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雪

　

と

　

ご

　

み

山
麓
か
ら
仰
ぎ
見
る
北
ア
連
峰
は
､
岩
と
雪
で
色

ど
ら
れ
､
す
っ
か
り
冬
の
衣
裳
を
ま
と
っ
た
｡
例
年

よ
り
早
い
寒
波
の
到
来
で
､
す
で
に
ス
キ
ー
場
開
き

の
ニ
ュ
ー
ス
も
耳
に
入
っ
て
く
る
｡

こ
う
し
て
新
雪
の
山
頂
を
め
ざ
す
冬
山
登
山
者
､

あ
る
い
は
山
麓
の
ス
キ
ー
場
で
雪
山
を
楽
し
む
ス
キ

_
ヤ
ー
な
ど
'
色
と
り
ど
り
の
人
々
が
行
き
交
う
風

景
は
､
北
ア
を
背
景
と
し
た
山
麓
の
冬
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
風
物
誌
と
な
る
｡

景
観
の
す
.
へ
て
を
白
一
色
で
包
ん
で
し
ま
う
白
い

雪
は
､
投
げ
捨
て
ら
れ
た
紙
屑
や
汚
物
を
つ
ぎ
つ
ぎ

と
新
雪
で
お
お
い
つ
く
し
､
い
か
に
も
清
潔
な
自
然

の
た
た
ず
ま
い
を
星
し
て
く
れ
る
｡
雪
山
で
遊
ぶ
人

々
は
こ
れ
を
良
い
こ
と
に
し
て
思
い
き
り
自
然
を
汚

す
'
そ
の
結
果
は
雪
解
け
の
候
か
ら
現
れ
始
め
`
雪

が
終
る
と
す
べ
て
の
悪
行
が
露
呈
L
t
春
の
野
山
と

聞
け
ば
ご
み
の
山
を
思
い
う
か
べ
る
程
醇
接
な
関
係

を
も
っ
て
昨
今
の
春
の
風
物
誌
を
描
き
出
す
｡

と
く
に
､
利
用
者
が
多
か
つ
た
ス
キ
ー
場
､
あ
る

い
は
冬
山
登
山
著
が
集
中
し
た
山
岳
の
登
山
路
周
辺

は
ご
み
を
た
よ
り
に
歩
け
は
霧
の
中
で
も
道
を
間
違

え
な
い
経
ず
ざ
ま
し
い
限
り
で
あ
る
｡

多
少
な
り
と
も
ご
み
の
片
付
け
役
が
い
る
ス
キ
ー

場
は
ま
だ
良
い
方
で
あ
る
｡
観
光
客
で
な
く
い
わ
ゆ

る
高
大
と
云
あ
れ
る
人
々
だ
け
が
独
占
し
た
山
岳
地

帯
が
'
良
く
も
こ
こ
ま
で
汚
し
'
こ
こ
ま
で
荒
ら
さ

な
か
っ
た
ら
大
自
然
の
中
で
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
も
の
か
と
鴬
か
き
ら
れ
る
｡

大
自
然
を
相
手
に
自
己
の
全
能
力
を
試
す
行
為
が

現
代
風
の
ス
ポ
ー
ツ
登
山
と
い
わ
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
､
観
客
席
で
は
岩
と
雪
と
針
葉
樹
の
森
が
あ
な

た
の
行
動
の
す
べ
て
を
見
守
o
て
い
る
｡
フ
ェ
ア
で

美
し
く
､
相
手
と
す
る
大
自
然
が
何
で
あ
る
か
を
知

っ
て
､
あ
く
ま
で
そ
れ
を
尊
重
で
き
る
登
山
者
で
あ

っ

て

も

ら

い

た

い

｡
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鋳物檀ど山

北
ア
山
麓
の
正
月
三
ヶ
日
の
行
事

青

　

　

木

浴

北
ア
山
麓
と
い
っ
て
も
､
後
立
山
連
馨
の
東
麓
､

大
町
･
北
安
曇
を
中
心
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
｡

黒
四
ダ
ム
､
黒
四
有
料
道
路
沿
い
の
大
町
温
泉
郷
､

そ
の
続
き
の
別
荘
団
地
等
の
建
設
､
大
町
･
美
麻
･
白

馬
･
小
谷
等
丁
数
ヶ
所
の
ス
キ
ー
場
の
開
発
に
よ
る

六
百
五
十
戸
余
の
旅
精
､
そ
れ
等
の
観
光
施
設
に
訪

れ
る
観
光
客
に
よ
り
､
今
ま
で
長
年
祖
先
代
々
受
け

航
諾
綜
宰
窪
一
語
緯

そ
れ
で
も
北
ア
山
麓
地
方
ら
し
い
行
事
を
残
し
て
い

る
｡
私
達
は
近
代
化
に
急
な
余
り
､
感
価
の
こ
も
っ

た
､
祖
先
以
来
の
行
詰
を
切
捨
て
か
ら
で
あ
る
が
､

心
の
暖
ま
る
も
の
は
永
久
に
子
孫
に
伝
え
た
い
も
の

で
あ
る
｡

正

月

元

旦

一

三
十
日
の
夜
ま
で
に
､
家
の
大
掃
除
を
は
じ
め
'

神
棚
へ
の
〆
縄
､
恵
比
寿
棚
の
巻
縄
-
(
山
麓
独
特
の

も
の
)
､
仏
壇
の
清
掃
､
門
松
(
最
近
簡
略
化
し
て
い

る
が
)
､
お
節
の
飾
付
け
等
家
の
内
外
を
整
え
気
特
を

新
ら
た
に
し
で
､
正
月
を
迎
え
る
こ
と
は
､
昔
も
今

も
そ
ん
な
に
は
変
っ
て
は
い
な
い
｡

l
　
元
日
の
お
語
り

十
二
時
を
合
図
に
｢
一
の
筆
に
着
く
ぞ
｣
　
｢
一
一
の

等
比
着
く
ぞ
｣
と
か
､
俺
が
｢
一
の
庭
を
踏
高
｣
　
｢

二
の
庭
を
踏
む
｣
な
ど
と
い
っ
て
`
早
朝
産
土
(
ら

ぷ
す
な
)
神
に
お
詰
り
す
る
の
は
､
テ
レ
ビ
の
紅
白

歌
合
戦
､
除
夜
の
鐘
の
放
送
を
聞
き
終
っ
て
､
神
詰

り
の
一
番
乗
り
を
競
う
今
と
相
違
は
な
い
｡
丑
の
刻

に
出
て
他
人
に
出
会
わ
ぬ
よ
う
に
す
れ
ば
御
利
益
が

あ
る
と
い
っ
て
､
わ
ざ
と
す
る
人
も
昔
は
あ
っ
た
｡

大
町
の
王
子
､
宮
本
の
神
明
宮
`
池
田
の
八
幡
様
は

今
も
昔
も
特
に
娠
ぎ
や
か
で
あ
る
｡
ま
た
除
夜
の
鐘

の
鳴
り
出
す
の
を
合
図
に
財
布
を
縫
い
初
め
､
こ
れ

に
お
袋
銭
を
入
れ
て
､
お
詰
り
す
れ
ば
､
一
年
中
お

金
に
不
自
由
し
な
い
と
い
う
｡

2
　
朝
の
焚
付
け

今
は
ガ
ス
や
電
気
で
あ
る
が
､
昔
は
地
炉
(
ぢ
ろ
)

(
ゆ
る
り
､
ゆ
ろ
り
)
や
｢
か
ま
ど
｣
の
元
日
の
朝

の
焚
付
け
は
､
豆
樺
(
ま
め
か
ら
)
で
す
る
も
の
､

必
ず
弗
が
炊
き
付
け
る
も
の
と
し
だ
｡
一
年
中
｢
ま

め
｣
(
健
康
)
で
あ
る
よ
う
に
`
女
は
汚
れ
が
あ
る

と
い
う
憲
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
ま
た
元
日
の
朝
､
地

炉
へ
ぢ
ろ
)
　
に
足
を
入
れ
る
と
､
笹
や
烏
が
苗
代
を

こ
ね
る
､
こ
の
目
地
炉
へ
ぢ
ろ
)
　
を
汚
-
し
て
お
く

と
､
田
や
畑
に
革
が
生
え
る
と
か
､
子
供
の
頃
足
を

入
れ
て
両
親
に
叱
ら
れ
た
経
験
の
あ
る
年
寄
は
多
い

こ
と
で
あ
ろ
う
o

e
　
若
水
(
わ
か
み
ず
)
･
福
茶
･
歯
固

水
汲
み
場
や
井
戸
屋
に
は
餅
や
お
洗
米
を
供
え
る

か
､
洗
米
や
塩
を
撒
い
て
清
め
る
か
､
井
戸
の
中
や

流
れ
に
､
米
を
三
粒
な
げ
｢
霊
水
除
け
｣
と
称
え
な

が
ら
三
種
汲
み
こ
ぼ
し
`
四
度
日
の
時
に
｢
若
水
か

あ
り
て
目
出
た
い
寿
福
福
徳
下
さ
い
｣
と
三
通
唱
え

て
汲
む
か
.
｢
目
出
度
さ
に
心
嬉
し
や
母
屋
の
井
戸
｣

等
と
い
っ
て
､
多
く
は
明
き
の
方
に
向
っ
て
汲
ん
だ

も
の
だ
o

こ
の
元
日
の
若
水
は
男
が
汲
む
も
の
､
古
く
は
年

男
が
汲
む
も
の
､
ま
た
新
し
い
藁
草
履
を
履
い
て
汲

む
も
の
と
気
特
を
こ
め
た
も
の
で
あ
る
が
､
今
は
飲

料
水
の
水
道
化
に
よ
り
､
若
水
の
意
識
は
変
ら
な
く

も
'
そ
の
方
法
は
昔
の
か
け
も
な
い
｡

若
水
を
沸
か
し
お
茶
を
入
れ
､
年
神
様
､
神
棚
､

恵
比
寿
様
､
仏
壇
に
供
え
家
族
揃
っ
て
お
茶
を
飲
む

こ
と
を
福
茶
と
い
う
｡

お
茶
の
時
柿
`
粟
､
煮
豆
､
大
根
煮
､
煎
餅
を
食

べ
る
こ
と
を
`
歯
固
め
と
い
う
｡
柿
は
､
か
き
ま
わ

し
の
よ
い
よ
う
に
､
栗
は
､
-
り
ま
あ
し
の
よ
い
よ

う
に
､
煮
ま
め
は
ま
め
ま
め
と
､
大
根
薫
は
代
代
続

く
よ
う
に
､
煎
餅
は
一
枚
食
べ
て
も
千
べ
い
(
千
歳

)
と
言
っ
て
､
子
供
も
大
人
も
一
家
揃

っ
て
'
皆
ん
な
で
食
べ
る
｡
腹
を
病
ま

ぬ
よ
う
に
と
い
っ
て
､
ほ
お
づ
さ
を
食

べ
る
家
も
あ
る
し
､
小
谷
･
白
馬
で
は

か
や
の
実
も
食
べ
た
も
の
で
あ
る
｡

4
　
元
日
の
食
事

正
月
は
｢
と
そ
｣
は
つ
き
も
の
'
朝

お
神
酒
を
｢
と
そ
｣
と
し
て
飲
む
家
も

あ
る
､
朝
食
は
大
根
､
に
ん
じ
ん
､
昆

布
､
か
ん
ぴ
ょ
う
､
竹
輪
､
疎
豆
腐
を

入
れ
た
雑
煮
か
､
焼
い
た
餅
に
､
洗
米

田
作
り
､
豆
な
ど
､
年
神
様
や
神
仏
に

供
え
て
後
に
雑
煮
を
食
べ
た
｡
ま
た
朝

食
を
芋
汁
に
し
て
へ
一
年
中
す
る
す
る

と
滑
り
の
よ
い
よ
う
に
と
い
っ
て
食
べ

る
所
も
多
い
芋
汁
に
す
る
と
風
邪
を
引

か
な
い
と
も
い
う
｡
大
体
元
日
に
雑
煮

な
ら
二
日
は
芋
汁
､
元
日
に
芋
汁
な
ら
二
日
に
雑
煮

と
い
う
ふ
う
に
､
三
ケ
日
の
中
に
全
々
餅
を
食
べ
な

い
こ
と
は
な
い
｡
夕
食
に
は
長
く
続
く
よ
う
に
と
い

う
縁
起
を
と
っ
て
､
う
ど
ん
や
そ
ば
を
食
べ
る
こ
と

に
し
て
い
た
｡
元
日
の
御
馳
走
の
中
心
は
､
ぶ
り
と

餅
で
さ
け
'
い
か
､
た
こ
､
田
作
り
､
数
の
子
'
蜜

柑
な
ど
で
あ
っ
た
が
､
今
は
食
生
活
の
進
歩
で
､
内

容
が
ぐ
っ
と
進
ん
で
い
る
｡

5
　
元
日
の
俗
信

元
日
を
寝
転
ん
で
過
す
と
､
ぐ
う
た
ら
に
な
る
と

か
｡
元
日
に
子
供
を
泣
か
せ
る
と
年
中
泣
く
と
か
､

こ
の
日
に
銭
を
使
う
と
､
一
年
中
銭
の
出
が
多
く
な

る
な
ど
と
い
っ
て
､
年
頭
の
第
一
日
を
大
切
に
す
る

風
が
あ
る
｡
ま
た
元
日
の
朝
掃
除
を
す
る
と
'
福
の

神
を
掃
き
出
す
と
か
､
朝
外
出
の
時
は
必
ず
明
き
の

方
か
ら
出
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
俗
信
も
あ
る

正

月

二

　

日

仕
草
初
め
と
い
っ
て
､
農
家
で
は
､
男
は
馬
の
沓
(

く
つ
)
を
作
っ
た
り
､
秋
に
稲
を
束
ね
る
｢
す
げ
縄
｣

を
一
駄
(
六
本
)
作
っ
て
恵
比
寿
様
か
､
か
ま
神
様

に
上
げ
る
か
､
大
黒
柱
に
さ
げ
だ
｡
女
は
縫
初
め
と

い
っ
て
針
仕
事
を
し
た
｡
畳
屋
は
畳
の
刺
し
初
め
､

大
工
は
鈍
の
砥
ぎ
初
め
､
子
供
達
は
書
初
め
の
日
で

あ
り
､
作
品
を
年
神
様
に
進
ぜ
る
と
い
つ
で
､
松
に

鮨
び
つ
け
た
り
'
隼
棚
の
下
に
貼
っ
た
｡
ま
た
｢
お

ん
べ
｣
の
時
､
竿
の
顕
に
づ
げ
た
り
投
げ
込
ん
で
燃

や
し
､
高
-
天
ま
で
燃
え
上
が
る
と
手
が
上
が
る
と

言
っ
て
喜
ん
だ
｡
今
は
学
校
の
梧
題
と
考
え
'
書
初

め
と
は
先
生
か
ら
頂
く
も
の
と
の
意
識
に
な
っ
て
い

る
｡
ま
た
風
呂
の
立
て
初
め
の
日
で
も
あ
る
｡
大
町

や
池
田
で
は
､
初
売
り
､
初
荷
で
賑
わ
う
の
も
こ
の

日
で
あ
る
｡
経
済
に
つ
な
が
る
面
の
み
の
習
慣
が
今

も
強
く
残
っ
て
い
る
｡

正

月

三

日

夜
は
三
日
年
取
を
行
な
う
｡
ま
た
べ
ろ
べ
ろ
の
年

取
り
､
か
ま
神
様
の
年
取
り
'
汚
れ
年
な
ど
と
も
い

っ
て
､
鍋
や
釜
の
お
勝
手
用
具
に
年
を
取
ら
せ
る
と

い
う
｡
昔
は
こ
の
日
に
小
豆
飯
を
す
る
所
が
多
か
っ

た
｡
か
ま
神
様
に
は
撞
飯
三
個
を
､
自
簾
か
膳
か
丼

な
ど
に
の
せ
､
べ
ろ
べ
ろ
(
白
木
の
箸
か
麻
稗
か
芋

の
茎
等
の
二
五
部
位
の
も
の
を
､
頭
三
､
四
肋
を
折

り
曲
げ
た
も
の
)
を
一
本
宛
挿
し
て
か
ま
神
様
に
進

ぜ

る

｡

　

　

　

　

　

　

(

大

町

北

要

語

編

纂

委

員

)
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アガネズミの肘食

食
物
を
貯
え
る
習
性

宮

　

尾

　

嶽

　

雄

請高
物

思
博･u山

′
~
_
i
i
l
i
o

食
物
を
貯
え
る
習
性
は
､
多
く
の
哺
乳
類
に
み
ら

れ
る
｡
食
物
は
動
物
に
と
っ
て
､
環
境
と
の
結
び
つ

き
の
な
か
で
､
最
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
｡
し
た

が
っ
て
､
食
物
七
得
る
こ
と
に
関
す
る
適
応
は
､
動
物

の
基
本
的
な
機
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

食
物
を
貯
え
る
習
哩
は
､
食
物
の
量
や
質
が
､
季
節

ご
と
に
著
し
く
変
化
す
る
温
辞
や
亜
寒
帯
､
雨
季
と

琵
李
が
交
代
す
る
熱
帯
の
一
部
の
地
域
に
す
む
動
物

に
と
っ
て
､
き
わ
め
で
重
要
な
適
応
の
一
環
を
な
す

も
の
で
あ
ろ
う
｡
食
物
が
豊
富
な
季
節
に
著
し
く
肥

満
し
て
､
体
内
に
干
ネ
ル
キ
ー
を
貯
え
'
ま
た
､
食

物
の
欠
乏
す
る
季
節
に
休
眠
し
た
り
､
ま
た
は
他
の

地
方
へ
移
動
し
た
り
す
る
習
性
も
､
貯
食
と
一
連
の

関
係
を
も
っ
た
適
応
の
表
現
と
み
る
の
か
正
し
い
と

思
わ
れ
る
｡

2

北
極
地
方
の
ク
マ
､
キ
ッ
ネ
､
オ
オ
カ
､
､
､
な
ど
は
､

し
ば
し
ば
そ
の
獲
物
の
一
部
だ
け
を
食
べ
､
残
り
を

雪
の
中
や
凍
っ
た
地
中
に
か
-
す
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
｡
獲
物
に
手
を
つ
け
ず
に
か
く
す
場
合
も
あ
る
｡

冬
の
問
は
雪
の
中
に
埋
め
る
が
､
夏
に
は
砂
や
軽
い

土
の
中
に
埋
め
て
､
注
意
深
く
被
う
の
で
あ
る
｡
キ

ツ
ネ
の
場
合
で
み
る
と
､
後
に
な
っ
て
そ
の
貯
蔵
食

料
を
容
易
に
発
見
す
る
が
､
そ
の
通
路
に
沿
っ
て
､

人
間
が
肉
を
埋
め
て
お
い
て
も
掘
り
出
そ
う
と
は
し

な
い
｡
自
分
が
か
く
し
た
も
の
を
記
憶
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
｡

モ
グ
ラ
で
は
､
巣
の
申
ま
た
は
そ
の
近
く
に
食
物

を
貯
え
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
貯
食
の
主

な
も
の
は
､
･
､
ミ
ズ
で
､
ト
ン
ネ
ル
の
壁
の
中
に
埋
め

た
り
､
ト
ン
ネ
ル
の
中
に
か
た
め
て
あ
っ
た
り
す
る
｡

そ
れ
ら
の
･
･
､
､
･
､
ズ
を
調
べ
て
み
る
と
､
た
い
が
い
頭

部
に
傷
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
､
動
け
な
い
状
態
に
な

っ
て
い
る
｡
死
ん
で
い
な
い
証
拠
に
'
い
ろ
い
ろ
な

程
度
に
再
生
が
進
ん
で
い
る
｡
ヨ
-
ロ
ッ
.
ハ
で
は
古

く
か
ら
モ
グ
ラ
の
こ
の
習
性
が
注
意
さ
れ
､
e
a
h
-
(

H
留
の
)
は
一
二
八
〇
匹
の
ミ
ミ
ズ
と
一
八
匹
の
ヨ
ガ

ネ
ム
シ
幼
虫
が
､
巣
と
そ
の
近
く
の
ト
ン
ネ
ル
内
に

貯
え
ら
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
､
B
o
s
(
1
8
9
8
)
は
三

百
匹
の
､
･
､
･
,
､
ズ
が
貯
え
ら
れ
て
い
た
と
報
告
し
て
い

る
｡
こ
の
よ
う
な
･
､
､
･
･
､
ズ
の
集
団
は
､
一
時
は
単
な

る
･
､
､
･
･
､
ズ
の
冬
眠
集
団
だ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
か
'
さ
き
に
記
し
た
よ
う
に
'
故
意
に
傷
を
つ

け
て
動
け
な
く
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
､
明
ら
か
に
モ

グ
ラ
の
し
わ
ざ
で
あ
る
｡
飼
育
中
の
モ
グ
ラ
で
も
食

物
を
貯
え
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
貯
え

た
ミ
･
､
､
ズ
を
後
に
モ
グ
ラ
が
利
用
す
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
確
か
め
ら
れ
て
い
な
い
(
G
o
d
f
r
の
y
 
a
n
d

O
r
o
w
o
g
f
-
.
-
①
8
)

3

ウ
ラ
ル
地
方
の
ス
テ
ッ
プ
に
す
む
ブ
ギ
ウ
サ
ギ

(
o
o
h
〇
㌔
o
n
a
p
u
s
i
-
】
a
)
は
､
草
や
葉
の
つ
い
た
木

の
枝
を
か
み
切
っ
て
乾
燥
さ
せ
､
こ
れ
を
集
め
て
干

草
の
山
を
作
る
｡
総
重
量
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
も
達
す

る
と
い
う
一
日
二
〇
-
二
五
グ
ラ
ム
の
干
草
で
充
分

生
活
で
き
る
か
ら
､
こ
の
貯
え
で
､
四
ケ
月
間
は
大

丈
夫
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
中
央
ア
ジ
ア
の
草
原
に

す
む
別
種
の
ナ
キ
ウ
サ
ギ
(
O
o
h
o
t
g
a
d
a
u
r
i
o
a
)

は
､
直
径
一
㍍
､
高
さ
四
〇
セ
ン
チ
も
の
千
草
の
山

を
作
る
と
い
う
(
F
e
r
B
O
z
O
く
.
一
①
8
)
｡

食
べ
残
し
の
枯
死
し
た
草
を
冬
の
間
は
利
用
す
る

こ
と
が
､
干
草
貯
蔵
の
習
性
が
発
達
す
る
第
一
段
階

で
あ
ろ
う
｡
特
に
ス
テ
ッ
プ
や
す
.
ハ
ク
気
候
の
地
方

で
は
､
か
み
切
っ
て
地
上
に
残
し
た
革
や
枝
は
､
た

ち
ま
ち
乾
燥
し
て
し
ま
う
｡
し
た
が
っ
て
彼
等
の
餌

と
し
て
価
値
あ
る
も
の
が
､
大
量
に
保
存
さ
れ
る
わ

け
で
､
精
巧
な
貯
蔵
方
法
が
発
達
す
る
自
然
の
条
件

と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
千
草
を
積
み
上
げ
た

り
'
岩
か
げ
に
集
め
る
こ
と
で
'
貯
蔵
の
目
的
が
遷

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
好
都
合
龍
条
件

は
高
山
地
域
に
も
存
在
す
る
｡
こ
う
し
て
集
め
た
干

草
を
､
風
に
吹
き
散
ら
さ
れ
た
り
､
右
腕
類
に
略
奮
さ

れ
た
り
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
､
千
草
置
場
の
ま
あ
り

を
石
積
み
で
か
こ
う
よ
う
な
こ
と
も
行
な
わ
れ
る
｡

ハ
タ
ネ
ズ
ミ
の
一
種
(
A
三
〇
〇
-
a
の
t
r
の
}
z
O
<
i
)
は
､

干
草
置
場
の
壁
を
作
っ
た
り
補
修
し
た
り
す
る
た
め

に
'
一
日
に
一
匹
で
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
の
小
石
を
運

ナ
ノ
キ
､
ハ
シ
.
ハ
･
､
､
､
ド
ン
グ
リ
､
穀
粒
､
キ
ノ
コ

な
ど
を
大
量
に
貯
え
て
い
る
｡
そ
し
て
冬
の
間
､
時

々
目
を
覚
ま
し
て
は
こ
れ
を
食
べ
､
春
に
な
っ
て
か

ら
も
は
じ
め
の
う
ち
は
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
｡
ク

マ
は
シ
マ
リ
ス
の
ト
ン
ネ
ル
を
み
つ
け
て
は
そ
れ
を

掘
り
お
こ
し
て
貯
蔵
食
品
を
盗
み
､
リ
ス
に
も
そ
の

よ
う
な
習
性
が
あ
る
と
い
う
(
ル
カ
-
シ
キ
ン
､
一

九
三
九
)
｡4

ネ
ズ
･
･
､
類
に
は
食
物
貯
蔵
の
習
畦
が
著
し
い
｡
草

食
性
の
ハ
タ
ネ
ズ
･
･
､
(
草
原
､
田
畑
､
植
林
地
な
ど

に
.
多
い
)
は
､
稲
穂
､
桑
の
板
`
茶
の
根
､
タ
.
ハ
n

の
葉
､
草
木
の
種
子
な
で
､
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
ト

ン
ネ
ル
内
の
貯
蔵
室
に
運
び
込
む
｡
根
は
同
じ
長
さ

に
切
り
そ
ろ
え
て
規
則
正
し
く
並
べ
ら
れ
､
稲
穂
は

二
一
～
一
五
糎
の
長
さ
に
切
り
そ
ろ
え
て
あ
る
と
一

あ
れ
る
(
佐
木
々
､
一
九
〇
四
‥
川
村
･
池
田
,
一
九

三
五
な
ど
)
｡
巣
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
(
次
頁
へ
)

び
'
春
か
ら
秋
旺
か
け
て
'
一
家
族
で

≡
-
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
の
千
草
を
集
め

ら
(
S
h
雷
b
i
n
.
一
球
〇
㌔

リ
ス
に
も
食
物
を
貯
え
る
習
性
が
発

達
し
て
い
る
｡
松
類
の
球
果
､
ド
ン
グ

リ
な
ど
を
穴
に
運
び
こ
み
､
ま
た
､
キ

ノ
コ
を
と
っ
て
は
木
の
枝
に
つ
き
さ
し

て
お
く
､
こ
れ
は
自
然
に
乾
燥
し
て
貯

蔵
食
料
と
な
る
｡
も
し
､
こ
れ
が
個
体

に
と
っ
て
無
益
だ
と
し
て
も
`
こ
の
よ

う
な
貯
蔵
は
､
個
体
群
全
体
と
し
て
の

生
存
に
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
な

ら
(
ナ
ウ
モ
フ
､
-
九
五
七
)
｡
飼
育

し
て
い
る
リ
ス
も
､
食
物
の
残
り
を
か

く
す
こ
と
を
す
る
が
'
そ
れ
が
腐
り
だ

し
て
も
し
ら
ん
で
顔
い
る
｡
野
外
で
は

冬
の
食
物
の
乏
し
い
時
期
に
､
秋
の
間

の
貯
え
を
利
用
す
る
の
は
確
か
で
あ
る

が
〟
実
際
に
食
べ
る
の
は
あ
ず
か
一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
程
度
ら
し
い
｡

北
海
道
や
大
陸
の
シ
マ
リ
ス
は
､
冬

の
間
半
睡
状
態
で
地
下
の
ト
ン
ネ
ル
内

に
作
っ
た
巣
の
中
で
す
ご
す
｡
ト
ン
ネ

ル
内
に
は
食
物
貯
蔵
所
が
作
ら
れ
'
シ
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爺ガ岳の稜練をゆ(登山者

冬
山
を
め
ざ
す
人
々
へ
｡

信
濃
の
里
に
も
早
雪
が
舞
い
､
北
ア
ル
プ
ス
の
山

々
は
冥
白
に
雪
化
粧
さ
れ
る
季
節
が
や
っ
て
き
ま
し

た
｡
岳
人
の
皆
さ
ん
は
冬
山
へ
の
準
備
に
心
せ
わ
し

い
事
と
思
い
ま
す
｡

一
般
に
冬
山
登
山
は
年
末
か
ら
年
始
に
か
け
て
集

中
し
､
そ
れ
に
次
い
で
三
月
の
連
休
に
多
く
な
る
傾

向
が
見
ら
れ
ま
す
｡
し
た
が
っ
て
年
末
年
始
に
｣
番

多
く
入
山
す
る
の
で
､
遭
難
も
ま
た
一
番
多
い
事
に

な
り
ま
す
｡

事
も
あ
り
ま
す
の
で
信
じ
切
れ
な
い
点
も
あ
り
ま
す

が
､
と
も
あ
れ
年
末
年
始
の
頃
は
`
一
.
へ
ん
に
た
く

さ
ん
の
雪
が
降
る
時
期
で
あ
り
､
好
天
に
恵
ま
れ
る

事
が
極
め
て
少
な
く
､
い
き
お
い
遭
難
事
故
も
多
く

な
る
訳
で
す
｡

一
万
､
年
末
年
始
に
は
登
山
者
が
集
中
す
る
の
で
､

未
熟
な
登
山
者
も
気
が
強
く
な
り
'
一
緒
に
ど
こ
か

の
パ
ー
テ
ィ
に
つ
い
て
行
動
す
る
と
良
い
と
か
あ
る

い
は
困
っ
た
時
に
は
ど
こ
か
の
パ
ー
テ
ィ
に
助
け
て

も
ら
え
る
な
ん
て
考
え
を
持
っ
て
入
山
す
る
著
が
あ

る
様
で
す
｡

こ
う
い
う

人
達
は
､
他

の
パ
ー
テ
ィ

が
あ
て
に
な

ら
ぬ
轟
を
充

分
に
心
得
て

戴
き
た
い
｡

他
の
パ
ー
テ

ィ
の
人
達
は

そ
ん
な
心
は

つ
ゆ
知
ら
ぬ

事
で
す
｡

地
元
で
は

遭
難
が
絶
対

に
起
ら
な
い

様
に
何
か
と

気
を
配
り
､

心
配
し
て
居

当
然
と
一
手
え
は
当
然
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
､
こ
こ

で
一
番
多
い
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
｡

年
末
年
始
は
学
校
が
長
い
休
み
に
な
る
､
会
社
な

ど
も
休
み
が
長
い
か
ら
こ
の
時
期
に
登
山
を
し
よ
う

と
云
う
再
に
な
る
も
の
と
思
い
ま
す
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
時
期
は
気
象
台
の
万
か
ら
の
予

報
も
毎
年
出
さ
れ
る
が
､
良
い
天
候
に
恵
ま
れ
ま
す

と
云
う
予
報
の
出
た
事
は
余
り
聞
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
｡
現
実
に
は
予
報
に
反
し
好
天
に
恵
ま
れ
た

り
ま
す
の
で
充
分
注
意
し
て
戴
き
た
い
｡

来
る
年
も
来
る
年
も
条
件
か
悪
く
､
計
画
通
り
に

行
動
で
き
な
い
垂
を
く
や
ん
で
計
画
を
強
行
す
る
な

ど
､
危
険
な
行
動
を
と
る
事
は
絶
対
止
め
て
下
さ
い

恵
ま
れ
た
条
件
で
楽
し
い
冬
山
登
山
が
で
き
る
事

を
斬
り
ま
し
て
冬
山
を
め
ざ
す
人
々
へ
の
助
言
と
い

た
-
ま
す
｡

(
大
町
市
登
山
案
内
人
組
合
長
)

(
前
頁
よ
り
)

ろ
に
行
き
ど
ま
り
の
広
い
部
屋
を
作
り
`
そ
れ
を
貯

蔵
室
と
す
る
(
渡
辺
､
一
九
三
七
)
｡

ハ
タ
ネ
ズ
ミ
に
限
ら
ず
'
一
般
に
野
ネ
ズ
･
･
､
は
ト

ン
ネ
ル
の
外
で
食
物
を
見
つ
け
る
と
､
ト
ン
ネ
ル
内

に
そ
れ
を
持
ち
こ
ん
で
食
べ
る
習
性
が
あ
る
の
で
､

秋
に
草
木
が
結
実
し
､
食
物
が
豊
富
に
な
る
と
､
い

き
お
い
食
物
が
食
べ
き
れ
ず
､
ト
ン
ネ
ル
内
に
貯
ま

る
こ
と
に
な
る
｡
前
に
持
ち
こ
ん
だ
も
の
が
､
ど
ん

な
に
好
物
で
あ
っ
て
も
､
外
か
ら
持
ち
こ
ん
だ
も
の

を
先
に
食
う
と
い
う
性
質
も
あ
り
(
三
坂
､
一
九
五

五
)
､
結
局
､
食
物
の
畳
が
多
い
と
食
べ
残
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
｡
歴
史
的
に
み
て
､
こ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
に
貯
食
習
性
の
出
発
点
が
あ
ろ
う
｡
食
物
が
豊
富

に
な
る
こ
と
､
温
度
の
低
下
､
日
長
の
短
縮
は
､
貯

蔵
本
能
の
出
現
を
促
す
と
い
う
(
ス
ウ
ィ
ル
テ
ィ
ン

コ
'
一
九
五
七
)
｡

ア
カ
ネ
ズ
･
､
､
や
ヒ
メ
ネ
ズ
､
､
､
は
林
に
す
み
､
種
実

を
主
食
と
す
る
が
'
こ
れ
ら
も
貯
食
溜
性
が
強
い
｡

食
物
が
特
殊
な
も
の
に
か
た
よ
っ
た
種
類
で
は
､
貯

食
習
性
も
強
く
な
る
の
か
当
然
で
あ
ろ
う
｡
八
ヶ
岳

亜
高
山
森
林
帯
に
は
､
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
(
草
食
性
)
ど

ヒ
メ
ネ
ズ
･
･
､
が
多
い
｡
夏
の
間
は
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
の
方

が
ヮ
ナ
ほ
多
く
か
か
る
の
で
あ
る
が
､
冬
に
は
ヤ
チ

ネ
ズ
･
･
､
は
か
り
で
､
ヒ
メ
ネ
ズ
･
･
､
は
殆
ん
ど
と
れ
な

く
な
る
(
宮
尾
ほ
か
､
一
九
六
三
)
｡
こ
れ
は
ヒ
メ

ネ
ズ
･
･
､
が
貯
蔵
食
物
は
よ
っ
て
年
酒
し
､
冬
の
間
は

外
で
餌
を
と
る
こ
と
が
少
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
と
考

え
て
い
る
｡

五
月
上
旬
に
ア
カ
ネ
ズ
ミ
の
巣
を
掘
り
か
え
し
た

と
こ
ろ
､
ヤ
マ
モ
モ
の
種
子
と
ク
ル
ミ
の
貯
蔵
が
み

つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
｡
ク
ル
ミ
が
五
ケ
､
ヤ
マ

キ
壬
の
種
子
が
二
九
ケ
､
全
部
で
八
五
グ
ラ
ム
で
あ

っ
た
(
写
真
)
｡
そ
の
中
に
は
堅
粟
を
か
じ
っ
て
中

身
を
食
べ
た
も
の
が
混
じ
っ
て
お
り
`
冬
の
間
に
食

べ
き
れ
な
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
｡
試
み
に
ク
ル

･
,
､
を
割
っ
て
み
た
と
こ
ろ
､
果
肉
は
新
鮮
で
､
保
存

の
条
件
が
ざ
わ
め
て
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ハ
タ
ネ
ズ
､
･
､
(
M
i
o
r
o
t
e
S
 
a
r
<
a
I

一
i
s
)
は
･
秋
に
地
下
茎
や
球
杖
を
貯
え
､
冬
の
間
そ

れ
で
生
活
す
る
が
･
こ
れ
ら
の
食
物
は
ざ
わ
め
で
新

鮮
な
状
態
に
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
｡

人
類
の
採
集
経
済
の
時
代
に
は
､
そ
し
て
捜
新
時

代
に
入
っ
て
か
ら
も
'
大
飢
饉
の
年
な
ど
に
は
､
こ

う
し
た
野
ネ
ズ
､
､
､
の
貯
食
を
見
つ
け
る
こ
と
に
ょ
っ

て
､
命
を
な
が
ら
え
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
､
し

ば
し
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

『
こ
こ
に
貼
づ
る
所
を
知
ら
ざ
る
間
に
､
鼠
来

て
い
は
く
､
｢
内
は
ほ
ら
ほ
ら
､
外
は
す
ぶ
ず
ぶ
｣

と
'
か
く
青
ひ
げ
れ
は
､
其
処
を
踏
み
し
か
は
､

落
ち
隠
り
入
り
し
間
に
､
火
は
焼
け
過
ぎ
き
｡
こ

こ
に
そ
の
鼠
､
そ
の
鴨
鍋
を
咋
ひ
て
出
で
来
て
奉

り
き
｡
そ
の
矢
の
羽
は
､
そ
の
風
の
子
ど
も
み
な

喫
ひ
た
り
き
｡
』

と
い
う
､
古
事
記
(
角
川
文
麿
版
に
よ
る
)
の
有

名
+
.
説
話
も
､
『
ネ
ズ
･
･
､
の
浄
土
』
と
い
う
昔
話
も
､

ネ
ズ
､
,
､
類
の
貯
食
習
性
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
合
い

を
暗
示
し
て
い
る
と
み
る
の
も
､
一
つ
の
解
釈
だ
と

思
う
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡

ド
ブ
ネ
ズ
ミ
や
ク
マ
ネ
ズ
･
､
､
の
よ
う
な
住
家
性
で

人
間
の
生
活
に
密
着
し
て
い
る
も
の
に
は
､
普
通
は

貯
食
習
性
が
明
ら
か
で
な
い
｡
し
か
し
､
野
外
で
生

活
し
て
い
る
ド
ブ
ネ
ズ
､
･
､
で
は
､
時
に
食
物
を
貯
え

る
こ
と
が
あ
り
'
胸
部
に
咳
傷
を
受
け
､
半
死
の
状

態
に
あ
る
ニ
ホ
シ
ア
カ
ガ
ユ
ル
が
､
ド
ブ
ネ
ズ
･
､
､
の

巣
の
中
に
多
数
貯
え
ら
れ
て
い
た
例
を
､
高
良
信
夫

氏
(
一
九
四
一
)
が
記
録
し
て
い
る
｡

×

　

　

　

　

×

　

　

　

　

×

郵
便
局
の
窓
口
に
お
い
て
あ
る
郵
便
貯
金
を
す
す

め
る
チ
ラ
シ
や
マ
ッ
チ
に
は
､
シ
マ
リ
ス
が
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
て
い
る
｡
昨
年
(
一
九
六
八
年
)
は
`
『
貯

蓄
で
自
立
』
と
い
う
標
語
の
入
っ
た
一
五
円
切
手
が

発
売
さ
れ
た
が
'
そ
れ
に
も
シ
マ
リ
ス
が
描
か
れ
て

い
る
｡
シ
マ
リ
ス
の
貯
食
習
性
を
'
郵
便
貯
金
に
結

び
つ
け
た
ア
イ
デ
ア
な
の
で
あ
ろ
う
｡

(
信
州
大
学
医
学
部
講
師
･
医
博
)
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