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雪
形
と
農
耕

八
十
八
夜
の
頃
に
在
る
と
白
馬
岳
の
三
国
境
の
直

下
､
信
州
側
の
山
肌
に
黒
い
駒
形
が
現
わ
れ
る
｡
そ

れ
は
残
雪
が
山
肌
に
描
い
た
雄
壮
を
絵
で
あ
り
､
麓

の
四
ッ
谷
(
白
馬
町
)
あ
た
り
か
ら
見
る
と
大
変
す

ぼ
ら
し
い
｡
か
っ
て
麓
の
人
々
は
､
こ
の
雪
形
を
目

安
に
田
の
代
を
掻
い
た
｡
そ
し
て
こ
の
山
を
代
掻
馬

の
現
わ
れ
る
山
の
意
味
で
代
馬
岳
と
呼
ん
で
き
た
｡

だ
か
ら
白
馬
岳
の
由
来
は
シ
ロ
ウ
マ
'
そ
れ
も
黒
い

代
馬
で
あ
る
｡

大
町
で
ま
近
か
に
望
め
る
爺
ガ
岳
に
は
同
じ
頃
'

旅
を
持
っ
て
種
を
描
く
種
播
爺
さ
ん
の
雪
形
が
現
れ

る
｡
山
麓
で
は
毎
年
種
播
爺
さ
ん
が
出
る
と
苗
床
の

種
播
き
に
か
か
っ
た
｡

こ
う
し
た
雪
形
の
話
が
麓
の
農
民
の
間
に
古
く
か

ら
語
り
伝
え
ら
れ
て
来
た
こ
と
に
は
､
そ
れ
を
り
の

理
由
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
残
雪
の
形
と
し
て
現

あ
れ
る
消
雪
の
進
行
状
況
は
里
に
い
て
山
の
季
節
の

進
み
具
合
を
見
る
最
も
良
い
目
安
で
あ
っ
た
｡
山
里

の
気
候
は
｢
岳
｣
の
気
候
に
左
右
さ
れ
る
｡
高
山
に

融
雪
の
春
が
来
て
は
じ
め
て
山
麓
の
気
候
も
定
ま
る

岳
の
冷
い
雪
融
け
水
が
一
気
に
苗
代
に
入
っ
て
は
ま

ず
い
｡
百
姓
は
気
温
が
安
定
し
､
水
が
ぬ
る
む
日
を

じ
っ
と
待
っ
た
｡
そ
し
て
雪
形
に
教
え
ら
れ
て
､
農

事
を
そ
の
年
の
季
節
の
進
行
に
合
わ
せ
た
の
で
あ
る

そ
こ
に
は
､
桜
械
力
と
薬
品
に
よ
っ
て
自
然
を
制
圧

す
る
文
明
は
な
か
っ
た
｡
あ
っ
た
の
は
'
自
然
に
順

応
し
た
生
活
の
知
恵
で
あ
り
､
人
間
と
自
然
と
の
豊

か
な
対
話
で
あ
っ
た
｡

｢
田
が
植
わ
っ
た
ぞ
｣
と
声
高
く
告
げ
て
い
る
と
い

う
白
馬
乗
鞍
の
ニ
ワ
ト
リ
の
雪
形
を
､
大
田
植
の
日

田
の
畦
で
キ
ナ
粉
な
す
び
を
ほ
う
ぼ
り
な
が
ら
母
か

ら
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
､
筆
者
は
い
ま
､
少
年
の
日

の
忘
れ
得
ぬ
記
憶
の
一
つ
と
し
て
想
い
起
す
｡

北
ア
の
麓
は
い
ま
田
植
が
盛
で
あ
る
｡
野
良
に
代

掻
き
の
馬
の
姿
は
見
ら
れ
を
-
な
り
､
種
播
き
爺
さ

ん
の
雪
形
の
出
な
い
う
ち
に
種
を
播
-
よ
う
に
な
っ

た
現
在
で
は
あ
る
が
､
生
活
の
中
で
自
然
を
肌
で
感

じ
る
能
会
を
失
い
た
く
を
い
も
の
で
あ
る
｡
(
海
川
)
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13年(ひとろ用)　大町市平区稲尾

館物焉
⊥

Iど山

北
ア
山
麓
地
方
の
稲
作
慣
行

青

　

木

治

所
に
少
し
つ
つ
あ
げ
る
家
も
あ
る
｡
ま
た
苗
代
を
し

め
た
時
(
整
地
の
時
)
し
め
餅
を
描
く
が
､
餅
草
か

､
ち
ち
こ
草
か
で
'
草
餅
に
し
芽
が
青
々
と
出
る
よ

ぅ
に
と
い
っ
て
､
家
に
あ
る
西
宮
大
神
宮
､
大
国
主

神
に
供
え
る
｡

こ
れ
等
の
行
事
は
何
れ
も
'
発
芽
が
よ
く
へ
立
派

を
苗
が
育
つ
よ
う
に
と
の
､
田
の
神
信
仰
の
表
れ
で

私
達
は
米
を
得
る
た
め
､
弥
生
の
昔
か
ら
'
あ
ら

ゆ
る
知
悉
を
拗
ら
か
せ
で
､
厳
し
い
自
然
条
件
を
克

服
す
る
た
め
､
科
学
の
力
や
信
仰
の
力
を
巧
み
に
､

利
用
し
て
､
そ
の
土
地
へ
風
土
に
適
合
さ
せ
て
'
稲

作
り
に
専
念
し
て
来
た
､
そ
し
て
そ
の
土
地
独
得
の

稲
作
り
の
風
習
を
つ
-
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
｡

一
､
苗
代

苗
半
作
と
い
っ
て
'
苗
代
田
に
お
け
る
育
苗
は
､

農
家
で
は
､
昔
か
ら
非
常
に
大
切
に
し
て
い
た
も
の

で
､
そ
の
間
に
お
け
る
祈
願
'
禁
忌
､
呪
法
な
ど
多

大
を
数
え
て
い
る
｡

用
　
漫
種

種
桝
は
池
か
川
に
吹
か
俵
に
入
れ
て
浸
し
て
き
た

が
､
俵
の
場
合
は
特
別
に
小
さ
な
の
を
編
ん
で
作
っ

た
も
の
に
入
れ
て
浸
し
た
｡
最
近
は
桶
浸
し
や
た
ら

い
浸
し
に
す
る
し
'
馬
鹿
苗
病
予
防
の
た
め
ウ
ス
プ

ル
ン
消
毒
も
す
る
｡
催
芽
の
方
法
も
､
風
呂
場
や
も

ろ
の
利
用
か
ら
､
更
に
電
熱
利
用
ま
で
発
展
し
た
｡

㈲
　
糠
播
き

1
'
種
播
き
に
祀
る
神

春
谷
川
の
上
流
か
ら
､
流
れ
に
添
っ
て
､
水
と
と

も
に
苗
代
田
に
移
動
す
る
田
の
神
信
仰
の
主
は
､
当

地
方
で
は
'
豊
受
大
神
と
か
'
西
宮
大
神
(
恵
比
寿

神
､
大
黒
神
)
と
か
猿
田
彦
大
神
と
い
う
｡
ま
た
戸

隠
様
や
お
伊
勢
様
,
時
に
厨
聾
評
も
作
神
様
と
す

る
｡

苗
代
に
来
た
田
の
神
様
は
､
苗
代
を
し
め
た
時
に

柳
(
あ
る
い
は
水
ぶ
さ
)
　
の
枝
を
三
本
(
五
本
の
と

こ
ろ
も
あ
る
)
苗
代
の
真
申
に
挿
す
(
大
町
以
南
)

あ
る
い
は
三
m
の
等
間
隔
に
挿
し
(
大
町
以
北
)
､

こ
れ
を
｢
た
を
ん
べ
｣
と
か
､
｢
た
在
ん
ぼ
｣
と
か

｢
田
の
神
様
の
腰
掛
け
｣
を
ど
と
い
う
｡
田
植
が
終

っ
た
時
に
､
こ
の
　
｢
た
な
ん
ば
｣
の
周
り
の
苗
を
三

把
取
り
残
し
､
大
田
植
(
田
植
が
終
っ
た
時
の
夜
の

お
祝
い
)
　
の
時
に
'
小
さ
-
握
っ
た
飯
を
苗
に
つ
つ

み
､
三
把
に
し
て
'

恵
比
寿
棚
に
供
え
る

み
あ
.
く
◆
っ

ま
た
苗
代
の
水
口
に

柳
の
太
い
枝
で
つ
く

っ
た
抗
棒
(
一
月
十

四
日
の
若
年
の
時
に

長
さ
二
五
伽
太
さ
径

四
0
0
位
で
､
上
を
十

文
字
に
線
を
入
れ
少

し
割
る
)
二
本
挿
し

焼
米
(
苗
代
に
播
き

残
し
の
米
で
つ
-
る

)
を
抗
棒
の
上
に
少

し
供
え
る
｡
あ
る
い

は
苗
代
の
水
口
へ
一

升
の
お
米
を
､
三
ケ

あ
る
｡

2
　
浸
種
､
播
種
に
良
い
日
､
悪
い

日
程
粗
の
水
に
漬
け
る
日
は
､
四
月

十
五
日
の
諏
訪
の
酉
祭
の
日
か
大
安

の
日
が
よ
い
､
ま
た
午
､
子
､
己
の

日
に
漬
け
る
と
'
良
-
実
の
り
､
良

く
ね
ま
る
と
い
う
｡
或
は
四
月
の
始

め
の
酉
の
日
も
よ
い
が
､
中
の
日
に

は
と
ば
せ
ぼ
､
苗
が
赤
-
在
る
と
い

ー
フ
○

播
種
に
良
い
日
は
'
大
安
､
先
勝

の
日
や
八
十
八
夜
や
一
粒
万
倍
の
日

が
良
く
､
寅
'
己
の
日
も
吉
で
あ
る

と
い
う
｡
悪
い
日
は
､
奇
数
日
､
仏

滅
､
九
日
で
あ
る
｡
丑
の
日
に
播
け

ば
､
午
の
よ
う
に
稲
が
こ
ろ
ぶ
と
い

う
し
､
戊
の
日
に
播
け
ば
､
苗
が
犬

の
毛
の
よ
う
に
細
-
在
る
｡
未
､
亥

卯
の
日
も
凶
で
あ
る
｡

る
頃
に
な
る
と
代
掻
馬
の
消
雪
の
形
が
表
れ
て
､
百

姓
適
に
一
段
と
忙
し
さ
を
知
ら
せ
る
｡
今
は
苗
代
の

ビ
ニ
ー
ル
栽
培
時
代
な
の
で
､
田
植
が
一
ケ
月
余
り

早
く
､
季
節
の
標
準
と
は
な
ら
な
い
｡

4
　
苗
代
田
の
条
件

土
地
の
肥
え
た
､
然
も
水
榎
が
良
-
､
水
が
永
持

ち
し
､
北
風
が
あ
た
ら
な
い
､
〓
あ
た
り
の
良
い
､

素
の
近
く
で
､
管
理
に
便
利
を
場
所
で
あ
る
こ
と
が

条
件
で
あ
る
.

更
に
そ
の
上
､

客
よ
り
の
方
角

を
老
人
適
は
考

え
た
も
の
で
あ

る
｡
播
種
に
際

し
て
も
､
不
幸

に
参
伽
し
た
人

や
､
女
人
は
忌

ま
れ
た
傾
向
が

あ
っ
た
｡
特
に

神
桜
川
の
稲
は

そ
う
で
あ
る
-
ノ

5
　
苗
代
こ
し

ら
え
前
後
の
行

事
と
特
別
食

讃
代
田
の
整

地
を
苗
代
し
め

し
か
し
子
の
日
に
播
け
ば
根
付
き
が
良
い
と
い
う

素
も
あ
る
が
､
こ
の
日
に
播
け
ば
ね
え
ば
を
引
く
(

田
植
の
時
に
苗
が
経
て
葉
先
が
枯
れ
る
)
と
い
っ
て

嫌
う
家
も
あ
る
｡
ま
た
大
安
'
聾
の
日
に
播
け
ば
良

い
苗
に
な
る
と
い
う
か
と
思
う
と
､
函
'
未
の
日
に

播
く
の
は
凶
で
あ
る
と
い
う
者
も
あ
っ
て
､
子
と
酉

は
良
否
両
方
に
属
し
て
い
る
｡

こ
れ
等
の
話
は
思
付
き
的
､
迷
信
的
の
も
の
で
､

科
学
的
根
拠
は
な
い
｡

3
　
消
雪
と
田
仕
事

北
ア
ル
プ
ス
の
山
麓
に
種
播
き
が
､
初
ま
る
と
､

爺
ケ
岳
の
種
播
き
爺
さ
ん
が
種
粗
を
入
れ
た
筒
を
も

っ
て
腰
を
か
が
め
な
が
ら
､
す
じ
播
き
(
種
播
き
)

を
初
め
る
形
が
表
お
れ
る
｡
ま
た
白
馬
岳
で
も
麓
の

人
々
が
代
掻
き
車
を
馬
に
引
か
せ
､
代
掻
き
を
初
め

と
い
う
､
苗
代
し
め
が
終
る
と
柳
の
小
枝
二
本
を
苗

代
の
中
央
や
､
或
は
苗
代
全
体
に
等
間
隔
に
挿
し
て

こ
れ
を
た
な
ん
べ
と
か
た
を
ん
ば
と
か
い
い
､
田
の

神
様
の
苗
代
を
守
る
場
所
と
す
る
｡
こ
の
柳
が
芽
吹

い
て
付
く
と
'
そ
の
年
の
苗
は
吉
兆
が
あ
る
と
し
､

枯
死
す
る
と
､
苗
も
､
ま
た
そ
の
家
に
も
不
吉
が
あ

る
と
し
て
嫌
う
｡
苗
代
を
し
め
終
っ
て
､
家
に
入
る

時
の
泥
足
は
､
必
ず
冷
い
水
を
用
い
る
も
の
で
'
お

湯
で
洗
う
と
鳥
が
苗
代
を
荒
す
と
言
わ
れ
る
｡
尚
佐

野
坂
以
北
で
は
､
柳
の
代
り
に
桑
棒
や
麻
植
を
代
用

す
る
家
も
あ
っ
た
｡

五
月
二
日
か
三
日
の
八
十
八
夜
の
日
か
'
苗
代
の

整
地
が
終
っ
た
時
に
釜
め
し
を
す
る
｡
そ
の
晩
は
家

中
で
､
特
別
食
を
作
り
御
馳
走
を
す
る
｡
ご
も
-
飯

お
寿
し
､
あ
る
い
は
卵
を
ゆ
で
た
り
を
ど
し
､
お
神
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田櫓布子　平昭和28年6月4日撮影

館物尊ど山

酒
を
田
の
神
様
に
供
え
'
酒
肴
を
と
と
の
え
､
時
に

け
お
手
伝
を
頂
い
た
近
隣
の
者
も
集
っ
て
お
祝
を
す

る
｡
す
る
す
る
と
仕
事
が
う
ま
く
行
-
よ
う
に
と
か

稲
作
を
す
り
扱
げ
る
と
い
う
意
味
で
特
に
草
江
を
御

馳
走
す
る
家
も
あ
る
｡
ま
た
お
は
ぎ
や
し
め
餅
と
い

っ
て
､
草
餅
を
描
き
､
草
餅
の
よ
う
に
苗
が
青
々
と

育
つ
よ
う
に
と
祈
り
'
田
の
神
様
に
供
え
る
家
も
あ

る
｡

隣
近
所
の
数
人
の
子
供
仲
間
だ
け
の
釜
め
し
も
､

昔
は
よ
-
や
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

二
､
田
植

田
植
は
農
家
で
は
最
大
の
仕
事
で
あ
る
｡
田
植
こ

そ
'
農
家
で
は
一
年
の
生
活
を
托
し
て
い
る
の
で
､

農
業
技
術
や
行
事
も
種
々
で
あ
る
｡

出
　
田
起
し
､
代
掻
き

昔
は
総
べ
て
人
力
で
あ
る
｡
幼
稚
を
道
具
で
､
木

製
の
も
の
に
､
鉄
の
翠
先
､
鍬
先
を
入
れ
た
｡
翠
や

鍬
で
田
起
し
を
し
た
が
､
明
治
に
入
る
と
三
刃
の
万

能
鍬
が
主
力
と
な
り
､
一
鍬
一
鍬
手
に
豆
を
製
造
し

な
が
ら
'
朝
か
ら
夕
方
ま
で
､
万
能
を
振
上
げ
る
､

Ⅲ
打
ち
が
的
ま
る
の
で
あ
っ
た
｡
明
治
も
半
過
ぎ
る

･
-
〇
年
代
に
入
る
と
､
畜
力
の
利
用
が
進
み
､
田
起

し
も
抱
え
も
つ
た
で
輩
が
導
入
さ
れ
､
馬
緋
に
変
っ

て
き
て
い
る
ノ
蔦
具
に
も
は
も
､
馬
耕
鞍
'
力
綱
も

立
派
に
な
り
､
能
率
は
急
増
し
て
い
る
｡
そ
の
中
朝

正
の
初
期
頃
ま
で
は
､
水
田
肥
料
は
山
野
の
若
葉
を

小
枝
ご
と
田
に
箪
込
む
､
刈
敷
肥
料
で
あ
っ
た
｡

五
月
の
終
り
頃
若
葉
が
出
る
と
､
農
家
で
は
附
近
の

刈
敷
山
に
出
掛
け
刈
敦
を
取
る
の
で
あ
る
が
､
男
は

馬
を
引
き
'
幾
回
か
山
と
水
田
の
間
の
馬
ね
ぐ
り
に

専
念
し
た
も
の
で
あ
る
｡
田
起
し
が
終
り
､
田
に
水

を
張
り
へ
刈
敦
が
全
面
に
ま
か
れ
る
と
､
田
踏
み
が

行
わ
れ
る
｡
尭
励
.
･
J
称
せ
ら
れ
る
,
大
き
な
田
下
駄

で
刈
敦
を
踏
込
み
な
が
ら
代
掻
き
を
す
る
か
'
ま
た

げ
裸
馬
を
小
田
中
を
廻
し
を
か
ら
､
馬
の
足
と
人
間

の
足
で
田
踏
み
を
し
た
が
'
畜
力
利
用
が
進
む
と
､

こ
ん
ペ
と
車
(
初
期
の
も
の
'
歯
は
木
製
､
後
鉄
製

)
で
荒
踏
み
を
行
い
､
中
路
と
代
掻
整
地
は
一
三
車

(
代
掻
車
)
で
丁
寧
に
代
擬
を
し
∵
え
振
り
で
仕
上

げ
た
｡
ひ
ど
ろ
田
(
湿
田
)
で
は
'
最
近
ま
で
'
大

足
を
使
っ
て
い
た
｡
然
し
現
今
で
は
機
械
力
に
よ
っ

て
い
る
｡

肥
料
も
明
治
の
日
露
戦
争
後
の
頃
か
ら
化
学
肥
料

を
施
用
し
､
漸
次
に
収
穫
量
を
上
げ
て
来
て
い
る
｡

れ
ん
げ
草
の
導
入
は
明
治
以
前
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
が
､
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
､
木
田
の
有
機
質
肥

料
の
王
者
と
な
り
'
ま
た
安
嬰
野
の
春
の
風
物
と
な

っ
た
が
､
今
は
そ
こ
こ
こ
に
僅
か
に
残
っ
て
い
る
程

度
で
あ
る
｡

㈲
　
田
楢
の
日
取
り

品
目
と
い
う
こ
と
が
あ
る
｡
種
播
き
か
ら
田
植
ま

流
､
大
正
'
昭
和
と

時
代
を
締
る
に
し
た

が
い
､
各
種
の
改
良

華
が
あ
ら
わ
れ
､
罵

桝
へ
生
新
と
畜
力
方

罷
時
代
に
入
っ
て
来

る
し
更
に
現
代
で
は

耕
耗
機
に
よ
る
機
械

力
の
時
代
に
入
っ
て

来
て
い
る
｡

代
掻
き
も
最
初
は

総
て
人
力
で
あ
っ
た

が
､
漸
次
に
畜
力
利

用
に
発
展
し
て
来
て

い
る
｡
明
治
か
ら
大

で
の
稲
苗
の
苗
代
期
間
を
い
う
｡
一
番
短
い
の
が
'

三
三
日
で
長
い
の
が
五
〇
日
で
あ
る
が
､
普
通
は
四

〇
日
前
後
が
適
当
で
､
昔
か
ら
苗
四
〇
日
と
い
う
､

処
が
一
番
多
い
｡
佐
野
坂
以
北
と
以
南
お
よ
び
美
麻

八
坂
の
東
部
山
地
に
よ
り
､
多
少
の
相
違
が
あ
る
よ

う
で
あ
る
｡
こ
の
苗
日
に
よ
り
田
植
の
時
期
を
決
定

し
て
い
る
｡

㈲
　
日
精
を
忌
む
日
と
日
精
の
吉
日

子
'
未
､
亥
の
日
は
悪
-
､
中
の
日
に
田
植
を
す

れ
ば
､
苗
が
枯
れ
て
赤
-
在
る
と
い
う
｡
仏
滅
や
四

九
の
日
を
嫌
う
､
特
に
六
月
一
六
日
は
お
伊
勢
様
の

田
植
と
い
っ
て
､
一
日
中
田
の
な
か
に
入
る
こ
と
を

禁
じ
'
ま
た
六
日
田
を
植
え
る
も
の
で
左
い
と
い
っ

て
六
日
の
田
植
を
嫌
っ
て
い
る
｡

大
安
､
友
引
'
一
粒
万
倍
の
日
は
良
-
､
二
二
日

一
五
日
'
一
八
日
も
良
い
､
ま
た
六
月
の
酉
の
日
に

田
植
を
初
め
る
と
､
取
込
む
と
い
っ
て
良
い
と
い
う

人
も
あ
る
が
､
鳥
に
つ
か
れ
る
と
い
っ
て
嫌
う
人
も

あ
る
｡

㈲
　
大
田

大
田
植
と
も
い
う
｡
こ
の
意
味
は
二
通
り
に
使
わ

れ
て
い
る
｡
田
植
の
中
心
口
で
､
一
番
盛
ん
に
行
う

日
と
い
う
意
味
と
､
田
植
を
完
了
し
た
最
後
の
日
と

い
う
意
味
と
で
あ
る
｡

水
田
の
整
地
が
終
る
と
､
田
植
が
初
ま
る
､
多
-

は
小
び
る
前
に
苗
取
り
を
し
､
小
び
る
が
終
っ
て
田

植
を
す
る
｡
苗
は
〓
見
当
で
､
畦
間
､
裸
間
を
き
め

ま
が
り
八
五
な
ど
と
い
っ
て
､
適
当
に
枇
え
た
も
の

で
あ
る
が
､
大
止
の
終
り
頓
か
ら
､
縄
張
の
正
条
柄

が
初
ま
り
'
更
に
止
条
梢
が
越
後
方
面
か
ら
伝
わ
り

止
条
楢
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
男
の
仕
事
と
し

て
､
構
こ
ろ
は
し
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
.

出
楠
の
大
切
の
日
の
天
田
植
の
暁
に
は
､
ど
こ
の

素
で
も
'
川
祭
を
い
お
う
が
へ
　
用
の
神
様
を
肥
る
｡

こ
の
日
に
は
餅
を
掘
い
た
り
､
竹
の
子
や
焼
鯛
を
用

荒
し
た
り
､
草
津
を
つ
く
る
な
ど
御
馳
走
を
こ
し
ら

え
る
｡
田
の
神
様
(
亜
宮
大
神
宮
)
　
に
は
川
な
ん
ば

(
苗
て
ん
ぼ
)
　
の
周
り
の
出
を
取
っ
て
来
て
(
あ
ら

か
じ
め
妓
し
て
お
い
た
も
の
)
茄
を
‥
一
拍
に
し
､
そ

の
中
に
お
む
す
び
を
入
れ
､
二
つ
を
そ
れ
そ
れ
に
-

く
り
ね
神
酒
や
お
燈
明
と
一
緒
に
供
え
る
ー
い
そ
の
晩

ほ
家
中
で
田
植
祝
い
を
す
る
｡
こ
の
苗
の
中
に
入
れ

た
お
握
り
を
後
で
主
人
が
食
べ
れ
ば
､
稲
穂
が
茂
げ

ろ
と
い
う
し
'
子
供
が
食
べ
る
と
髭
が
出
る
と
い
う

ま
た
味
堀
に
入
れ
る
と
良
い
味
噌
が
出
来
る
し
､
護

れ
が
食
べ
で
も
`
夏
中
随
康
に
過
せ
る
と
い
う
｡
ま

た
そ
の
苗
を
焼
い
て
､
耳
だ
れ
や
日
あ
れ
に
付
け
れ

ば
良
-
き
-
と
い
う
.
I

㈲
　
田
植
の
俗
信

積
出
は
作
神
様
の
苗
で
'
こ
の
韓
が
多
-
見
ら
れ

る
年
は
豊
作
で
あ
る
と
い
う
し
､
柄
苗
を
多
-
見
つ

け
た
人
は
間
組
が
上
手
に
早
-
在
る
と
い
う
｡
一
日

に
L
本
船
品
を
植
え
り
ゃ
長
者
と
在
る
と
か
'
見
つ

け
た
時
に
人
に
加
ら
せ
ず
､
黙
っ
て
植
え
る
と
柄
の

神
が
来
る
と
か
､
種
田
は
緑
匙
の
良
い
も
の
と
さ
れ

て
い
る
.
ま
た
田
植
が
初
ま
っ
た
ら
風
呂
を
立
て
な

い
､
立
て
れ
ば
ね
-
は
を
引
-
と
い
う
｡
腰
が
浦
け

れ
は
人
の
見
な
い
う
ち
に
､
品
を
働
き
に
二
株
植
え

る

と

痛

み

が

な

お

る

と

い

う

し

､

つ

き

手

へ

こ

う

で

)
を
ふ
せ
ぐ
に
は
､
川
棚
の
初
め
の
日
に
水
口
に
嵩

を

働

き

に

･

一

本

植

え

て

お

-

と

よ

い

と

い

う

｡

点
上
混
沌
か
ら
旧
柄
ま
で
の
仕
事
と
行
事
を
'
主

と
し
て
風
習
の
面
か
ら
記
-
て
見
た
が
'
ま
だ
お
ち

が
多
い
と
思
う
-
お
気
付
き
の
点
が
あ
れ
ば
､
一
報

お
救
え
下
さ
れ
ば
有
難
い
と
用
字
.
J
な
お
機
会
が
あ

れ
は
頼
経
ま
で
の
憤
行
を
い
‥
い
て
見
た
い
と
思
う
｡

(
北
宏
誌
緬
さ
ん
委
員
､
穂
高
町
有
間
五
九
六
六
)
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大町市内の探鳥コース

長　沢　修　介

コゲラとその賞

鰭物博と山

大
町
市
は
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
山
里
で
あ
っ
て

ち
ょ
っ
と
市
街
地
を
出
る
と
田
園
風
景
の
中
に
多
く

の
小
鳥
が
見
ら
れ
､
大
都
会
の
省
一
羽
さ
え
見
ら
れ

な
い
環
境
と
は
大
き
を
差
が
あ
る
が
､
近
年
そ
の
農

村
地
帯
も
住
宅
地
と
化
し
た
所
が
多
-
､
平
地
の
原

野
は
も
う
消
え
て
し
ま
っ
た
感
じ
で
あ
る
｡
数
年
前

の
よ
う
に
庭
先
に
小
鳥
の
営
巣
を
見
る
こ
と
は
ま
れ

に
在
っ
て
し
ま
っ
た
｡
全
体
的
に
見
て
小
鳥
の
教
は

減
少
の
一
途
で
あ
る
か
ど
う
か
は
､
は
っ
き
り
し
た

デ
ー
ク
ー
を
得
た
ね
は
結
論
ず
け
ら
れ
を
い
が
､
市

街
地
で
見
ら
れ
る
小
鳥
の
種
類
が
減
少
し
た
こ
と
は

の
香
を
胸
一
っ
は
い
に
吸
い
を
が
ら
､
雄
大
な
北
ア

ル
プ
ス
を
一
眺
の
も
と
に
美
し
い
小
鳥
の
吃
り
を
間

-
場
所
と
し
て
は
一
番
手
頃
で
良
い
場
所
で
あ
る
｡

次
に
一
日
の
ハ
イ
キ
ン
グ
と
し
て
'
又
は
山
菜
取

り
等
も
か
ね
て
と
い
う
コ
ー
ス
を
三
つ
程
紹
介
し
ょ

ーフo

第
一
は
大
町
の
上
水
道
の
水
源
で
あ
る
屠
谷
里
で

あ
る
｡
特
に
良
い
の
は
居
谷
里
の
水
源
池
附
通
と
こ

こ
か
ら
少
し
入
っ
た
大
町
一
番
地
の
湿
原
常
附
近
で

あ
る
｡
コ
ー
ス
と
し
て
取
る
の
に
は
居
谷
里
水
源
地

の
バ
ス
停
か
ら
水
源
地
に
下
り
湿
源
を
経
て
一
番
地

否
定
で
き
を
い
現
実
で
あ
る
｡
そ
こ
で
当

地
で
比
較
的
多
く
の
種
類
の
見
ら
れ
る
場

所
を
紹
介
し
て
み
た
い
｡
ま
ず
市
内
で
大

き
な
樹
木
の
残
っ
て
い
る
場
所
と
い
え
ば

善
一
王
子
神
社
と
軍
神
社
の
二
つ
の
神
社

で
あ
る
が
､
昨
年
あ
た
り
ま
で
は
早
朝
フ

グ
ロ
ウ
の
鳴
き
声
が
聞
か
れ
､
数
年
前
ま

で
は
ク
ロ
ツ
グ
ミ
の
噛
り
が
遠
く
ま
で
聞

く
こ
と
が
で
き
た
の
に
今
年
は
両
者
共
姿

を
見
せ
ず
じ
ま
い
に
在
り
そ
う
で
あ
る
.

大
木
に
営
巣
す
る
ム
ク
ド
リ
や
コ
サ
メ
ピ

タ
キ
､
人
家
附
近
の
キ
セ
キ
レ
イ
､
コ
カ

ワ
ラ
ヒ
ワ
と
い
っ
た
鳥
の
み
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
｡

次
に
手
軽
で
比
較
的
多
-
の
小
鳥
の
声

を
聞
-
こ
と
の
で
き
る
場
所
と
し
て
は
東

山
公
園
一
帯
で
あ
る
｡
コ
ー
ス
と
し
て
選

ぶ
に
は
松
崎
地
籍
か
ら
公
園
ま
で
､
公
園

か
､
ら
三
日
町
ま
で
､
霊
松
寺
ま
で
と
三
つ

を
通
り
､
稲
尾
部
落
に
出
る
コ
ー
ス

で
あ
る
｡
こ
こ
は
水
源
地
が
立
入
禁

止
で
大
き
な
樹
木
が
あ
る
た
め
シ
ジ

ウ
カ
ラ
'
ヤ
マ
ガ
ラ
､
キ
ビ
タ
キ
､

サ

ン

コ

ウ

チ

ョ

ウ

､

ノ

ジ

コ

'

ホ

ポ

ジ

ロ

､

ウ

グ

イ

ス

､

オ

オ

ル

リ

､

ク

ロ
ッ
ク
ミ
､
セ
ン
ダ
イ
ム
シ
タ
イ
､

と
い
っ
た
森
林
の
代
表
的
を
も
の
か

ら
､
池
が
あ
る
の
で
､
カ
ワ
セ
ミ
､

バ
ン
'
カ
ル
ガ
モ
と
い
っ
た
水
辺
の

も
の
ま
で
出
現
し
､
ホ
ト
ト
ギ
ス
の

仲

間

は

カ

ツ

コ

ウ

､

ツ

ツ

ド

リ

､

ジ

ユ
ウ
イ
チ
'
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
全
部
が

鳴
き
競
う
｡
1
0
年
程
以
前
に
こ
の
地

で
一
年
を
通
し
て
鳴
き
を
観
測
し
た

こ
と
が
あ
る
が
朝
か
ら
夜
を
通
し
て

小
鳥
の
声
は
絶
え
な
か
っ
た
｡
夜
は

ホ
ト
ト
ギ
ス
､
ジ
ュ
ウ
イ
チ
と
声
の

ブ
ッ
ポ
ウ
ソ
ウ
と
い
わ
れ
る
る
コ
ノ

ス
道
路
を
歩
く

た
め
在
る
ペ
く

早
朝
の
う
ち
に

歩
き
た
い
｡
こ

の
コ
ー
ス
の
良

い
場
所
は
鹿
島

部
落
を
過
ぎ
た

鹿
島
神
社
'
及

び
モ
ビ
レ
ー
ジ

附
近
､
鹿
島
槍

国
際
高
原
へ
の

分
岐
点
附
近
､

鹿
島
檎
高
原
で

モ
ビ
レ
ー
ジ
附

近
は
バ
ス
道
路

か
ら
は
ず
れ
て

川
原
に
出
る
道

も
あ
る
の
で
こ

れ
を
利
用
す
る

と
よ
い
｡
こ
の

青
木
湖
北
側
道
路
と
旧
千
国
街
道
の

分
岐
点
附
近
が
最
も
多
く
の
鳥
が
見

ら
れ
る
｡
出
島
と
な
っ
た
キ
ャ
ン
プ

場
は
朝
の
明
け
方
な
ど
鏡
の
よ
う
を

湖
面
を
減
っ
て
カ
ッ
コ
ウ
や
ホ
ト
ト

ギ
ス
の
声
が
対
岸
か
ら
聞
え
､
山
側

か
ら
は
オ
オ
ル
リ
､
サ
ン
シ
ョ
ウ
ク

イ
'
シ
ジ
ウ
カ
ラ
の
声
に
ま
じ
っ
て

メ
ジ
ロ
の
声
も
聞
か
れ
早
朝
の
ね
む

気
も
〓
丸
に
飛
ん
で
し
ま
う
｡
エ
ビ

ス
マ
原
附
近
は
唐
松
の
林
に
ホ
ポ
ジ

ロ
や
ノ
ジ
コ
が
歌
い
､
数
少
な
い
二

ユ
ウ
ナ
イ
ス
ズ
メ
も
ぼ
つ
ぼ
つ
出
現

す
る
｡
湖
の
北
端
近
く
の
杉
の
林
に

は
ク
ロ
ッ
グ
ミ
や
キ
ビ
タ
キ
が
美
声

を
聞
か
せ
､
ド
ラ
ム
を
打
つ
よ
う
を

ア
カ
ゲ
ラ
の
ト
ラ
ッ
ピ
ン
グ
も
聞
か

れ
'
湖
面
で
飛
び
上
る
魚
の
音
も
聞

か
れ
る
静
け
さ
で
あ
る
｡
分
水
嶺
の

附
近
は
､
ア
カ
ゲ
ラ
や
コ
ゲ
ラ
を
ど
の
キ
ッ
ツ
キ
の

く
ま
　
佐
野
坂
は
シ
ゾ
ウ
カ
ラ
､
コ
ガ
ラ
'

あ
る
が
こ
の
三
つ
を
組
み
合
わ
せ
る
と
ハ
イ
キ
ン
グ

も
か
ね
ら
れ
､
当
地
方
に
棲
む
大
半
の
小
鳥
の
声
も

間
-
こ
と
が
で
き
る
｡
特
に
公
園
一
帯
は
現
在
の
山

岳
博
物
館
が
で
き
て
か
主
翼
山
を
自
然
園
と
し
て
樹

木
を
保
護
し
て
い
る
の
で
､
近
年
小
鳥
の
数
が
多
く

在
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
明
る
い
カ
ツ
薬
樹
林
に
棲
む

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
や
ク
ロ
ッ
グ
ミ
､
キ
ビ
タ
キ
､
ホ
ホ

ジ
ロ
と
い
っ
た
種
が
早
朝
か
ら
美
し
い
鳴
き
声
を
聞

か
せ
て
-
れ
る
｡
三
日
町
迄
の
道
路
'
霊
松
寺
迄
の

道
に
は
オ
オ
ル
リ
､
ノ
ジ
コ
と
い
っ
た
美
声
の
鳥
も

出
現
し
､
子
供
づ
れ
で
早
朝
の
出
勤
前
な
ど
に
新
緑

ハ
ズ
ク
も
出
現
し
､
早
朝
と
夕
碁
に
は
湿
原
静
で
オ

オ
ジ
シ
ギ
の
雷
の
よ
う
な
声
も
聞
-
こ
と
が
で
き
た

｡

又

､

ミ

ズ

バ

シ

ョ

ウ

､

タ

リ

ン

ソ

ウ

'

サ

ク

ラ

ソ

ウ
と
美
し
く
咲
く
花
も
多
く
場
所
も
手
近
で
良
い
所

で
あ
Q
r
.
近
年
水
源
地
か
ら
湿
原
附
近
の
木
が
切
り
払

わ
れ
て
し
ま
い
以
前
の
よ
う
に
コ
ノ
ハ
ズ
ク
や
オ
オ

ジ
シ
ギ
の
声
は
左
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
ま
だ
ま
だ

他
の
地
に
比
較
し
て
多
く
の
声
を
聞
-
こ
と
の
で
き

る
場
所
で
あ
る
｡

次
は
コ
ー
ス
は
長
く
な
る
が
鹿
島
部
落
よ
り
大
谷

原
､
鹿
島
檎
国
際
高
原
で
あ
る
｡
こ
の
コ
ー
ス
は
バ

仲

間

'

ホ

ホ

ジ

ロ

､

ノ

ジ

コ

､

オ

オ

ル

リ

'

キ

ビ

タ

キ
､
ウ
グ
イ
ス
､
シ
ジ
ウ
カ
ラ
等
森
林
の
鳥
が
手
近

を
所
で
怯
る
の
か
見
受
け
ら
れ
､
コ
ル
リ
､
ヒ
ガ
ラ

ゴ
ジ
ウ
カ
ラ
と
い
っ
た
ブ
ナ
林
の
鳥
の
出
現
も
ま
れ

で
は
老
い
｡
分
岐
点
附
迫
は
雄
大
を
鹿
島
槍
を
目
前

に
見
な
が
ら
新
緑
の
梢
で
悟
る
ホ
ホ
ジ
ロ
や
カ
ッ
コ

ウ
の
姿
が
左
が
め
ら
れ
､
又
鹿
島
用
を
上
下
す
る
カ

ワ
ガ
ラ
ス
が
そ
し
て
運
が
良
け
れ
ば
数
少
な
い
ヤ
マ

セ
ミ
も
見
受
け
ら
れ
る
｡
鹿
島
槍
高
原
に
登
る
と
キ

ョ
ロ
ン
･
ツ
ー
と
一
声
ず
つ
鳴
く
マ
ミ
ジ
ロ
や
コ
マ

ド
リ
と
聞
き
違
う
よ
う
を
鳴
き
方
の
コ
ル
リ
が
手
近

を
場
所
で
噛
り
'
爺
ケ
岳
が
大
町
で
眺
め
る
と
は
異

っ
た
急
峻
を
岩
肌
に
残
雪
を
つ
け
て
そ
び
え
立
っ
て

里
は
新
緑
で
も
ま
だ
山
桜
の
時
で
あ
る
｡
ピ
ン
ズ
イ

が
歌
い
オ
オ
ア
カ
ゲ
ラ
が
飛
び
交
う
場
所
で
あ
る
｡

最
後
に
も
う
一
つ
へ
仁
科
三
湖
の
最
北
の
青
木
湖

西
岸
か
ら
佐
野
坂
の
分
水
嶺
を
通
り
白
馬
村
神
城
へ

出
る
コ
一
ス
で
あ
る
｡
こ
の
コ
ー
ス
は
青
木
部
落
を

過
ぎ
て
昭
電
発
電
所
の
取
入
れ
の
次
の
出
島
と
な
っ

た
キ
ャ
ン
プ
場
と
エ
ビ
ス
マ
原
の
キ
ャ
ン
プ
場
附
近

ウ
グ
イ
ス
等
が
吃
り
､
佐
野
部
落
近
く
在
る
と
ホ
ホ

シ
ロ
や
ノ
ジ
コ
の
声
に
ま
じ
っ
て
チ
ゴ
モ
ズ
も
出
現

す
る
｡
又
姫
川
が
近
ず
く
に
つ
れ
オ
オ
ヨ
シ
キ
リ
の

は
げ
し
い
声
が
一
段
と
高
く
在
る
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
調
査
員
)

小
鳥
の
声
を
聞
く
会

と
　
　
き
　
六
月
六
日
(
日
)
午
前
四
時

大
町
駅
前
出
発

コ
ー
ス
　
大
町
駅
前
(
バ
ス
)
-
青
木
部
落

(
徒
歩
)
-
湖
畔
道
路
-
佐
野

坂
-
佐
野
坂
ス
キ
ー
場

集
合
場
所
　
大
町
駅
前
,
マ
ル
ナ
カ
洋
品
店
前

カ
ネ
マ
ン
前
･
追
分
･
平
小
字
校

入
口
｡
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