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･1.∴一一閥hA言霊 

大町の上空に物引く二〇の類(上の〃は田置大町工場火力舞置所の嬬)　　　　1971年6月14日午前7時30分　　　　　　　　　撮影　伊藤喪嗣

北
ア
ル
プ
ス
と
大
気
汚
染

爺
･
鹿
島
槍
･
五
竜
と
連
な
る
後
立
山
の
達
筆
､
そ
の

峯
々
の
頂
が
バ
ラ
色
に
輝
き
､
次
第
に
朝
の
光
は
山
腹
を

照
ら
し
山
麓
に
及
ぶ
｡
幾
年
'
幾
朝
と
な
-
見
な
れ
た
北

安
曇
野
の
さ
わ
や
か
在
朝
の
景
色
で
あ
る
｡

し
か
し
､
昔
な
が
ら
の
す
ぼ
ら
し
い
朝
の
西
山
を
確
実

に
眺
め
た
い
な
ら
､
晴
れ
た
日
に
'
大
町
の
市
街
地
を
夜

明
け
と
と
も
に
抜
け
出
し
て
東
山
へ
登
ら
左
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
風
の
お
だ
や
か
な
朝
な
ら
街
の
上
に
は
朝
霧
の
を

い
日
で
も
､
き
っ
と
薄
も
や
の
よ
う
に
､
時
に
は
霧
の
よ

う
に
煙
霧
が
棚
引
い
て
い
る
だ
ろ
う
｡
　
し
か
し
､
上
空

は
比
較
的
ス
カ
ッ
と
し
て
お
り
へ
美
し
い
山
を
眺
め
る
こ

と
が
で
き
る
｡
鮮
明
な
山
の
写
真
を
掘
り
た
い
を
ら
急
ぐ

が
よ
い
嶋
田
が
昇
る
と
間
も
な
く
､
煙
霧
層
は
く
ず
れ
る

が
､
大
気
の
混
合
が
起
り
へ
視
界
全
体
が
薄
ぼ
け
て
'
山

は
す
っ
か
り
か
す
ん
で
し
ま
う
か
ら
だ
｡

煙
霧
層
を
つ
く
る
物
質
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
｡
主
な
も

の
は
工
場
･
住
宅
を
ど
の
煙
突
か
ら
出
る
煙
と
自
動
車
の

排
気
中
の
不
完
全
燃
焼
物
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
微
粒
子
が

大
気
中
に
た
だ
よ
い
視
程
を
悪
く
し
て
い
る
｡
火
力
発
電

所
の
煙
や
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
の
中
に
含
ま
れ
る
亜
硫
酸

ガ
ス
･
窒
素
酸
化
物
･
一
酸
化
炭
素
､
ア
ル
ミ
製
造
工
場

か
ら
出
る
フ
ッ
化
水
素
な
ど
の
有
毒
ガ
ス
も
､
煙
霧
層
の

中
に
多
-
含
ま
れ
る
と
い
う
｡
こ
れ
ら
大
気
汚
染
物
質
は

風
や
上
昇
気
流
に
よ
っ
て
運
び
去
ら
れ
た
り
､
降
下
･
沈

着
し
た
り
'
雨
や
雪
に
収
著
し
て
大
気
中
か
ら
除
去
さ
れ

る
が
'
容
易
に
放
散
･
除
去
さ
れ
を
い
場
合
も
あ
る
｡

大
気
汚
染
物
質
の
放
散
を
さ
ま
た
げ
る
最
大
の
も
の
は

気
温
の
逆
転
で
あ
る
｡
夜
間
へ
放
射
に
よ
っ
て
地
表
が
冷

え
込
む
と
下
層
の
大
気
が
上
層
よ
り
冷
く
な
り
､
接
地
逆

転
が
起
る
｡
気
温
の
逆
転
が
地
表
近
く
に
強
く
で
き
る
と

煙
突
か
ら
出
た
煙
は
上
空
へ
昇
れ
ず
に
橋
に
棚
引
き
､
地

表
近
-
に
溜
っ
て
汚
染
が
高
ま
る
｡
逆
転
は
放
射
に
よ
る

接
地
逆
転
だ
け
で
左
-
､
前
線
に
よ
っ
て
つ
-
ら
れ
る
逆

転
や
'
大
町
の
よ
う
に
三
方
を
山
で
囲
ま
れ
た
地
形
の
と

こ
ろ
で
は
､
夜
間
､
冷
た
く
重
い
空
気
が
山
か
ら
流
下
し

て
低
地
に
た
ま
る
た
め
に
起
る
地
形
性
逆
転
も
起
る
｡

し
か
し
､
山
や
逆
転
層
に
公
害
の
責
任
は
老
い
｡
汚
染

は
人
間
の
所
産
､
山
は
被
害
者
で
あ
る
｡
(
溝
川
庄
一
)
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消
え
ゆ
く
山
村
と
そ
の
民
俗

-
北
安
曇
郡
小
谷
村

大
字
北
小
谷

｢
過
疎
を
通
り
こ
す
と
､
ム
ラ
は
消
滅
す
る
｣
こ
れ

は
僻
地
山
村
の
運
命
に
在
り
つ
つ
め
る
｡
姫
川
温
泉

大
綱
を
通
っ
て
'
そ
の
奥
地
横
川
部
落
と
､
新
潟
県

の
大
糸
線
の
根
知
駅
口
か
ら
根
知
谷
を
遡
る
こ
と
､

ジ
ー
プ
で
赦
十
分
､
晴
れ
た
夜
な
ど
は
､
微
で
あ
る

が
イ
カ
釣
の
燈
火
が
見
え
る
と
い
う
｡
信
州
で
た
だ

一
ヶ
所
日
本
海
の
見
え
る
ム
ラ
､
根
知
谷
の
最
奥
の

山
村
で
あ
る
｡
高
台
の
地
､
戸
土
に
達
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡
安
曇
地
方
の
僅
諺
に
｢
と
ど
(
戸
土
)
の

つ
ま
り
｣
と
い
う
言
葉
が
あ
る
｡
こ
れ
は
信
州
の
ド

ン
ツ
マ
リ
､
即
ち
最
北
端
と
い
う
こ
と
で
､
信
越
国

境
の
地
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
戸
土
は
越
後
に
近
接

し
て
お
り
'
市
町
村
合
併
で
､
糸
魚
川
市
に
合
併
さ

れ
た
旧
大
久
保
村
は
'
戸
土
の
家
の
雨
垂
の
一
部
が

越
後
に
落
ち
､
越
後
の
土
地
に
流
れ
て
い
る
と
い
う

こ
の
横
川
､
戸
土
の
両
部
落
は
正
に
､
消
滅
寸
前

に
ま
で
き
て
い
る
｡

こ
の
両
部
落
を
'
さ
ら
に
詳
し
く
分
け
る
と
､
横

川
は
横
川
の
本
村
と
殿
行
､
戸
土
は
戸
土
の
本
村
と

押
廻
･
仲
又
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
横

川
､
戸
土
を
総
称
し
て
､
昔
か
ら
三
ケ
と
か
､
三
ケ

耕
地
と
称
し
て
い
る
｡

こ
の
三
ケ
耕
地
の
戸
土
'
横
川
は
七
百
町
歩
の
共

有
林
を
持
っ
て
い
た
し
､
学
校
も
戸
土
分
校
に
学
ぶ

な
ど
､
共
通
の
場
を
持
っ
て
い
た
｡
こ
の
両
部
落
の

経
済
圏
を
見
て
も
'
通
婚
圏
を
見
て
も
'
根
知
谷
か

ら
糸
魚
川
方
面
に
弦
が
る
糸
魚
川
圏
で
､
信
州
と
は

交
渉
が
少
な
い
｡

次
に
こ
の
ム
ラ
と
し
で
'
特
徴
あ
る
事
項
を
記
す

一
､
薙
鑓
祭
嘉
鎌
打
ち
の
神
事
)

薙
鎌
は
諏
訪
大
社
の
御
神
体
の
象
徴
と
い
お
れ
て

い
る
｡
鉄
製
で
鋸
の
歯
の
部
分
を
反
対
に
し
た
よ
う

横
川
･
戸
土
-

青

　

木

　

　

　

治

な
､
鶏
頭
の
形
を
し
た
も
の
で
あ
る
｡
七
年
に
一
度

諏
訪
の
下
社
の
神
主
が
､
こ
の
御
神
体
を
奉
じ
､
小

谷
惣
社
と
い
わ
れ
る
､
小
谷
村
中
土
中
谷
の
諏
訪
社

に
一
た
ん
落
着
き
､
行
列
を
盤
へ
､
昔
は
山
路
を
峠

越
し
に
､
今
は
自
動
車
で
､
唐
櫓
に
収
め
ら
れ
た
薙

鎌
を
､
戸
土
の
境
の
宮
の
諏
訪
社
か
､
仲
又
の
小
倉

明
神
の
神
前
で
お
家
を
行
い
､
太
い
御
神
木
の
幹
に

神
主
が
打
込
む
の
で
あ
る
｡
こ
の
神
事
は
両
社
交
互

に
行
う
か
ら
､
一
社
で
は
十
四
年
目
に
一
度
と
在
る

こ
の
間
神
社
は
ム
ラ
の
氏
神
様
で
あ
る
か
ら
､
ム

ラ
人
の
参
加
に
よ
り
行
わ
れ
る
｡
境
の
宮
は
戸
上
の

本
村
､
小
倉
明
神
の
場
合
は
仲
又
の
三
拝
が
主
と
な

っ
て
行
わ
れ
た
｡

こ
の
神
事
は
江
戸
時
代
以
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
り

元
禄
の
頃
の
信
越
国
境
争
論
の
折
に
は
､
信
州
側
勝

訴
の
有
力
を
証
桟
と
し
て
､
こ
の
薙
鎌
の
御
神
木
を

あ
げ
た
と
い
う
｡
こ
の
薙
鎌
祭
は
そ
の
後
も
七
年
お

き
に
続
け
ら
れ
て
き
た
が
､
一
時
中
絶
し
た
が
､
近

年
ま
た
復
活
し
､
現
在
に
至
っ
て
い
る
｡
両
社
の
御

神
木
に
は
現
在
こ
の
薙
鎌
が
数
個
､
幹
の
深
く
に
打

込
れ
て
い
る
し
､
昔
切
倒
し
た
御
神
木
の
幹
か
ら
も

数
丁
で
て
い
る
｡
形
も
昔
の
も
の
､
今
の
も
の
多
少

の
変
化
が
あ
り
､
歴
史
を
探
ね
る
に
貴
重
を
史
料
で

あ
る
｡

二
へ
牛
士
(
牛
方
)
と
塩

糸
魚
川
か
ら
今
の
小
谷
村
千
国
に
出
る
に
は
へ
昔

は
山
口
の
番
所
(
越
後
)
か
ら
大
網
を
経
て
､
千
国

の
番
所
へ
出
る
の
か
､
本
筋
で
あ
っ
た
｡
一
部
は
横

川
か
ら
大
網
へ
の
通
路
も
あ
っ
た
｡
江
戸
時
代
信
越

の
荷
物
は
､
地
塩
(
日
本
海
の
塩
)
､
竹
原
塩
(
演

戸
内
海
の
塩
､
広
島
県
竹
原
市
)
や
四
十
物
と
称
す

る
海
産
物
を
主
と
し
た
雑
貨
が
､
ポ
ッ
カ
か
大
勢
の

牛
土
筆
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
｡
牛
士
は
一
人
で
六
頭

の
牛
の
手
綱
を
取
れ
る
も
の
が
一
人
前
で
､
六
頭
を

越
す
と
一
人
の
補
助
者
が
必
要
と
さ
れ
た
｡
横
川
に

は
牛
宿
も
あ
り
､
今
で
も
何
匹
か
た
く
さ
ん
の
牛
を

入
れ
た
大
き
を
厩
の
あ
る
家
が
あ
る
｡
女
衆
は
こ
の

牛
宿
の
虜
に
繋
が
れ
る
牛
の
餌
の
草
を
刈
っ
て
'
相

当
の
小
便
銭
か
せ
ぎ
を
し
た
話
や
､
裏
の
関
戸
で
'

研
酒
(
一
合
)
を
売
っ
た
話
も
残
っ
て
い
る
｡
こ
の

牛
士
に
な
る
に
は
､
才
力
ミ
の
免
許
が
必
要
で
あ
っ

た
｡
牛
士
達
は
番
所
名
の
入
っ
た
免
許
札
を
持
っ
て

住
来
し
た
｡
戸
土
､
橋
川
に
は
こ
の
牛
士
が
両
部
落

合
せ
て
十
数
名
お
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

三
､
お
講
様
と
才
力
イ
番

お
諮
様
と
は
念
仏
講
の
こ
と
で
あ
る
｡
戸
土
横
川

で
は
お
堂
'
押
廻
､
仲
又
で
は
当
番
の
家
(
頭
屋
)

に
月
の
二
八
日
集
ま
り
､
阿
弥
陀
様
の
絵
姿
の
掛
軸

を
掛
け
へ
読
経
念
仏
(
称
名
取
)
を
し
､
当
番
が
米

三
合
宛
各
戸
か
ら
集
め
､
オ
カ
タ
と
称
し
昼
食
を
共

に
し
た
｡
こ
の
時
は
老
人
も
子
供
も
全
員
集
ま
っ
た

一
二
月
二
八
日
は
､
本
誌
様
と
い
い
特
に
賑
や
か
に

し
､
後
の
御
馳
走
も
多
か
っ
た
｡

ま
た
お
堂
の
阿
弥
陀
像
や
掛
軸
の
阿
弥
陀
様
に
毎

朝
御
飯
や
お
花
を
ど
当
番
が
供
え
る
こ
と
を
才
力
イ

番
と
い
っ
た
｡
ど
の
部
落
で
も
最
近
ま
で
続
け
て
い

た
｡
明
治
一
四
年
に
は
京
都
東
本
願
寺
の
両
堂
再
建

陀
像
掛
軸
が
あ
る
｡
何
れ
も
立
派
を
美
術
的
価
値
の

高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
前
者
の
仏
像
は
口
伝
に
よ

る
と
､
最
初
糸
魚
川
市
の
浄
土
宗
善
導
寺
に
あ
っ
た

も
の
を
'
一
度
山
口
に
遷
し
た
処
'
仏
が
ム
ラ
人
の

夢
枕
に
立
ち
､
も
っ
と
高
層
の
地
を
指
向
し
た
の
で

山
口
の
人
々
と
戸
土
の
人
々
が
計
り
､
土
地
を
寄
進

し
､
お
堂
を
建
て
こ
こ
に
遷
座
せ
し
め
た
と
い
う
｡

不
思
議
に
こ
の
近
く
ま
で
は
､
火
災
や
地
､
こ
り
が
頻

発
し
て
い
る
が
､
こ
こ
に
は
か
か
る
天
災
は
一
度
も

な
い
｡
あ
ら
た
か
を
阿
弥
陀
様
だ
と
い
う
｡

五
､
庵
腿
の
運
搬

こ
こ
で
は
昔
か
ら
馬
は
殆
ん
ど
飼
わ
を
か
っ
た
が

牛
は
何
処
の
家
で
も
飼
っ
て
い
た
｡
家
に
入
っ
て
左

側
に
は
必
ず
大
き
を
鹿
屋
が
あ
る
｡
こ
こ
で
牛
を
飼

っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
地
方
で
盛
ん
に
牛
が
飼

養
さ
れ
た
の
は
､
前
述
の
牛
士
の
伝
統
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
｡
江
戸
時
代
に
は
､
地
牛
と
秋
田
の

南
部
牛
が
飼
わ
れ
た
と
み
ら
れ
､
南
部
牛
買
入
の
記

録
も
あ
る
｡
何
れ
に
せ
よ
運
搬
用
､
農
耕
用
と
し
て

の
牛
の
飼
誌
は
大
き
を
仕
事
で
あ
っ
た
｡

稲
作
に
は
こ
の
牛
の
踏
む
厩
肥
大
切
な
肥
料
で
あ

っ
た
｡
階
段
の
ご
と
き
天
上
田
に
､
こ
の
厩
肥
を
施

す
に
は
､
先
ず
厩
舎
か
ら
サ
ス
と
称
す
る
｡
堅
木
で

作
っ
た
自
家
製
の
道
具
で
､
戸
外
に
厩
肥
を
そ
の
先

に
引
か
け
て
､
引
出
す
｡
あ
る
い
は
既
に
戸
外
に
､

の
折
へ
橡
の
大
木
三

本
を
寄
附
し
ム
ラ
人

や
根
知
谷
の
人
々
の

協
力
を
得
て
峠
を
越

え
て
引
出
し
て
い
る

そ
の
手
柄
に
よ
り
､

明
治
一
七
年
七
月
｢

九
十
字
御
名
号
｣
壱

流
を
､
横
川
村
真
宗

大
谷
派
門
徒
中
に
贈

っ
て
い
る
｡

四
､
戸
土
の
お
堂

こ
の
お
堂
に
は
等

身
大
よ
り
稽
々
小
型

の
阿
弥
陀
坐
像
と
蓮

如
等
の
模
写
の
阿
弥
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億請請ど山

積
ん
で
あ
る
厩
肥
を
､
三
月
頃
の
残
雪
の
堅
い
雪
上

を
樽
で
運
ん
で
田
の
上
に
お
く
か
､
あ
る
い
ぼ
家
よ

り
上
の
田
は
､
シ
ョ
イ
コ
で
人
の
背
で
運
ん
で
田
ん

ぼ
の
雪
の
上
に
お
く
､
一
反
歩
百
こ
が
基
準
で
､
春

先
の
田
ん
ぼ
の
白
雪
の
上
に
点
々
と
厩
肥
の
黒
い
小

山
が
見
え
る
の
が
､
初
春
の
風
景
で
も
あ
っ
た
｡

六
､
日
起
し
と
三
刃
万
能
鍬

動
力
､
畜
力
利
用
以
前
ぼ
､
田
起
し
は
､
手
に
豆

を
作
り
つ
つ
人
力
で
起
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
し
て

天
上
田
の
土
地
柄
で
あ
る
か
ら
､
小
さ
を
田
が
多

い
｡
動
力
機
械
力
時
代
に
入
っ
た
昨
今
で
も
人
力
に

よ
る
田
起
し
を
せ
ね
は
在
ら
ぬ
水
田
も
可
成
あ
っ
た

横
川
で
は
ム
ラ
中
が
ユ
イ
で
､
共
同
し
て
三
本
刃

の
先
が
薄
く
'
連
結
し
た
独
特
の
三
刃
万
能
鍬
を
使

っ
て
'
ム
ラ
中
を
次
々
と
田
起
し
し
て
行
っ
た
｡
戸

土
に
お
い
で
も
､
ユ
イ
に
よ
る
共
同
作
業
が
多
か
っ

た
｡七

へ
田
植
は
女
衆
の
仕
事

横
川
､
特
に
戸
土
の
田
植
は
'
根
知
谷
を
下
流
か

ら
植
え
て
来
る
の
で
､
最
後
と
な
る
｡
越
後
方
面
の

親
類
や
友
人
へ
ム
ラ
内
の
人
々
と
､
計
画
的
に
ユ
イ

を
す
る
｡
｢
苗
日
は
三
三
日
｣
と
言
い
､
六
月
初
旬

が
田
植
の
時
期
と
し
て
い
る
｡
越
後
方
面
か
ら
ユ
イ

で
き
た
親
戚
､
知
己
を
含
め
で
の
共
同
作
業
で
'
次

か
ら
次
と
家
々
を
廻
っ
て
田
植
を
す
る
｡

田
植
は
女
衆
の
仕
事
で
､
男
は
骨
休
み
の
日
で
､

殆
ん
ど
手
を
出
さ
を
い
｡
こ
の
女
衆
の
田
植
の
仕
度

は
全
部
新
調
で
あ
る
｡
頓
の
肌
着
に
腰
巻
､
活
動
的

な
縞
の
ヤ
マ
キ
(
カ
ス
リ
も
あ
る
)
を
上
肢
に
'
下

肢
に
は
､
足
首
の
方
を
細
く
し
た
イ
ッ
コ
ギ
を
は
き

手
に
は
テ
ホ
イ
(
手
甲
)
､
頭
に
は
白
ス
ゲ
笠
(
サ

ン
メ
笠
と
も
い
う
)
で
あ
る
｡
特
に
笠
の
頭
当
て
の

部
分
は
黒
の
ビ
ロ
ー
ド
を
用
い
､
笠
緒
は
美
麗
な
柄

物
の
布
を
ク
ケ
て
作
り
､
総
て
田
植
姿
は
美
し
き
を

ほ
こ
り
と
し
て
い
た
｡

朝
は
四
時
か
ら
朝
飯
し
前
に
苗
取
を
終
り
へ
食
事

を
終
っ
て
､
一
株
七
､
八
本
棺
で
､
正
四
角
に
植
え

一
人
四
喧
持
ち
で
､
夕
碁
ま
で
行
う
｡

食
事
は
朝
､
昼
'
晩
と
午
前
､
午
後
の
小
室
等
総

て
施
主
持
ち
で
､
オ
ハ
ギ
(
こ
こ
で
は
ボ
タ
餅
の
こ

と
で
凄
く
'
オ
コ
ワ
を
い
う
)
､
煮
し
め
等
御
馳
走

を
す
る
ぐ

八
`
焼
畑
と
ソ
バ

こ
こ
で
は
焼
畑
耕
作
は
戦
後
ま
で
行
お
れ
て
い
た

焼
畑
を
す
る
に
は
､
雑
草
の
よ
く
茂
っ
て
い
る
原
野

か
'
元
焼
畑
に
し
た
処
か
の
草
を
､
夏
の
お
盆
前
の

頃
(
八
月
)
､
草
刈
を
し
て
七
'
八
日
乾
す
｡
そ
し

て
お
盆
前
に
火
を
つ
け
て
焼
-
｡
雑
草
の
多
い
処
ほ

ど
地
味
が
肥
え
て
い
る
が
､
カ
ヤ
､
ス
ス
キ
等
の
禾

本
科
植
物
の
多
い
土
地
は
､
痩
せ
て
お
り
､
焼
畑
に

は
不
適
当
で
あ
る
｡

焼
畑
に
は
､
ソ
バ
､
大
根
､
カ
ブ
を
播
い
た
が
､

最
も
良
い
の
は
秋
ソ
バ
で
あ
る
｡

九
`
庸
作
り
と
木
綿
繊

大
正
の
終
り
か
ら
昭
和
の
初
め
頃
ま
で
､
麻
作
り

を
し
て
い
た
｡

春
種
子
を
蒔
付
け
へ
盆
前
に
麻
切
を
し
､
麻
釜
を

立
て
'
九
月
の
稲
刈
り
前
の
彼
岸
の
頃
､
家
の
庭
で

麻
カ
キ
を
す
る
｡
冬
中
の
女
衆
の
仕
事
と
し
て
'
明

治
､
大
正
の
頃
は
麻
ウ
ミ
へ
ツ
ヅ
ネ
ッ
カ
イ
)
を
､

ラ
ン
プ
や
油
､
ロ
ー
ソ
ク
の
暗
い
灯
の
元
で
夜
な
べ

を
し
た
と
い
う
｡
｢
昔
は
暗
い
ラ
ン
プ
で
仕
事
し
た

に
､
今
の
若
い
人
は
､
明
る
い
電
気
へ
電
燈
)
の
中

で
寝
て
い
る
｣
こ
れ
は
労
働
､
ツ
ヅ
ネ
ッ
カ
イ
に
対

す
る
八
〇
才
近
い
老
女
の
感
想
で
あ
る
｡

電
燈
の
灯
っ
た
の
は
､
戸
土
は
昭
和
一
二
年
､
横

川
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
｡

斯
く
し
て
で
き
た
麻
糸
は
'
地
機
か
､
高
楼
か
で

麻
布
に
す
る
か
､
糸
魚
川
の
商
人
が
き
て
､
木
綿
糸

と
の
物
々
交
換
を
す
る
か
で
あ
っ
た
｡
木
綿
糸
は
衣

料
の
自
給
自
足
の
た
め
に
､
ハ
タ
ゴ
に
か
け
ら
れ
､

カ
ス
リ
木
綿
や
縞
木
綿
'
紺
木
綿
地
に
織
り
あ
げ
ら

ヽ
､
ヽ
.
ン
.
1
ノ
･
刀

れ
て
､
仕
事
着
の
ハ
ダ
コ
'
山
ハ
ダ
コ
　
へ
短
着
ハ
ダ

コ
)
へ
股
引
､
イ
ツ
コ
ギ
'
フ
ン
ゴ
ミ
に
仕
立
て
ら

れ
た
の
で
あ
る
｡
麻
布
や
残
余
の
麻
糸
は
高
価
に
取

引
さ
れ
､
稲
作
に
つ
づ
く
生
業
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

一
〇
､
チ
ョ
ン
髪
と
お
ハ
グ
ロ

横
川
に
は
大
正
十
三
､
四
年
頃
ま
で
､
三
､
四
人

の
老
人
の
チ
ョ
ン
髪
姿
が
見
ら
れ
た
と
い
う
｡
自
分

で
手
人
を
結
っ
て
い
た
と
い
う
｡
戸
土
に
も
数
人
見

ら
れ
た
と
い
う
｡
そ
れ
が
次
の
よ
う
に
変
化
し
た
と

い
う
｡

チ
ョ
ン
髪
-
サ
ン
バ
ラ
ー
坊
主
-
角
刈
ー
長
髪

お
ハ
グ
ロ
も
大
正
の
初
め
頃
ま
で
'
既
婚
の
婦
人

が
､
白
い
歯
を
真
黒
に
染
め
て
い
た
｡
ジ
ロ
　
へ
囲
炉

裏
)
の
隅
に
カ
メ
を
置
き
へ
釘
な
ど
の
鉄
屑
を
重
湯

に
入
れ
て
､
蓋
を
し
て
お
き
､
そ
の
汁
を
盃
に
取
り

フ
シ
粉
へ
フ
シ
の
木
､
ヌ
ル
デ
の
粉
)
を
一
緒
に
付

け
て
､
歯
に
塗
る
と
`
歯
は
真
黒
に
染
ま
る
｡
そ
こ

で
歯
の
白
い
の
は
娘
で
､
黒
い
の
は
結
婚
し
た
婦
人

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡

二
､
日
露
戦
争
の
藁
靴

横
川
の
諏
訪
社
の
社
殿
の
中
に
'
大
き
な
ス
ッ
ペ

ン
ジ
ョ
　
へ
藁
靴
)
が
奉
納
さ
れ
て
あ
る
｡
そ
の
藁
靴

の
横
に
次
の
記
録
が
つ
い
て
い
る
｡

藁
靴
を
作
る
指
導
員
が
礁
川
村
に
き
て
､
そ
の
指

導
の
元
に
､
軍
靴
の
上
に
履
-
､
藁
靴
を
作
り
人
足

を
供
出
し
た
旨
話
し
で
あ
る
｡
又
別
に
総
代
の
奉
納

文
も
つ
い
て
い
る
｡

｢
明
治
三
十
七
年
我
ガ
国
'
露
国
卜
軍
セ
シ
時
､
征

露
軍
人
ノ
寒
苦
ヲ
察
し
毎
戸
平
均
四
足
ノ
藁
靴
ヲ
製

作
シ
テ
献
納
セ
シ
モ
ノ
ナ
リ
｡

横
川
氏
子
総
代
　
　
小
池
佐
治
郎
　
｣

こ
の
氏
子
総
代
は
明
治
三
七
年
の
時
の
総
代
で
あ

る
｡一

二
､
朝
食
と
焼
餅

春
は
肥
ま
き
を
し
た
後
と
か
､
夏
は
朝
草
刈
を
終

え
て
帰
っ
た
後
と
か
､
必
ず
朝
一
仕
事
を
終
っ
た
後

で
朝
食
を
と
っ
た
｡
朝
食
は
御
飯
一
杯
と
焼
餅
一
個

と
定
ま
っ
て
い
た
｡

こ
の
焼
餅
を
作
る
に
は
､
イ
リ
ゴ
ヘ
米
の
粗
の
粉

東
鶉
米
)
七
升
､
ソ
バ
三
升
を
混
ぜ
て
､
水
車
の
石

臼
で
一
緒
に
挽
く
､
ひ
い
た
粉
を
丸
節
へ
経
一
五
-

二
〇
七
㌧
)
で
請
っ
て
粉
を
取
る
｡
こ
の
粉
に
水
を
加

へ
､
木
の
-
り
ぬ
き
製
の
こ
ね
鉢
で

こ
ね
､
舘
や
味
噌
､
お
菜
､
小
豆
や

漬
菜
へ
季
節
の
野
菜
な
ど
を
入
れ
､

茹
で
て
そ
の
ま
ま
食
べ
る
か
､
ヂ
ロ

の
フ
グ
シ
で
焼
い
て
食
べ
る
｡
径
一

〇
霊
位
で
､
中
々
腹
ご
た
え
が
あ
る

こ
の
食
訓
は
大
正
の
終
り
頃
ま
で
続

け
ら
れ
て
い
た
｡

尚
こ
こ
で
は
灰
の
中
で
は
焼
か
な

ヽ

一

〇一
三
へ
餅
抱
き
と
､
栃
餅
な
ど

正
月
の
餅
は
幕
の
二
八
日
に
掴
-

習
し
で
､
ど
の
家
で
も
､
一
日
三
升

で
､
二
十
一
六
日
拙
さ
､
餅
拇
さ

の
ユ
イ
で
､
若
者
三
人
が
組
に
な
り

次
か
ら
次
の
素
と
､
抽
い
て
歩
-
｡

ど
こ
の
素
に
も
､
木
椛
の
四
角
を
重

ね
蒸
縄
が
あ
り
､
敦
だ
ん
に
重
ね
て

蒸
し
'
臼
は
大
き
く
､
杵
三
本
で
手

が
え
し
､
無
し
で
男
衆
三
人
で
鴇
-

正
月
の
餅
は
正
月
中
十
分
食
べ
る
だ

け
十
分
描
く
｡
そ
の
他
小
正
月
､
節

句
､
御
前
山
祭
､
お
盆
'
ヌ
ケ
祭
､

舐
園
祭
､
氏
神
様
の
夏
祭
､
十
日
板

柳
誕
生
､
入
学
祝
等
々
中
々
多
い
｡
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種請請ど山

種
類
も
中
々
多
-
'
白
餅
を
初
め
､
栃
餅
､
粟
餅

小
き
び
餅
'
ウ
ラ
ジ
偶
餅
(
山
ご
ぼ
う
の
葉
)
な
ど

多
い
｡

栃
餅
は
柔
ら
か
く
､
ず
べ
ら
か
で
､
老
人
達
が
好

む
と
い
う
｡

山
で
拾
っ
た
栃
の
実
を
'
天
日
で
三
日
間
乾
す
｡

さ
ら
に
家
の
二
階
に
紘
げ
､
適
当
に
陰
干
し
す
る
｡

次
に
湯
の
中
に
一
昼
夜
入
れ
､
皮
ム
キ
岩
で
斜
に
お

し
で
'
一
個
を
ニ
ー
四
割
に
し
皮
を
取
る
｡
　
-
壁

木
の
灰
三
升
に
､
栃
の
実
三
升
の
割
の
灰
汁
に
三
日

入
れ
る
と
渋
味
が
取
れ
る
ー
こ
れ
を
良
く
水
洗
い
す

る
｡
-
橋
米
三
升
､
水
洗
後
の
栃
の
実
五
､
六
合
を

入
れ
､
蒸
し
て
描
く
と
'
栃
餅
が
で
き
る
｡

一
四
､
家
と
豪
雪

ど
こ
の
家
の
玄
関
口
で
も
'
杉
皮
か
屋
根
板
か
で

置
石
を
し
て
葺
い
て
あ
る
妻
入
り
の
巾
一
間
学
位
の

ト
ン
ボ
庇
が
､
家
の
前
方
に
突
出
て
い
る
｡
そ
の
奥

が
庇
続
き
の
大
戸
が
あ
り
､
さ
ら
に
奥
に
内
の
大
戸

が
あ
･
り
'
戸
障
子
に
よ
り
､
奥
と
仕
切
ら
れ
て
い
る

内
大
声
の
左
側
が
便
所
に
在
っ
て
い
る
｡
こ
こ
ま
で

の
問
の
両
側
は
鍬
､
鎌
の
農
具
､
糞
笠
等
を
掛
け
て

い
る
｡
突
出
た
庇
を
婁
人
様
に
し
た
の
は
へ
一
日
に

一
㍍
余
降
る
雪
や
屋
根
か
ら
下
し
た
雪
で
､
入
口
が

と
ぎ
さ
れ
ぬ
よ
う
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
屋
根

の
高
さ
に
達
す
る
秦
雪
か
ら
､
家
を
守
る
た
め
､
家

壁
の
周
囲
の
部
分
は
板
で
囲
っ
て
お
く
し
､
縁
側
等

に
は
格
を
入
れ
､
雪
に
対
処
す
る
｡

山
村
の
家
の
機
能
は
複
雑
で
あ
る
｡
大
戸
の
奥
の

左
側
が
牛
を
飼
っ
た
厩
へ
右
側
が
日
常
生
活
を
す
る

イ
ド
コ
　
(
オ
エ
)
と
称
す
る
｡
ジ
ロ
　
(
囲
炉
裏
)
あ

る
間
'
厩
の
奥
に
は
､
二
り
と
称
す
る
作
業
場
が
あ

り
'
米
の
調
盤
な
ど
を
す
る
｡
そ
れ
と
並
ん
で
､
米

等
を
お
く
小
部
屋
､
流
台
の
あ
る
水
屋
'
味
噌
､
漬

菜
を
貯
蔵
す
る
漬
物
部
屋
､
イ
ド
コ
の
奥
の
表
側
に

は
､
上
客
を
接
待
す
る
座
敷
が
あ
り
､
裏
側
の
方
に

は
'
狭
い
が
仲
之
聞
へ
　
へ
や
と
称
し
､
タ
ン
ス
等
を

並
べ
'
同
時
に
､
ネ
マ
　
(
寝
室
)
　
に
し
て
い
る
｡

か
く
こ
こ
の
家
は
､
畜
舎
､
仕
事
場
､
貯
蔵
庫
､

日
常
生
活
の
場
と
い
う
'
多
く
の
機
能
を
具
え
て
い

る
｡一

五
､
ジ
ロ
　
(
囲
炉
裏
)
と
オ
カ
ギ
様

イ
ド
コ
の
中
心
は
ジ
ロ
で
あ
る
｡
三
尺
九
寸
と
三

尺
の
大
き
な
炉
ぶ
ち
の
中
央
に
は
､
上
か
ら
火
や
ま

と
､
太
く
で
大
き
い
第
一
段
の
カ
ギ
付
と
､
そ
の
大

カ
ギ
に
､
更
に
か
け
た
普
通
の
カ
ギ
付
､
即
ち
オ
カ

ギ
様
が
さ
が
っ
て
お
り
､
鉄
瓶
で
湯
を
沸
し
､
鍋
で

煮
物
や
御
飯
を
煮
た
｡
(
こ
こ
で
は
釜
は
使
わ
な
か

っ
た
)
今
は
ヌ
ケ
(
地
.
逼
り
)
の
た
め
ど
こ
の
家
も

多
少
は
傾
い
て
お
る
の
で
'
天
井
か
ら
太
い
麻
縄
で

さ
げ
た
オ
カ
ギ
様
は
'
ヂ
ロ
の
中
央
へ
は
さ
が
ら
ず

何
れ
も
端
の
方
へ
よ
っ
て
い
る
現
状
で
あ
る
｡

二
八
'
三
ケ
耕
地
総
代
と
ユ
イ

三
ケ
と
か
'
三
ケ
耕
地
と
い
う
の
は
､
戸
土
本
村

(
押
廻
を
含
む
)
と
仲
又
'
横
川
の
三
ツ
の
耕
地
と

い
う
意
味
で
あ
る
｡
こ
の
三
部
落
の
総
代
が
三
ケ
耕

黙
諾
謹
諜
据
転
謙
諾

又
一
､
押
廻
二
'
横
川
一
)
の
中
か
ら
､
選
び
､
正

月
七
日
の
初
寄
合
後
､
役
送
り
を
す
る
｡
役
送
り
に

は
､
役
ダ
ン
ス
二
樽
を
､
旧
の
家
で
飲
ん
だ
後
へ
新

の
総
代
の
家
へ
､
石
場
加
持
の
歌
(
新
築
の
家
の
土

台
下
を
固
め
る
時
の
歌
)
で
景
気
を
つ
け
つ
つ
､
か

つ
ぎ
込
む
｡
総
代
は
ム
ラ
の
政
治
の
中
心
の
仕
事
で

A
轟
印
も
兼
ね
て
行
う
｡

ユ
イ
の
こ
と
を
'
北
安
曇
の
各
地
で
は
､
エ
工
と

S
r
エ
エ
ッ
コ
と
い
う
が
､
こ
こ
で
は
正
し
-
ユ
イ

と
い
う
｡
ユ
イ
の
本
来
の
意
味
は
､
個
人
と
個
人
が

一
対
一
で
労
力
の
交
換
を
す
る
こ
と
で
あ
る
が
､
こ

こ
で
は
､
特
定
の
一
人
が
数
人
か
ら
教
十
人
､
然
も

ユ
イ
が
へ
し
を
す
る
時
は
数
年
か
ら
赦
十
年
に
渡
る

こ
と
が
あ
る
｡
手
伝
い
の
感
じ
の
あ
る
こ
と
も
含
め

て
い
る
｡
例
え
ば
数
年
に
一
度
の
屋
根
葺
､
そ
の
材

料
の
カ
ヤ
場
の
カ
ヤ
刈
'
カ
ヤ
巻
'
何
年
か
に
一
度

S
'
一
代
に
あ
る
か
を
い
か
わ
か
ら
老
い
　
建
前
(

上
棟
式
)
屋
こ
ぼ
し
(
家
を
こ
あ
す
こ
と
)
等
に
は
､

義
務
人
足
と
し
て
､
ム
ラ
人
全
員
で
行
く
も
の
｡
ま

た
施
主
で
も
､
義
理
と
し
て
も
､
手
伝
い
を
受
け
る

も
の
と
し
て
い
る
｡
地
.
こ
り
等
の
天
災
に
際
し
て
も

ム
ラ
人
の
迅
速
を
協
力
へ
家
の
危
険
に
頻
す
る
こ
と

を
ど
に
対
し
て
の
処
置
等
協
力
的
､
共
同
的
性
格
が

非

常

に

強

い

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

以

上

追
記こ

の
稿
は
､
小
谷
村
教
委
と
共
に
調
査
研
究
し
た

一
端
で
す
｡
こ
の
四
月
上
旬
｢
小
谷
の
民
俗
｣
と
い

う
書
籍
が
小
谷
村
教
委
の
編
集
で
発
刊
さ
れ
ま
す
が

そ
れ
と
合
せ
読
ま
れ
る
と
有
難
た
い
と
存
じ
ま
す
｡

(
北
安
謹
編
集
委
員
)

カ
モ
シ
カ
の
国
際
登
録

国
際
自
然
保
護
連
盟
の
保
存
委
員
会
の
ひ
と
つ
の

活
動
と
し
て
保
護
が
必
要
と
さ
れ
る
野
性
動
物
で
､

動
物
園
に
飼
あ
れ
で
い
る
も
の
を
登
録
さ
せ
る
仕
事

が
あ
り
ま
す
｡

日
本
で
は
タ
ン
チ
ョ
ウ
に
引
き
続
い
て
新
た
に
昨

年
か
ら
カ
モ
シ
カ
が
国
際
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
在
り

ま
し
た
｡
登
録
責
任
者
は
自
発
的
に
登
録
事
務
を
引

き
う
け
集
計
し
て
'
毎
年
本
部
へ
報
告
し
､
国
際
動

物
園
年
報
､
そ
の
他
の
出
版
物
に
発
表
す
る
責
任
を

お
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
｡

カ
モ
シ
カ
の
登
録
責
任
者
は
多
摩
動
物
公
園
の
小

森
厚
さ
ん
が
引
き
う
け
で
く
だ
さ
り
､
そ
の
小
森
さ

ん
の
手
も
と
に
集
ま
っ
た
一
九
七
一
年
三
月
三
十
一

日
現
在
の
飼
育
下
の
カ
モ
シ
カ
の
数
は
'
9
回
館
'

四
十
一
頭
で
す
｡

こ
の
う
ち
飼
育
下
で
繁
殖
し
た
も
の
が
二
十
一
頭

と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
'
昨
年
春
に
生
れ
た
も
の
'

あ
る
い
は
保
護
さ
れ
た
も
の
を
加
え
る
と
こ
の
数
は

さ
ら
に
ふ
え
で
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
｡

山
岳
博
物
館
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
飼
育
日
数
最
長

記
録
の
岳
子
(
5
)
大
助
へ
6
)
岳
一
二
(
7
)
和
歌

千
(
8
)
あ
つ
子
へ
9
)
太
郎
(
m
)
木
曽
生
へ
‖

)
も
そ
れ
ぞ
れ
登
録
さ
れ
(
)
内
の
よ
う
な
登
録
ナ

ン
バ
ー
を
も
ら
い
ま
し
た
｡

昨
年
生
れ
た
子
ど
も
や
保
護
さ
れ
た
も
の
も
今
年

新
た
に
登
録
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
｡

山

と

持

物
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