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山
博
の
全
面
改
築
を

前
庭
に
い
つ
し
か
育
っ
た
ひ
と
か
た
ま
り
の
白
樺

の
樹
々
'
そ
の
枝
も
高
く
の
び
て
黄
ば
み
は
じ
め
た

薬
が
か
す
か
に
ゆ
ら
い
で
い
る
｡
そ
ん
な
眺
の
あ
る

博
物
館
の
窓
辺
に
も
､
半
世
紀
と
四
分
の
一
と
い
う

永
い
風
雪
を
経
て
刻
み
こ
ま
れ
た
年
輪
は
か
-
し
切

れ
ず
に
へ
深
い
板
目
の
溝
に
は
色
あ
せ
た
ペ
ン
キ
が

あ
ち
こ
ち
と
剥
げ
落
ち
て
見
え
る
｡
そ
れ
は
明
治
の

三
十
四
年
か
ら
五
十
数
年
の
間
を
旧
大
町
南
高
の
校

舎
と
し
て
'
ま
た
昭
和
三
十
二
年
か
ら
現
在
ま
で
の

十
五
年
間
を
こ
の
博
物
館
と
し
て
堪
え
て
き
た
年
老

い
た
建
物
の
プ
ロ
フ
ィ
ル
で
あ
る
｡

古
び
て
地
味
な
た
だ
づ
ま
い
は
､
い
づ
こ
の
博
物

館
に
も
共
通
す
る
も
の
だ
が
､
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
､

や
れ
非
生
産
的
だ
の
､
厄
介
も
の
だ
の
と
悪
口
を
た

た
か
れ
た
時
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
先
達
者
た
ち
の
洞

察
し
た
目
的
は
よ
う
や
-
叶
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

る
｡
そ
れ
は
営
々
と
し
て
築
き
あ
げ
ら
れ
て
き
た
研

究
の
内
容
や
事
業
の
成
果
が
､
今
日
の
荒
廃
し
た
環

境
や
情
緒
不
安
定
を
社
会
に
お
い
て
'
不
可
欠
を
要

素
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
り
､
そ
れ
が

生
態
学
で
あ
り
､
環
境
科
学
な
ど
で
あ
る
｡

日
を
追
っ
て
増
大
す
る
来
館
者
が
学
生
か
ら
一
般

旅
行
者
か
ら
観
光
客
ま
で
と
質
的
変
化
を
も
惹
き
起

し
て
い
る
の
を
見
て
も
'
そ
の
価
値
の
一
端
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
現

在
､
老
朽
化
し
た
部
屋
や
保
存
庫
に
つ
み
重
ね
ら
れ

は
み
出
し
て
い
る
膨
大
な
語
録
や
､
不
完
全
を
展
示

ケ
ー
ス
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
貴
重
を
資
料
な
ど
見
る

に
つ
け
'
施
設
の
不
満
を
痛
切
に
感
ぜ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
｡

一
日
も
早
く
､
訪
れ
る
人
々
の
た
め
､
よ
り
快
適

で
へ
　
よ
り
効
果
的
を
形
で
こ
れ
ら
の
資
料
が
提
供
さ

れ
伝
達
さ
れ
る
よ
う
整
備
､
.
拡
充
を
急
ぎ
､
ふ
る
さ

と
の
ま
ち
と
も
ど
も
一
層
の
発
展
を
さ
せ
た
い
も
の

で
あ
る
｡
白
樺
の
枝
に
も
や
が
て
新
し
い
芽
吹
の
季

節
が
め
ぐ
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
'
そ
の
頃
に
は
こ
の

博
物
館
の
全
面
改
築
の
話
が
も
ち
上
っ
て
い
る
こ
と

を

願

う

や

切

で

あ

る

｡

　

　

　

　

(

山

本

擬

掌
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ウェストンを豪的する裏○治(左)

競請請ど山

の

ガ

イ

　

ド

た

ち

双
六
か
ら
笠
へ
出
て
､
槍
鬼
で
一
泊
､
翌
日
､
中

尾
峠
を
越
え
て
上
高
地
へ
出
よ
う
と
し
た
｡
三
年
ば

か
り
前
の
七
月
で
あ
る
｡
同
行
は
詩
人
の
鳥
見
通
彦

-
　
そ
の
と
き
中
尾
の
部
落
で
中
畠
政
太
郎
と
あ
っ

た
｡
ほ
と
ん
ど
二
十
年
ぶ
り
の
対
面
だ
っ
た
｡
雑
貨

屋
の
店
さ
き
で
'
寛
の
水
に
つ
け
で
あ
っ
た
ビ
ー
ル

を
ぬ
き
､
一
時
間
ば
か
り
話
し
て
わ
か
れ
た
が
､
山

刀
を
腰
に
さ
げ
て
､
地
下
足
袋
で
､
昔
を
が
ら
の
姿

を
し
て
い
た
｡
さ
す
が
に
も
う
背
負
え
ま
せ
ん
ね
と

言
っ
て
い
た
｡
な
あ
に
荷
さ
え
を
け
り
ゃ
'
ま
だ
大

丈
夫
で
す
と
'
奥
又
白
に
中
島
新
道
を
作
っ
た
こ
ろ

の
意
気
を
見
せ
て
い
た
が
､
翌
年
の
二
月
､
も
う
彼

は
こ
の
世
に
い
在
か
っ
た
｡

上
高
地
の
内
野
常
次
部
が
死
ん
だ
の
は
'
も
っ
と

前
だ
っ
た
し
'
上
条
親
人
は
岳
沢
ヒ
ュ
ッ
テ
を
建
て

た
翌
年
に
を
く
な
っ
た
｡

私
は
山
で
ガ
イ
ド
を
雇
っ
た
こ
と
は
な
い
｡

サ

ン

･

キ

ー

ド

だ

と

か

'

フ

ユ

ー

ラ

ー

ロ

ー

ゼ

だ

と
か
い
う
主
義
を
信
奉
し
て
い
る
あ
け
で
は
を
い
が

夏
山
で
は
そ
の
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
し
､
冬
山
で

は
ポ
ー
タ
ー
で
足
り
た
｡

登
山
家
と
ガ
イ
ド
と
の
友
情
な
ど
と
い
う
の
は
'

す
で
に
私
の
前
の
時
代
で
終
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
そ
れ
で
も
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
､
当
時
名

う
て
の
ガ
イ
ド
た
ち
と
は
､
よ
-
顔
を
あ
わ
せ
て
い

る
｡

馬
場
島
の
剣
の
家
で
停
滞
し
て
い
た
と
き
､
前
年

地
獄
谷
で
死
ん
だ
筈
の
佐
伯
宗
作
に
ぶ
つ
か
っ
て
ギ

ョ
ツ
と
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
い
っ
し
ょ
に
い
た
高
梨

信
重
ま
で
が
､
や
は
り
一
瞬
息
を
の
ん
だ
が
､
何
と

そ
れ
は
兄
の
栄
作
だ
っ
た
｡
二
階
で
布
団
か
ら
首
を

出
し
て
､
タ
バ
コ
を
吸
い
を
が
ら
駄
弁
っ
て
い
た
と

高

　

須

　

　

　

茂

き
'
ト
ン
ト
ン
と
階
段
を
あ
が
っ
て
来
て
顔
だ
け
出

し
た
の
で
､
い
っ
そ
う
び
っ
く
り
し
た
の
だ
が
｡

日
本
の
山
の
ガ
イ
ド
と
し
て
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ

れ
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
だ
け
の
教
養
と
技
術
と
気
概

を
も
っ
て
い
た
の
は
､
お
そ
ら
く
首
筋
の
佐
伯
宗
作

だ
っ
た
ろ
う
｡
昭
和
十
年
'
彼
が
京
大
の
白
頭
山
遠

征
に
､
大
和
由
松
と
と
も
に
参
加
し
た
の
は
､
全
隊

員
の
推
選
に
よ
る
も
の
た
っ
た
が
仁
一
今
日
'
ヒ
マ

ラ
ヤ
遠
征
に
参
加
で
き
る
ガ
イ
ド
と
い
う
の
は
､
こ

の
国
に
は
お
そ
ら
く
見
あ
た
る
ま
い
｡

大
和
由
松
と
は
し
ば
ら
-
あ
わ
を
い
｡
戦
前
の
正

月
だ
っ
た
｡
大
晦
日
に
上
高
地
入
り
を
し
た
が
､
途

中
､
中
ノ
湯
で
上
条
孫
人
と
あ
い
'
大
晦
日
た
し
へ

ま
あ
一
杯
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
で
､
そ
れ
が
夜

明
け
ま
で
つ
き
あ
う
こ
と
に
な
り
､
　
-
　
元
日
の
昼

す
ぎ
中
ノ
湯
発
､
釜
ト
ン
ネ
ル
の
氷
で
を
ん
べ
ん
も

こ
ろ
び
な
が
ら
､
と
に
か
-
ホ
テ
ル
の
木
村
宛
の
と

こ
ろ
ま
で
辿
り
つ
-
と
､
こ
こ
に
彼
が
い
た
｡
内
野

常
次
郎
や
'
平
林
次
男
ら
も
い
た
｡
そ
こ
へ
孫
人
が

あ
と
か
ら
加
お
っ
た
の
だ
か
ら
た
ま
ら
な
い
｡
出
さ

れ
た
ヤ
カ
ン
を
茶
の
つ
も
り
で
飯
に
か
け
た
ら
､
そ

れ
が
酒
だ
っ
た
｡

暮
さ
や
長
さ
も
い
た
ろ
う
｡
元
日
だ
じ
､
と
い
う

わ
け
で
､
こ
の
豪
傑
た
ち
に
ひ
っ
ぼ
り
こ
ま
れ
た
か

ら
､
と
う
と
う
ま
た
夜
明
か
し
に
在
り
､
盛
ん
を
安

曇
節
の
合
唱
を
き
り
ぬ
け
を
が
ら
､
這
う
よ
う
に
し

て
寝
床
へ
逃
げ
こ
ん
だ
の
を
覚
え
て
い
る
｡
-
加
藤

泰
三
の
『
霧
の
山
稜
｣
に
､
こ
の
正
月
の
上
高
地
の

こ
と
が
ち
ょ
っ
と
出
て
い
る
｡

昭
和
二
年
の
夏
､
秩
父
宮
が
槍
か
ら
双
六
'
笠
へ

縦
走
し
た
と
き
､
ガ
イ
ド
と
し
て
選
ば
れ
た
の
は
､

大
和
由
松
　
中
島
赦
太
郎
　
内
野
靖
次
郎
　
今
田
重

太
節
の
四
人
だ
っ
た
と
思
う
が
､

今
田
は
ち
か
ご
ろ
は
穂
高
岳
山
粒

の
経
営
で
い
そ
が
し
い
ら
し
い
｡

皆
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
な
逸
話
を

も
っ
て
い
る
が
'
秩
父
宮
が
　
津

子
妃
と
上
高
地
に
遊
ば
れ
た
と
き

大
正
池
で
岩
魚
を
釣
っ
て
い
た
彼

が
､
｢
こ
ん
ど
は
才
力
ミ
サ
ン
と

ご
一
緒
で
｣
と
挨
拶
し
た
話
は
有

名
で
あ
る
｡

晩
年
は
釣
り
を
や
め
て
､
梓
川

畔
の
ち
い
さ
な
小
屋
で
暮
ら
し
て

い
た
が
､
戦
後
ま
も
を
/
＼
木
村

殖
と
二
人
で
日
本
ニ
ュ
ー
ス
に
振

っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
｡
糸
に
小
石
を
結
ん
で

岩
魚
釣
り
の
格
好
た
け
し
で
も
ら
え
ば
よ
か
っ
た
の

だ
か
ら
､
小
屋
の
裏
で
い
い
と
い
う
の
に
､
こ
こ
に

は
岩
魚
は
い
ね
え
じ
､
常
は
あ
ん
な
と
こ
ろ
で
釣
っ

て
い
る
と
い
わ
れ
ち
ゃ
恥
だ
か
ら
と
'
わ
ざ
わ
ざ
小

梨
平
の
シ
ュ
ラ
グ
シ
沢
出
合
ま
で
で
か
け
た
り
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
｡

大
和
と
中
島
が
'
積
雪
期
の
槍
-
穂
高
縦
走
を
､

立
教
と
学
習
院
に
わ
か
れ
て
争
っ
た
の
は
､
た
し
か

昭
和
七
年
の
一
月
だ
っ
た
ろ
う
｡
お
そ
ら
く
日
本
の

山
の
ガ
イ
ド
と
い
う
も
の
の
質
が
､
も
っ
と
も

よ
か
っ
た
の
は
こ
の
ご
ろ
で
あ
ろ
う
｡
す
く
を

-
と
も
彼
ら
は
ア
ル
ビ
ニ
ズ
ム
の
何
た
る
か
を

理
解
し
て
い
た
｡

日
本
の
山
の
ガ
イ
ド
と
し
て
､
こ
の
国
の
ア

ル
ビ
.
ニ
ズ
ム
の
歴
史
の
上
に
'
最
初
に
名
を
あ

ら
れ
す
の
は
､
中
島
高
石
衛
門
で
あ
り
､
上
条

専
門
治
で
あ
ろ
う
｡
前
者
は
中
尾
の
､
後
者
は

島
々
の
'
と
も
に
猟
師
で
あ
り
､
ウ
ォ
ル
タ
ー

･
ウ
ェ
ス
ト
ン
を
笠
ケ
岳
や
穂
高
岳
へ
案
内
し

て
い
る
の
だ
が
､
日
本
山
岳
会
結
成
当
時
､
小

島
烏
水
は
『
山
岳
』
の
第
一
年
第
二
号
(
一
九

二
六
年
六
月
)
に
　
″
登
山
の
尊
者
養
成
に
就
き

て

〟

と

い

う

エ

ッ

セ

イ

を

書

い

て

い

る

が

､

｢

日
本
の
山
登
り
で
､
何
が
不
自
由
と
い
っ
て
､

お
そ
ら
く
案
内
者
の
無
知
'
無
能
､
怠
惰
ほ
ど

い
け
ぬ
も
の
は
あ
る
ま
い
｡
大
抵
の
登
山
家
で

口
論
を
し
た
り
､
叱
言
の
一
つ
も
言
あ
を
い
も

の
は
無
か
ろ
う
と
推
せ
ら
れ
る
｡
『
山
岳
｣
第

一
号
所
載
の
登
山
紀
行
を
読
ん
で
も
､
案
内
者

に
対
す
る
苦
情
が
大
分
出
て
い
る
｡
日
本
の
山
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案
内
は
簡
単
な
る
荷
担
ぎ
で
あ
る
｡
決
し
て
G
u
u
e

と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
を
い
｡
そ
の
甚
だ
し
さ
に
至
る

と
､
客
が
留
ま
ろ
う
と
い
う
の
に
帰
ろ
う
と
い
う
し

客
が
困
難
し
て
い
る
の
を
傍
観
し
て
､
自
分
勝
手
を

行
動
を
と
っ
て
い
る
｡
ほ
と
ん
ど
雇
わ
れ
て
い
る
の

か
､
恩
恵
的
に
同
道
し
て
い
る
の
か
区
別
が
つ
か
な

い
の
が
あ
る
｣
と
い
っ
て
い
る
｡

′

ウ

〇

･

7

ノ

｣

　

　

　

ィ

÷

つ

れ

ノ

さ

立
山
や
富
士
の
山
麓
に
は
､
中
御
と
か
強
力
と
か

い
う
ガ
イ
ド
兼
ポ
ー
タ
ー
が
い
た
が
､
他
の
山
で
は

猟
師
か
樵
夫
の
ほ
か
､
山
の
案
内
を
で
き
る
者
が
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

志
村
鳥
嶺
が
白
馬
岳
に
登
っ
た
と
き
は
､
宮
林
の

見
ま
わ
り
を
し
て
い
た
細
野
の
丸
山
定
吉
の
む
す
こ

た
ち
を
連
れ
て
い
る
｡
-
い
わ
ゆ
る
参
謀
本
部
の
地

図
(
五
万
分
一
地
形
図
)
製
作
の
た
め
の
測
量
班
の

人
夫
を
つ
と
め
た
者
が
､
あ
と
で
一
時
的
に
山
の
ガ

イ
ド
を
や
っ
て
い
た
例
も
あ
っ
た
｡

日
本
山
岳
会
が
十
周
年
(
一
九
一
五
)
を
迎
え
た

と
き
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
側
に
を
,
ら
っ
て
､
ガ
イ
ド
に

公
認
手
帳
を
交
付
す
る
案
を
た
で
た
が
､
時
機
尚
早

で
実
現
し
な
か
っ
た
｡

そ
れ
が
と
も
か
く
一
応
ガ
イ
ド
と
し
て
の
意
識
を

も
っ
た
組
合
を
つ
く
る
よ
う
に
在
っ
た
の
は
'
大
正

六
年
(
一
九
一
七
)
の
夏
か
ら
で
対
山
館
の
百
瀬

慎
太
郎
の
努
力
に
よ
っ
て
で
き
た
大
町
登
山
案
内
組

合
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡
伝
刀
林
轍
以
下
二
十

名
ば
か
り
が
組
合
員
で
あ
っ

た
が
､
そ
の
心
得
と
し
て
､

｢
案
内
者
強
力
は
純
朴
に
し

て
善
良
な
る
山
人
の
気
分
を

重
ん
じ
｣
と
か
'
｢
出
来
得

る
限
り
親
切
丁
寧
を
旨
と
L

L
と
か
､
｢
争
い
口
論
等
起

こ

さ

ざ

る

こ

と

｣

と

か

'

｢

規
定
の
賃
金
以
上
の
暴
利
を

貧
ら
ざ
る
こ
と
｣
と
か
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
｡
も
っ
て
当

時
の
ガ
イ
ド
が
ど
ん
な
も
の

で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
｡

槍
の
登
山
口
は
､
最
初
は

有
明
が
主
だ
っ
た
の
で
､
こ

こ
に
も
ガ
イ
ド
が
生
ま
れ
､

横
沢
類
蔵
､
畠
山
善
作
'
中

山
彦
一
存
ど
が
名
を
と
ど
め

て
い
る
｡
燕
岳
の
高
瀬
側
に

あ
る
団
衝
谷
は
､
有
明
の
猟

師
､
畠
山
団
衛
の
名
を
と
っ

た
も
の
だ
が
､
ガ
イ
ド
と
し

て
の
活
躍
度
を
か
っ
た
ら
し

い
｡
黒
部
の
平
に
い
た
遠
山

品
右
衝
門
は
､
上
高
地
の
嘉

門
治
と
よ
く
な
ら
べ
ら
れ
る

が
､
本
名
は
豊
吉
と
言
っ
た

ら
し
い
｡
件
の
作
十
郎
や
兵

三
郎
は
､
山
の
案
内
も
し
た
が
､
品
衛
門
は
岩
魚
を

釣
っ
て
い
た
だ
け
で
ガ
イ
ド
は
し
な
か
っ
た
ら
し
い

牧
の
小
林
喜
作
は
､
学
習
院
と
早
稲
田
の
北
銀
屋

根
初
登
ハ
ン
争
い
に
顔
を
出
す
が
､
や
ぼ
り
猟
が
本

職
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

立
山
の
麓
の
首
輪
に
は
､
佐
伯
や
志
臆
の
一
族
が

立
山
登
拝
の
案
内
を
し
て
い
た
が
､
ア
ル
ビ
ニ
ズ
ム

勃
興
時
代
の
ガ
イ
ド
と
し
て
は
､
釦
岳
の
平
蔵
谷
に

名
を
と
ど
め
て
い
る
佐
伯
平
蔵
が
あ
る
｡
長
次
郎

谷
の
宇
治
長
次
郎
は
大
山
村
で
あ
り
'
ま
た
薬
師
岳

に
金
作
谷
の
名
を
残
し
て
い
る
官
本
金
作
も
芦
雌
で

は
な
か
っ
た
ら
し
い
｡
-
源
次
郎
尾
根
の
源
次
郎
は

片
貝
の
平
沢
に
い
た
沢
崎
源
次
節
説
と
､
芦
鵬
の
佐

伯
源
次
郎
説
が
あ
る
が
､
後
者
の
方
が
一
般
に
知
ら

れ
て
い
る
｡

芦
崎
の
人
び
と
が
､
宗
教
登
山
の
案
内
か
ら
目
覚

め
て
､
全
面
的
に
ア
ル
ビ
ニ
ズ
ム
ヘ
の
り
だ
し
た
の

は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
に
思
う
が
'
五
年
一

月
の
剣
沢
で
佐
伯
福
松
､
同
兵
治
を
失
在
っ
て
以
来

宗
作
､
巣
作
､
t
蔵
､
八
郎
な
ど
､
ア
ク
シ
デ
ン
ト

の
犠
牲
と
な
っ
た
人
び
と
も
多
い
｡

小
槍
の
初
登
ハ
ン
者
と
さ
れ
て
い
る
有
明
の
中
山

彦
一
が
へ
高
橋
益
司
と
と
も
に
､
常
念
で
雪
崩
の
た

め
に
死
ん
だ
の
は
昭
和
七
年
の
三
月
で
あ
る
が
､
こ

の
と
き
は
仲
間
の
縁
日
清
治
ら
の
遭
難
救
援
に
向
っ

た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
｡

有
明
に
は
､
昭
和
十
四
年
九
月
､
谷
川
岳
の
一
ノ

倉
滝
沢
を
初
登
ハ
ン
し
た
浅
川
勇
夫
が
い
た
が
､
ガ

イ
ド
と
い
う
職
業
に
あ
こ
が
れ
へ
家
族
の
反
対
を
押

し
き
っ
て
案
内
人
の
資
格
を
と
る
た
め
の
試
験
を
う

け
た
と
い
う
｡
ガ
イ
ド
に
も
こ
う
い
う
人
物
が
あ
ら

わ
れ
る
よ
う
を
気
運
が
起
っ
た
の
は
､
や
は
り
昭
和

十
年
ご
ろ
で
あ
る
｡

こ
れ
で
規
定
の
枚
数
に
達
し
で
し
ま
っ
た
の
で
､

ペ
ン
を
お
か
存
け
れ
ば
専
ら
を
い
｡
南
ア
ル
プ
ス
で

は
鹿
塩
の
宮
下
葦
五
郎
へ
上
越
国
境
で
は
土
樽
の
剣

持
政
吉
､
秩
父
で
は
広
瀬
の
雨
宮
罵
言
を
ど
､
面
識

の
あ
る
人
び
と
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
を
か
っ
た
の

は
残
念
で
あ
る
｡
(
昭
和
三
十
八
年
四
月
脱
稿
､
｢

岳
人
｣
編
集
部
)

窯
集
都
連
｡
本
稿
は
か
っ
て
本
館
が
出
版
を
企
画

し
,
そ
の
後
中
止
と
在
っ
た
｢
山
の
博
物
誌
｣
の
た

め
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
今
回
､
筆
者
の
許

し
を
得
て
､
本
紙
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
｡
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全動物の種類数のうち昆虫の占める割合
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化石のトンボ

億請請ど山

山

道

の

昆

虫

◎
ど
の
く
ら
い
の
昆
虫
が
棲
ん
で
い
る
か

現
在
地
球
上
に
生
活
す
る
動
物
の
種
類
は
､
九
十

一
万
六
千
-
百
十
一
万
五
千
種
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
､
こ
の
七
0
-
八
〇
%
に
当
る
六
十
四
万
-
九
十

万
種
は
昆
虫
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
全
世

界
か
ら
､
日
毎
に
新
種
を
発
表
し
､
発
表
さ
れ
て
も

そ
れ
は
す
で
に
発
表
済
み
の
も
の
で
あ
っ
た
り
し
て

い
る
の
で
､
な
か
毒
か
正
確
な
種
類
数
は
つ
か
み
得

を
い
の
で
あ
る
が
､
何
れ
に
し
て
も
へ
生
物
界
に
お

い
て
昆
虫
は
､
漠
大
な
数
を
も
っ
て
今
日
地
球
上
に

生
活
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡

昆
虫
の
う
ち
で
最
も
種
類
の
多
い
も
の
は
'
カ
ブ

ト
ム
シ
や
コ
ガ
ネ
ム
シ
等
の
属
す
る
輔
麺
類
(
し
ょ

う
し
る
い
)
-
甲
虫
類
と
も
言
う
ー
で
全
昆
虫
の
約

三
分
の
一
を
占
め
る
大
世
帯
で
あ
る
｡
次
に
チ
ョ
ウ

や
ガ
の
属
す
る
餓
麺
類
､
ハ
チ
､
ア
リ
の
属
す
る
膜

麺
類
､
ハ
エ
､
力
の
属
す
る
双
麺
類
と
言
う
順
に
を

っ
て
い
る
｡
分
類
学
で
は
こ
れ
ら
を
二
十
四
の
グ
ル

ー
プ
と
し
0
0
日
(
も
く
)
と
呼
び
､
更
に
こ
の
目

を
亜
目
(
あ
も
-
)
そ
し
て
科
(
か
)
と
言
う
よ
う

に
し
'
全
て
の
昆
虫
を
そ
の
ど
れ
か
に
属
さ
せ
て
整

輿

　

水

　

太

　

仲

日
本
に
棲
ん
で
い
る
昆
虫
の
う
ち
､
蝶
や
蛸
蛤
は

比
較
的
調
査
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
'
ほ
ぼ
正
確

を
種
類
数
が
わ
か
っ
て
い
る
｡
そ
の
他
の
昆
虫
も
部

分
的
に
は
わ
か
っ
て
来
て
い
る
が
､
全
体
に
正
確
を

数
を
決
め
る
ま
で
に
は
種
違
い
の
が
現
状
で
､
日
本

ア
ル
プ
ス
山
系
に
分
布
生
棲
す
る
昆
虫
も
'
無
論
'

こ
れ
か
ら
ぼ
つ
ぼ
つ
と
数
え
ら
れ
て
い
こ
う
と
し
て

い
る
の
が
実
状
で
あ
る
｡

◎
な
ぜ
こ
ん
な
に
多
く
の
昆
虫
が
い
る
か

遠
-
化
石
時
代
に
は
､
麹
長
七
十
四
亮
に
及
ぶ
ト

ン
ボ
の
如
-
巨
大
な
昆
虫
も
い
た
よ
う
で
あ
る
が
､

現
在
で
は
'
ほ
と
ん
ど
が
他
の
動
物
に
比
べ
小
さ
い

も
の
が
多
く
､
だ
か
ら
棲
む
場
所
も
狭
く
､
食
物
も

少
な
く
て
よ
い
､
更
に
体
が
キ
チ
ン
質
と
言
わ
れ
る

割
合
か
た
い
骨
格
で
お
お
わ
れ
丈
夫
に
出
来
で
あ
り

筋
肉
が
よ
-
発
達
し
運
動
が
自
由
で
､
生
活
場
所
は

所
を
選
ば
ず
､
地
球
上
の
い
た
る
所
を
棲
み
家
と
し

そ
の
上
増
え
方
が
お
び
た
だ
し
い
数
で
あ
る
｡

機

　

軸

　

謙

ア
メ
リ
カ
の
学
者
の
計
算
に
よ
る
と
一
対
の
ハ
エ

か
ら
生
ま
れ
る
卵
が
完
全
に
親
に
在
り
､
順
次
-
り

返
し
て
春
か
ら
秋
に
な
る
間
そ
の
総
数
は
百
十
九
の

後
に
○
が
十
八
つ
い
た
教
に
な
る
と
言
う
｡
又
卵
か

ら
親
に
な
る
ま
で
の
間
で
"
変
態
″
-
体
の
形
を
変

え
る
-
と
言
う
特
殊
を
生
育
過
程
を
持
っ
て
い
る
等

々
が
原
因
で
､
今
日
か
-
の
如
く
昆
虫
が
大
世
帯
に

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
多
種
の
昆
虫
が
､
野
に
山
に
､
水
中

に
石
下
に
朽
木
の
中
か
ら
キ
ノ
コ
の
中
､
は
て
は
糞

の
中
ま
で
と
自
然
の
中
で
は
'
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場

所
で
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
特
に
昆
虫
の
研

究
を
す
る
者
や
興
味
を
持
つ
者
以
外
は
'
山
に
登
っ

て
も
あ
ま
り
目
に
ふ
れ
る
も
の
で
け
な
い
が
､
冬
山

を
除
く
シ
ー
ズ
ン
に
は
､
ち
ょ
っ
と
注
意
す
る
と
案

外
多
く
の
昆
虫
に
会
い
､
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
登
る
山
の

息
も
軽
く
､
そ
れ
ら
を
手
に
し
て
見
る
う
ち
に
､
登

山
の
味
わ
い
を
更
に
深
-
広
い
も
の
に
す
る
で
あ
ろ

う
こ
と
と
思
っ
て
､
多
-
の
中
か
ら
二
･
三
の
昆
虫

を
ピ
ク
ア
ッ
プ
し
て
記
し
て
み
る
｡

◎
ツ
チ
ハ
ン
ミ
ョ
ウ

山
路
の
木
々
が
､
芽
ぐ
む
頃
に
な
る
と
､
土
手
や

日
当
り
の
良
い
草
原
に
雑
草
の
芽
が
小
さ
な
筍
の
様

に
芽
生
え
出
る
｡
そ
ん
な
比
較
的
砂
質
の
地
に
､
ツ

チ
ハ
ン
ミ
ョ
ウ
が
現
れ
'
新
芽
を
む
さ
ぼ
り
食
う
｡

甲
虫
と
は
一
般
に
体
は
か
た
い
の
で
あ
る
が
'
こ

の
虫
は
軟
弱
で
型
は
一
見
蟻
の
王
様
の
よ
う
で
､
つ

ま
む
と
､
馬
鈴
薯
に
つ
-
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
の
よ
う
な

黄
色
の
液
-
カ
ン
タ
リ
ジ
ン
で
薬
用
に
在
る
-
を
出

す
｡
燕
尾
服
に
似
た
輔
麹
､
体
の
大
部
分
を
占
め
る

程
に
太
っ
た
腹
'
美
し
い
つ
や
の
あ
る
紺
色
､
虫
の

紳
士
と
で
も
言
い
た
い
か
っ
こ
う
で
､
後
麹
は
を
く

歩
き
が
専
門
の
運
動
を
し
'
の
ろ
い
｡
こ
の
虫
広
'

晩
春
か
ら
夏
に
か
け
て
砂
中
に
黄
色
の
卵
を
産
む
が

幼
虫
は
ミ
ツ
バ
チ
等
の
訪
れ
る
花
上
で
蜂
の
来
訪
を

待
ち
蜜
を
探
し
て
い
る
蜂
の
脚
に
敏
速
に
つ
か
ま
り

空
中
旅
行
を
し
蜂
の
巣
に
運
ば
れ
､
あ
る
期
間
こ
こ

で
蜜
を
食
べ
て
居
候
生
活
を
し
成
育
す
る
､
い
わ
ゆ

る
寄
生
生
活
を
す
る
甲
虫
と
し
て
有
名
で
あ
る
｡

日
本
に
は
十
種
程
の
種
類
が
い
る
が
'
ア
ル
プ
ス

山
系
で
は
一
千
㍍
附
近
ま
で
に
棲
み
､
あ
ま
り
多
-

な
い
昆
虫
で
あ
る
｡
(
小
諸
市
立
美
南
丘
小
学
校
)

編
集
部
註
　
本
稿
は
｢
山
の
博
物
誌
｣
出
版
の
企
画

に
塞
き
､
昭
和
三
十
八
年
三
月
に
執
筆
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
｡
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.
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