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オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
と
山
前

1
 
1
月
3
日
､
木
崎
湖
に
-
羽
の
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ

が
飛
来
し
た
｡

最
初
に
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
が
､
北
ア
の
麓
の
仁
科

三
湖
に
姿
を
見
せ
た
の
は
､
昭
和
2
4
年
1
月
_
7
日
の

こ
と
で
あ
る
｡
2
7
羽
の
群
は
静
か
に
青
木
湖
に
白
い

姿
を
浮
か
べ
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
や
が
て
現
わ
れ

た
猟
師
の
一
斉
射
撃
で
3
羽
が
射
ち
落
さ
れ
て
し
ま

い
､
他
は
北
の
空
の
い
ず
こ
と
も
を
-
姿
を
消
し
て

い
っ
た
｡

後
日
誼
と
し
て
､
と
び
去
っ
た
中
の
-
羽
が
射
ち

落
さ
れ
た
つ
れ
あ
い
の
オ
ス
を
探
し
求
め
て
飛
ん
で

い
る
う
ち
､
空
腹
と
疲
労
の
た
め
へ
　
つ
い
に
力
つ
き

で
､
川
原
に
舞
い
お
り
た
と
こ
ろ
を
保
護
さ
れ
た
｡

そ
の
ハ
ク
チ
ョ
ウ
を
博
物
館
が
ゆ
す
り
受
け
､
そ

の
後
Ⅱ
年
間
に
あ
た
っ
て
､
駅
前
の
水
禽
舎
で
飼
育

さ
れ
､
市
民
を
け
じ
め
訪
れ
る
旅
人
の
心
を
楽
し
ま

せ
て
き
た
｡

そ
し
て
'
探
し
求
め
て
も
会
え
な
か
っ
た
オ
ス
に

奇
し
く
も
剥
製
と
在
っ
て
標
本
室
で
め
ぐ
り
会
え
た

の
で
あ
る
｡

高
橋
秀
男
氏
は
'
｢
信
濃
大
町
の
白
鳥
物
語
｣
　
(

山
と
博
物
館
第
5
着
5
･
6
号
)
　
の
中
で
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
｡

-
　
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
に
は
じ
ま
り
､
各
種
北
ア
ル

プ
ス
産
の
動
物
が
逐
次
飼
育
さ
れ
る
運
び
と
在
り
､

当
時
の
博
物
館
建
設
運
動
と
あ
い
ま
っ
て
､
付
属
勅

勘
園
が
闘
技
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
実
に
博
物
館

建
設
の
親
で
あ
り
､
大
町
へ
文
化
の
風
を
送
り
こ
ん

だ
使
い
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
　
-

そ
の
後
､
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
は
､
山
博
創
立
1
0
周

年
'
禁
猟
区
設
定
の
年
､
地
財
法
適
用
で
博
物
館
廃

止
論
が
議
会
で
た
た
か
わ
さ
れ
た
際
の
昭
和
3
6
年
`

ま
た
創
立
2
0
周
年
､
禁
猟
区
設
定
1
0
周
年
の
昭
和
4
6

年
に
三
た
び
飛
来
し
て
い
る
｡

山
博
に
と
っ
て
､
何
か
ひ
と
つ
の
転
俄
を
迎
え
た

時
､
記
念
す
べ
き
年
､
あ
る
い
は
進
路
を
切
り
開
か

な
け
れ
ば
な
ら
を
い
よ
う
な
時
に
そ
の
姿
を
み
せ
て

い
る
よ
う
に
思
え
て
し
か
た
が
な
い
｡

今
､
山
階
の
県
立
移
管
論
が
何
か
折
あ
る
ご
と
に

話
題
と
な
り
､
賛
否
両
論
が
た
た
か
れ
さ
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
今
`
-
羽
の
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
が
木
崎
湖
に

美
し
い
姿
を
浮
か
べ
て
い
る
｡
　
　
(
干
葉
彬
司
)
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不檎供暮塔(小谷村中土着葦蓮)

〟場請.
ヒ山

ふ
る
さ
と
の
野
仏

-
　
白
馬
･
小
谷
地
方
を
中
心
と
し
て
　
-

田

　

中

　

欣

一

る
か
ら
､
石
仏
と
は
い
い
難
い
が
､
馬
頭
観
音
や
供

養
塔
の
群
れ
の
中
に
建
て
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
が
何

と
も
胸
の
縮
む
哀
話
を
伝
え
て
い
る
｡

天
明
の
飢
饉
の
頃
で
あ
る
｡
村
は
栃
の
実
や
鴬
の

根
を
食
い
つ
く
す
程
の
危
機
に
顕
し
た
｡
飢
え
に
泣

め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

一
二
十
三
番
観
音

石
造
で
残
っ
て
い
る
三
十
三
番
観
音
は
､
白
馬
小

谷
地
域
に
七
ヶ
所
あ
る
｡
南
か
ら
見
て
い
く
と
､
青

木
潮
西
岸
か
ら
佐
野
坂
に
か
け
て
三
十
三
体
へ
う
ち

街
道
と
石
仏
と

旧
街
道
を
夢
く
こ
と
は
'
も
う
そ
れ
自
体
楽
し
い

こ
と
で
あ
る
が
､
沿
道
に
昔
の
血
影
を
残
す
と
こ
ろ

が
あ
れ
ば
､
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
乞
い
｡
幸
い
　
｢

塩
の
道
｣
と
し
て
知
ら
れ
る
千
国
街
道
(
糸
魚
川
街

追
)
は
`
俗
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ
を
が
ら
も
'
残
光

を
至
る
と
こ
ろ
に
留
め
て
い
る
｡

街
道
と
石
仏
は
ど
'
見
事
を
取
り
合
わ
せ
は
凄
い
｡

実
際
､
街
道
を
歩
き
つ
つ
､
石
仏
に
会
-
こ
と
ほ
ど

楽
し
い
こ
と
は
を
い
｡
路
傍
に
石
仏
の
な
い
千
国
街

道
を
ん
で
考
え
ら
れ
を
い
し
､
例
え
ば
､
青
木
湖
西

岸
か
ら
佐
野
坂
の
旧
街
道
を
歩
く
楽
し
み
は
､
風
景

も
さ
る
こ
と
を
が
ら
､
点
々
と
置
か
れ
た
三
十
三
番

観
音
に
出
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
､
旅
僧
を
味
わ
う
こ

と
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
｡

石
仏
の
宝
庫

松
本
か
ら
糸
魚
川
ま
で
の
千
国
街
道
を
歩
い
て
思

う
こ
と
の
一
つ
に
､
西
海
ノ
口

ざ
る
辺
り
か
ら
'
め
っ
き
り
石

仏
が
多
く
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
｡
と
り
わ
け
白
馬
･
小
谷

地
方
に
入
る
と
､
単
独
で
あ
る

い
は
群
を
ま
し
て
石
仏
が
至
る

と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
｡
白
馬
･

小
谷
地
方
は
､
民
俗
や
民
間
信

仰
や
植
物
の
宝
庫
で
あ
る
ば
か

り
で
を
く
､
石
仏
の
宝
庫
で
も

あ
る
わ
け
だ
｡

一
体
ど
の
位
の
石
仏
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
｡
正
確
を
調
査
は

毒
さ
れ
て
い
を
い
の
で
､
は
っ

き
り
し
た
数
字
は
分
ら
老
い
が

文
字
碑
ま
で
加
え
る
と
､
一
万

(
大
町
市
平
)
を
過

体
を
超
え
る
数
字
で
あ
ろ
う
と
思
う
｡
そ
れ
は
`
驚

く
べ
き
教
学
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
あ
の
山

深
く
し
て
貧
し
-
冷
涼
在
る
地
方
に
I
i
t
白
馬
･

小
谷
地
方
の
人
口
は
､
約
三
千
世
帯
一
万
三
千
人
で

あ
る
か
ら
､
そ
こ
に
住
む
人
の
教
程
に
､
石
仏
が
あ

る
と
い
う
勘
定
に
在
る
｡

石
仏
の
種
類
は
豊
富
で
あ
る
が
､
一
､
二
を
除
-

と
特
に
珍
し
い
も
の
は
な
い
｡
馬
頭
観
音
･
大
日
如

来
･
庚
申
塔
･
二
十
三
夜
塔
･
道
租
神
･
三
十
三
番

観
音
･
篠
本
上
人
名
号
碑
･
大
黒
天
･
法
華
干
都
債

誌
塔
･
百
番
供
糞
塔
･
不
動
明
王
･
百
八
十
八
番
供

養
塔
二
二
界
万
霊
等
･
弥
勧
善
軽
傷
･
念
仏
供
養
塔

(
各
種
)
地
蔵
菩
薩
像
等
々
の
類
い
で
あ
る
｡

不
喰
供
養
塔

珍
し
い
も
の
を
一
つ
あ
げ
よ
う
｡
碑
在
地
は
小
谷

村
中
土
の
最
奥
の
葛
草
蓮
(
く
ん
ぞ
う
れ
)
部
落
で

あ
る
｡
中
谷
川
の
谷
か
ら
見
上
げ
る
よ
う
な
と
こ
ろ

で
､
典
型
的
を
過
疎
の
地
だ
｡
こ
れ
は
文
字
種
で
あ

く
孫
の
た
め
に
､
じ
い
さ
ん

が
自
分
の
食
を
断
っ
て
死
ん

で
い
っ
た
｡
後
年
､
成
人
し

た
孫
が
祖
父
の
恩
愛
に
感
討

し
て
､
み
ず
か
ら
の
手
で
稚

拙
を
文
字
を
石
に
彫
り
つ
け

た
｡
そ
れ
が
､
不
喰
(
-
ら

わ
ず
)
供
衰
塔
と
在
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
｡

小
谷
の
地
に
念
仏
供
養
塔

が
､
白
馬
や
そ
れ
以
南
の
地

に
く
ら
ペ
て
多
く
見
ら
れ
る

の
け
､
越
後
の
浄
土
真
宗
の

影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と

察
せ
ら
れ
る
が
､
多
か
れ
少

を
か
れ
仏
に
す
が
る
素
朴
を

信
仰
心
の
現
わ
れ
と
見
る
ペ

さ
で
あ
ろ
う
か
｡

馬
頭
観
音

千
国
街
道
を
塩
や
海
産
物
や
麻
を
運
ぶ
に
は
､
馬

や
牛
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
を
か
っ
た
｡
農
耕
用
に
飼
育

し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
れ
は
む
し
ろ
､

人
間
と
馬
や
牛
と
に
よ
る
共
同
生
活
と
い
っ
て
も
よ

-
､
牛
馬
の
埋
葬
も
想
ろ
に
行
を
わ
れ
た
の
で
あ
っ

た
｡
こ
の
地
に
馬
頭
観
音
や
大
日
如
来
が
極
め
て
多

い
の
も
容
易
に
う
な
づ
か
れ
る
｡
牛
方
何
某
と
刻
ん

で
立
派
を
観
音
像
を
祀
っ
た
も
の
な
ど
も
見
か
け
る

し
'
観
音
像
の
頭
上
に
は
牛
馬
の
頭
部
が
彫
ら
れ
て

い
る
｡

全
国
各
地
の
石
仏
行
脚
の
人
た
ち
が
､
白
馬
小
谷

地
方
の
石
仏
の
中
で
は
､
馬
頭
観
音
像
に
最
も
心
ひ

か
れ
る
も
の
が
あ
る
と
い
っ
た
が
､
分
る
よ
う
を
気

が
す
る
｡
決
し
て
繊
細
さ
や
豊
腿
さ
は
な
い
が
'
稚

拙
を
彫
り
の
中
に
､
牛
馬
へ
の
深
い
愛
情
が
に
じ
み

で
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

馬
頭
観
音
は
､
路
傍
に
あ
る
ば
か
り
で
な
-
､
屋

敷
内
や
田
の
畦
や
畑
の
隅
の
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡

そ
の
数
は
一
万
余
の
石
仏
の
う
ち
､
六
､
七
割
を
占

一
体
は
台
座
を
残
す
の
み
)
｡
白
馬
村
三
日
市
場
の

真
相
寺
跡
に
三
十
三
体
｡
白
馬
村
堀
之
内
の
お
堂
に

三
十
三
体
｡
白
馬
村
切
久
保
の
観
音
原
に
､
坂
東
三

十
三
体
'
西
国
三
十
三
体
､
秩
父
三
十
四
体
｡
小
谷

村
松
沢
に
十
四
体
｡
小
谷
村
親
の
原
前
山
に
八
十
五

体
｡
小
谷
村
千
国
の
源
長
寺
に
三
十
三
体
が
そ
れ
ぞ

れ
現
存
し
て
い
る
｡

佐
野
坂
と
親
の
原
･
松
沢
の
も
の
は
､
高
遠
石
工

の
手
に
よ
る
と
い
う
記
録
が
あ
り
'
何
れ
も
彫
り
が

よ
く
'
秀
れ
た
も
の
と
し
て
評
価
が
高
い
｡
白
馬
小

谷
地
方
の
石
仏
の
代
表
格
で
'
双
壁
を
毒
す
も
の
と

言
え
よ
う
か
｡
佐
野
坂
の
も
の
は
何
れ
も
老
相
の
根

方
に
点
々
と
安
置
さ
れ
て
お
り
､
散
策
に
は
極
め
て

好
都
合
で
あ
る
｡
街
道
の
風
情
も
頗
る
よ
い
｡
親
の

原
前
山
の
も
の
は
､
八
十
五
体
を
二
列
に
し
て
一
ヶ

所
に
肥
っ
て
あ
る
が
､
こ
れ
も
ま
た
独
特
の
雰
囲
気

を
か
も
し
出
し
て
い
る
｡
松
風
が
そ
う
そ
う
と
し
て

渡
る
中
へ
前
方
に
は
白
馬
三
山
が
仰
が
れ
る
景
勝
の

地
で
あ
る
｡

切
久
保
観
音
原
の
石
仏
群
ぼ
前
記
百
体
の
ほ
か
に

馬
頭
観
音
等
を
合
わ
せ
る
と
百
七
十
人
体
あ
る
｡
方
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〟〟購.
′
-山

形
の
広
い
芝
原
の
周
囲
に
行
儀
よ
-
立
ち
並
ん
で
い

る
姿
は
圧
巻
で
､
初
め
て
訪
れ
る
人
々
.
は
思
わ
ず
溜

息
を
つ
く
｡
し
み
じ
み
と
し
た
語
ら
い
の
で
き
る
場

所
で
あ
ろ
う
｡

佐
野
坂
も
､
前
山
も
`
観
音
原
も
石
仏
を
祀
る
例

と
し
て
､
あ
る
い
は
安
置
の
方
法
と
し
て
'
古
人
の

智
恵
の
深
さ
に
感
心
さ
せ
ら
れ
る
｡
各
地
の
石
仏
が

徒
ら
に
路
傍
や
草
む
ら
に
転
が
っ
て
い
る
が
､
保
存

継
承
す
る
上
で
大
い
に
参
考
に
し
怠
け
れ
'
-
i
j
な
る
ま

､

○

　

○

_

V

道
祖
持

安
筑
の
平
は
道
祖
神
の
宝
庫
と
し
て
､
全
国
的
に

知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
白
馬
小
谷
地

方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
｡
越
後
路
に
近
-
在
る
と
､

そ
の
教
は
め
っ
き
り
減
る
が
､
傑
碑
･
文
字
碑
･
陰

陽
石
ま
で
合
あ
せ
る
と
､
九
十
余
碑
を
数
え
る
｡
白

馬
･
小
谷
の
内
訳
を
み
る
と
､
白
馬
地
区
五
十
赦
碑
､

小
谷
地
区
三
十
枚
碑
と
在
っ
て
い
る
｡
像
碑
M
_
 
'
握

手
像
･
祝
言
像
合
わ
せ
て
二
十
五
碑
あ
る
｡

商
か
ら
め
ぼ
し
い
も
の
を
給
っ
て
み
よ
う
｡

○
佐
野
南
村
(
白
馬
村
)
　
祝
言
像
｡
文
化
1
2
年
｡

○
佐
野
北
村
(
白
馬
村
)
　
北
安
曇
郡
で
最
古
の
祝

言
像
｡
彫
り
､
造
型
が
よ
-
ほ
ほ
え
ま
し

い
｡
寛
政
三
年
｡

○
沢
渡
(
白
馬
村
)
　
握
手
像
｡
素
朴
で
嫌
味
が
な

い
｡
寛
政
二
年
｡

○
内
山
南
村
(
白
馬
村
)
　
握
手
像
｡
相
当
古
い
も

の
と
思
わ
れ
る
が
道
立
年
不
明
｡
逸
品
｡

○
堀
ノ
内
(
白
馬
村
)
　
祝
言
像
｡
文
化
二
年
｡
ず

ん
ぐ
り
し
た
自
然
石
に
は
ど
よ
-
お
さ
ま

っ
て
い
る
｡
見
ご
た
え
が
あ
る
｡

〇
歳
平
(
白
馬
村
)
　
握
手
像
｡
明
和
四
年
､
道
立

年
の
わ
か
っ
て
い
る
も
の
で
は
､
白
馬
小
谷

地
方
最
古
｡
造
型
は
単
純
で
あ
る
が
､
か
え

っ
て
そ
れ
が
生
き
て
い
る
｡
顔
立
が
頗
る
美

し
い
｡

〇
人
ノ
平
(
白
馬
村
)
　
握
手
像
｡
道
立
年
不
明
｡

村
費
そ
の
ま
ま
の
容
姿
で
稚
気
愛
す
べ
き
と

こ
ろ
が
あ
る
｡

○
菅
(
白
馬
村
)
　
祝
言
像
｡
道
立
年
不
明
｡
彫
り

が
な
か
な
か
に
こ
っ
で
い
る
｡
逸
品
｡

○
細
野
(
白
馬
村
)
　
握
手
像
｡
道
立
年
不
明
で
あ

る
が
へ
彫
り
の
様
式
､
風
化
の
度
合
い
か
ら

相
当
に
古
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

○
梨
平
(
小
谷
村
)
　
祝
言
像
｡
道
立
年
不
明
｡
ふ

く
よ
か
さ
が
漂
う
｡
傑
作
｡

○
宮
本
(
小
谷
村
)
　
文
字
枠
｡
寛
政
十
二
年
｡
北

安
最
古
の
文
字
碑
で
あ
る
｡

○
土
倉
(
小
谷
村
)
　
握
手
像
｡
安
政
四
年
｡
長
身

痩
躯
の
美
人
像
｡
清
純
な
う
い
う
い
し
さ
が

溢
れ
て
い
る
｡
傑
作
｡

○
黒
川
(
小
谷
村
)
　
握
手
像
｡
文
久
一
年
｡
土
倉

の
握
手
像
と
ほ
ぼ
同
型
｡
同
じ
石
工
の
手
に

在
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

○
石
坂
(
小
谷
村
)
　
握
手
像
｡
文
久
三
年
｡
黒
川

･
土
倉
の
も
の
と
同
型
｡
石
工
の
腕
前
は
見

あ
げ
た
も
の
｡
石
工
が
誰
で
あ
る
か
げ
分
っ

て
い
な
い
｡

t
=
t
t
ね
､
白
馬
小
谷
地
方
に
は
､
木
像
に
よ
る
道
祖

が
､
白
馬
小
谷
地
方
に
も
七
基
現
存
す

る
｡
何
れ
も
文
化
文
政
期
の
も
の
で
､

こ
の
高
名
を
念
仏
僧
に
深
い
影
響
を
受

け
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
｡
碑
在
地
を

一
覧
し
て
お
こ
う
｡

ー
白
馬
村
飯
田
高
原
墓
地

2
白
馬
村
四
ツ
索
公
民
館
裏

3
白
馬
村
新
田
旧
堂
庭

4
小
谷
村
黒
川
諏
訪
祉
下

5
小
谷
村
塙
小
谷
真
木

6
小
谷
相
手
国
源
長
寺

7
小
谷
村
上
谷
中
通
観
音
豊
前

稗
は
､
例
の
狛
特
を
書
体
を
刻
み
､

下
部
に
徳
本
と
花
押
(
か
お
う
)
が
彫

ら
れ
て
い
る
｡

念
仏
碑
は
'
小
谷
村
に
多
い
が
'
単

に
念
仏
塔
と
あ
る
も
の
や
融
通
大
念
仏

六
斎
念
仏

寒
念
仏
･
念
仏
百
万
辺
等

が
あ
る
｡

西
国
,
坂
東
･
秩
父
の

巡
礼
信
仰
は
現
在
か
ら
す

れ
ば
'
想
像
を
遥
か
に
超

え
て
深
か
っ
た
も
の
に
違

い
を
い
｡
百
番
供
養
塔
の

多
い
こ
と
は
お
び
た
だ
し

い
も
の
だ
｡

庚
申
塔
･
二
十
三
夜
塔

に
至
っ
て
は
､
ど
ん
な
小

さ
を
部
落
へ
行
っ
て
も
あ

る
し
､
実
に
堂
々
た
る
彫

り
で
､
各
地
石
仏
群
の
中

心
的
を
存
在
と
な
っ
て
い

る
も
の
が
多
い
｡

総
体
に
石
造
文
化
財
を

考
え
る
場
合
､
江
戸
中
期

の
信
仰
へ
か
り
立
て
た
も
の
は
'
何
で
あ
っ
た
か
を

考
え
ね
は
な
る
ま
い
｡
時
代
思
潮
の
背
景
の
中
で
｡

豪
雪
と
冷
涼
と
山
深
さ
地
域
の
中
で
｡

(
｢
白
馬
小
谷
研
究
し
主
宰
)

0
8
8
o
o
m
o
h
I
Y
o
1
8
I
Y
o
A
I
0
8
萱
8
-
o
o
m
8
8
t
O
o
1
8

木
崎
湖
に

オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
一
羽
飛
来

十
一
月
二
日
､
大
町
市
の
木
崎
湖
に
オ
オ
ハ
ク
チ

ョ
ウ
一
羽
が
飛
来
し
ま
し
た
｡
当
館
で
は
早
速
､
地

元
の
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
組
合
や
小
中
学
校
へ
保
護
運

動
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
'
湖
岸
三
ヶ
所
を
選
定
し

て
､
湖
面
へ
モ
ミ
ガ
ラ
を
流
し
､
湖
底
へ
シ
イ
ナ
や

神
祭
り
の
風
習
が
各
地
に
残
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
最

北
端
に
あ
る
道
祖
神
は
､
大
網
部
落
に
あ
る
も
の
で

文
学
碑
｡
道
立
年
は
不
明
｡

篠
本
上
人
名
号
碑
他

篠
本
(
江
戸
末
期
の
高
僧
｡
紀
伊
の
人
)
の
南
無

阿
弥
陀
仏
の
名
号
碑
は
'
信
州
一
円
に
及
ん
で
い
る

か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て

の
道
立
数
は
き
わ
た
っ
て
い
る
｡
こ
の
爆
発
的
な
石

仏
道
立
の
気
運
を
促
し
た
ー
も
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う

か
｡

単
純
に
民
衆
の
生
活
に
ゆ
と
り
が
で
き
た
か
ら
だ

と
い
う
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
｡

あ
の
封
建
の
圧
制
下
の
中
で
､
農
民
を
こ
れ
ほ
ど

青
米
を
沈
め
る
な
ど
し
て

餌
付
け
を
試
み
ま
し
た
｡

十
一
月
六
日
以
降
'
授
与

し
た
餌
を
採
っ
て
い
る
の

が
確
認
で
き
ま
し
た
が
､

飛
来
後
十
日
目
の
十
一
日

の
夕
方
か
ら
姿
が
見
ら
れ

な
く
な
り
､
ど
こ
か
へ
飛

び
去
っ
た
も
の
と
認
め
ら

れ
ま
し
た
｡
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億請録ど山

ネ
ズ
ミ
の
詰
　
⇒

細
り
1
M
n

野
ね
ず
み

動
物
は
直
接
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
'
そ
の
食
物
の
摂
取
の
方
法
か
ら
分
け

る
と
､
植
物
か
ら
取
る
草
食
動
物
'
そ
れ
ら
の
動
物

を
捕
食
す
る
肉
食
動
物
､
同
音
の
中
間
の
雑
食
動
物

を
ど
に
を
-
る
｡

腫
物
か
ら
動
物
へ
と
流
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ

か
ら
生
物
界
を
見
る
と
､
草
食
性
の
動
物
の
量
が
最

も
多
-
､
次
の
捕
食
者
さ
ら
に
高
次
の
捕
食
者
と
次

錦
に
全
体
の
量
が
､
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
の
先
端
に

冗
-
ほ
ど
､
量
が
少
な
-
な
り
､
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に

在
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡

草
食
性
の
哺
乳
類
は
､
兎
目
(
ト
モ
ク
､
ウ
サ
ギ

)

､

偶

蹄

目

(

ダ

ウ

テ

ィ

モ

ク

､

シ

カ

･

カ

モ

シ

カ

･
イ
ノ
シ
シ
な
ど
)
な
ど
が
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'

肉
食
性
の
食
肉
目
(
シ
ョ
ク
ニ
ク
モ
ク
､
イ
タ
チ
･

テ
ン
･
キ
ッ
ネ
な
ど
)
　
は
'
草
食
動
物
を
捕
食
す
る

動
物
で
あ
り
､
食
出
目
(
シ
ョ
ク
チ
ュ
ウ
モ
ク
､
モ

グ
ラ
･
ト
ガ
リ
ネ
ズ
ミ
･
カ
ワ
ネ
ズ
ミ
を
ど
)
は
草

食
性
の
虫
を
食
べ
た
り
､
さ
ら
に
そ
の
虫
を
捕
食
し

て
い
る
虫
を
食
べ
る
高
次
の
捕
食
者
で
あ
る
｡

ネ
ズ
ミ
の
入
る

歯
出
目
(
ゲ
ッ
シ

モ

ク

)

　

は

､

リ

ス

や
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
の

よ
う
な
草
食
性
の

動
物
と
､
昆
虫
や

種
子
な
ど
を
食
べ

る
雑
食
性
の
ア
カ

ネ
ズ
ミ
･
ヒ
メ
ネ
-

ズ
ミ
･
ヤ
マ
ネ
た
ら

ど
が
あ
り
､
か
在

り
複
雑
に
分
化
し

た
食
物
の
取
り
方

を
し
て
い
る
｡

金

　

森

　

正

　

臣

雑
食
性
の
ネ
ズ
ミ
は
季
節
的
に
も
変
化
が
あ
り
､
ほ

と
ん
ど
肉
食
性
に
在
っ
た
り
､
草
食
性
に
在
っ
た
り

変
化
す
る
も
の
が
多
い
｡

日
本
の
ネ
ズ
ミ
を
こ
の
よ
う
を
立
場
か
ら
大
き
-

分
け
る
と
､
草
食
性
の
も
の
に
は
'
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
･

ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ
･
ヤ
マ
ネ
ズ
ミ
､
雑
食
性
の
も
の
に

は
､
ア
カ
ネ
ズ
ミ
･
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
を
ど
の
他
､
特
に

小
型
の
カ
ヤ
ネ
ズ
ミ
･
ハ
ツ
カ
ネ
ズ
ミ
が
居
る
｡

草
食
性
の
仲
旧
は
雑
食
性
の
仲
間
に
比
較
し
て
､

体
は
太
く
短
く
､
尾
も
彊
-
よ
り
地
中
の
生
活
に
通

す
る
よ
う
に
を
っ
て
い
る
｡
消
化
器
官
も
歯
は
よ
-

発
達
し
､
か
み
合
わ
せ
面
積
が
広
-
､
す
り
つ
ぶ
す

の
に
適
し
て
お
り
､
腸
も
長
-
､
盲
腸
も
発
達
し
､

セ
ル
ロ
ー
ス
な
ど
も
消
化
で
き
る
よ
う
に
を
っ
て
い

る
｡

草
食
性
の
仲
間
の
う
ち
'
一
番
草
食
性
に
適
応
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
は
九
州
と
本
州
に

広
-
分
布
し
て
お
り
､
河
原
や
土
手
､
畑
や
草
原
に

優
占
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ

や
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
は
亜
高
山
の
針
葉
樹
林
な
ど
に
生
息

す
る
の
み
で
､
そ
の
教
は
あ
ま
り
多
く
な
い
し
､
急

激
に
敦
が
増
加
す
る
こ
と
も
老
い
｡
と
こ
ろ
が
､
ハ

タ
ネ
ズ
ミ
は
､
森
林
の
伐
採
後
に
出
現
す
る
草
原
や

火
山
性
の
草
原
'
畑
な
ど
に
し
ば
し
ば
大
発
生
し
'

農
作
物
や
植
樹
の
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
に
大
害
を
与
え
る
｡

四
国
に
は
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
は
生
息
し
て
お
ら
ず
､
同

じ
よ
う
を
生
活
場
所
に
は
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ
が
生
活
し

て
い
る
｡
そ
し
て
､
四
国
の
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ
は
､
本

州
の
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に
'
畑
や
伐
採
後
の
草
原

な
ど
に
､
大
発
生
し
､
農
林
害
獣
と
し
て
注
目
さ
れ

て
い
る
｡
同
じ
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ
が
本
州
と
四
国
で
こ

の
よ
う
に
異
な
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
､

多
分
､
四
国
の
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ
が
本
州
の
ハ
タ
ネ
ズ

ミ
の
よ
う
を
生
態
的
位
置
を
獲
得
し
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
四
国
に
ハ
タ
､
ネ
ズ
ミ
が
生
息
し
て

い
を
い
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
-
｡

四
国
に
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
の
分
布
し
て
い
な
い
理
由
に

つ
い
て
は
､
一
つ
は
四
国
が
分
離
す
る
前
に
は
ス
ミ

ス
ネ
ズ
ミ
た
け
が
分
布
し
､
分
離
後
に
ハ
タ
ネ
ズ
ミ

が
分
布
し
て
来
た
と
す
る
説
｡
他
の
一
つ
は
､
四
国

は
暖
か
い
の
で
､
南
の
方
か
ら
日
本
に
分
布
し
て
来

た
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ
が
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
よ
り
勢
力
が
強
く

島
の
分
雑
後
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
が
滅
亡
し
た
と
す
る
説
｡

ハ
タ
ネ
ズ
ミ
は
草
原
に
良
-
適
応
し
て
い
る
が
､
ス

ミ
ス
ネ
ズ
ミ
は
､
本
州
の
亜
高
山
針
葉
樹
林
と
四
国

の
サ
サ
草
原
に
生
息
し
て
い
る
よ
う
に
'
森
林
､
草

原
ど
ち
ら
に
も
適
応
で
き
る
｡
草
原
で
両
種
が
争
う

と
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
､
森
林
内
で
争
え
ば
ス
ミ
ス
ネ
ズ
ミ

が
優
勢
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

四
国
は
人
間
に
よ
る
森
林
の
破
壊
以
前
は
､
常
緑

の
林
が
多
く
､
安
定
し
た
森
林
で
あ
り
､
火
山
も
ち

い
た
め
草
原
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
河

原
の
草
原
も
森
林
が
多
か
っ
た
時
代
に
は
現
在
よ
り

も
少
を
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
､
あ
っ
た
と
し
で
も
､

し
ば
し
ば
水
を
被
る
と
あ
れ
ば
､
何
万
年
も
種
を
維

持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ハ
タ

ネ
ズ
ミ
は
こ
の
よ
う
を
寂
境
と
競
争
種
な
ど
か
ら
'

生
存
が
不
可
能
に
在
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
後
'

人
間
に
よ
る
破
壊
の
草
原
が
出
現
し
､
ス
ミ
ス
ネ
ズ

ミ
が
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
を
生
活
に
適
応
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡

一
方
'
北
海
道
に
は
､
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
は
分
布
せ
ず
､

ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
が
本
州
の
ハ
タ
ネ
ズ
ミ
と
同
じ
よ
う
f
n
t

生
態
的
位
置
を
確
保
し
､
し
ば
し
ば
大
発
生
を
し
て

林
業
の
害
獣
と
し
て
大
き
な
問
題
に
在
っ
て
い
る
｡

近
縁
の
本
州
の
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
が
行
動
も
致
し
ょ
う
で

よ
り
森
林
に
適
応
し
て
い
る
の
か
観
察
さ
れ
る
の
に
､

北
海
道
の
ヤ
チ
ネ
ズ
ミ
が
活
動
性
も
本
州
の
ハ
タ
ネ

ズ
ミ
に
よ
り
似
た
行
動
を
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
｡

草
原
に
は
ま
っ
た
-
生
息
し
な
い
､
特
に
森
林
や

プ
ッ
シ
ュ
に
適
応
し
た
､
ヒ
メ
ネ
ズ
ミ
や
ア
カ
ネ
ズ

ミ
は
個
体
群
密
度
の
調
節
機
能
が
発
達
し
て
い
る
ら

し
く
､
大
発
生
す
る
よ
う
を
現
象
は
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
を
い
｡

こ
の
よ
う
に
草
食
性
に
適
応
し
た
種
が
よ
り
密
度

の
増
減
が
激
し
い
の
に
対
し
て
､
森
林
に
適
応
し
た

雑
食
性
で
高
栄
養
の
食
物
を
必
要
と
す
る
種
は
変
動

が
少
な
い
｡
原
因
の
一
つ
に
は
草
食
性
の
餌
は
多
い

が
､
種
子
や
昆
虫
に
適
応
す
る
と
'
餌
全
休
の
量
が

少
を
-
在
る
う
え
､
さ
ら
に
季
節
に
よ
っ
て
は
､
餌

が
少
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

ネ
ズ
ミ
類
の
生
態
的
研
究
は
ま
た
少
な
-
､
多
-

の
こ
と
が
不
明
の
ま
ま
'
原
生
林
は
ほ
と
ん
ど
を
-

在
り
､
本
来
の
生
活
が
ど
ん
な
で
あ
っ
た
の
か
､
永

久
に
知
り
得
を
く
在
っ
て
し
ま
い
つ
つ
あ
る
｡

人
類
は
､
も
っ
と
自
然
を
大
切
に
し
､
自
然
の
中

か
ら
生
命
の
生
存
の
可
能
性
の
原
則
を
学
ぶ
必
要
が

あ
る
の
で
は
を
か
ろ
う
か
｡
い
か
に
文
明
や
科
学
が

発
展
し
て
も
､
人
間
は
一
種
の
哺
乳
動
物
の
一
員
で

あ
る
こ
と
に
変
お
り
は
在
い
の
で
あ
る
か
ら
｡
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