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47,9.12　　　　機影　山本　機掌雑瀬渓谷　七重ダム豊股現場

近
日
雑
感

岡
沢
　
正
義

▼
｢
近
づ
-
神
の
罰
あ
た
り
｡
｣
こ
れ
は
､
｢
仲
の

良
い
の
も
い
い
が
､
ほ
ど
ほ
ど
に
せ
よ
｡
そ
う
で
を

い
と
何
か
の
動
機
で
仲
た
が
い
し
た
と
き
は
､
裏
切

ら
れ
た
思
い
が
強
く
､
心
の
傷
は
い
や
し
が
た
く
在

る
｡
｣
と
い
う
租
母
の
つ
ね
づ
ね
の
教
訓
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
と
山
好
き
と
を
結
び
つ
け
る
の
も
ど
う
か
と

思
う
が
､
こ
の
ご
ろ
の
山
社
会
に
は
､
心
あ
る
ア
ル

ピ
ニ
ス
ト
を
欺
か
せ
る
こ
と
が
多
す
ぎ
る
｡
昨
秋
'

高
瀬
渓
谷
の
破
壊
状
況
を
視
察
し
て
､
山
岳
総
合
セ

ン
タ
ー
に
帰
着
､
お
茶
を
飲
ん
で
い
た
と
き
で
あ
る
｡

窓
口
に
三
人
の
山
男
が
訪
ね
て
き
た
｡
針
ノ
木
岳
か

ら
般
窪
岳
ま
で
縦
走
し
､
か
っ
て
見
た
高
瀬
渓
谷
の

紅
葉
に
あ
こ
が
れ
､
七
倉
へ
下
り
た
｡
と
こ
ろ
が
'

昔
の
面
影
や
い
ま
い
ず
こ
､
あ
の
ダ
ム
工
事
現
場
に

遭
遇
し
た
の
は
､
実
に
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
､
と
い
う

の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
｢
近
づ
-
神
の
罰
あ
た
り
｡
｣

と
い
う
の
は
酷
で
あ
る
｡
が
'
い
ま
や
へ
昔
な
が
ら

の
山
や
渓
谷
は
､
ほ
と
ん
ど
失
お
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
変
容
は
､
人
情
､
風
俗
ば
か
り
で
は
会
い
｡
そ

う
思
3
J
い
た
ほ
う
が
シ
ョ
ッ
ク
も
小
さ
く
て
す
む
｡

ま
こ
と
に
口
惜
し
い
こ
と
で
嵩
あ
る
｡

▼
ふ
る
さ
と
は
遠
-
に
あ
り
て
思
う
も
の

自
然
は
遠
く
に
あ
り
で
な
が
め
る
も
の

対
句
の
つ
も
り
で
'
こ
う
は
並
べ
て
み
た
も
の
の

ど
う
も
､
自
然
は
､
遠
-
は
な
れ
て
毛
が
め
て
も
､

か
な
ら
ず
し
も
美
し
い
と
は
か
ざ
ら
を
い
｡
荒
々
し

-
削
り
と
ら
れ
た
山
肌
も
あ
ら
れ
に
､
ス
ー
パ
ー
林

道
が
走
り
､
あ
る
い
は
､
針
葉
樹
と
広
葉
樹
と
の
複

合
原
生
林
が
､
い
つ
の
ま
に
か
三
角
型
に
'
矩
形
に

伐
採
さ
れ
て
は
げ
山
と
在
り
等
々
｡
冬
は
積
雪
で
お

お
わ
れ
､
ま
さ
に
神
々
の
座
の
深
遠
さ
を
思
わ
す
山

が
'
夏
は
傷
だ
ら
け
の
半
身
と
な
る
｡
長
男
が
幼
児

の
こ
ろ
､
戸
隠
有
料
道
路
ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ
ン
建
設
工

事
中
の
地
附
山
を
指
さ
し
､
｢
お
山
が
泣
い
て
る
よ

｡
｣
と
い
っ
た
こ
と
ば
の
適
切
さ
を
思
う
｡

(
長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
所
長
)
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タカネヒカケ･ミヤマモンキの強豪(場合乗越)
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(奮発)

ミヤマモンキチョウ

クモマツマキタョウ

ミヤマシ〇チョウ
.〟

(中興)

タかネギマタラttU

すすイタモンジ
つとオドシ

(左方)

タカネヒカケ
ペニヒカケ

クモマペニヒカケ

舵物情ど

山

夏
の
登
山
の
大
き
な
楽
し
み
の
一
つ
に
御
花
畑
の

美
観
が
あ
る
こ
と
は
一
度
高
山
に
登
っ
た
人
の
一
致

す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
､
そ
の
天
上
の
花
園
に
舞

い
遊
ん
で
い
た
蝶
の
姿
も
必
ず
深
い
印
象
を
植
え
つ

け
た
は
ず
で
あ
る
｡
一
体
動
物
の
姿
は
草
木
と
は
又

別
で
､
ひ
と
し
お
興
味
を
ひ
き
､
和
や
か
さ
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
､
然
し
高
山
の
動
物
と
在
る

と
種
頬
も
数
も
少
な
-
､
普
通
で
は
仲
々
め
ぐ
り
あ

え
な
い
も
の
で
あ
る
｡
此
頃
で
は
カ
モ
シ
カ
な
ど
に

は
無
論
の
こ
と
､
雷
鳥
に
で
あ
え
れ
ば
稲
を
幸
運
と

い
っ
て
よ
い
位
で
あ
る
｡
し
て
み
れ
ば
お
花
畑
の
蝶

の
姿
こ
そ
高
山
の
動
物
と
し
て
最
も
一
般
的
な
も
の

と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
お
花
畑
に
と
ん
で
い
る
蝶
と
い
っ
て
も

実
は
そ
の
皆
が
皆
高
山
蝶
で
は
な
-
､
か
在
り
多
数

蝶

田

　

淵

　

行

　

男

の
平
地
族
が
ま
じ
っ
て
い
る
｡
避
暑
と
し
ゃ
れ
こ
ん

だ
お
け
で
も
あ
る
ま
い
が
､
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
も
ぐ

り
の
に
せ
高
山
蝶
は
種
類
で
は
ざ
っ
と
十
種
位
も
お

り
`
お
花
畑
を
我
物
顔
に
と
び
ま
わ
っ
て
い
る
の
で

一
般
の
登
山
者
に
は
本
物
と
ま
ざ
れ
や
す
-
て
厄
介

で
あ
る
｡

一
体
'
高
山
蝶
と
い
う
言
葉
の
定
義
内
容
は
高
山

植
物
と
い
う
言
葉
と
同
様
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ

う
で
そ
の
実
内
容
の
不
正
確
を
言
葉
で
あ
る
｡
一
応

高
山
に
定
着
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
､
高
山
そ
の
も
の
の
規
界
が
不
明
確
で
あ
る

し
､
個
々
の
種
そ
の
も
の
の
棲
息
に
も
か
な
り
の
高

度
差
が
あ
る
｡
然
し
､
何
れ
に
せ
よ
高
山
蝶
と
い
う

呼
名
の
根
猿
は
高
山
に
生
活
の
根
を
下
し
て
い
る
と

い
う
生
態
上
の
特
色
に
あ
る
こ
と
に
聞
達
い
な
-
'

そ
の
意
味
で

先
に
の
べ
た

に
せ
高
山
蝶

の
平
地
族
は

一
時
的
に
高

山
に
姿
を
み

せ
た
だ
け
の

こ
と
で
そ
の

生
態
上
明
確

に
区
別
で
き

る
あ
け
で
あ

る
｡
以
上
で

高
山
蝶
の
ヂ

ヤ
ン
ル
は
一

応
は
っ
き
り

し
た
わ
け
で

あ
る
が
､
実

際
個
々
の
種

頬
に
つ
き
生
活
内
容
を
考
え
て
み
る
と
か
を
り
を
連

い
が
あ
る
｡
例
え
ば
タ
カ
ネ
と
カ
ケ
は
二
千
四
､
五

百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
ハ
イ
マ
ツ
借
を
接
客
と
し
て
そ

れ
以
下
に
は
絶
対
に
姿
を
み
せ
ぬ
が
'
ク
モ
マ
ツ
マ

キ
チ
ョ
ウ
は
高
い
方
は
二
千
四
百
メ
ー
ト
ル
位
か
ら

低
い
方
は
四
､
五
百
メ
ー
ト
ル
に
ま
で
及
ん
で
い
る

を
ど
極
端
を
例
で
あ
る
｡

私
は
よ
く
高
山
蝶
と
広
ど
ん
な
蝶
か
､
平
地
の
も

の
と
ど
ん
を
違
い
が
あ
る
か
と
の
質
問
を
受
け
る
が

先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
仲
間
は
そ
の
生
態
上
の
持
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タカ年とカゲ　王命勧会(左)田傘地会(右)

徴
か
ら
の
呼
名
で
あ
る
か
ら
､
一
見
そ
れ
と
わ
か
る

外
観
上
の
区
別
点
を
ど
あ
る
わ
け
は
を
い
｡
こ
れ
を

知
る
に
は
個
々
の
種
を
お
ぼ
え
こ
む
よ
り
他
は
な
い

然
し
､
生
態
面
で
は
い
ろ
い
ろ
と
変
っ
た
点
が
見
受

け
ら
れ
､
さ
す
が
は
高
山
蝶
な
る
か
を
と
感
嘆
さ
せ

ら
れ
る
｡
以
下
､
高
山
蝶
の
真
骨
頂
と
も
考
え
ら
れ

る
そ
う
し
た
現
地
で
の
生
態
に
重
点
を
お
い
て
そ
の

生
い
立
ち
を
眺
め
て
み
よ
う
｡

夏
山
で
誰
し
も
お
花
畑
の
美
し
き
に
目
を
み
は
る

が
､
そ
の
百
花
一
時
に
咲
き
揃
い
姫
を
競
う
姿
に
実

は
高
山
の
さ
び
し
い
自
然
の
必
然
性
が
結
び
つ
い
て

い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
思
い
を
め
ぐ
ら
す
人
は

少
を
い
｡
つ
ま
り
､
高
地
の
草
花
に
と
っ
て
は
夏
は

短
か
く
､
開
花
結
実
に
好
都
合
を
適
温
李
は
平
地
と

く
ら
べ
も
の
に
在
ら
な
い
｡
そ
の
結
果
鯉
か
い
夏
に

集
中
し
て
開
花
し
､
縄
特
の
美
観
を
あ
ら
わ
す
の
で

あ
る
｡
高
山
蝶
も
い
う
在
れ
ば
そ
れ
と
仝
-
同
じ
型

を
示
し
､
そ
の
姿
(
成
虫
)
の
見
ら
れ
る
の
は
極
め

て
短
か
く
､
そ
の
シ
ー
ズ
ン
は
七
月
､
一
月
と
い
っ

て
も
よ
い
く
ら
い
で
'
一
般
に
八
月
に
入
る
と
姿
は

急
に
ま
ば
ら
に
な
っ
て
-
る
｡

高
山
螺
の
も
う
一
つ
の
特
性
は
こ
れ
ら
の
蝶
が
日

光
に
非
常
に
故
態
を
こ
と
で
あ
る
｡
注
達
し
て
い
る

人
は
気
が
つ
い
て
ね
ら
れ
る
と
思
う
が
'
陽
が
か
け

る
と
あ
た
り
に
と
ん
で
い
た
も
の
が
と
た
ん
に
姿
を

消
し
て
し
ま
う
｡
こ
れ
も
坐
熊
川
を
必
要
性
か
ら
身

に
つ
け
た
智
性
と
も
考
え
ら
れ
て
面
白
い
こ
と
で
あ

る
｡
つ
ま
り
へ
場
所
が
城
南
だ
け
に
天
候
の
変
化
に

鋭
敏
に
対
応
す
る
わ
け
で
こ
の
点
登
山
者
も
大
い
に

享
ぶ
べ
き
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
以
上
は

成
虫
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
が
.
他
の
部
分
､
つ

ま
り
幼
出
や
蛸
の
時
期
に
つ
い
て
は
大
き
な
違
い
が

あ
る
｡
そ
の
第
一
は
生
育
速
度
が
井
高
に
ゆ
る
や
か

を
こ
と
で
あ
る
｡
平
地
の
蝶
は
そ
の
生
活
史
の
一
横

は
長
く
て
一
年
､
中
に
は
一
年
間
数
回
繰
返
す
も
の

も
決
し
て
少
/
､
会
い
｡
と
こ
ろ
が
高
-
]
蝶
で
は
そ
の

三
種
(
夕
カ
ネ
と
カ
ゲ
･
ク
モ
マ
ペ
ニ
ヒ
カ
ケ
･
夕

カ
ネ
キ
マ
ダ
ラ
セ
セ
リ
)
ま
で
が
そ
の
生
活
史
に
潤

二
年
を
催
す
の
で
あ
る
｡
こ
れ
撃
品
向
蝶
の
特
性
と

し
て
特
筆
す
べ
き
事
柄
で
平
地
族
に
は
絶
対
に
み
ら

れ
在
い
留
性
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
特
確
の
原
因
は
と

い
う
と
先
づ
気
温
の
低
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
､

私
は
こ
の
点
に
関
し
て
ク
モ
マ
ペ
ニ
ヒ
カ
ケ
を
材
料

と
し
て
実
験
を
読
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
も
と
も
と

こ
の
蝶
の
自
然
状
態
で
の
生
活
史
の
概
優
は
､
第
一

年
目
の
七
月
末
生
み
つ
け
ら
れ
た
卵
は
そ
の
中
に
幼

虫
を
入
れ
た
ま
ま
越
冬
､
翌
五
月
購
化
､
そ
の
年
は

四
令
で
越
冬
､
翌
六
月
末
蝿
と
な
り
七
月
初
成
虫
に

在
る
｡
つ
ま
り
､
通
算
満
二
年
を
要
す
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
こ
れ
を
山
飴
で
飼
育
す
る
と
'
第
二
年
目

に
幼
虫
は
無
制
限
に
生
育
を
続
け
､
そ
の
年
の
九
月

に
成
広
に
在
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
結
局
そ
の
生

育
期
間
を
半
分
に
短
縮
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
こ

う
し
た
変
化
の
原
因
を
気
温
の
せ
い
だ
け
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
､
少
-
と
も
気
温
が
重
要
を
要

因
に
在
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
｡
膚
山
が

生
活
環
境
と
し
て
平
地
と
違
っ
て
い
る
条
件
に
は
気

温
の
他
･
湿
度
･
気
圧
､
風
へ
日
光
(
紫
外
線
)
の

他
､
地
形
の
険
し
さ
'
食
料
(
幼
虫
の
食
草
､
成
虫

の
結
線
)
の
少
な
い
こ
と
な
ど
で
､
何
れ
も
生
活
を

き
ゅ
う
く
つ
に
す
る
悪
条
件
で
あ
る
｡
そ
の
結
巷
畠

山
蝶
は
一
般
に
平
地
種
に
比
べ
て
そ
の
個
体
数
が
少

な
く
､
そ
の
棲
客
も
非
帯
に
限
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ

の
こ
と
は
高
山
蝶
中
普
通
登
山
者
の
目
に
ふ
れ
る
も

の
は
せ
い
ぜ
い
ペ
ニ
ヒ
カ
ケ
　
ク
モ
マ
ペ
ニ
ヒ
カ
ケ

コ
ヒ
オ
ド
シ
の
三
種
位
に
過
ぎ
を
い
点
で
も
知
れ
る
｡

高
山
蝶
は
こ
の
よ
う
に
生
活
条
件
の
最
も
恵
ま
れ

を
い
所
で
,
い
れ
ば
細
々
と
瑳
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ

で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
'
此
境
の
登
山
の
隆
盛
､
観

光
事
業
､
自
然
閲
覧
の
進
展
に
つ
れ
て
そ
の
儀
素
を

奪
わ
れ
て
そ
の
姿
が
大
変
少
を
く
在
っ
て
き
た
｡
世

上
よ
く
心
を
い
採
娘
素
の
乱
獲
の
せ
い
と
い
わ
れ
て

い
る
が
こ
れ
は
一
面
の
原
因
に
在
っ
て
い
る
か
も
し

れ
ぬ
が
そ
の
紗
轡
は
前
記
の
大
規
模
を
自
然
の
政
変

に
く
ら
べ
た
ら
悶
魅
に
な
ら
を
い
と
思
あ
れ
る
｡
何

れ
に
せ
よ
蹟
重
を
自
然
物
が
年
々
勢
を
弱
め
て
い
く

の
は
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
｡

夕
カ
ネ
と
カ
ゲ
は
高
山
蝶
中
の
馬
山
蝶
と
い
っ
て

よ
い
程
高
山
性
を
身
に
つ
け
た
種
雑
で
あ
る
｡
こ
の

蝶
の
好
き
を
接
客
広
間
記
の
よ
う
に
二
千
四
､
五
百

メ
_
ト
ル
の
お
お
ら
か
を
尾
根
筋
に
な
っ
て
い
る
｡

私
は
こ
れ
に
ハ
イ
マ
ツ
仙
人
と
い
う
愛
称
を
つ
け
て

い
る
が
､
こ
の
既
の
生
活
を
み
つ
め
て
い
る
と
そ
の

成
典
は
無
論
の
こ
と
､
そ
の
成
山
の
た
だ
づ
ま
い
か

ら
も
し
き
り
に
そ
う
し
た
追
想
が
浮
か
ん
で
-
る
の
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タカネヒカケ蛸との生後

タカネヒカケのかくれ寮

中央の石の下(こかくれている　まblJのスゲは食事ヒメスゲ

③ 館物請と山

で
あ
る
｡
成
虫
の
大
き
さ
は
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
よ
り

や
や
小
さ
-
､
そ
の
超
の
色
弱
は
高
山
蝶
の
中
で
一

宿
地
味
で
､
表
は
黄
紺
色
の
地
に
黒
い
輪
状
の
小
紋

を
の
せ
て
い
る
が
'
裏
は
が
ら
り
と
趣
を
変
え
黒
白

貨
鵬
の
こ
ま
か
い
し
ぼ
り
染
め
に
在
っ
て
い
て
丁
度

雷
鳥
の
夏
毛
に
似
た
感
じ
で
あ
る
｡
こ
の
渋
い
色
調

は
当
黙
保
護
色
と
し
て
の
効
果
を
発
揮
し
､
余
程
気

を
つ
け
て
い
を
い
と
み
つ
か
ら
な
い
.
｡
静
か
に
ハ
イ

マ
ツ
の
下
や
石
く
れ
の
間
に
う
づ
く
ま
っ
て
い
て
人

が
近
づ
-
と
飛
び
た
つ
､
然
し
､
黄
紺
色
の
地
味
を

装
い
の
た
め
､
う
っ
か
り
し
て
い
る
人
に
は
､
そ
れ

甚
柏
葉
が
風
で
と
ん
た
も
の
と
ま
ち
が
え
ら
れ
勝
ち

で
あ
る
｡
事
実
尾
根
筋
は
風
が
強
い
の
で
高
く
は
と

べ
ず
地
上
す
れ
す
れ
の
所
を
風
に
流
さ
れ
て
い
く
こ

と
が
多
い
｡
そ
の
際
'
静
止
し
た
地
点
に
し
っ
か
り

見
当
を
つ
け
て
静
か
に
近
づ
い
て
い
く
と
そ
こ
で
異

様
な
こ
の
蝶
の
姿
を
見
出
し
て
篤
く
｡
と
い
う
の
は

麹
を
櫨
に
倒
し
て
静
止
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
元

来
`
蝶
仲
闇
は
静
止
の
際
あ
わ
せ
た
麹
を
弾
止
血
に

対
し
て
直
角
に
立
て
る
の
を
原
則
と
し
て
い
る
が
'

こ
の
種
に
限
り
そ
れ
を
破
っ
て
い
ろ
い
ろ
を
程
度
に

傾
け
て
い
る
｡
こ
れ
は
こ
の
蝶
の

習
性
上
見
落
せ
合
い
こ
と
で
､
そ

の
道
味
は
高
山
の
強
風
下
の
生
活

に
順
応
し
た
姿
､
つ
ま
り
､
生
態

的
な
一
つ
の
適
応
と
煮
え
ら
れ
て

い
る
｡
こ
の
よ
う
に
こ
の
蝶
は
虫

と
は
い
え
渋
染
め
の
衣
と
も
み
え

る
麹
を
身
に
つ
け
､
俗
塵
を
避
け

た
高
山
の
曇
霧
の
中
に
竜
を
食
い

へ
化
の
密
は
殆
ん
ど
破
れ
合
い
)

細
々
と
し
て
物
事
に
こ
だ
わ
ら
を

い
風
権
か
ら
ハ
イ
マ
ツ
仙
人
の
イ

メ
ー
ジ
は
ご
く
白
魚
に
生
れ
て
-

る
の
で
あ
る
｡

こ
の
高
山
蝶
の
幼
虫
が
又
一
風

変
っ
て
い
て
､
こ
の
親
に
し
て
こ

の
子
あ
り
の
態
を
深
く
さ
せ
る
｡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
種
は
幼

虫
で
二
冬
を
越
す
の
で
あ
る
が
､

こ
の
一
事
だ
け
で
も
蝶
界
の
異
例

を
生
態
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､

第
一
回
は
三
令
､
第
二
回
は

五
令
で
越
冬
す
る
が
､
高
山

に
長
い
幼
虫
期
を
過
す
閲
の

こ
の
幼
虫
の
姿
に
は
感
銘
深
い
も
の
が
あ
る
｡

元
来
こ
の
種
の
横
　
地
は
お
お
ら
か
を
尾
根
で

あ
る
が
､
そ
う
し
た
地
域
の
直
面
す
る
気
象
条

件
と
し
て
当
然
風
当
り
が
賄
い
の
で
多
く
は
不

毛
の
砂
礫
地
帯
と
な
っ
て
い
る
か
､
或
は
所
々

に
岩
層
の
間
に
ス
ゲ
類
が
細
々
と
生
え
て
い
た

り
'
ハ
イ
マ
ツ
､
タ
ケ
カ
ン
パ
が
懸
命
を
低
姿

勢
で
大
地
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
｡
夕
カ
ネ
と

カ
ゲ
の
幼
虫
は
こ
う
し
た
所
で
ヒ
メ
ス
ゲ
な
ど

ス
ゲ
頬
を
食
餌
と
し
て
い
る
｡
と
い
っ
て
も
平

地
族
の
よ
う
に
食
事
中
に
身
を
お
い
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
､
さ
び
し
い
気
象
の
変
化
に
そ
な

え
る
か
に
慎
重
に
岩
層
の
下
の
僅
か
を
隙
間
に

身
を
入
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
こ
の
幼
虫
を
み
る

に
は
そ
の
か
く
れ
客
を
あ
ぼ
く
よ
り
手
は
な
い

そ
の
か
く
れ
素
の
石
に
は
平
均
し
て
握
り
拳
よ

り
少
し
大
き
い
位
の
も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
｡

七
､
八
月
頃
で
あ
れ
ば
そ
う
し
た
石
の
下
に
二
セ
ン

チ
半
位
の
五
令
幼
虫
が
み
つ
か
る
は
ず
で
あ
る
｡
こ

の
幼
虫
に
は
美
し
い
紅
色
の
も
の
と
黄
土
色
の
も
の

と
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
翌
年
の
六
月
､
石
の
下
で
蛸

に
な
り
七
月
始
め
成
虫
と
在
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り

足
掛
け
三
年
､
高
山
の
石
の
下
で
忍
苦
の
生
活
を
送

る
か
け
で
､
こ
の
姿
か
ら
私
に
は
昔
の
修
験
者
が
山

中
に
こ
も
り
苦
行
難
行
に
心
身
を
鍛
え
､
又
石
の
上

に
三
年
間
も
座
っ
た
き
り
で
さ
と
り
を
開
い
た
高
僧

の
姿
を
ど
が
連
想
さ
れ
､
こ
の
高
山
蝶
に
益
々
ハ
イ

マ
ツ
仙
人
の
名
が
ふ
さ
わ
し
-
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

北
ア
ル
プ
ス
に
は
本
州
に
産
す
る
高
山
蝶
全
種
類

が
棲
ん
で
い
る
し
､
南
ア
､
中
ア
､
八
ヶ
岳
'
其
他

の
高
山
に
も
そ
の
幾
種
か
の
姿
が
み
ら
れ
る
が
､
年

々
非
常
を
勢
で
そ
の
数
量
の
減
っ
て
い
-
の
は
残
念

で
あ
る
｡
常
念
乗
越
し
､
上
高
地
､
徳
沢
な
ど
昔
は

高
山
蝶
の
名
所
と
し
て
私
共
に
は
大
き
な
魅
力
に
を

っ
て
い
た
が
､
此
頃
で
は
当
時
を
し
の
ぶ
よ
す
が
も

在
い
｡
然
し
､
高
い
峯
に
立
ち
､
或
は
尾
根
路
に
ザ

ッ
ク
を
下
し
て
憩
う
時
'
遠
い
山
々
の
大
観
に
満
ち

足
り
た
瞳
を
足
元
に
移
し
て
こ
れ
主
局
山
の
小
さ
な

動
物
の
姿
を
眺
め
､
或
は
思
う
時
登
山
ぼ
一
段
と
楽

し
く
和
や
か
に
､
そ
し
て
山
は
一
段
と
豊
か
で
美
し

く
在
る
こ
と
に
間
遭
い
は
を
い
｡

編
集
部
註
　
本
稿
は
昭
和
三
十
八
年
に
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
｡

博
物
館
だ
よ
り

カ
モ
シ
カ
大
使
は

｢
木
曽
生
｣
と
｢
町
子
｣

日
中
友
交
の
き
づ
な
と
し
で
大
町
市
か
ら
中
国
の

北
京
へ
贈
ら
れ
る
カ
モ
シ
カ
は
｢
木
曽
生
｣
と
｢
町

子
｣
に
決
ま
り
ま
し
た
｡

｢
木
曽
生
｣
は
昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
四
日
､

長
野
県
木
曽
郡
南
木
曽
町
の
山
林
で
生
後
一
ケ
月
-

ら
い
で
保
護
さ
れ
､
七
日
間
現
地
で
哺
脅
さ
れ
た
後

当
館
へ
引
取
ら
れ
人
工
哺
菅
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
ま

し
た
｡
｢
町
子
｣
は
昭
和
四
十
六
年
五
月
二
十
日
､

当
館
で
飼
育
中
の
｢
あ
つ
子
｣
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
｡

雑
穀
は
人
工
哺
育
成
功
例
第
一
号
の
ー
大
助
｣
で
す
｡

二
項
の
カ
モ
シ
カ
は
三
月
末
　
-
　
四
月
頃
､
上
野

動
物
園
を
介
し
て
､
同
園
の
フ
ン
ボ
ル
ト
ペ
ン
ギ
ン

二
つ
が
い
と
共
に
羽
田
空
港
か
ら
北
京
へ
向
け
て
送

り
出
さ
れ
る
予
定
で
す
｡
検
疫
は
上
野
動
物
園
へ
検

疫
官
の
出
張
を
得
て
行
い
ま
す
の
で
`
羽
田
を
発
っ

数
週
間
前
に
大
町
か
ら
送
り
出
さ
れ
ま
す
｡

ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
が
国
外
へ
送
り
出
さ
れ
る
の
は

今
回
が
は
じ
め
て
で
あ
り
､
二
頭
の
カ
モ
シ
カ
に
は

日
中
両
国
の
友
交
親
善
の
た
め
の
動
物
大
使
と
し
て

の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
､
隣
国
へ
の
旅

立
ち
を
前
に
し
て
､
当
館
と
し
て
も
二
頭
の
健
康
管

理
に
は
特
に
注
意
を
払
っ
て
お
り
ま
す
｡
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