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水
と
森
林

雪
渓
か
ら
ほ
と
ば
し
り
出
る
水
を
掬
し
､
泥
水
に

タ
オ
ル
を
浸
し
な
が
ら
､
こ
の
水
が
海
に
注
ぐ
ま
で

に
'
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
か
と
考
え
る
こ
と
が

あ
る
｡
水
源
地
と
も
い
え
る
大
町
は
､
飲
用
も
潅
漑

用
も
発
砥
用
も
別
個
の
水
源
か
ら
取
水
さ
れ
､
恵
ま

れ
た
環
境
に
あ
る
が
'
高
瀬
川
の
水
が
日
本
海
に
達

す
る
ま
で
に
は
､
飲
用
に
潅
漑
に
発
電
に
或
は
工
業

用
に
と
､
同
じ
水
が
繰
返
し
利
用
さ
れ
て
い
る
｡

中
部
山
岳
に
降
り
積
る
雨
雪
が
､
年
中
流
れ
を
絶

や
さ
な
い
で
い
る
こ
と
は
､
資
源
の
乏
し
い
日
本
に

と
っ
て
､
極
め
て
貴
重
を
資
源
で
あ
る
と
い
あ
れ
で

い
る
｡
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
､
少
し
で
も
無
駄
に

流
し
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
手
だ
て
を
構
じ
な
け
れ

ば
な
ら
を
く
な
る
｡
河
川
に
洪
水
調
節
用
の
ダ
ム
が

建
設
さ
れ
て
は
い
る
が
､
こ
れ
は
あ
-
ま
で
､
流
れ

る
時
期
を
遅
-
す
る
役
目
が
主
に
な
っ
て
い
る
｡

且
で
:
ン
ベ
リ
ヤ
抑
留
中
に
原
始
林
の
伐
採
を
し

た
経
験
が
あ
る
｡
靴
が
埋
っ
て
し
ま
う
程
厚
い
苔
を

踏
み
を
が
ら
､
次
々
と
伐
り
開
い
て
い
っ
た
が
'
翌

年
雪
路
に
な
る
と
､
雪
解
水
が
一
時
に
濁
流
と
在
っ

て
道
牌
に
溢
れ
て
流
れ
去
っ
て
し
ま
い
､
山
脈
は
僅

か
に
雑
草
が
残
る
程
度
､
し
か
も
'
前
年
に
は
､
炊

事
を
賄
っ
て
い
た
温
水
を
枯
渇
し
て
し
ま
い
､
五
㌔

も
遠
方
ま
で
汲
み
に
行
-
は
め
に
在
り
､
原
始
林
の

保
水
力
の
偉
大
さ
を
痛
感
し
た
こ
と
が
あ
る
｡

戦
時
中
の
過
度
の
伐
採
で
荒
廃
し
た
山
々
も
､
緑

化
運
動
の
掛
声
と
と
も
に
植
林
が
進
み
､
次
第
に
緑

を
耽
り
も
ど
し
て
は
い
る
が
､
こ
の
植
林
も
林
業
経

営
に
た
っ
て
の
こ
と
で
､
や
が
て
は
次
々
と
伐
り
払

わ
れ
る
時
期
が
到
来
す
る
｡
そ
う
な
る
と
'
い
ろ
い

ろ
を
開
発
に
よ
る
破
壊
と
と
も
に
､
水
と
い
う
資
源

を
抱
え
る
自
然
は
一
層
危
機
を
迎
え
る
｡

生
活
の
豊
か
さ
の
向
上
を
求
め
て
､
自
然
を
保
護

し
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
に
な
さ
れ
て
い
る
が
'

わ
が
国
の
水
源
地
で
も
あ
る
信
州
の
山
々
は
､
保
護

以
上
に
育
て
る
努
力
､
さ
ら
に
は
､
保
水
力
を
培
う

森
林
を
創
造
す
る
努
力
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
と

思
う
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
｡

(
長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
　
青
沼
文
四
郎
)
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穂高町美原節分より見たる

穂高持社と薫､鳩舎山脈の遠望

競請請ど山

北
ア
山
麓
の
古
代
文
化

-
安
曇
氏
と
民
衆
の
遺
跡
を
尋
ね
て

安
曇
郡
の
建
置

大
化
二
年
(
六
四
六
年
)
正
月
､
改
新
乱
謹
様
舞

布
と
な
り
､
そ
の
二
番
目
の
条
文
に
､

初
め
て
京
を
お
き
'
｢
畿
内
国
司
･
郡
司
｣
及
び

せ

き

そ

こ

･

つ

か

み

　

さ

き

･

も

り

　

は

e

ま

　

っ

た

L

n

り

う

ま

閉
塞
･
弁
候
･
防
人
･
駅
馬
･
伝
馬
を
置
き
､
山
河

(
国
の
境
堺
)
を
定
め
る
｡

と
あ
り
'
こ
の
時
に
北
ア
ル
プ
ス
連
峰
を
取
巻
-
地

域
は
分
割
さ
れ
て
､
高
察
･
矢
原
･
前
科
･
村
上
の

四
郷
を
も
っ
て
一
部
と
し
､
信
濃
国
安
曇
郡
と
呼
称

こ
･
お
り

さ
れ
る
事
と
在
っ
た
の
で
あ
る
｡
郡
を
評
と
書
い
た

一
時
の
過
渡
期
も
あ
っ
た
が
､
そ
の
後
は
明
治
年
間

ま
で
こ
の
安
曇
郡
は
存
続
し
て
い
た
わ
け
で
､
郡
の

逮
畳
と
郡
名
は
そ
の
土
地
の
人
達
の
生
活
に
と
っ
て

色
々
な
面
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思

う
｡
こ
う
し
た
意
味
か
ら
私
の
最
近
調
査
し
た
資
料

に
よ
っ
て
､
こ
の
安
曇
郡
の
古
代
の
性
格
を
わ
ず
か

で
も
明
ら
か
に
な
れ
ば
と
思
い
'
そ
の
概
要
を
ま
と

め
て
見
た
｡
し
か
し
充
分
を
調
査
と
は
い
え
な
い
の

で
､
今
後
の
総
合
的
な
調
査
を
期
し
た
い
と
思
う
｡

安
曇
厳
達
邪
説

私
共
が
こ
の
安
曇
郡
の
古
代
の
性
格
を
知
り
た
い

･

7

_

し

と
思
っ
た
の
は
､
郡
名
に
安
曇
氏
の
氏
を
付
し
て
あ

る
か
ら
で
､
こ
の
よ
う
な
事
は
非
常
に
珍
し
い
事
で

あ
る
し
､
如
何
に
古
代
の
名
族
で
あ
っ
た
安
室
氏
と

い
え
ど
も
､
使
用
し
た
文
字
ま
で
そ
の
ま
ま
と
は
異

例
の
事
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
､
こ
の
郡
の
性
格
に
何

か
深
い
理
由
が
ぁ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の

で
あ
る
｡
古
来
こ
の
安
曇
部
名
に
つ
い
て
は
､
多
-

の
史
家
が
､
安
曇
族
建
部
説
を
と
り
､
安
曇
族
と
い

う
一
派
が
早
-
か
ら
こ
の
地
方
に
入
り
'
一
郡
を
建

て
る
ま
で
に
繁
栄
し
た
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
が
､

安
曇
地
方
の
弥
生
式
文
化
は
'
松
本
平
圏
と
し
て
の

性
格
の
中
で
､
北
信
地
方
の
文
化
の
影
響
を
強
-
隻

原

　

田

　

　

　

拡

け
て
お
り
､
特
に
安
曇
文
化
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も

の
が
あ
く
､
し
か
も
､
五
世
紀
に
入
る
や
早
-
も
大

和
朝
廷
の
強
大
な
勢
力
に
よ
っ
て
､
古
墳
を
造
る
事

が
出
来
な
い
状
態
に
支
配
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で

あ
る
｡
そ
れ
か
ら
六
世
紀
の
末
ま
で
､
こ
の
地
方
に

古
墳
の
築
か
れ
た
形
跡
の
見
ら
れ
な
い
の
は
'
古
代

の
王
朝
に
早
く
か
ら
仕
え
た
安
曇
氏
の
関
係
地
と
見

る
立
場
か
ら
し
た
ら
､
相
当
の
矛
盾
を
感
じ
な
い
お

か

き

べ

け
に
は
い
か
を
い
し
､
安
曇
氏
の
部
曲
と
し
た
場
合

に
直
ち
に
考
え
ら
れ
る
の
は
､
海
洋
を
望
む
白
砂
の

浜
と
'
そ
こ
に
集
い
漁
り
を
す
る
海
人
の
姿
で
あ
っ

て
､
信
濃
の
よ
う
に
山
国
深
く
気
候
寒
冷
の
地
に
そ

う
し
た
安
曇
氏
の
部
曲
を
見
出
す
も
の
と
す
れ
ば
､

そ
清
純
当
を
年
代
の
下
降
と
共
に
､
朝
廷
内
の
職

務
が
膳
職
よ
り
発
展
し
て
'
よ
り
高
い
任
務
(
例
へ

は
外
交
使
節
)
　
に
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程

を
追
い
､
そ
う
し
た
文
化
人
と
し
て
の
安
曇
氏
一
族

(
宗
家
を
中
心
と
す
る
)
　
の
活
動
の
中
に
安
曇
郡
と

の
深
い
関
係
を
見
出
す
の
が
､
穏
当
を
線
と
い
え
る

の
で
は
を
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
見
方
か
ら
､
六
世
紀
末
-
七
世
紀
初
頭

の
頃
を
一
応
の
目
安
と
見
て
い
き
た
い
と
思
う
｡

穂
高
町
地
方
の
古
墳
文
化

七
世
紀
に
入
っ
て
間
も
な
い
頃
､
南
安
曇
郡
穂
高

町
有
明
の
西
方
一
帯
に
､
突
然
の
よ
う
に
古
墳
が
築

か
れ
始
め
､
八
世
紀
初
頭
の
頃
ま
で
続
い
て
､
一
大

古
墳
群
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
古
墳
文
化
は

南
北
に
広
が
る
と
共
に
'
高
瀬
川
の
左
岸
に
も
､
わ

ず
か
な
が
ら
波
及
し
､
周
辺
文
化
の
様
相
を
見
せ
て

い
る
｡こ

の
古
墳
群
中
た
た
一
基
の
竪
穴
式
石
室
を
内
蔵

す
る
上
原
古
墳
を
除
き
'
全
部
が
横
穴
式
石
室
の
円

墳
で
あ
る
｡
総
数
六
十
五
基
に
及
ぶ
古
墳
の
主
は
､

身
分
的
に
は
同
一
の
階
層
に
あ
る
集
団
と
見
ら
れ
る

が
､
こ
の
人
達
が
ど
う
い
う
性
格
を
も
つ
職
分
を
日

常
の
生
業
と
し
て
い
た
か
､
今
迄
定
説
と
い
う
も
の

が
を
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
一
説
に
'
安
曇
族
で
あ
る

と
い
わ
れ
'
他
の
説
に
は
､
こ
の
古
墳
の
あ
る
も
の

か
ら
馬
具
が
発
見
さ
れ
た
事
を
重
視
し
て
､
こ
の
地

方
に
古
代
の
牧
場
を
想
定
し
へ
そ
の
牧
人
の
墳
墓
で

は
を
い
か
と
い
う
説
も
あ
る
が
､
果
し
て
如
何
を
も

の
か
､
馬
具
の
副
葬
は
後
期
古
墳
に
一
般
に
用
い
ら

れ
た
事
を
考
え
る
と
､
未
だ
弱
点
の
あ
る
説
と
い
え

よ
う
｡
私
は
､
古
代
宮
司
制
の
宮
人
層
で
は
を
い
か

と
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
｡
そ
の
生
業
の
問
題
は
こ

れ
か
ら
順
次
述
べ
る
と
し
て
'
と
に
角
`
古
代
か
ら

の
信
州
人
で
は
な
-
､
統
一
さ
れ
た
古
墳
文
化
を
生

み
､
比
較
的
寒
冷
地
帯
に
発
展
す
る
様
相
を
見
せ
て

い
る
所
に
､
従
来
の
農
業
政
策
と
も
異
な
る
背
景
を

感
じ
さ
せ
､
一
口
に
い
え
ば
大
和
朝
廷
の
新
し
い
方

針
に
よ
っ
て
､
畿
内
方
面
か
ら
選
ば
れ
た
人
達
が
､

あ
る
宮
司
機
構
に
属
し
て
こ
の
地
に
移
住
し
､
当
時

の
朝
廷
で
先
進
文
化
の
導
入
等
に
活
躍
し
て
い
た
安

曇
氏
の
指
導
と
管
理
の
下
で
､
何
ら
か
の
事
業
活
動

に
従
事
し
て
い
た
と
見
た
い
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､

安
曇
郡
四
郷
が
取
巻
-
所
は
北
ア
ル
プ
ス
連
峰
で
あ

り
､
海
を
山
に
置
き
換
え
て
見
る
と
い
う
事
も
､
北

ア
の
広
大
を
山
容
か
ら
ご
-
自
然
の
考
え
方
で
あ
る
｡

そ
れ
で
は
､
北
ア
の
山
岳
を
仰
い
で
定
着
し
た
人

達
の
歴
史
を
ど
の
擬
古
お
汁
簡
明
す
る
か
､
と
い
う

事
に
対
し
て
私
は
､
0
古
厩
の
実
体
と
､
0
有
明
周

辺
に
お
け
る
医
薬
神
仏
の
信
仰
'
の
二
点
に
よ
っ
て

先
づ
糸
口
を
つ
か
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
｡
.

古
厩
の
実
体

南
安
曇
郡
穂
高
町
有
明
の
中
央
よ
り
や
や
北
に
寄

り
､
古
厩
Y
;
*
㌢
一
村
落
が
あ
る
｡
古
厩
と
は
∵
｣

の
地
仁
古
-
厩
が
あ
っ
た
事
を
意
味
し
て
お
り
､
又
､

考
え
方
を
変
え
れ
ば
`
新
吉
二
ヶ
所
の
鹿
の
存
在
も

暗
示
さ
せ
る
地
名
で
あ
る
｡
と
も
角
､
駿
は
古
代
の

-
･
ま
や

交
通
路
で
も
古
道
に
設
け
ら
れ
た
軟
膏
と
'
官
道
で

な
く
て
も
郡
の
機
構
と
し
て
､
制
度
上
あ
っ
た
伝
馬

の
置
か
れ
た
施
設
を
も
既
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
が
あ

り
､
安
曇
郡
に
は
古
代
の
一
級
古
道
は
走
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
､
後
者
の
方
で
あ
る
｡

伝
馬
は
､
安
曇
郡
の
場
合
に
お
い
て
､
郡
司
以
下

の
公
用
を
帯
び
た
人
達
が
使
用
す
る
馬
で
あ
り
､
一

般
の
人
達
は
部
へ
上
る
に
も
使
用
出
来
な
か
っ
た
制

度
と
い
わ
れ
､
五
匹
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
.

こ
の
伝
馬
を
飼
薫
し
た
施
設
が
､
古
骸
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
､
そ
の
近
く
に
郡
司
を
ど
郡
の

〈
･
つ
け

宮
人
の
勤
め
た
郡
家
も
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
'
更
に

国
司
の
巡
視
の
折
に
宿
舎
と
す
る
所
も
こ
の
近
く
に

あ
っ
た
と
思
う
の
で
､
安
曇
郡
の
古
代
史
上
も
っ
と

も
重
要
を
中
心
地
と
い
え
よ
う
｡

有
明
地
域
に
あ
る
四
十
基
に
及
ぶ
古
墳
と
､
中
房

川
を
渡
っ
て
北
に
進
出
し
'
北
安
曇
郡
松
川
村
神
戸

の
祖
父
塚
な
ど
を
主
と
す
る
古
墳
群
も
､
古
競
か
ら

の
距
離
が
直
距
離
に
し
て
四
粁
以
内
で
あ
る
事
か
ら
､

そ
れ
ら
の
人
達
が
無
計
画
に
定
着
し
活
動
を
行
な
っ

た
も
の
で
は
な
く
､
古
臓
を
中
心
と
し
た
強
い
統
制

社
会
が
あ
っ
た
と
思
い
た
い
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､

古
墳
築
造
の
位
置
か
ら
見
れ
ば
､
こ
れ
ら
の
人
達
は

郡
の
政
治
上
の
中
心
地
に
居
住
し
て
い
た
曹
と
な
り
､

郡
司
な
ど
が
日
常
接
し
､
そ
の
人
達
の
指
導
と
管
理

を
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
い
の
で

あ
る
｡
こ
の
地
域
の
大
部
分
が
､
中
世
に
下
っ
て
古

厩
郷
と
呼
ば
れ
､
一
朗
と
な
っ
て
穂
高
神
社
の
造
営

に
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
､
古
-
か
ら
の
伝
統
に
出

て
'
･
特
別
な
一
地
域
と
見
ら
れ
る
何
か
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
｡

有
明
周
辺
に
お
け
る
医
薬
神
仏
の
信
仰

我
が
国
に
は
古
来
よ
り
医
薬
の
神
と
称
さ
れ
る
も

あ
わ
一
尊
,
し
こ
つ
の
み
こ
と
　
す
く
み
S
i
t
ひ
こ
L
e
の
b
J
J
と

の
が
あ
り
'
大
己
貴
命
と
少
彦
名
命
が
強
い
信
仰
を
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集
め
て
い

た
の
で
あ

る

｡

こ

の

大
己
貴
命

を
祭
神
と

す
る
神
社

が
有
明
を

中
心
と
し

た
言
市
に

多
く
､
次

の
通
り
で

あ

る

｡

l

南
安
曇
郡

穂
高
町
柏
原
の
日
枝
社
'
2
同
町
有
明
の
有
明
山
神

社
､
3
北
安
曇
郡
松
川
村
の
大
和
田
神
社
､
1
同
郡

池
田
町
中
島
の
三
社
'
5
同
町
中
之
郷
の
二
十
五
社

(
大
己
社
と
も
)
6
東
筑
摩
郡
生
坂
村
小
泉
の
和
泉

神
社
(
大
己
社
)
､
以
上
の
各
社
が
何
時
頃
の
創
祀

で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
'
3
の
大
和
田
神

社
の
社
伝
に
は
'
朱
鳥
二
年
(
六
八
七
)
八
月
十
四

日
､
大
和
国
三
輪
の
大
三
輪
神
社
よ
り
勧
請
し
て
創

祀
し
た
と
あ
り
､
単
に
伝
承
と
し
て
見
逃
す
事
の
出

来
な
い
真
実
味
を
も
っ
て
い
る
や
に
考
え
ら
れ
る
も

の
が
あ
る
｡
こ
の
神
社
が
､
古
-
か
ら
松
川
村
地
域

全
体
の
鎮
守
と
し
て
祭
礼
の
行
な
あ
れ
で
い
た
事
を

深
く
留
意
す
べ
き
だ
と
思
う
｡
何
れ
に
し
て
も
`
1

2
3
の
神
社
が
古
代
の
矢
原
郷
に
'
4
5
6
の
神
社

が
前
科
郷
域
に
鎮
座
し
て
い
る
事
は
､
こ
の
二
郷
が

同
一
運
命
の
も
と
に
あ
っ
た
と
見
て
よ
-
､
壁
昂
神

社
の
道
営
に
も
二
郷
の
所
役
は
高
家
郷
の
諸
相
よ
り

特
に
重
い
と
い
う
事
か
ら
､
矢
原
･
前
科
の
二
郷
と

安
曇
氏
の
関
係
は
､
医
薬
神
の
信
仰
に
お
い
で
も
関

係
が
あ
っ
た
事
が
考
え
ら
れ
よ
う
｡

次
に
は
､
薬
師
如
来
像
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
｡

有
明
周
辺
に
は
薬
師
如
来
を
本
尊
と
す
る
寺
堂
が

多
い
が
'
そ
の
中
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
有
明
の

松
尾
寺
が
あ
る
｡
同
寺
の
草
創
は
諸
説
あ
り
不
明
で

あ
る
が
､
北
ア
の
一
支
脈
の
燕
･
常
念
山
脈
の
一
角

の
尾
根
先
に
建
て
ら
れ
て
あ
り
､
中
雇
用
と
天
満
沢

と
に
は
さ
ま
れ
た
地
域
が
支
配
地
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
古
刹
で
あ
る
｡
こ
の
支
配
地
は
中
世
の
古
厩
郷

に
当
り
､
古
代
に
は
相
当
数
の
古
墳
の
築
か
れ
た
地

域
で
あ
る
事
か
ら
､
こ
の
地
域
の
集
団
と
そ
れ
ら
の

人
達
を
管
理
指
導
し
た
郡
司
な
ど
の
祈
願
寺
と
見
て

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
松
尾
寺
は
正
式
に
は
'

医
王
山
常
楽
院
松
尾
寺
と
呼
称
さ
れ
'
昭
和
二
十
五

年
以
降
は
､
高
野
山
の
直
未
と
在
っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
､
中
世
以
前
の
姿
が
知
ら
れ
て
い
老
い
の
が
､

今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
｡
と
も
か
-
薬
師
如
来
は

人
々
の
病
苦
を
救
い
災
厄
を
除
-
と
い
う
仏
身
で
あ

り
､
松
尾
寺
の
寺
名
も
そ
の
教
義
の
上
か
ら
出
た
と

見
ら
れ
る
所
か
ら
､
こ
こ
に
周
辺
の
医
薬
神
の
信
仰

と
相
通
じ
､
有
明
地
域
に
お
け
る
古
代
の
官
営
医
薬

事
業
の
存
在
を
私
は
推
定
し
た
い
の
で
あ
る
｡

燕
･
常
念
山
脈
の
コ
マ
ク
サ

古
厩
か
ら
松
尾
寺
を
見
通
す
線
上
の
西
方
に
は
'

地
質
学
者
の
い
う
燕
･
常
念
の
山
々
が
南
北
に
連
な

っ
て
お
り
､
近
代
登
山
の
コ
ー
ス
と
し
て
も
よ
-
刺

ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
｡

こ
の
一
連
の
山
脈
上
に
は
'
高
山
植
物
で
ケ
シ
科

の
コ
マ
ク
サ
が
比
較
的
多
-
繁
茂
し
て
お
り
､
植
生

密
度
の
高
い
事
が
大
町
山
岳
博
物
館
長
の
平
林
国
男

氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
｡

コ
マ
ク
サ
は
日
本
の
中
部
高
山
帯
よ
り
北
海
道
に

か
け
て
特
に
さ
び
し
い
二
千
㍍
以
上
の
高
山
に
生
育

し
高
さ
六
-
二
〇
㌢
㍍
程
の
多
年
性
草
本
と
い
わ
れ

る
｡
こ
の
コ
マ
ク
サ
を
特
に
こ
の
地
の
古
代
史
の
上

で
問
題
と
し
た
い
の
は
､
そ
の
全
軍
に
ジ
セ
ン
ト
リ

ン
な
ど
の
麻
酔
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
へ
こ
の
性

質
を
利
用
し
て
相
当
に
古
-
か
ら
製
薬
が
行
な
わ
れ
､

鎮
静
剤
と
し
て
活
用
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
､
長
野

県
下
の
木
曽
御
岳
で
､
〝
お
百
草
〟
の
中
に
こ
れ
が

入
れ
ら
れ
､
そ
の
た
め
か
御
岳
で
は
も
う
コ
マ
ク
サ

を
見
る
事
が
出
来
な
い
程
に
在
っ
た
と
い
わ
れ
る
実

例
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
コ
マ
ク
サ
を
採
取
し
､
大
和
朝
廷
の
内
廷
用

の
医
薬
品
を
有
明
地
域
の
あ
る
場
所
で
興
し
た
事
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
が
と
考
え
ら
れ
る
の
か
､
私
の

今
迄
見
て
来
た
安
曇
郡
の
成
り
立
ち
よ
り
始
ま
る
い

く
つ
か
の
問
題
点
の
解
答
で
あ
る
が
､
如
何
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
｡
日
本
の
古
代
医
学
が
'
特
に
仏
教
徒

を
中
心
と
し
た
人
達
に
よ
っ
て
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ

れ
て
来
た
事
は
､
い
く
つ
か
の
例
講
が
あ
り
明
ら
か

で
あ
る
｡
松
尾
寺
の
本
尊
の
薬
師
如
来
像
も
､
こ
う

し
た
新
知
識
の
文
化
人
に
よ
っ
で
も
た
ら
さ
れ
た
白

鳳
期
頃
の
金
銅
仏
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
を
い
｡
こ
の

像
は
不
幸
に
も
明
治
年
間
に
他
の
寺
院
で
火
災
を
被

っ
て
い
る
が
､
現
在
は
松
尾
寺
薬
師
堂
に
安
置
さ
れ

て
い
る
と
聞
い
て
い
る
｡

以
上
で
私
は
､
古
代
の
安
曇
郡
の
性
格
的
な
も
の

を
あ
る
程
度
明
ら
か
に
し
た
と
思
う
が
､
そ
れ
で
は

こ
の
安
曇
郡
に
対
し
て
朝
廷
で
は
ど
の
様
七
方
針
で

臨
ん
だ
か
へ
　
と
い
う
点
に
対
し
て
最
後
に
述
べ
て
見

た
琵
穂
.
;
語
も
と
｡

郡
司
安
曇
部
首
鳥
の
位
階

奈
良
東
大
寺
の
正
倉
院
に
は
奈
良
時
代
の
各
地
か

ら
貢
納
し
た
品
物
が
保
存
さ
れ
て
い
る
が
`
そ
の
中

に
現
在
の
池
田
町
附
近
か
ら
進
上
の
調
布
で
製
し
た

袴
が
あ
り
､
そ
れ
に
は
次
の
銘
文
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
｡
便
宜
上
書
き
方
を
変
え
て
害
-
事
と
す
る
｡

信
濃
国
安
曇
郡
前
科
郷
声
主
安
曇
部
真
羊
調
布
轟

端
'
長
四
丈
二
尺
広
二
尺
四
寸
'
主
当
国
司
史
生
正

八
位
上
申
臣
殖
栗
連
梶
取
､
郡
司
主
眼
従
七
位
上
安

曇
郡
百
鳥
､
天
平
室
字
八
年
十
月
｢
信
濃
国
印
｣

こ
れ
で
見
る
と
'
当
時
の
前
科
郷
は
現
在
の
池
田

町
附
近
よ
り
南
部
で
あ
り
､
前
に
述
べ
た
太
己
貴
命

を
氏
神
と
す
る
村
落
が
古
い
と
字
え
れ
ば
'
安
曇
部

兵
学
も
こ
れ
ら
の
村
に
居
た
の
で
は
を
い
か
と
も
思

わ
れ
､
興
味
深
い
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
し
か

し
こ
の
真
羊
は
無
位
の
農
民
で
'
安
曇
氏
の
部
曲
で

あ
る
事
か
ら
､
有
明
方
面
の
事
業
に
労
力
的
な
面
で

絶
え
ず
出
役
し
て
い
た
事
が
考
え
ら
れ
る
｡

次
に
郡
司
安
曇
部
首
鳥
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
､
こ

の
百
鳥
も
安
曇
氏
の
部
曲
の
出
身
で
あ
る
こ
と
は
同

じ
で
あ
る
が
､
真
羊
と
は
異
な
り
四
等
官
と
は
い
え

郡
の
主
眼
を
務
め
て
お
り
'
古
-
か
ら
の
安
曇
氏
関

係
の
家
系
で
あ
っ
た
事
を
語
っ
て
い
る
が
`
特
に
問

題
と
し
て
従
来
か
ら
取
上
げ
ら
れ
た
の
は
､
百
鳥
が

郡
の
主
眼
の
立
場
で
内
位
の
従
七
位
上
と
い
う
高
位

を
摂
っ
て
い
る
事
で
あ
る
｡
私
ぼ
こ
れ
こ
そ
安
曇
郡

の
古
代
の
性
格
を
こ
の
百
鳥
の
高
位
ラ
ン
ク
の
投
位

に
よ
っ
て
も
傍
讃
出
来
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で

あ
る
｡
当
時
安
曇
郡
は
四
郷
で
あ
る
か
ら
､
百
烏
の

上
に
大
領
と
少
領
の
二
名
の
郡
司
が
在
勤
し
て
い
た

奉
は
令
の
制
度
上
確
実
で
あ
り
､
こ
の
人
達
も
内
位

で
六
位
級
の
高
位
を
授
っ
て
い
た
事
が
想
像
出
来
る

の
で
あ
る
｡
内
位
は
宮
中
奉
仕
官
か
八
省
勤
務
や
諸

国
の
国
府
庁
の
宮
人
に
授
け
ら
れ
､
布
地
の
古
い
豪

族
を
登
用
し
た
郡
司
は
外
位
を
拝
受
す
る
の
が
普
通

と
さ
れ
'
内
位
の
宮
人
に
は
昇
進
制
度
や
年
に
二
回

の
季
禄
と
い
う
品
物
が
官
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
を
ど
よ
り
見
て
も
､
如
何
に
朝
廷
が
安
曇
郡
の

事
業
を
高
く
評
価
し
て
い
た
か
の
重
要
な
傍
藷
と
見

ら
れ
よ
う
｡

穂
高
町
矢
原
祝
畿
跡

穂
高
町
の
矢
原
は
矢
原
邪
の
郷
名
と
同
じ
村
落
名

を
も
つ
古
郷
土
で
あ
る
｡
こ
の
附
近
一
帯
は
条
理
制

の
美
し
い
水
田
が
続
い
て
い
る
が
､
こ
の
条
理
制
施

行
と
共
に
郡
政
の
中
心
が
古
厩
か
ら
矢
原
に
移
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
所
が
あ
り
､
そ
の
一
つ

の
遺
跡
に
中
村
の
駅
分
を
挙
げ
た
い
と
思
う
｡

こ
こ
は
南
と
東
か
ら
古
道
が
来
て
交
わ
り
､
遺
跡

を
四
周
し
て
い
る
地
占
寧
あ
る
が
､
遺
跡
は
南
面
し

六
〇
間
に
一
五
〇
間
程
の
東
西
に
長
い
一
区
画
で
あ

る
o
こ
の
妹
分
信
読
醒
観
の
転
化
と
見
る
の
で
あ
る
､

度
と
は
度
緑
､
膜
と
は
戒
牒
`
符
と
は
官
符
を
ど

の
事
で
度
縁
戒
牒
共
に
伯
尼
に
な
る
際
に
政
府
の
発

行
し
た
許
可
書
と
讃
明
春
で
あ
り
､
符
は
太
政
官
や

各
省
か
ら
下
の
官
庁
へ
下
す
公
文
書
の
車
で
あ
る
か

ら
､
寺
院
で
も
な
い
所
に
管
理
の
事
務
所
が
設
け
ら

れ
た
と
す
れ
ば
安
曇
郡
の
性
格
に
よ
る
も
の
と
い
え

よ
う
｡
つ
ま
り
大
宝
令
の
僧
尼
令
に
お
い
て
さ
び
し

い
取
締
り
を
受
け
た
仏
教
徒
は
､
国
司
郡
司
に
よ
っ

て
出
入
進
退
を
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
の
で

あ
る
が
'
若
し
矢
原
の
線
分
に
そ
う
し
た
簸
間
が
あ

っ
た
と
し
た
を
与
は
､
古
代
の
安
曇
郡
に
は
他
の
郡

と
は
比
較
に
t
T
｡
.
b
を
い
多
数
の
仏
教
徒
が
修
業
の
為

に
授
戒
を
受
け
て
い
た
奉
と
な
り
､
大
き
な
問
題
と

し
て
今
後
の
新
し
い
課
題
と
い
え
よ
う
｡

(
大
町
市
文
化
財
調
査
員
)
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④
I
I
'
越
中
へ
の
嶽
越
新
道
㈲

候
条
猶
落
成
期
限
之
見
込
相
定
置
之
可
届
出
候
事

明
治
九
年

七
月
十
八
日

筑
摩
藤
参
事
高
木
惟
建
国

(
質
料
の
七
)

奉
顧
口
上
書

筑
摩
螺
下
第
十
二
大
国
こ
小
国
平
村
之
内
野
口
耕

一

地
よ
り
越
中
国
新
川
螺
下
新
川
郡
原
村
江
新
道
開

修
仕
度
奉
頭
上
候
処
'
今
般
御
閉
居
ケ
之
蒙
御
達

シ
ヲ
､
難
有
奉
存
候
､
然
ル
処
､
最
早
雪
中
二
相

成
候
二
付
来
春
雪
明
ケ
次
第
開
修
取
掛
り
度
投
奉

頭
上
候
処
'
先
方
同
盟
江
報
知
之
上
申
出
候
様
御

沙
汰
二
付
間
合
候
所
､
先
方
二
面
も
雪
明
ケ
次
第

打
合
之
上
御
願
可
中
上
候
様
申
衆
候
こ
付
へ
比
較

奉
頗
上
條
､
以
上
､

第
十
二
六
恒
三
小
匿
平
村

明
治
八
年
十
二
月
四
日
　
顧
人
惣
代
　
飯
嶋
善
道

同
　
　
海
川
三
郎
衝

筑
摩
聴
参
重
昂
木
惟
矩
殿

田
こ
の
資
料
は
積
雪
期
の
た
め
工
事
の
着
工
延
期
願

で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
が
､
認
可
が
十
二
月
八
日

で
四
日
も
前
に
こ
の
書
類
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と

が
不
思
議
で
あ
る
｡
内
達
か
な
に
か
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
を
い
｡

(
資
格
の
八
)

書
面
管
下
信
濃
国
安
曇
郡
平
村
之
内
野
口
よ
り
新

川
螺
管
下
越
中
国
新
川
郡
原
村
へ
之
新
道
路
線
陣

碍
木
八
百
本
外
小
苗
木
三
千
本
代
金
拾
六
円
ヲ
以

耕
下
之
義
顧
之
通
闘
届
候
条
追
而
官
吏
差
出
貸
地

検
査
之
上
逸
々
木
毎
二
極
印
打
波
シ
代
金
上
納
済

之
後
濫
伐
無
之
様
伐
採
候
義
卜
可
相
心
得
事

参
事
高
木
惟
矩
代
理

明
治
九
年
二
月
廿
八
日
　
筑
摩
螺
七
等
出
仕

藤
井
楯
雄
田

圃
障
碍
木
の
排
下
げ
認
可
証
で
あ
る
｡
こ
れ
を
も
っ

て
い
つ
で
も
工
事
に
着
手
で
き
る
準
備
が
で
き
た

も
の
と
思
わ
れ
る
｡

下

　

坂

　

宣

一

(
資
料
の
九
)

奉
願
口
上
書

一
雑
木
小
苗
木
四
百
五
拾
本

代
偵
六
治
三
銭

右
者
安
曇
郡
平
村
ノ
内
野
口
耕
地
よ
り
越
中
園
新

川
郡
原
村
江
新
道
開
修
御
願
上
候
処
へ
道
筋
二
有

之
立
木
御
覇
下
ケ
御
願
中
上
昨
年
御
横
合
頂
載
仕

候
処
今
般
白
鳥
門
四
郎
殿
御
派
出
就
成
下
立
木
御

極
印
頂
戴
仕
候
得
共
全
ク
前
審
之
雑
木
道
筋
江
差

陣
り
候
二
付
更
二
御
排
下
ケ
ロ
成
下
□
ロ
ロ
奉
懇

願
候
川
上

第
十
二
大
匝
二
小
匪
安
曇
郡
平
村

明
治
九
年
五
月
十
六
日
　
　
頗
人
　
飯
嶋
　
若
造

同
　
　
清
川
三
郎
衛

第
十
一
大
垣
社
村

瀬
人
　
一
志
佐
和
泊

筑
摩
鰊
参
事
高
木
惟
矩
殿

(
資
料
の
十
)

書
面
兼
る
閉
居
覆
候
　
管
下
野
口
ヨ
リ
石
川
麟
管

下
越
中
国
新
川
郡
原
村
へ
之
新
道
路
統
轄
碍
木
三

千
八
百
本
之
外
二
韓
碍
木
四
百
五
十
本
代
金
六
治

三
銭
ヲ
以
排
下
頗
之
趣
ハ
事
情
不
得
点
撚
二
付
聞

届
候
条
濫
伐
無
之
様
正
副
戸
良
二
於
テ
深
ク
注
意

伐
採
可
政
事

但
代
金
上
納
清
伐
採
着
手
候
義
卜
可
相
心
得
事

明
治
九
年
-
工
ハ
国
籍
機
軸

囲

国
資
料
の
九
並
十
は
今
も
昔
も
変
ら
ぬ
管
地
の
管
理

の
さ
び
し
さ
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

(
資
料
の
十
一
)

第
弐
百
六
十
六
号

上
申
書
略
ス

書
面
新
道
修
築
本
月
廿
四
日
ヨ
り
着
手
之
旨
聞
置

国
多
分
こ
の
日
付
前
に
上
申
書
を
提
出
し
着
工
の
許

可
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

(
資
料
の
十
二
)

御

　

届

　

書

安
思
郡
平
村
内
野
口
ヨ
リ
石
川
螺
下
新
川
郡
原
村

江
新
道
修
築
本
月
廿
四
日
ヨ
リ
取
掛
り
本
年
九
月

廿
日
迄
二
路
線
落
成
仕
度
候
間
此
段
御
届
奉
申
上

條
以
上

第
十
一
は
七
小
区
八
坂
村

明
治
九
月
七
月
廿
二
日
　
願
主
惣
代
　
北
澤
雄
衛

同
大
区
八
小
区
美
麻
相

同

　

　

　

　

小

林

講

書

第
十
二
六
区
二
小
区
平
村

願
主
惣
代
　
飯
島
営
造

筑
堆
螺
参
事
高
木
惟
矩
殿

第
三
百
廿
五
号

書
面
之
趣
聞
置
候
条
精
々
尽
力
日
限
鉄
桶
遼
遠
二

落
成
致
シ
可
届
出
候
事

唾
欝
離
成
諜
藷
講
師
に
掌

し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡

(
資
料
の
十
三
)

明
治
九
年
六
月
十
六
日
付
の
信
飛
新
聞
第
百
五
十

号
雑
報
に
よ
る
と
　
｢
本
県
下
松
本
ヨ
リ
加
州
金
沢

マ
デ
ノ
通
路
が
新
ダ
ニ
安
曇
郡
野
口
ヨ
リ
悶
キ
ニ

ナ
ル
詰
担
丁
有
升
是
出
来
タ
ナ
ラ
便
利
デ
有
マ

セ
ウ
従
前
一
過
露
人
越
後
糸
魚
川
へ
出
テ
里
程
凡

九
十
里
モ
有
所
野
口
ノ
新
道
ハ
五
十
里
程
ダ
ト
申

升
｣あ

と
が
き

こ
の
よ
う
に
し
て
住
民
多
年
の
夢
で
あ
り
'
飯
島

善
道
親
子
の
頗
望
で
あ
っ
た
　
｢
越
中
へ
の
獄
越
之
通

関
修
｣
は
寧
さ
れ
た
が
､
こ
れ
に
要
し
た
ば
-
大
在

質
金
繰
り
､
人
夫
廻
し
は
大
変
を
こ
と
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
｡
　
質
料
も
瑚
冶
十
年
以
降
の
も
の
に
な

る
と
そ
の
前
々
か
施
/
､
伺
え
る
｡

黙
し
神
仏
分
離
に
よ
る
立
山
請
の
衰
微
と
､
文
明

開
化
に
よ
る
交
通
特
に
鉄
道
の
開
設
と
相
ま
っ
て
世

想
は
変
転
し
､
五
ケ
年
間
程
で
こ
の
新
道
も
遂
に
破

局
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
)
や
が
て
こ
の
新
道

の
残
痕
を
た
ど
っ
て
､
近
代
登
山
が
開
け
来
る
こ
と

は
誰
も
想
像
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

先
日
も
向
山
雅
重
先
生
に
き
い
て
み
る
と
明
治
十

年
前
後
に
は
､
こ
の
針
ノ
木
新
道
の
外
に
も
県
下
で

は
伊
那
か
ら
山
越
え
甲
州
へ
の
道
､
下
伊
那
か
ら
山

越
え
木
曽
谷
へ
の
道
等
い
づ
れ
も
不
成
功
に
終
っ
て

い
る
が
､
地
方
史
を
調
べ
る
中
か
ら
出
て
来
る
と
の

こ
と
で
あ
る
｡
　
或
は
明
治
維
新
に
生
き
た
長
野
県

人
の
風
潮
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
｡

明
治
十
年
以
降
の
資
料
は
又
稿
を
改
め
て
ご
報
告

致
し
た
い
と
思
う
｡
こ
の
他
文
を
報
告
す
る
に
あ
た

り
野
口
の
飯
島
一
男
氏
並
び
に
文
蕾
解
読
に
ご
教
示

を
賜
り
ま
し
た
幅
具
裁
氏
に
心
か
ら
感
瀞
申
-
上
げ

ま
す
｡

(
前
大
町
市
公
民
館
長
)
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ご
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡

次
の
方
々
か
ら
資
料
の
寄
贈
を
受
け
ま
し
た
'
厚

く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡

●
大
町
市
､
大
和
重
雄
氏
よ
り
'
ガ
イ
ド
の
大
和
由

松
氏
の
遺
品
､
ピ
ッ
ケ
ル
､
リ
ッ
ク
サ
ッ
ク
､
ロ
ー

プ
､
ア
イ
ゼ
ン
､
ス
キ
ー
シ
ー
ル
'
ワ
カ
ン
ジ
キ
の

6
点
｡

●
東
京
都
､
栄
光
学
園
山
岳
部
(
H
･
シ
ュ
ト
ル
テ

代
表
)
､
雑
誌
｢
山
と
渓
谷
｣
　
(
8
号
外
5
1
冊
)
､

手
製
ピ
ッ
ケ
ル
-
点
｡

山

と

博

物

館

第

2

0

　

番

第

　

2

号

一
九
七
五
年
　
二
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
　
長
野
県
大
町
市
T
E
L
②
〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印

刷

所

　

　

大

　

町

　

市

　

下

　

仲

　

町

大

糸

　

タ

　

イ

　

ム

　

ス

　

印

刷

部

定
価
　
年
額
　
四
〇
〇
円
(
送
料
共
)
　
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
座
番
号
(
長
野
一
三
､
二
九
三
)


