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撮影　西沢　　要

春
と
農
業

降
り
積
っ
て
い
た
雪
が
'
春
の
日
き
し
の
中
で
音

を
立
て
て
消
え
て
行
-
が
と
思
う
と
'
あ
る
時
は
再

び
冬
に
逆
も
ど
り
し
て
､
北
ア
ル
プ
ス
か
ら
雪
が
舞

い
お
り
る
｡
こ
う
し
て
一
進
一
退
を
-
り
返
し
な
が

ら
安
曇
野
に
春
が
近
づ
い
て
-
ら
.

雪
の
下
で
眠
っ
て
い
た
田
ん
ぼ
が
姿
を
現
わ
し
､

無
い
土
に
ぬ
く
も
り
が
出
は
じ
め
る
頃
､
山
ろ
-
の

農
家
で
は
農
作
業
の
塗
偶
を
は
じ
め
る
｡

我
が
国
に
稲
作
農
業
が
伝
わ
っ
た
の
は
､
今
か
ら

お
よ
そ
二
千
三
百
年
前
だ
と
い
わ
れ
る
｡
そ
れ
か
ら

今
日
ま
で
､
技
術
や
栽
培
品
種
に
幾
多
の
改
良
や
進

歩
が
あ
っ
た
と
し
で
も
'
春
に
在
る
と
種
を
ま
き
､

秋
に
は
取
り
入
れ
と
､
一
年
を
サ
イ
ク
ル
に
し
な
が

ら
営
々
と
継
続
さ
れ
て
き
た
作
業
で
あ
る
｡

こ
の
稲
作
技
術
は
近
年
に
な
っ
て
著
し
-
変
え
ら

れ
た
｡
そ
の
変
化
は
工
場
で
生
産
さ
れ
る
無
様
肥
料

と
農
薬
を
際
限
を
-
多
量
に
牧
人
し
て
生
産
を
上
げ

る
技
術
で
あ
る
｡
今
か
ら
少
し
前
は
､
村
落
周
辺
の

里
山
か
ら
運
び
出
し
た
木
の
葉
や
'
家
畜
の
副
産
物

で
あ
る
畜
肥
や
堆
肥
を
す
き
込
ん
で
土
を
養
な
い
､

地
力
を
持
続
さ
せ
を
が
ら
生
産
を
あ
げ
て
い
た
｡

｢
日
本
の
農
業
か
ら
学
ぶ
べ
き
何
も
の
も
な
い
｡

な
ぜ
な
ら
､
日
本
の
農
業
は
無
機
肥
料
と
農
薬
の
上

に
咲
い
た
ア
ダ
花
た
か
ら
｣

こ
れ
は
､
東
南
ア
ジ
ア
の
留
学
生
を
迎
え
て
い
る

東
京
農
大
の
中
村
武
久
先
生
に
語
っ
た
一
留
学
生
の

感
想
た
と
い
う
｡

さ
し
あ
た
っ
て
不
用
に
な
っ
た
里
山
の
雑
木
林
は
､

多
く
が
観
光
開
発
業
者
に
身
売
り
さ
れ
､
別
荘
地
や

ス
キ
ー
場
に
変
っ
た
｡
そ
の
あ
た
り
に
庄
赤
･
膏
･

贅
と
は
な
や
か
な
服
装
や
､
に
ぎ
や
か
な
人
の
声
が

広
が
っ
た
｡
し
か
し
､
有
機
物
を
失
な
い
農
薬
に
い

た
め
つ
け
ら
れ
た
田
ん
ぼ
の
あ
た
り
は
､
土
か
ら
産

ま
れ
土
に
化
し
な
が
ら
､
二
千
年
こ
の
か
た
稲
と
と

も
に
生
き
て
き
た
鳥
や
虫
な
ど
生
物
た
ち
は
､
春
が

来
た
の
に
声
も
た
て
な
い
｡

(
平
林
国
男
)
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大
町
山
岳
博
物
館

入
館
者
対
象
質
問
紙
調
査
の
結
果
に
つ
い
て

降

　

旗

　

英

　

子

《
は
じ
め
に
》

昨
年
度
は
山
博
入
館
者
の
最
も
基
本
的
を
実
態
を

つ
か
む
た
め
に
､
大
人
券
に
よ
る
入
館
者
を
対
象
に
'

①
性
別
'
②
年
齢
､
③
職
業
､
④
住
所
､
⑤
一
緒
に

来
館
し
た
人
'
⑥
大
町
山
岳
博
物
館
に
来
た
動
機
､

⑦
大
町
山
岳
博
物
館
を
何
に
よ
っ
て
知
っ
た
か
､
と

い
う
項
目
に
つ
い
て
質
問
紙
調
査
を
行
な
っ
た
｡
(

本
誌
第
_
9
巻
第
-
号
に
発
表
)

今
年
度
は
､
入
館
者
の
よ
り
確
か
を
実
態
を
つ
か

む
た
め
､
昨
年
の
調
査
と
同
様
の
項
目
､
⑧
②
簿

⑥
を
組
み
入
れ
､
新
た
に
本
館
へ
来
た
回
数
を
問
う

項
目
と
､
山
博
に
対
す
る
い
-
つ
か
の
意
見
調
査
項

目
を
加
え
､
質
問
紙
調
査
を
行
な
っ
た
｡

《
調
査
方
法
》

調
査
期
間
は
昭
和
4
9
年
8
月
7
日
(
水
)
-
8
月

1
3
日
(
火
)
の
一
週
間
で
､
朝
8
時
約
分
開
館
か
ら
､

午
後
5
時
の
閉
館
時
ま
で
で
あ
る
｡
調
査
対
象
は
､

そ
の
間
の
大
人
券
､
小
人
券
に
よ
る
入
館
者
全
員
で

あ
る
｡
団
体
の
場
合
は
2
0
名
に
対
し
､
-
名
の
割
合

で
依
頼
し
た
｡

受
け
つ
け
で
入
館
券
と
と
も
に
顛
問
紙
を
手
わ
た

し
､
裏
山
の
動
物
園
に
ぬ
け
る
出
口
の
所
に
記
載
所

を
設
け
､
技
入
籍
を
置
い
て
お
い
た
｡

《
調
査
結
果
お
よ
び
考
察
》

一
､
山
前
入
館
者
の
実
態
に
つ
い
て

調
査
期
間
中
に
配
布
し
た
質
問
紙
は
胸
板
で
あ
る
｡

o

J

3

3

回
収
教
は
男
1
-
3
枚
､
女
加
枚
'
計
2
-
4
枚
で
回
収
率
は

掴
%
で
あ
っ
た
｡
ー

男
女
比
は
調
‥
-
で
男
が
や
や
多
い
が
､
お
お
よ

そ
男
女
半
々
で
あ
る
｡

住
所
別
内
訳
で
は
､
県
外
者
が
ー
･
4
%
と
圧
倒
的
に

8

多
く
､
大
町
市
在
住
者
は
用
%
で
あ
る
｡
こ
の
結
果

は
昨
年
度
の
9
月
-
同
月
に
か
け
て
行
な
っ
た
調
査

の
結
果
と
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る
｡

次
に
県
外
者
の
場
合
､
ど
の
地
方
か
ら
訪
れ
た
人

が
多
い
か
を
預
べ
て
み
る
と
､
や
は
り
昨
年
と
同
傾

向
で
'
関
東
地
方
が
最
も
多
-
､
つ
い
で
東
海
地
方
､

近
畿
地
方
と
在
っ
て
い
る
｡
関
東
地
方
の
中
で
も
東

京
が
そ
の
約
半
数
を
占
め
て
い
る
｡

年
齢
別
に
見
る
と
､
2
0
-
2
9
叢
の
2
0
代
が
全
体
の

h

ソ

ー

ー

2

-

2
-
.
%
と
最
も
多
-
､
つ
い
で
1
0
代
の
2
-
.
%
で
あ
る
｡

2
0
代
を
ピ
ー
ク
に
年
代
が
上
に
な
る
ほ
ど
利
用
者
は

少
な
く
な
り
へ
　
こ
れ
も
昨
年
の
傾
向
と
同
じ
で
あ
る
｡

職
業
別
に
み
る
と
､
男
女
合
わ
せ
て
､
学
生
が
8
･
8●

-
J

%
と
一
番
多
く
､
つ
い
で
民
間
会
社
員
､
公
務
員
の

順
で
あ
る
｡
学
生
と
い
う
の
は
､
小
･
中
･
高
校
生
､

短
大
生
･
大
学
生
､
各
種
学
校
生
徒
､
そ
の
他
で
あ

り
､
小
学
生
が
学
生
の
う
ち
の
4
0
%
を
占
め
て
い
る
｡

学
生
が
多
い
の
は
'
調
査
期
間
が
夏
休
み
中
で
あ
る

と
い
う
条
件
が
作
用
し
て
い
る
の
は
明
,
S
か
で
あ
る
｡

男
女
別
位
み
る
と
､
男
S
場
合
∴
写
生
3
9
.
%
'
民
間

会
社
員
3
1
.
%
､
公
務
員
虹
%
の
順
で
あ
る
の
に
対
し
'

女
は
∴
写
生
掴
%
､
無
職
2
 
･
2
%
､
民
間
会
社
員
湿
%
､

〔
品
h
団
言

公
務
員
順
%
S
.
順
で
あ
る
｡

公
務
員
､
民
間
会
社
員
､
自
営
業
､
公
共
企
業
団

休
職
貝
を
職
業
と
し
て
い
る
人
に
つ
い
て
'
ど
ん
な

産
業
に
た
ず
さ
お
っ
て
い
る
人
が
多
い
か
を
調
べ
て

み
た
｡
昨
年
の
調
査
で
の
職
業
に
つ
い
て
の
質
問
は

自
由
記
述
に
し
た
た
め
､
は
っ
き
り
し
た
実
態
が
つ

か
め
な
か
っ
た
｡
今
年
は
､
大
町
市
統
計
要
覧
4
8
年

度
版
の
｢
産
業
分
類
別
就
業
者
数
｣
で
と
り
上
げ
ら

れ
た
職
種
を
参
考
に
産
業
を
分
類
し
'
あ
ら
か
じ
め

選
択
肢
を
設
け
て
お
い
た
｡
男
の
場
合
､
最
も
多
い

の
は
製
造
業
の
2
 
･
9
%
で
､
公
務
(
教
育
)
_
 
･
5
%
､
商

'
､
り
当

業
3
 
･
2
%
で
あ
る
｡
女
の
場
合
は
､
公
務
(
教
育
)
が

l
･
 
9
%
で
最
も
多
く
､
つ
い
で
製
造
業
ー
･
 
7
%
､
サ
ー
ビ

h
7
-
-ス

業
(
自
由
)
州
%
と
な
っ
て
い
る
｡
男
女
と
も
に

上
位
を
占
め
て
い
る
の
は
`
製
造
業
と
公
務
(
教
育

)
に
た
ず
さ
れ
っ
て
い
る
人
で
あ
る
｡
製
造
業
は
､

就
業
人
口
が
多
い
業
種
で
あ
る
た
め
､
来
館
者
も
多

い
の
で
あ
ろ
う
が
`
公
務
　
(
教
育
)
　
に
た
す
き
わ
っ

て
い
る
人
の
来
館
の
多
い
の
は
､
社
会
教
育
機
関
と

し
て
の
博
物
館
施
設
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
｡
公
務

(
教
育
)
に
た
ず
さ
れ
っ
て
い
る
人
と
い
う
の
は
'

主
と
し
て
公
立
の
小
･
中
･
高
校
の
先
生
で
あ
ろ
う

が
､
少
な
く
と
も
､
こ
れ
ら
学
校
教
育
に
た
ず
さ
れ

る
人
々
は
､
他
の
産
業
に
従
事
し
て
い
る
人
々
よ
り

も
博
物
館
に
対
し
て
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
｡

山
博
を
訪
れ
た
動
機
に
つ
い
て
は
､
男
女
と
も
旅

行
の
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
人
が
一
番
多
-
､

全
体
の
臨
%
'
つ
い
で
登
山
に
采
で
の
5
 
･
6
%
で
あ
り
､

昨
年
の
調
査
結
果
と
ほ
ぼ
同
率
で
あ
る
｡
大
町
市
在

住
者
の
来
館
動
機
の
内
訳
は
'
｢
人
を
案
内
し
て
き

て
｣
が
‖
%
と
一
番
多
く
'
つ
い
で
｢
公
園
へ
散
歩

に
来
て
当
が
6
 
I
 
~
%
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
他
が
o
 
I
 
2
%

【
引
い
○

を
占
め
て
い
る
が
､
｢
遊
び
に
来
て
､
ハ
イ
キ
ン
グ

に
来
て
'
釣
に
来
て
｣
な
ど
で
あ
っ
て
'
｢
公
園
へ

散
歩
に
来
て
｣
と
い
う
項
目
に
加
え
て
よ
い
も
の
で

あ
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
も
､
山
階
は
市
民
に
と
っ
て
'

お
客
さ
ん
が
来
た
場
合
､
案
内
し
て
-
る
よ
う
な
観

光
的
な
施
設
で
あ
っ
た
り
'
ま
た
､
山
博
の
ま
わ
り

の
公
園
の
方
が
散
歩
や
ハ
イ
キ
ン
グ
に
来
る
場
所
と

し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

山
博
の
利
用
者
の
大
部
分
が
県
外
の
旅
行
者
で
あ

る
な
ら
ば
､
山
博
の
入
館
者
の
大
部
分
は
初
め
て
訪

れ
る
人
で
あ
ろ
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
､
そ
の
実

態
を
知
る
た
め
の
項
目
を
設
け
た
｡
結
果
は
､
初
め

て
訪
れ
た
と
い
う
人
が
_
 
･
3
%
と
圧
倒
的
に
多
く
､
2

o
O

-
3
回
､
4
回
以
上
の
順
に
少
を
-
在
る
｡
こ
の
傾

向
は
､
男
よ
り
も
女
の
方
が
強
-
､
女
の
場
合
､
9

割
近
く
が
初
め
て
の
来
館
で
あ
る
｡
こ
れ
を
､
大
町

市
在
住
者
だ
け
を
と
り
上
げ
集
計
し
て
み
る
と
､
4

回
以
上
が
一
番
多
-
､
つ
い
で
2
-
3
回
､
は
じ
め

て
の
順
で
あ
り
､
2
回
以
上
､
す
な
お
ち
､
今
ま
で

に
釆
た
こ
と
の
あ
る
人
が
0
0
%
以
上
で
あ
っ
た
｡

二
､
｢
見
学
す
る
前
､
大
町
山
岳
博
物
館
と
い
う
の

は
､
ど
ん
な
所
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か
?
｣
と
い

う
質
問
に
つ
い
て

質
問
の
目
的
は
､
観
覧
者
が
大
町
山
岳
博
物
館
を

ど
ん
な
所
だ
と
思
っ
て
い
た
か
を
知
り
､
そ
れ
に
よ

っ
て
､
博
物
館
と
い
う
も
の
に
対
し
て
人
々
が
も
っ

て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
知
る
手
が
か
り
に
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
人
々
が
も
つ
と
思
わ
れ
る

イ
メ
ー
ジ
を
で
き
る
限
り
拾
い
上
げ
､
そ
れ
を
山
博

の
内
容
に
合
わ
せ
て
文
章
に
し
､
選
択
肢
と
し
た
｡

㈲
　
大
町
地
方
の
自
然
や
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
調
査

や
研
究
を
す
る
所
で
あ
る
｡
-
調
査
･
研
究
桟
関

㈲
　
大
町
地
方
の
自
然
や
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
学
習

す
る
甥
で
あ
る
｡
-
学
習
機
関

の
　
大
町
地
方
の
古
-
さ
い
も
の
や
､
め
ず
ら
し
い

も
の
を
並
べ
て
見
せ
る
所
で
あ
る
｡
-
見
せ
物
小
屋

的
施
設

0
　
楽
し
い
も
の
が
た
-
さ
ん
並
べ
ら
れ
'
遊
び
場

の
よ
う
な
所
で
あ
る
｡
-
娯
楽
施
設

㈲
　
そ
の
他

結
果
は
､
｢
調
査
･
研
究
機
関
で
あ
る
｣
と
答
え

た
者
が
6
 
･
 
1
%
で
一
番
多
-
'
つ
い
で
｢
学
習
機
関
｣

が
8
 
･
9
%
,
.
1
見
せ
物
小
屋
的
施
設
｣
が
7
 
･
3
%
と
を
っ

2
-

た
｡

こ
の
山
博
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
大
町
市
在
住
者

と
市
外
の
人
と
に
分
け
て
比
べ
て
み
る
と
､
大
町
市

在
住
者
の
場
合
､
見
せ
物
小
屋
的
施
設
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
を
も
っ
て
い
る
人
が
一
番
多
-
､
そ
れ
に
対
し

て
市
外
の
人
は
､
調
査
･
研
究
施
設
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
を
も
っ
て
い
る
人
が
一
番
多
い
｡

小
人
と
大
人
で
は
､
山
博
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は

ど
う
道
う
で
あ
ろ
う
か
.
当
館
で
比
'
小
･
中
学
生

を
小
人
と
し
､
高
校
生
以
上
を
大
人
と
し
て
い
る
が
'

そ
れ
に
し
た
が
っ
て
小
人
･
大
人
ご
と
に
意
見
を
集

計
､
比
較
し
て
み
た
｡
小
人
の
場
合
'
学
習
機
関
と

い
う
イ
メ
｣
ン
を
も
つ
者
が
一
番
多
く
3
 
〟
 
~
%
､
次
が

見
せ
物
小
屋
的
施
設
5
 
･
6
%
･
調
査
･
研
動
機
関
3
 
,
7
%

h

い

け

言

〔

｣

H

甲

i

の
順
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
大
人
の
場
合
は
､
調
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競請請と山

査
･
研
究
機
関
が
9
 
･
9
%
､
学
習
施
設
部
%
､
見
せ
物

小
屋
的
施
設
_
 
･
9
%
の
順
で
あ
る
｡

小
･
中
学
生
の
場
合
､
学
校
教
育
や
あ
ら
ゆ
る
面

で
学
習
す
る
立
場
に
お
か
れ
､
意
識
的
に
も
無
意
識

的
に
も
学
習
す
る
と
い
う
態
度
が
身
に
つ
い
て
い
る

た
め
､
博
物
館
に
対
し
て
も
､
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
も

っ
て
い
る
者
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
見
せ

物
小
屋
的
施
設
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
､
博
物
館
の
外

見
だ
け
を
見
た
場
合
一
番
も
ち
易
い
イ
メ
ー
ジ
で
あ

り
､
そ
の
奥
に
調
査
･
研
究
が
つ
み
重
ね
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
き
に
く
い
小
人
が
も
ち
易
い
イ
メ
ー

ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

三
`
｢
大
町
山
岳
博
物
館
は
北
ア
ル
プ
ス
の
資
料
を

展
示
し
て
い
ま
す
が
へ
そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま

す
か
?
｣
と
い
う
質
問
に
つ
い
て

現
在
'
大
町
山
岳
博
物
館
で
は
､
北
ア
ル
プ
ス
を

中
心
と
し
た
資
料
を
展
示
し
て
い
る
が
､
更
i
,
①

外
国
の
山
岳
に
関
す
る
資
料
も
展
示
し
た
方
が
よ
い

か
､
･
⑧
外
国
の
山
岳
に
関
す
る
資
料
は
い
ち
を
い
が
､

北
ア
ル
プ
ス
以
外
の
日
本
の
山
岳
に
関
す
る
資
料
も

展
示
し
た
方
が
よ
い
か
､
⑨
現
在
の
ま
ま
､
北
ア
ル

プ
ス
の
資
料
だ
け
で
よ
い
か
を
知
る
た
め
の
質
問
で

あ
る
｡

北
ア
ル
プ
ス
以
外
の
日
本
の
山
に
つ
い
て
の
資
料

も
ほ
し
い
人
と
､
北
ア
ル
プ
ス
の
資
料
だ
け
で
よ
い

と
い
う
人
が
多
く
､
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
を
､
大
町
市
在
住
者
の
意
見
と
､
他
地
域
の

人
の
意
見
に
分
け
て
比
較
す
る
と
､
大
町
市
在
住
者

の
場
合
は
､
｢
北
ア
ル
プ
ス
の
資
料
だ
け
で
よ
い
｣

と
い
う
人
が
3
 
･
3
%
と
一
番
多
い
の
に
対
し
､
他
地
域

[
h
-
1

在
住
者
は
'
｢
北
ア
ル
プ
ス
以
外
の
日
本
の
山
に
つ

い
て
の
資
料
も
ほ
し
い
｣
　
｢
北
ア
ル
プ
ス
の
資
料
だ

け
で
よ
い
｣
が
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
あ
る
｡
大
町
市
在

住
者
の
場
合
､
北
ア
ル
プ
ス
の
資
料
だ
け
で
よ
い
と

い
う
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
､
山
博
に
対
し
て
､

や
は
り
'
地
元
の
博
物
館
と
し
て
地
域
性
を
大
切
に

し
た
い
と
い
う
気
特
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
思

･
つ
｡こ

の
項
目
に
つ
い
て
の
大
人
､
小
人
別
の
意
見
を

比
較
し
て
み
る
と
､
小
人
の
場
合
､
一
番
多
い
の
が
､

｢
北
ア
ル
プ
ス
以
外
の
日
本
の
山
に
つ
い
て
の
資
料

も
は
し
い
｣
､
つ
い
で
ー
｢
外
国
の
山
岳
に
関
す
る
蛮

料
も
ほ
し
い
｣
､
｢
北
ア
ル
プ
ス
の
資
料
だ
け
で
よ

い
｣
の
順
で
､
大
人
の
場
合
は
｢
北
ア
ル
プ
ス
の
資

料
だ
け
で
よ
い
｣
､
｢
北
ア
ル
プ
ス
以
外
の
日
本
の

山
に
つ
い
て
の
資
料
も
ほ
し
い
｣
､
｢
外
国
の
山
岳

に
関
す
る
資
料
も
ほ
し
い
｣
の
順
で
あ
る
｡

山
博
は
北
ア
ル
プ
ス
の
ふ
も
と
に
あ
り
へ
北
ア
ル

プ
ス
の
豊
富
を
資
料
に
囲
ま
れ
て
い
る
｡
大
人
の
場

合
､
山
博
の
そ
の
よ
う
な
条
件
'
立
場
を
理
解
し
'

地
域
性
を
大
切
に
し
て
い
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
意

見
の
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

四
､
一
見
学
し
て
一
番
印
象
に
残
っ
た
の
は
何
で
す

か
-
｣
と
い
う
質
問
に
つ
い
て

一
人
で
い
く
つ
も
上
げ
て
-
れ
た
人
も
あ
る
が
､

あ
げ
ら
れ
た
総
て
を
集
計
す
る
と
的
あ
り
､
多
い
方

h
ソ
】
-

か
ら
次
の
順
で
あ
っ
た
｡

①
北
ア
ル
プ
ス
の
動
物
-
組
物
に
関
す
る
も
の

③
新
し
い
山
の
ぼ
｡
の
適
典
や
技
術
に
関
す
る
も
の

⑨
大
町
地
方
の
人
々
の
生
活
や
歴
史
に
関
す
る
も
の

⑨
北
フ
ル
フ
ス
の
岩
石
や
化
石
に
関
す
る
も
の

⑤
昔
の
山
の
ぼ
り
の
道
具
に
関
す
る
も
の

⑥
ス
キ
ー
の
道
具
や
す
べ
り
方
に
関
す
る
も
の

①
北
ア
ル
プ
ス
の
動
物
･
種
物
に
関
す
る
も
の

9-7(81･ 3%)

浮
の
ぼ
｡
の
賞
･
の
ば
｡
方
に
関
す
る
も
の
　
的
(
蹄
%
)

貸
町
地
力
の
人
々
の
霊
や
萱
に
畢
る
も
の
1
-
8
(
7
 
･
3
%
)

寮
ア
ル
プ
ス
の
で
き
方
や
急
に
等
る
も
の
　
3
-
4
(
掴
%
)

⑤

そ

の

他

　

　

　

　

　

　

　

間

(

洞

%

)

⑥
ス
キ
ー
の
糞
や
す
べ
り
方
に
掌
る
も
の
　
的
(
3
 
･
4
%
)

賽

　

　

　

　

　

　

　

　

　

0

0

(

3

･

2

%

)

五
･
｢
展
示
物
の
中
で
　
も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い

も
の
が
あ
り
ま
し
た
か
ご
と
い
う
質
問
に
つ
い
て

も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
も
の
が
あ
る
人
が
3
･
4
%
､

′
-
J

凄
い
人
が
.
鯛
･
物
,
無
答
3
 
･
3
%
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
,

男
女
の
間
に
は
差
が
あ
り
､
男
の
場
合
は
詳
し
く
知

り
た
い
も
の
が
あ
る
人
の
方
が
多
い
の
に
対
し
て
､

女
の
方
は
詳
し
-
知
り
た
い
も
の
が
な
い
人
の
方
が

多
い
｡

も
っ
と
詳
し
く
知
り
た
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
､
あ
ら
か
じ
め
何
か
を
知
ろ
う
と
し
で
来
館

し
た
か
'
あ
る
い
は
見
て
い
る
う
ち
に
も
っ
と
詳
し

く
知
り
た
-
在
っ
た
か
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
あ
る
程

度
興
味
を
も
っ
て
見
た
場
合
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
た

が
っ
て
'
詳
し
-
知
り
た
い
も
の
が
あ
っ
た
か
な
か

っ
た
か
で
大
ぎ
っ
ば
を
意
味
で
興
味
を
も
っ
て
い

た
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
｡

詳
し
く
知
り
た
い
も
の
と
し
て
上
げ
ら
れ
た
も
の

庄
多
い
順
に
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
｡

大
町
市
荏
住
吉
の
場
合
は
多
い
方
か
ら
､
-
大
町

地
方
の
人
々
の
生
活
や
歴
史
に
関
す
る
も
の
｣
､
｢

北
ア
ル
プ
ス
の
動
物
･
植
物
に
関
す
る
も
の
｣
 
､
｢

北
ア
ル
プ
ス
の
岩
石
や
化
石
に
関
す
る
も
の
｣
の
順

で
'
大
町
市
外
在
住
者
の
場
合
は
､
｢
北
ア
ル
プ
ス

の
動
物
･
植
物
に
関
す
る
も
の
｣
 
､
｢
新
し
い
山
の

ぼ
り
の
道
具
や
技
術
に
関
す
る
も
の
｣
 
'
｢
大
町
地

方
の
人
々
の
生
活
や
歴
史
に
関
す
る
も
の
｣
の
順
で

あ
っ
た
｡

印
象
に
残
っ
た
も
の
は
､
同
時
に
､
｢
も
っ
と
詳

し
く
知
り
た
い
｣
と
思
う
傾
向
が
強
い
で
あ
ろ
う
こ

と
は
考
え
ら
れ
'
今
回
の
調
査
結
果
も
そ
の
通
り
で

あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
大
町
市
在
住
者
の
場
合
は
､
印

象
に
残
っ
た
も
の
と
し
て
一
番
多
-
上
げ
ら
れ
た
も

の
は
｢
北
ア
ル
プ
ス
の
動
物
･
植
物
に
関
す
る
も
の

｣
で
あ
っ
た
が
､
も
っ
と
詳
し
-
知
り
た
い
も
の
で

は
､
-
大
町
地
方
の
人
々
の
生
活
や
歴
史
に
関
す
る

も
の
｣
が
一
番
多
か
っ
た
｡
こ
の
二
つ
は
､
そ
れ
ほ

ど
差
は
な
い
が
､
そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
｡

印
象
に
残
っ
て
も
､
必
ず
し
も
更
に
詳
し
-
知
り

た
い
と
思
う
と
は
限
ら
会
い
｡
実
際
'
印
象
に
残
っ

た
も
の
は
?
と
い
う
墳
間
に
答
え
た
人
は
3
-
7
名
い
た

H
M
団
]

の
に
対
し
､
更
に
詳
し
-
知
り
た
い
と
思
う
も
の
が

あ
る
人
は
3
-
5
名
で
あ
っ
た
｡
更
に
詳
し
-
知
り
た
い

と
思
う
も
の
は
､
印
象
に
残
っ
た
中
で
も
'
強
く
印

象
に
残
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
と
思
う
｡

大
町
市
在
住
者
の
場
合
､
更
に
詳
し
-
知
り
た
い

も
の
､
す
な
わ
ち
､
印
象
に
強
-
残
っ
た
も
の
は
'

-
大
町
地
方
の
人
々
の
生
活
や
歴
史
に
関
す
る
も
の

｣
の
方
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

六
､
展
示
物
の
説
明
に
つ
い
て

展
示
物
の
説
明
に
つ
い
て
､
｢
非
常
に
わ
か
り
や

す
い
･
わ
か
り
や
す
い
･
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
･

わ
か
り
に
く
い
･
非
常
に
わ
か
り
に
-
い
｣
の
5
段

階
を
つ
け
て
答
え
て
も
ら
っ
た
｡
わ
か
り
易
さ
と
い

っ
て
も
､
字
に
つ
い
て
､
内
容
に
つ
い
て
な
ど
､
い

ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
'
そ
れ
ら
を
一
緒
に
し
て
､

わ
か
り
易
か
っ
た
か
ど
う
か
を
問
う
大
ぎ
っ
ば
を
範

囲
で
あ
る
｡

そ
の
結
果
･
｢
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
｡
と
｢
わ

か
り
や
す
い
｣
を
合
あ
せ
る
と
ー
･
9
%
に
在
り
､
半
数

o
h
U

以
上
の
人
に
と
っ
て
'
わ
か
り
易
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
た
｡

し
か
し
､
小
人
と
大
人
で
は
説
明
の
難
易
は
か
な

り
違
う
は
ず
で
､
そ
れ
を
比
較
し
て
み
た
｡
仮
に
､

｢
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
｣
を
2
､
｢
わ
か
り
や
す

い

｣

を

1

･

｢

ど

ち

ら

と

も

い

え

な

い

｣

を

0

､

｢

わ
か
り
に
-
い
｣
を
｣
-
非
常
に
わ
か
り
に
く
い

｣
を
ゼ
い
う
よ
う
に
点
数
を
つ
け
､
平
均
点
を
出

し
て
比
較
し
て
み
る
と
､
大
人
は
S
'
小
人
は
時
で

0

あ
っ
た
｡

七
へ
　
｢
大
町
山
岳
博
物
館
に
来
て
み
て
よ
か
っ
た
と

思
い
ま
す
か
?
｣
と
い
う
質
問
に
つ
い
て

山
岳
博
物
館
に
来
る
に
は
､
交
通
の
憶
が
悪
い
と

か
､
展
示
内
容
に
興
味
が
あ
る
人
や
な
い
人
や
､
旅

行
の
途
中
に
寄
っ
た
人
､
人
を
案
内
し
て
き
た
人
な

ど
､
い
ろ
い
ろ
な
条
件
､
状
態
が
あ
る
が
全
体
と
し

て
､
と
に
か
く
来
て
み
て
よ
が
っ
た
か
ど
う
か
を
問

う
も
の
で
あ
る
｡

や

は

り

'

｢

非

常

に

よ

か

っ

た

と

思

う

｣

､

｢

よ

が

っ

た

と

思

う

｣

､

-

ど

ち

ら

と

も

い

え

を

い

｣

､

｢
よ
く
な
か
っ
た
と
思
う
｣
の
5
段
階
を
つ
け
答
え

て

も

ら

っ

た

｡

｢

非

常

に

よ

か

っ

た

と

思

う

｣

と

｢

よ
が
っ
た
と
思
う
｣
を
合
わ
せ
て
､
9
 
･
3
%
と
な
り
､

o
-
0

大
部
分
の
人
が
山
岳
博
物
館
を
訪
れ
て
よ
か
っ
た
と

思
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡

以
上
で
あ
る
が
､
質
問
項
目
の
中
に
は
､
非
常
に

大
ぎ
つ
ば
を
も
の
や
'
実
際
に
調
査
を
行
在
っ
て
閑

地
が
出
て
き
た
も
の
な
ど
も
あ
る
が
'
昨
年
の
実
態

調
査
の
結
束
を
よ
り
確
か
に
で
き
た
こ
と
と
､
山
岳

博
物
館
に
対
す
る
イ
メ
-
､
ン
や
授
示
内
容
に
つ
い
て

の
い
く
つ
か
の
意
見
を
聞
-
こ
と
に
よ
り
､
観
覧
者

の
反
応
を
多
少
在
り
と
も
つ
か
め
た
の
は
､
よ
か
っ

た
と
思
う
｡

(
山
岳
雪
雲
員
禰
)
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競勧請ど山

大
町
口
登
山
案
内
人
抄
録
-
そ
の
3
-

荒
　
井
　
今
朝
一

五
､
昭
和
時
代
の
案
内
人

今
月
は
､
結
成
以
後
参
加
し
た
人
々
を
紹
介
す
る
｡

か
つ
て
山
案
内
を
し
た
人
で
今
も
丈
夫
を
の
は
､
桜

井
一
雄
､
平
林
高
言
､
勝
山
佐
久
衛
の
三
氏
で
あ
る
｡

三
氏
と
も
案
内
人
組
合
緒
成
時
に
は
そ
の
名
が
み
え

を
い
｡
こ
の
う
ち
一
番
早
く
参
加
し
た
の
は
桜
井
氏

で
､
結
成
直
後
の
大
正
七
年
(
一
九
一
八
)
頃
ら
し

い
｡
平
林
氏
は
桜
井
氏
に
誘
わ
れ
て
昭
和
の
初
め
頃
､

ま
た
勝
山
氏
は
昭
和
五
年
(
一
九
三
〇
)
頃
参
加
し

て
い
る
｡
そ
の
ほ
か
す
で
に
亡
く
在
っ
た
か
た
で
は
､

桜
井
氏
の
弟
親
次
氏
や
借
馬
の
小
日
向
梅
泊
氏
な
ど

も
後
に
参
加
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
人
々
が
参
加
す
る
時
代
に
在
る
と
登
山

も
か
な
り
普
及
し
て
-
る
｡
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
'

ト
ラ
ブ
ル
を
ど
登
山
者
と
の
間
に
も
､
種
々
の
問
題

が
起
き
て
く
る
｡
そ
こ
で
長
野
県
で
は
､
登
山
案
内

人
に
許
可
証
を
与
え
'
そ
れ
に
よ
っ
て
案
内
人
の
質

の
向
上
を
は
た
そ
う
と
し
た
｡
こ
れ
が
　
｢
登
山
案
内

人
取
締
規
則
｣
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
､
大
正
十
二
年

(
一
九
二
二
)
に
公
布
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
こ
の
規

則
は
百
瀬
慎
太
郎
氏
を
ど
が
考
え
た
案
内
人
の
質
的

向
上
と
は
'
ま
っ
た
く
異
在
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

百
源
氏
が
後
に
｢
山
岳
夜
話
｣
に
書
か
れ
た
試
験
風

景
が
あ
る
の
で
あ
げ
て
お
-
｡

試
験
官
｢
ア
ル
プ
ス
っ
て
山
は
一
体
何
処
に
あ

る
の
か
ネ
｡
｣

案
内
人
｢
ド
イ
ツ
と
ロ
シ
ア
の
境
に
あ
り
ま
す
｡

｣

試
験
官
｢
バ
カ
言
っ
ち
ゃ
い
か
ん
｡
あ
れ
ば
ネ

イ
ン
ド
と
イ
グ
リ
ー
の
境
に
あ
る
ん

だ
よ
｡
｣

こ
の
他
に
も
｢
高
山
植
物
名
を
二
十
書
け
｡
｣
と
い

う
よ
う
な
問
題
も
あ
っ
た
｡

と
に
か
く
､
こ
の
よ
う
な
試
験
で
あ
っ
た
が
､
案

内
人
に
は
警
察
署
長
の
印
が
入
っ
た
許
可
証
を
早
-

持
つ
こ
と
が
一
つ
の
名
誉
と
さ
れ
た
｡
桜
井
氏
は
､

当
時
最
も
短
期
間
で
｢
案
内
人
｣
に
な
っ
た
一
人
で

合
も
そ
の
時
ず
い
ぶ
ん
う
れ
し
か
っ
た
と
話
し
て
い

る
｡

案
内
人
は
､
こ
の
頃
で
も
ま
だ
猟
師
を
兼
ね
る
人

達
が
か
な
り
多
か
っ
た
｡
桜
井
氏
は
祖
父
の
伴
五
郎

氏
が
大
町
有
敦
の
　
｢
カ
モ
シ
カ
撃
｣
で
あ
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
､
本
人
も
｢
何
も
悪
い
こ
と
は
し
な
か
っ

た
が
､
密
猟
だ
け
は
や
っ
た
｡
｣
と
話
し
て
い
る
｡

一
方
､
勝
山
氏
は
｢
殺
生
は
絶
対
に
し
左

か
っ
た
｡
肉
だ
け
は
食
べ
て
み
た
が
う
ま

か
っ
た
｡
｣
　
と
対
照
的
で
あ
る
｡
案
内
人

ド
イ
ツ
は
当
時
日
本
と
同
盟
を
形
祓
し
て
い
た
友
好

国
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
毎
日
　
-
　
だ
れ
か
が
つ
け

て
来
る
｡
駅
で
は
身
分
証
明
書
と
許
可
証
の
提
示
を

要
求
さ
れ
､
雪
車
の
中
で
は
'
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ

ろ
か
I
b
ジ
ロ
ジ
ロ
見
る
者
が
い
る
｡
や
っ
と
軽
井
沢

へ
着
い
て
も
ど
る
と
答
案
か
ら
取
調
べ
を
う
け
た
｡

特
に
写
真
に
は
う
る
さ
か
っ
た
｡
ス
パ
イ
と
思
あ
れ

で
い
た
の
で
あ
る
｡
他
の
外
人
の
案
内
も
多
か
れ
少

な
か
れ
こ
ん
な
調
子
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

昭
和
十
六
年
二
九
四
一
)
太
平
洋
戦
争
が
起
き

る
｡
案
内
人
達
も
若
い
人
達
は
戦
場
へ
､
老
人
は
素

に
閉
じ
込
も
る
よ
う
に
在
る
｡
も
ち
ろ
ん
山
へ
行
/
､

人
間
な
ど
ほ
と
ん
ど
い
を
い
｡
大
町
登
山
口
の
拠
点

｢
対
山
館
｣
も
慎
太
郎
氏
の
努
力
の
か
い
も
な
-
､

つ
い
に
店
閉
ま
い
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
｡

再
び
登
山
者
が
ぼ
つ
ぼ
つ
入
山
し
は
じ
め
る
の
は

昭
和
二
十
三
､
四
年
頃
か
ら
で
あ
る
｡
桜
井
氏
は
､

弟
親
次
氏
と
平
林
氏
の
三
人
で
再
び
案
内
を
は
じ
め

達
に
狩
猟
を
教
え
た
の
は
､
伴
五
郎
氏
を

は
じ
め
､
品
右
街
門
の
子
息
-
兵
三
郎
､

富
士
弥
-
の
諸
氏
や
遠
山
林
平
氏
を
ど
で

あ
っ
た
｡
桜
井
氏
は
狩
猟
も
し
た
が
､
ま

た
大
の
動
物
好
き
で
も
あ
っ
た
｡
家
で
は
'

犬
､
ネ
コ
を
は
じ
め
ヤ
ギ
､
ニ
ワ
ト
リ
､

キ
ジ
へ
　
サ
ル
な
ど
あ
ら
ゆ
る
動
物
を
飼
っ

て
い
た
｡
余
談
に
在
る
が
'
当
博
物
館
の

カ
モ
シ
カ
の
何
頭
か
は
､
桜
井
氏
の
ヤ
ギ

乳
に
よ
っ
て
保
育
さ
れ
た
｡

昭
和
時
代
も
恐
慌
か
ら
大
陸
侵
略
の
時

代
へ
と
向
っ
て
ゆ
-
｡
目
地
に
戦
争
は
ド

ロ
沼
化
し
､
大
正
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
､
し

だ
い
に
色
あ
せ
て
ゆ
-
｡
登
山
者
に
対
す

る
チ
ェ
ッ
ク
も
さ
び
し
く
な
っ
て
ゆ
く
｡

ち
ょ
う
ど
そ
ん
な
昭
和
十
年
(
一
九
三
五

)
頃
桜
井
氏
は
ド
イ
ツ
､
バ
イ
エ
ル
ン
杜

の
技
師
夫
妻
を
案
内
し
て
大
町
-
黒
部
-

富
山
-
糸
魚
川
-
軽
井
沢
と
巡
っ
て
い
る
｡

｢二
､

三
､

四
､

五
ヽ

六
.

遵

　

守

　

守

　

亨

就
業
中
ハ
必
ス
_
心
ノ
諦
ヲ
撚
部
ス
へ
シ

亡
失
父
ハ
毀
揮
i
タ
ル
ト
キ
…
再
交
付

ヲ
願
出
少
へ
シ

聾
察
盲
愛
又
ハ
案
内
依
頼
討
ノ
求
メ
ア

リ
タ
ル
ト
キ
'
.
宅
ヲ
呈
ボ
ス
へ
シ

批
ノ
諮
ハ
之
三
g
人
-
-
貸
輿
メ
へ
カ
ラ

メ海
事
.
当
祝
し
f
i
'
-
霊
痔
R
h
 
L
も
一
7
年

宿
屋
`
料
理
店
'
飲
食
店
　
休
泊
励
営

業
番
共
ノ
他
ノ
者
-
結
託
シ
宿
泊
遊
興

若
ハ
物
品
ノ
職
員
ノ
勧
誘
ヲ
鈴
サ
サ
ル

ゴ

し

｢

案
内
依
頼
者
一
一
封
シ
一
ブ
少
憩
切
一
一
接
遇

メ

ル

コ

ト

慮
柴
`
就
業
停
止
若
ク
ハ
託
可
ヲ
取
消

サ
レ
ク
ル
時
ハ
五
日
以
内
o
許
可
証
ヲ

返
納
メ
ヘ
シ

た
｡
ま
だ
ま
だ
が
ん
ば
れ
た
｡
百
瀬
氏
は
桜
井
氏
を

評
価
し
て
　
｢
若
手
で
優
秀
な
桜
井
一
夫
､
同
親
次
の

兄
弟
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
昭
和
三
十
年

代
へ
入
る
と
登
山
道
は
整
備
さ
れ
､
小
屋
は
近
代
化

さ
れ
､
更
に
装
備
も
充
実
し
て
-
る
｡
多
数
の
登
山

者
が
案
内
人
を
し
で
入
山
す
る
｡
す
で
に
案
内
人
は

玄
人
好
み
と
な
っ
て
い
た
｡
少
数
の
若
い
人
の
み
が

近
代
的
ガ
イ
ド
へ
と
変
身
し
て
い
た
｡

六
､
白
馬
ロ
の
案
内
人

白
馬
口
の
案
内
人
は
､
明
治
三
十
年
頃
白
馬
尻
付

近
で
は
じ
ま
っ
た
白
馬
鉱
山
に
よ
っ
て
生
れ
た
｡

こ
こ
の
鉱
山
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
人
夫
達
が

頼
ま
れ
て
案
内
を
は
じ
め
た
の
が
最
初
ら
し
い
｡
有

名
な
案
内
人
に
は
'
吉
十
､
寡
吉
､
広
太
郎
な
ど
の

諸
氏
の
名
が
み
え
る
｡
百
瀬
氏
に
よ
れ
ば
､
こ
こ
の

案
内
人
は
高
山
植
物
に
-
わ
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

明
治
時
代
に
こ
の
山
を
舞
台
に
活
躍
し
た
植
物
学
者

河
野
令
蔵
氏
や
武
田
吉
久
氏
の
影
響
に
よ
る
も
の
た

ろ
う
｡

後
に
は
､
百
瀬
氏
自
身
も
市
三
郎
と
い
う
当
時
十

九
歳
の
少
年
を
案
内
と
し
て
登
っ
た
こ
と
が
記
録
に

見
え
て
い
る
｡

白
馬
H
の
案
内
人
組
合
は
'
そ
の
後
も
発
展
し
､

現
在
で
は
全
国
一
の
人
員
二
七
二
名
)
を
擬
し
て

活

躍

し

て

い

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

-

完

-

(
山
博
学
芸
員
補
)

ご
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

○
日
本
風
景
諭
　
(
第
日
版
)
大
町
市
神
栄
町
　
浅

井
正
弘
氏
寄
贈
｡

著
者
志
賀
重
昂
氏
が
当
地
を
訪
れ
た
時
の
寄
贈
本
で
､

直
筆
サ
イ
ン
人
の
も
の
｡
第
日
版
は
明
治
3
3
年
発
刊

で
あ
っ
て
､
こ
の
本
よ
り
､
日
本
の
登
山
は
は
じ
ま

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
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