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採取したシバチ(クロスズメパチ)の巣　　撮影　飯島八郎

ス
ガ
レ
追
い

ス
ガ
レ
､
デ
ス
ガ
レ
と
呼
ば
れ
る
グ
ロ
ス
ズ
メ
バ

チ
は
日
本
全
国
に
分
布
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る

が
､
そ
の
巣
を
と
っ
て
中
の
｢
蜂
の
子
｣
を
食
べ
る

習
慣
は
長
野
県
､
岐
阜
県
地
方
で
は
広
-
行
を
わ
れ

で
い
る
様
子
で
あ
る
｡
こ
れ
も
外
海
に
遠
い
山
国
の

生
活
の
智
恵
で
あ
ろ
う
｡

ス
ガ
レ
の
巣
を
探
す
の
に
は
､
工
サ
を
と
り
に
-

る
働
蜂
を
見
つ
け
ト
ン
ボ
や
カ
エ
ル
を
串
ぎ
し
に
し

た
も
の
を
そ
っ
と
蜂
の
前
に
差
し
出
し
､
こ
れ
に
と

り
つ
か
せ
る
｡
こ
の
内
を
一
回
と
ら
せ
て
や
る
と
蜂

は
数
分
で
再
び
戻
っ
て
く
る
｡
こ
の
蜂
に
今
度
は
真

綿
を
つ
け
た
エ
サ
を
与
え
る
｡
蜂
は
肉
を
日
に
し
っ

か
り
く
わ
え
る
と
脇
の
下
に
か
か
え
こ
み
､
後
足
を

数
回
よ
り
あ
わ
せ
る
と
飛
び
立
つ
｡
そ
の
後
を
追
っ

て
巣
を
見
つ
け
る
の
だ
が
'
立
木
や
雑
草
に
さ
え
ぎ

ら
れ
て
一
団
や
二
田
で
巣
を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し

い
｡
そ
ん
な
薯
の
子
供
の
頃
の
事
が
き
の
う
の
事
の

よ
う
に
思
い
出
さ
れ
る
｡

最
近
は
真
綿
を
つ
け
て
追
う
よ
う
な
事
は
ほ
と
ん

ど
や
ら
な
い
｡
蜂
が
巣
を
作
る
地
形
や
､
周
辺
の
カ

ラ
マ
ツ
の
木
に
蜂
が
集
ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見

る
｡
蜂
が
い
れ
ば
周
辺
の
田
畑
や
草
原
に
蜂
が
飛
ん

で
い
る
は
ず
だ
か
ら
へ
そ
の
状
態
を
観
察
し
て
巣
の

あ
る
方
向
へ
近
づ
き
巣
を
見
つ
け
る
｡

ス
ガ
レ
は
九
円
中
旬
に
在
る
と
女
王
段
が
で
き
る
｡

こ
の
頃
に
な
る
と
蜂
の
数
も
多
く
な
り
､
巣
門
を
出

る
時
に
土
を
く
お
え
て
藷
-
飛
び
立
つ
｡
そ
の
た
め

に
巣
も
見
つ
け
や
す
-
な
り
､
巣
も
大
き
-
六
-
七

段
は
あ
る
｡
"

そ
の
ス
ガ
レ
も
最
近
は
少
な
く
な
っ
た
よ
う
に
思

う
っ
　
と
り
か
た
が
激
し
い
た
め
を
の
か
､
あ
る
い
は

ホ
タ
ル
や
ィ
ナ
ゴ
が
減
っ
た
農
薬
の
関
係
も
あ
る
の

か
も
知
れ
な
い
《
)

私
の
仲
間
は
L
I
八
月
の
畦
の
草
刈
り
を
ど
で
見

つ
け
た
ス
ガ
レ
を
と
っ
て
き
て
木
箱
に
入
れ
て
飼
葉

に
し
て
'
巣
か
ら
出
入
り
す
る
蜂
を
朝
晩
眺
め
て
巣

の
大
き
く
な
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
｡
そ
し
て

来
る
年
も
近
-
に
た
-
さ
ん
の
巣
を
作
っ
て
-
れ
る

よ
う
十
一
月
に
女
王
蜂
を
飛
び
立
た
せ
て
や
る
｡
私

は
こ
れ
が
｢
ス
ガ
レ
追
い
｣
　
の
心
だ
と
思
う
｡

(
大
町
市
商
工
観
光
課
係
長
　
前
多
千
里
)
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西方より見たクポ山古墳(矢印)
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大町市の古培

鰭物悼ど山

長
野
県
大
町
市
の
珍
し
い
古
墳

-
方
墳
と
双
円
墳
に
見
る
古
代
の
環
境
-

は
じ
め
に

長
野
県
大
町
市
で
は
､
現
在
市
史
編
纂
の
事
業
が

進
め
ら
れ
て
い
て
､
各
分
野
の
資
料
が
収
集
さ
れ
つ

つ
あ
る
｡
こ
う
し
た
中
で
私
は
'
市
の
北
部
地
域
に

分
布
す
る
古
填
調
査
を
今
年
の
四
月
か
ら
行
っ
た
の

で
あ
る
が
､
そ
の
結
果
は
長
野
県
内
で
は
珍
し
い
方

墳
と
双
円
墳
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
､
こ

こ
に
中
間
的
な
意
味
で
述
べ
て
見
た
い
と
思
う
｡

一
､
古
墳
と
は

全
国
に
一
五
萬
墓
は
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る

古
墳
は
､
お
よ
そ
四
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
簗

原

　

田

　

　

　

拡

か
れ
た
墳
墓
の
こ
と
を
指
し
て
い
て
､
他
の
記
念
物

的
な
も
の
と
は
異
在
る
｡
そ
の
形
状
は
時
代
の
推
移

に
よ
っ
て
種
々
の
変
化
が
見
ら
れ
､
構
築
の
主
体
部

分
も
土
が
大
部
分
を
占
め
る
も
の
､
石
で
全
体
を
形

造
る
も
の
､
土
石
を
混
じ
た
も
の
な
ど
多
様
で
あ
る
｡

こ
こ
で
特
に
取
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
方
墳
と
双

円
墳
に
つ
い
て
､
そ
の
形
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と

い
え
ば
､
古
墳
の
形
を
士
か
ら
見
て
､
四
角
形
の
も

の
を
方
墳
へ
円
形
境
が
二
墓
接
し
て
い
る
も
の
を
双

円
墳
と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
､
大
町
市
に

は
こ
の
他
に
円
墳
と
い
わ
れ
る
も
の
が
相
当
存
在
し

て
い
る
が
､
全
国
的
に
見
て
も
こ
の
円
墳
が
全
体
の

大
部
分
を
占
め
て
お
り
'
更
に
古
く
各
地
方
に
勢
力

を
持
っ
た
豪
族
は
､
前
方
後
方
墳
と
か
前
方
後
円
墳

な
ど
の
巨
大
を
古
墳
を
築
い
て
い
た
が
､
途
中
で
円

墳
に
変
る
な
ど
し
て
い
る
の
を
見
る
と
､
先
づ
円
墳

を
築
い
た
人
達
は
地
方
に
あ
っ
て
は
有
力
な
氏
の
長

で
あ
っ
て
も
､
身
分
は
地
方
の
一
般
的
な
人
達
で
あ

っ
た
も
の
と
思
お
れ
る
の
で
あ
る
｡

古
代
の
身
分
制
度
は
そ
の
時
代
毎
に
種
々
変
り
つ

つ
あ
っ
た
の
が
実
状
で
あ
る
が
､
中
央
に
お
け
る
有

力
を
豪
族
と
､
地
方
の
豪
族
と
は
や
は
り
一
線
を
引

か
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
ら
し
く
､
古
墳
の
形
に
も

そ
れ
が
規
制
さ
れ
て
現
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

二
､
柏
崩
北
古
墳
群

大
町
市
の
北
端
に
仁
科
三
湖
と
呼
ば
れ
る
三
箇
所

の
湖
が
あ
る
｡
こ
の
南
端
の
木
崎
湖
か
ら
流
れ
出
る

農
具
川
は
'
商
流
し
な
が
ら
両
岸
に
沿
う
水
田
を
潤

し
て
､
大
町
地
方
と
し
て
は
重
要
な
水
系
の
一
つ
と

し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
｡
私
の
調
査
は
こ
の
農
具
川

に
よ
る
古
い
と
見
ら
れ
る
水
田
地
帯
を
対
象
と
し
て
､

ど
の
程
度
の
古
墳
が
あ
る
の
か
と
い
う
一
般
的
な
分

布
調
査
で
あ
り
､
発
掘
な
ど
に
つ
い
て
は
考
慮
さ
れ

な
い
計
画
で
あ
っ
た
｡
古
墳
は
木
崎
湖
周
辺
と
農
具

川
の
左
岸
に
近
い
中
山
山
地
の
外
縁
部
分
に
多
く
'

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
円
墳
で
あ
る
が
'
小
型
の
も
の
が

多
-
､
特
別
巨
大
を
古
墳
は
見
当
ら
な
か
っ
た
｡

従
来
こ
の
地
方
を
訪
れ
た
字
音
と
研
究
者
は
､
大

町
地
方
に
は
古
い
古
墳
は
な
い
の
で
は
な
い
が
と
の

説
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
､
こ
れ
を
取
上
げ
る
と
い

う
こ
と
は
な
く
､
研
究
の
対
象
と
す
る
だ
け
の
も
の

は
ど
う
も
老
い
と
い
う
位
に
考
え
ら
れ
て
来
た
盛
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
今
回
そ
う
し
た
中
で
､
大
町
市

大
町
三
円
町
柏
崩
と
い
う
所
で
'
三
基
の
方
墳
を
確

認
す
る
こ
と
が
出
来
て
'
こ
の
地
方
に
お
い
で
の
古

代
史
が
更
に
重
要
性
を
増
し
て
来
た
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
三
塾
は
何
れ
も
上
境
で
あ
り
､
山
頂
の
二
号

境
か
ら
山
麓
の
三
号
填
ま
で
､
順
次
下
へ
築
か
れ
て

来
た
こ
と
が
た
ど
れ
る
も
の
で
､
恐
ら
く
家
系
を
同

じ
く
す
る
人
達
の
三
代
に
わ
た
る
墳
墓
と
見
て
よ
い

の
で
は
を
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
こ
で
重
要
を
の
は
方
墳
と
い
う
形
に
つ
い
て
で

あ
っ
て
'
こ
の
方
墳
は
長
野
県
内
で
は
非
常
に
少
な

い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
と
思
う
｡

方
墳
を
全
国
的
に
見
る
と
､
九
州
と
四
国
に
少
な

く
'
古
代
の
出
雲
で
あ
る
島
根
県
地
方
に
古
-
か
ら

る
と
い
わ
れ
る
｡
又
､
関
東
地
方
に
も
こ
の
墳
形
が

採
用
さ
れ
て
相
当
大
型
の
方
墳
が
各
地
に
兄
ら
れ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
が
'
関
東
の
話
棄
族
は
大
和
朝
廷

か
ら
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は

を
い
だ
ろ
う
か
｡

古
墳
け
一
つ
の
墳
墓
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
古
墳
は

誰
々
某
の
も
の
と
特
定
出
来
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
､

ほ
と
ん
ど
の
古
墳
は
そ
れ
が
出
来
を
い
実
状
で
あ
る
｡

従
っ
て
周
辺
の
環
境
や
そ
れ
ぞ
れ
の
古
墳
に
ま
つ
わ

る
伝
承
と
､
考
古
羊
的
な
調
査
か
ら
見
て
､
古
墳
の

主
を
推
定
す
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
｡
例
え
は
､

奈
良
県
桜
井
市
の
阿
部
山
古
墳
群
は
'
近
く
の
豪
族

阿
部
氏
の
築
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
､
こ
の
中
に
方

墳
の
谷
首
古
墳
と
用
墓
古
墳
が
あ
り
､
同
県
の
平
群

谷
に
は
西
宮
古
墳
な
る
方
墳
が
あ
り
平
群
(
へ
ぐ
り
)

氏
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
更
に
飛
鳥
地
方
に
は
､

郡
塚
古
墳
､
石
舞
台
古
墳
､
越
岩
屋
古
墳
､
平
田
岩

屋
古
墳
な
ど
の
方
墳
が
あ
っ
て
､
こ
の
中
で
石
舞
台

古
墳
は
蘇
我
馬
子
の
墓
で
あ
り
'
越
岩
屋
古
墳
は
斉

明
瞭
で
あ
る
と
い
う
説
が
そ
れ
ぞ
れ
有
力
で
あ
る
｡

一
方
大
阪
府
の
稿
河
内
郡
大
手
町
磯
長
谷
に
は
､
｢
記

｣
｢
紀
｣
な
ど
に
記
さ
れ
る
所
に
よ
る
と
､
天
皇
･
皇

族
の
陵
墓
が
集
ま
る
と
さ
れ
､
こ
の
磯
長
谷
古
墳
辞
の

中
で
は
周
明
陵
か
ら
天
智
陵
ま
で
が
方
墳
で
あ
っ
た

多
い
と
い

わ
れ
､
続

い
て
京
都

や
大
阪
の

地
域
に
相

当
見
ら
れ
､

奈
良
県
に

お
い
て
は

桜
井
市
附

近
と
西
北

の
平
群
谷

や
飛
鳥
地

方
に
相
当

を
敦
の
方

墳
が
確
認

さ
れ
て
い
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舵物情ど

と
の
説
が
あ
り
､
重
要
な
参
考
事
項
と
し
て
考
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
｡
以
上
の
奈
良
県
を
中
心
と
し
た

地
方
や
関
東
地
方
の
方
墳
は
'
古
墳
と
し
て
は
後
期

の
年
代
の
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
と
さ
れ
て
い
る

が
'
そ
の
実
年
代
は
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て

と
見
ら
れ
で
あ
り
､
内
部
構
造
も
桟
穴
式
石
室
を
設

け
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
い
う
｡

そ
こ
で
長
野
県
の
方
墳
で
あ
る
が
､
方
形
で
石
を

積
み
上
げ
で
の
積
石
塚
と
い
お
れ
る
も
の
が
､
松
本

市
か
ら
東
筑
摩
郡
北
部
地
域
に
見
ら
れ
､
か
ね
て
か

ら
こ
れ
ら
の
古
墳
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
来
た
い
き

さ
つ
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
古
い
記
録
を
ど
か
ら
推
察

し
て
､
古
代
の
朝
鮮
半
島
北
部
地
方
に
あ
っ
た
高
句

髄
の
国
か
ら
の
渡
来
人
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
の
で
は

を
い
か
と
い
わ
れ
'
こ
の
説
が
有
力
で
あ
る
が
'
そ

れ
ら
が
全
部
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
は
断
定
出
来
な

い
現
状
で
あ
る
｡

そ
こ
で
大
町
市
で
発
見
さ
れ
た
よ
う
な
土
盛
り
の

方
墳
は
､
南
信
地
方
に
は
不
明
で
あ
り
､
松
本
市
附

道
に
も
兄
半
ら
を
い
よ
う
で
､
長
野
市
と
上
高
井
郡

小
布
施
町
で
そ
れ
ぞ
れ
一
基
又
は
二
墓
が
発
見
さ
れ

て
い
る
と
い
わ
れ
る
所
で
あ
る
｡
こ
の
両
地
域
は
そ

れ
ら
の
方
墳
の
近
-
に
大
き
な
古
墳
群
が
形
造
ら
れ

て
お
り
､
そ
う
し
た
古
墳
と
の
関
係
が
充
分
考
え
ら

れ
る
所
で
あ
る
｡
そ
れ
は
長
野
市
の
場
合
は
市
内
松

代
町
の
大
書
地
籍
で
あ
っ
て
､
約
五
〇
〇
幕
に
及
ぶ

円
墳
を
主
体
と
し
た
古
墳
群
で
あ
る
と
い
わ
れ
へ
積

石
塚
が
多
い
と
注
目
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
積
石
塚
は

小
布
施
町
で
も
大
町
市
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
お

り
､
数
の
士
で
は
相
当
の
差
が
あ
る
も
の
の
､
何
等

か
の
連
絡
と
広
い
意
味
で
の
政
治
的
文
化
的
な
同
一

圏
内
で
お
き
た
現
象
と
見
ら
れ
る
の
で
は
を
い
だ
ろ

う
か
｡

こ
こ
で
大
町
市
の
場
合
に
つ
い
て
見
る
と
､
柏
崩

古
墳
の
あ
る
西
方
言
晴
は
､
古
来
よ
り
借
馬
田
圃
と

い
わ
れ
､
市
内
で
も
有
数
の
ま
と
ま
っ
た
水
田
地
帯

を
形
造
り
､
前
述
の
農
具
川
に
よ
る
温
水
で
多
収
す

る
こ
と
の
出
来
る
所
で
あ
る
｡
こ
こ
は
先
年
か
ら
圃

場
整
備
事
業
の
対
象
と
な
り
､
そ
れ
の
事
前
調
査
で

五
世
紀
末
以
降
の
竪
穴
式
住
居
址
が
六
〇
戸
以
上
と

堀
立
柱
の
み
の
建
物
址
三
〇
棟
や
'
多
-
の
土
器
(

土
師
器
･
須
恵
器
･
黒
色
土
器
)
類
と
鉄
製
品
他
が

検
出
さ
れ
て
お
り
､
そ
れ
も
調
充
は
ご
-
限
定
さ
れ

た
所
で
以
上
の
出
土
を
見
る
と
い
う
所
で
あ
る
｡
こ

う
し
た
古
い
村
落
を
見
下
す
位
置
に
三
墓
が
次
々
と

築
か
れ
た
状
況
は
､
当
時
の
政
治
的
な
面
を
表
現
し

て
い
る
も
の
と
見
て
よ
く
､
他
の
古
墳
が
円
墳
で
集

団
を
な
し
て
約
六
〇
〇
日
南
に
存
在
す
る
の
を
見
て

も
'
特
別
な
権
威
を
持
っ
た
素
系
の
人
達
が
こ
れ
ら

の
方
墳
を
築
き
'
こ
の
肥
沃
を
水
田
地
帯
を
泊
め
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
柏
湖
北
一
方
墳
は
こ
の

中
で
も
古
い
形
を
持
つ
も
の
と
思
う
が
､
そ
れ
は
二

段
集
成
で
墳
頑
と
墳
丘
斜
面
に
茸
石
が
一
面
に
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
茸
石
は
古
い
古
墳
に
は
全
面
に

施
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
さ
れ
で
あ
り
､
長
野

県
で
も
松
本
巾
の
弘
法
画
古
墳
(
四
世
紀
末
)
や
､

更
植
苗
の
森
将
軍
塚
な
ど
が
蛍
石
の
あ
る
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
る
｡
柏
湖
北
言
方
墳
が
六
世
紀
も
相
当
早

い
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
点
に
お
い
て
､
こ
の
時

代
に
大
町
地
方
は
大
和
朝
廷
と
の
関
係
が
生
じ
'
そ

れ
は
国
造
へ
く
に
の
み
や
っ
こ
)
と
い
う
信
濃
の
上

薬
と
は
あ
る
程
度
身
分
的
に
異
な
り
直
接
に
連
絡
の

と
れ
る
立
場
の
人
が
こ
の
地
方
を
泊
め
た
の
で
は
な

い
が
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
こ

れ
以
上
の
究
明
は
出
来
な
い
が
､
回
れ
古
墳
の
細
部

的
な
調
査
を
通
じ
て
相
当
な
両
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
出
来
る
と
思
う
｡

三
､
ク
ポ
山
古
墳

続
い
て
県
内
で
は
未
発
見
の
双
円
墳
の
ク
ボ
山
古

墳
に
つ
い
て
述
べ
て
兄
た
い
と
思
う
｡

こ
の
古
墳
は
'
木
崎
湖
東
方
の
ク
ボ
中
川
頂
に
あ

り
､
円
墳
二
椋
を
重
ね
合
せ
て
築
い
た
珍
し
い
形
の

古
墳
で
あ
る
｡

全
国
で
も
こ
う
し
た
形
の
古
墳
は
L
基
を
数
え
る

に
正
ま
り
貴
重
で
あ
る
｡

私
が
こ
の
ク
ポ
両
古
墳
を
重
要
視
す
る
の
は
､
形

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
全
国
に
散
在
す
る
双
円
墳
が

古
代
交
通
の
重
要
地
点
と
見
ら
れ
る
所
に
あ
る
こ
と

で
､
こ
れ
ら
は
何
ら
か
の
目
的
が
あ
っ
て
ほ
ぼ
同
時

代
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
に
築
か
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る

も
の
で
､
そ
の
意
と
す
る
所
は
何
で
あ
っ
た
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
｡

ク
ボ
山
古
墳
は
や
は
り
土
盛
り
で
築
か
れ
'
平
面

上
は
二
霧
の
円
墳
が
連
接
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見

え

る

｡

し

か

し

よ

く

見

る

と

､

ク

ボ

両

の

頂

上

が

く

の
字
形
に
曲
る
の
に
対
し
て
､
古
墳
の
長
軸
を
南
北

に
と
り
'
西
方
を
正
面
と
し
て
二
幕
が
並
ら
ぶ
形
と

在
り
､
そ
の
南
端
は
峰
よ
り
も
相
当
に
出
て
い
る
の

で
あ
る
｡
つ
ま
り
南
北
ど
ち
ら
も
大
き
さ
を
同
じ
-

し
た
円
墳
を
､
中
央
へ
重
ね
た
形
と
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
古
墳
は
全
長
三
二
･
五
日
､
栗
岡
は
ど
ち
ら

も
二
〇
日
､
轟
き
は
二
∴
ハ
日
を
測
る
も
の
で
､
大

町
地
方
の
古
墳
と
し
て
は
最
大
で
は
な
い
か
と
見
ら

れ
る
｡そ

こ
で
ク
ボ
画
古
墳
の
あ
る
大
町
南
平
の
木
崎
は
､

北
ア
ル
プ
ス
の
一
支
脈
で
あ
る
仁
科
山
脈
の
南
端
と
､

東
に
広
が
る
新
し
い
地
層
の
中
川
画
地
が
両
側
か
ら

迫
っ
て
'
そ
こ
に
地
殻
変
動
で
生
れ
た
木
崎
湖
を
抱

え
､
白
黒
の
障
壁
を
眼
前
に
し
た
地
域
で
あ
る
.
こ

う
し
た
地
帯
は
､
現
在
で
は
埋
め
立
て
を
ど
に
よ
っ

て
地
形
も
変
り
'
道
路
や
鉄
道
を
ど
に
よ
っ
て
交
通

の
価
が
よ
く
な
っ
て
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
､
古
代
に

あ
っ
て
は
交
通
上
の
難
所
と
し
て
'
舟
な
ど
に
よ
る

渡
し
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
､
現
在
そ
う
し
た

伝
承
が
木
崎
湖
南
岸
に
の
こ
っ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
か
ら
見
て
､
或
は
ク
ボ
用
古
墳
の
主
も
､

木
崎
湖
の
舟
運
と
､
こ
の
地
域
一
帯
の
交
通
軍
事
の

山
繭
で
特
別
在
住
路
に
つ
い
て
い
た
黄
住
着
で
あ
っ

た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

前
に
述
べ
た
柏
崩
北
古
墳
辞
の
主
達
が
､
二
代
の

問
に
培
っ
た
勢
力
と
統
合
力
に
よ
っ
て
､
更
に
発
展

し
て
北
方
に
移
り
､
よ
り
広
い
意
味
で
の
危
地
の
支

配
を
高
め
よ
う
と
-
た
結
果
が
木
崎
潮
附
道
の
開
発

で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
そ
う
し
て
ク
ボ
中
古
域

の
築
造
と
い
う
形
に
現
れ
た
可
能
性
も
あ
り
､
こ
れ

ら
は
周
.
家
系
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
が
と
考
え
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
｡

(
大
町
正
史
縞
凍
調
査
委
員
)
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カラカサタケ(撮影　清沢由之)

アンズタケ(掘影　清沢由之)

鰭物情と山

珍
し
い
キ
ノ
コ

こ
れ
か
ら
秋
の
味
覚
と
さ
れ
て
い
る
､
キ
ノ
コ
シ

上
ス
ン
の
到
来
で
あ
る
が
､
県
下
は
日
本
全
土
の
う

ち
で
も
キ
ノ
コ
の
種
鰯
の
多
い
こ
と
で
既
に
周
知
さ

れ
て
い
る
｡
さ
て
､
こ
の
多
い
種
類
の
キ
ノ
コ
の
中

で
､
ど
の
キ
ノ
コ
が
食
用
で
､
ど
の
キ
ノ
コ
が
毒
性

が
あ
る
の
か
を
見
分
け
る
の
は
囚
雑
を
こ
と
で
あ
る
.

そ
こ
で
自
分
が
知
っ
て
い
る
キ
ノ
コ
は
探
る
が
､
判

明
し
が
た
い
か
疑
わ
し
い
キ
ノ
コ
は
探
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
｡
キ
ノ
コ
と
は
薗
鮪
で
あ
る
か
ら
秋
だ
け
で

な
-
四
季
を
通
じ
､
そ
の
時
朋
に
適
し
た
キ
ノ
コ
が

で
て
い
る
｡

春
雪
の
消
え
た
頃
､
ア
-
ガ
サ
ダ
ケ
'
ナ
ラ
タ
ケ
､

ヒ
メ
キ
ク
ラ
ゲ
等
正
業
等
を
探
り
に
中
林
に
入
る
と

思
お
ぬ
副
産
物
に
出
違
う
､
わ
ら
び
探
り
に
行
き
と

メ
キ
ク
ラ
ゲ
を
沢
山
採
れ
た
と
き
は
思
わ
ず
微
笑
が

て
る
｡
こ
の
キ
ノ
コ
は
主
に
槍
の
本
の
枯
木
に
群
生

す
る
｡
遠
-
か
ら
見
て
も
枯
木
が
太
っ
た
感
じ
で
見

え
'
採
集
は
雨
上
り
の
日
が
採
り
易
い
､
生
の
ま
ま

三
杯
酢
で
食
べ
る
と
お
い
し
い
キ
ノ
コ
｡
ま
た
訳
出

と
れ
た
と
き
は
甘
辛
に
煮
つ
け
て
加
工
す
る
も
よ
い
｡
-

七

用

に

入

る

と

､

ヤ

マ

ド

リ

ダ

ケ

､

ア

カ

シ

コ

ウ

､

ア
ミ
タ
ケ
'
ア
ン
､
ス
ダ
ケ
と
種
々
の
キ
ノ
コ
が
で
て

い

る

が

'

ア

ン

ス

ダ

ケ

は

､

ほ

の

か

を

ア

ン

ス

の

香

り
を
た
だ
よ
あ
せ
た
夏
の
キ
ノ
コ
と
し
て
は
､
し
っ

か
り
し
た
キ
ノ
コ
で
傑
林
に
多
-
で
る
｡
味
的
汁
の

実
に
す
る
と
噛
ご
た
え
も
あ
り
､
ち
ょ
っ
と
脂
肪
性

の
感
じ
の
あ
る
キ
ノ
コ
で
あ
る
｡
私
が
｢
キ
ノ
コ
採

り
｣
(
仮
称
)
と
い
わ
れ
好
き
に
な
っ
た
の
も
､
こ
の

キ
ノ
コ
が
病
み
付
と
な
る
｡

子
供
の
頃
､
甲
虫
を
探
り
に
行
き
ア
ン
､
ス
ダ
ケ
を

沢

山

採

っ

た

の

に

始

ま

り

､

ハ

ッ

タ

ケ

､

ヌ

メ

リ

-

グ

チ

　

(

林

の

中

)

､

マ

ツ

タ

ケ

､

シ

メ

ジ

､

コ

ウ

タ

ケ

等
(
奥
山
)
と
三
十
有
余
年
親
し
ん
で
い
る
､
キ
ノ
コ

は
そ
の
年
の
気
候
等
と
関
連
は
充
分
あ
り
､
今
迄
の

牛

　

越

　

和

　

人

私
の
感
じ
で
は
､
夏
子
去
〓
風
が
通
過
す
る
年
は
良
ノ
､

キ
ノ
コ
が
で
て
い
る
っ
台
風
が
上
陸
す
る
年
は
､
温

疫
と
湿
度
が
キ
ノ
コ
に
適
し
､
な
お
温
度
も
キ
ノ
T
･

に
は
車
均
十
八
度
～
二
十
度
位
が
良
い
と
さ
れ
て
い

る
｡
そ
の
よ
う
な
年
は
'
中
に
入
る
と
護
種
類
も
の

キ
ノ
コ
が
多
,
､
で
て
､
こ
れ
が
全
部
食
用
で
ま
の
れ
は

し
忠
う
っ
図
鑑
及
び
諸
先
輩
の
指
導
助
言
も
十
の
っ
て

韻
を
党
え
る
よ
う
に
な
っ
た
が
､
女
人
と
去
っ
て

も
数
多
い
キ
ノ
コ
で
図
鑑
等
に
は
な
い
キ
ノ
コ
も
あ

ら

/

　

あ

る

日

､

マ

ツ

ダ

ケ

も

あ

ま

り

し

し

か

ず

､

川

合

い
を
下
降
し
て
,
､
る
と
､
目
前
に
ボ
タ
ン
が
咲
い
て

い
る
よ
う
に
切
練
の
上
に
淡
黄
色
の
キ
ノ
コ
が
あ
っ

た
､
ハ
ナ
ビ
ラ
グ
ケ
で
あ
る
　
図
鑑
等
で
見
て
は
い

た
が
'
実
物
は
始
め
て
で
あ
り
､
し
は
ら
ノ
＼
眺
め
な

が
ら
手
に
か
け
た
っ
全
休
で
上
れ
糎
位
の
丸
型
で
や

や
硬
質
の
感
じ
が
あ
り
花
台
を
重
ね
立
て
た
よ
う
な

キ
ノ
コ
で
強
/
､
拙
ん
'
t
J
揚
合
は
崩
れ
や
す
い
.
i
:
T
真

を
写
す
段
に
在
っ
て
､
シ
ポ
リ
を
見
な
か
ら
写
し
た

が
出
来
上
っ
た
写
真
は
'
ピ
ン
ポ
ケ
た
っ
た
　
(
ヒ
ン

ト
を
合
十
の
を
忘
れ
た
か
ら
)

用
後
､
写
真
を
撮
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
が
､
今

だ
に
逢
わ
な
い
っ
図
鑑
等
に
よ
る
と
､
針
葉
樹
の
柏

木
又
根
本
と
な
っ
て
い
る
､
)
私
が
採
っ
た
の
は
､
栂

の
切
椋
で
あ
っ
た
｡

食
用
キ
ノ
コ
の
な
か
に
は
､
味
の
あ
る
も
の
と
淡

白
を
も
の
と
あ
る
か
､
.
版
に
は
脂
肪
性
を
感
じ
る

･
ン
メ
､
ン
類
等
が
う
ま
い
､
)
　
こ
の
地
方
で
は
､
キ
ノ
コ

を

夫

別

し

て

本

物

〔

マ

ツ

ダ

ケ

､

･

ン

メ

､

ン

､

コ

ウ

タ

ケ

一

カ

ワ

タ

ケ

)

､

グ

ロ

カ

ワ

(

ト

ノ

コ

'

ロ

リ

シ

ン

1
､
､
/
コ
テ
)
　
等
〕
､
他
は
雑
キ
ノ
コ
と
去
っ
て
い
る

が
､
ど
の
キ
ノ
コ
も
､
そ
の
噛
種
で
あ
る
川
上
､
本

物
に
違
い
は
な
い
っ
　
マ
ツ
ダ
ケ
､
､
ン
メ
ゾ
は
譜
か
ら

キ
ノ
コ
の
王
様
と
も
去
わ
れ
､
親
し
ま
れ
て
い
て
､

一
上
本
か
ら
囲
十
本
ぐ
ら
い
芝
又
は
上
を
持
ち
あ
げ

て
い
る
の
を
発
見
し
た
晴
は
'
こ
ね
ど
り
す
る
気
荷

に
な
る
∴
ン
メ
､
ン
が
筋
備
に
で
-
で
く
で
て
い
る
所

に
逢
う
と
､
た
れ
か
に
見
ら
れ
て
い
を
い
か
と
周
囲

を
見
な
が
,
i
-
･
･
･
採
る
こ
と
に
､
や
や
あ
わ
て
る
も
の

で
あ
る
こ
　
そ
の
よ
う
毒
気
桂
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
本

物
と
か
云
お
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡

こ
れ
･
か
ら
キ
ノ
コ
は
限
ら
れ
た
人
の
手
車
に
し
か
入

ら
な
い
が
'
野
中
に
は
種
々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
味
わ
い

の
あ
る
キ
ノ
コ
が
,
訳
出
あ
る
の
で
あ
る
｡

奥
向
の
や
や
低
い
雑
木
林
の
中
で
カ
ラ
カ
サ
ダ
ケ

を

見

つ

け

る

｡

こ

の

キ

ノ

コ

は

高

さ

二

上

棟

､

傘

の

葎
上
糎
､
軸
は
鉛
華
の
太
さ
､
色
は
茶
か
っ
色
､
傘

の
表
面
に
白
の
ま
だ
ら
が
あ
り
.
兄
し
て
､
異
様
を

キ
ノ
コ
で
あ
る
/
　
こ
の
キ
ノ
コ
の
独
特
を
こ
と
は
'

傘
を
強
く
握
る
と
壊
れ
る
こ
と
な
く
.
抽
み
に
な
る
'

二
キ
リ
タ
ケ
と
称
す
る
所
出
で
あ
る
∩
-
焼
い
て
大
根

お
ち
し
て
食
べ
る
と
籍
に
味
の
あ
る
キ
ノ
コ
で
あ
る
｡

伸
し
､
点
在
で
数
多
-
は
な
い
が
ー
秋
に
十
本
や
二

十
本
は
採
れ
る
へ
　
西
中
地
位
の
中
の
一
部
で
あ
る
が
'

カ
ラ
ス
タ
ケ
の
で
る
両
が
あ
る
(
　
地
表
に
黒
紺
色
の

団

子

状

に

見

え

る

キ

ノ

コ

で

あ

り

､

様

は

一

つ

'

そ

こ
か
ら
行
分
岐
し
た
い
わ
ゆ
る
キ
ノ
コ
が
乱
立
し
て

い
る
状
態
で
経
は
`
十
I
I
上
五
糎
ぐ
ら
い
｡
こ
の
キ

ノ
コ
の
触
り
は
他
に
な
い
の
で
.
日
で
よ
く
わ
か
る
｡

匂
い
は
や
や
毒
草
に
似
た
匂
い
を
持
っ
て
い
て
､
湯

て
る
と
黒
い
汁
が
で
る
が
味
は
一
風
変
っ
て
い
る
が
､

ま
す
い
キ
ノ
コ
で
は
な
い
ー
)
南
小
谷
の
事
務
所
に
い

た
と
き
の
話
し
に
な
る
が
､
ヤ
マ
フ
シ
ダ
ケ
を
見
つ

け
る
ー
ー
立
木
に
五
ケ
位
､
.
ケ
の
大
き
さ
は
､
二
十

楯
ぐ
ら
い
　
(
他
は
五
-
上
糎
)
　
の
全
体
が
丸
型
を
し

て
い
で
､
下
側
に
針
状
の
ふ
さ
を
た
ら
し
た
よ
う
な

キ
ノ
コ
で
.
兄
'
L
L
軸
を
思
い
だ
さ
せ
る
美
し
い

キ
ノ
コ
で
壊
し
が
た
い
型
に
育
っ
て
い
る
｡
限
界
が

-
る
と
先
の
方
か
ら
茶
褐
色
に
変
色
す
る
｡
負
す
る

と
蒔
ご
た
え
が
あ
り
普
通
の
キ
ノ
コ
翔
と
味
は
変
ら

な
い
｡
い
う
な
れ
げ
見
る
キ
ノ
コ
の
紙
か
も
知
れ
な

.
i
C
l

さ
て
､
前
述
の
よ
う
に
雑
キ
ノ
コ
と
称
す
る
キ
ノ

コ
に
味
が
あ
る
と
託
し
た
が
､
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ノ
コ

に
触
特
の
持
味
が
あ
り
､
文
科
理
の
方
法
に
よ
り
､

味
が
異
な
る
｡
一
般
に
は
焼
い
て
食
べ
る
の
が
一
番

よ
い
の
で
は
を
い
か
と
思
う
｡

最
後
に
冒
頭
に
申
し
あ
げ
た
よ
う
に
キ
ノ
コ
を
知

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
｡
例
え
は
｢
キ
ノ
コ
は
な
す

と
煮
る
と
ア
ク
は
ア
ク
を
持
っ
て
刺
す
｣
と
の
云
い

伝
え
が
あ
る
が
､
毒
キ
ノ
コ
は
ア
ク
で
は
な
い
｡
秋

味
は
秋
味
が
合
う
と
い
う
意
味
か
と
思
う
の
で
く
れ

ぐ
れ
も
留
意
し
､
秋
味
の
散
策
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

き
た
い
も
の
で
あ
る
｡

(
北
女
装
地
方
事
務
所
厚
生
課
福
祉
係
長
)
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号
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九
八
　
年
　
九
月
二
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日
登
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∩

‥
発
行
所
　
　
　
長
野
県
大
町
吊
T
E
L
J
a
,
0
-
'
'

大

　

町

　

山
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博
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館

長
野
県
大
町
両
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町

夫

糸

　

タ
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ム

　

ス

　

印

刷

　

部

‥
二
〇
〇
日
　
(
送
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共
)
　
(
助
-
不
可
)

郵
便
脹
韓
日
塵
冶
[
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