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紅
葉
と
黄
葉

深
秋
は
紅
葉
(
こ
う
よ
う
)
　
の
美
し
い
季
節
で
あ

る
｡
そ
れ
は
昼
は
暖
か
く
'
夜
は
冷
え
､
更
に
空
気

が
澄
み
切
っ
て
紫
外
線
が
豊
富
に
受
け
ら
れ
'
加
え

て
水
分
の
吸
収
が
減
っ
て
-
る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た

大
気
が
適
度
の
湿
気
を
含
ん
で
い
て
葉
が
乾
燥
し
な

い
こ
と
も
あ
ず
か
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
紅
葉
の
美
観

は
渓
流
沿
い
に
過
ぎ
る
所
は
奪
い
｡

こ
れ
ら
の
諸
条
件
が
揃
う
と
薬
の
細
胞
内
の
葉
緑

体
は
だ
ん
だ
ん
に
崩
れ
､
細
胞
液
に
は
花
音
素
と
い

う
色
素
が
出
現
し
､
次
第
に
紅
色
を
増
し
て
い
く
｡

こ
の
よ
う
な
現
象
は
生
活
細
胞
の
化
掌
的
変
化
で
あ

る
か
ら
､
乾
い
て
枯
れ
か
か
っ
た
葉
で
は
逆
ら
を
い
.

だ
か
ら
霜
の
早
い
年
は
美
し
く
紅
葉
し
な
い
｡

紅
葉
は
カ
エ
デ
類
･
二
シ
キ
ギ
､
ヌ
ル
デ
と
い
っ

た
よ
う
な
樹
木
ば
か
り
で
は
を
-
､
ツ
タ
や
ヤ
マ
ブ

ド
ウ
な
ど
の
瑳
植
物
で
も
見
ら
れ
る
｡

し
か
し
､
な
ん
と
い
っ
て
も
カ
エ
デ
頼
　
(
モ
ミ
ジ

類
)
が
そ
の
筆
頭
で
'
紅
紫
と
い
う
字
を
モ
ミ
､
ン
と

読
ま
せ
る
程
で
あ
る
｡

次
に
-
チ
ョ
ウ
を
ど
に
見
る
よ
う
を
黄
葉
(
こ
う

よ
う
)
が
あ
る
｡
こ
れ
は
秋
と
も
な
れ
ば
､
楽
の
細

胞
内
の
葉
緑
体
が
崩
れ
､
そ
れ
に
存
在
し
て
い
た
業

黄
葉
が
表
面
に
浮
か
び
出
て
く
る
こ
と
に
起
因
す
る
｡

こ
の
現
象
は
カ
エ
デ
鯛
の
載
積
の
も
の
に
も
起
る
｡

黄
葉
の
字
も
モ
ミ
ジ
と
読
む
｡

カ
エ
デ
の
諸
原
は
カ
エ
ル
デ
で
､
そ
の
葉
形
が
蛙

の
手
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
と
い
う
｡

ま
た
モ
ミ
シ
の
語
原
は
　
｢
嫌
み
出
づ
｣
で
'
す
な

わ
ち
､
も
み
い
づ
-
も
み
づ
-
も
み
じ
と
辿
っ
て
転

化
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
(
.

カ
エ
デ
の
種
翔
は
世
界
中
で
約
百
五
十
種
､
日
本

産
は
約
二
十
三
種
､
う
ち
信
州
産
は
約
二
十
種
で
全

国
的
に
見
て
も
多
い
方
で
あ
る
｡

当
地
方
と
し
て
は
そ
の
環
境
上
'
高
瀬
川
入
､
姫

川
沿
い
､
中
扉
用
人
､
梓
川
入
な
ど
は
種
類
も
多
く
､

ま
た
一
大
美
観
を
呈
す
る
所
と
い
え
る
｡

そ
の
う
ち
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
は
ヤ
マ
モ
…
ジ
･

コ
ハ
ウ
チ
ワ
カ
エ
デ
な
ど
で
'
稀
品
は
大
町
市
居
合

里
の
ハ
ナ
カ
エ
デ
で
あ
る
｡

下
出
願
人
　
(
大
町
市
五
日
町
)
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舵物悼と

日
中
合
同
登
山
研
修
会
を
終
っ
て武

　

田

　

　

　

武

日
本
･
中
国
国
交
正
常
化
十
周
年
記
念
事
業
と
位

護
づ
け
行
な
わ
れ
た
､
日
本
･
中
国
合
同
登
山
技
術
研

修
会
(
第
二
次
)
は
､
中
国
新
婚
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

内
､
天
山
山
脈
の
一
部
ボ
ゴ
ダ
山
周
辺
で
､
去
る
七

月
か
ら
八
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
ま
し
た
｡
以
下
は

そ
の
記
録
の
一
部
で
す
｡

一
九
八
〇
年
秋
､
長
野
市
に
お
い
て
日
本
山
岳
協

会
と
中
国
登
山
協
会
と
の
間
に
約
束
さ
れ
た
　
｢
日
本

･
中
国
合
同
登
山
技
術
研
修
会
｣
　
の
計
画
は
､
そ
の

第
一
次
と
し
て
一
九
八
一
年
四
月
-
五
月
長
野
県
の

山
岳
に
中
国
登
山
的
会
代
表
九
名
を
迎
え
､
約
一
ケ

月
に
わ
た
り
実
施
さ
れ
ま
し
た
｡

こ
の
第
一
次
日
本
･
中
国
合
同
登
山
技
術
研
修
会

比
､
日
本
山
岳
的
会
の
指
導
と
長
野
県
山
岳
地
会
あ

げ
で
の
熱
意
に
加
え
､
多
-
の
方
々
の
ご
支
援
'
ご

協
力
を
得
て
､
予
想
を
は
る
か
に
越
え
る
成
果
を
あ

げ
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡
(
山
と
博
物
館
､

第
二
六
番
､
第
五
号
掲
載
)

こ
と
に
中
国
登
山
協
会
で
は
､
こ
の
計
画
が
中
国

登
山
発
展
と
近
代
化
に
き
れ
め
て
適
切
か
つ
有
効
と

評
価
し
'
第
二
次
日
本
･
中
国
合
同
登
山
技
術
研
修

会
を
'
中
国
新
婚
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
内
ボ
ゴ
ダ
峰
に

お
い
て
､
よ
り
多
く
の
中
国
側
参
加
者
を
集
め
､
実

施
す
る
こ
と
を
決
め
､
日
本
側
指
導
員
十
五
名
が
中

国
に
招
請
さ
れ
ま
し
た
｡

日
本
山
岳
協
会
で
は
､
中
国
登
山
的
会
の
熱
意
あ

る
提
案
を
受
け
､
指
導
員
を
厳
選
し
､
こ
の
一
連
の

計
画
が
､
繰
返
し
回
を
重
ね
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
日
中
両
国
登
山
界
の
健
全
を
発
展
と
技
術
の
進
歩

の
み
在
ら
ず
､
日
中
両
国
の
親
善
に
は
か
り
し
れ
を

い
大
き
を
貢
献
を
果
す
も
の
と
し
て
計
画
さ
れ
た
｡

計
画
の
概
要

m
期
　
　
間
一
九
八
二
年
七
月
二
十
三
日
-
八

月
十
六
日
ま
で
　
(
二
十
五
日
間
)
｡

㈲
参
加
者
　
日
本
側
　
日
本
山
岳
的
会
　
公
認

指
導
員
十
五
名
｡

中
国
側
　
中
国
登
山

協
会
コ
ー
チ
二
十
三

名
　
外
支
援
隊
員
｡

㈲
実
施
場
所
　
中
国
新
彊
ウ
イ
グ
ル

自
治
区
｡

㈲
研
修
内
容
　
本
研
修
会
終
了
後
､

中
国
登
山
協
会
が
自

国
に
お
い
て
登
山
指

導
者
､
登
山
技
術
者

の
育
成
に
､
た
だ
ち

に
応
用
で
き
る
登
山

技
術
講
評
方
法
の
研

修
で
あ
っ
て
､
単
な

る
技
術
論
習
で
は
を

､

}

　

0

㈲
研
修
項
目

用
具
の
使
用
方
法
と

そ
の
指
導
法
､
岩
登
り
技
術
と
そ

の
指
導
方
法
'
氷
雪
技
術
と
そ
の

指
導
方
法
'
高
処
に
お
け
る
応
用

技
術
､
生
活
幕
営
技
術
､
高
処
障

害
対
策
､
山
岳
ス
キ
ー
､
そ
の
他
｡

研
修
の
総
括

成
果
(
岩
登
り
氷
雪
技
術
)

日
中
両
国
隊
員
が
ま
じ
め
に
､
熱
心
に
研
修
に
と

り
-
み
当
初
の
目
標
を
完
全
に
終
了
し
た
､
と
り
わ

け
､
思
索
下
降
､
確
保
､
氷
雪
上
の
歩
行
技
術
の
研

修
に
は
み
る
べ
き
成
果
が
あ
っ
た
｡

研
修
の
基
本
的
を
考
え
方
で
あ
る
､
｢
安
全
の
た

め
の
技
術
｣
｢
そ
の
上
に
た
っ
た
実
践
的
技
術
｣
と
い

ぅ
視
点
の
研
修
の
重
要
性
が
､
全
日
程
を
通
じ
て
十

分
に
理
解
さ
れ
た
｡

昨
年
か
ら
の
研
修
の
継
続
の
成
果
が
各
所
に
現
わ

れ
､
研
修
全
体
が
非
常
に
円
滑
に
運
営
さ
れ
､
技
術

の
基
本
か
ら
十
分
に
研
修
が
で
き
た
｡

新
し
い
技
術
､
今
後
検
射
さ
れ
る
べ
き
技
術
を
盛

込
む
こ
と
が
で
き
た
｡

日
本
隊
員
の
中
に
は
'
高
所
や
氷
河
の
未
経
験
者

も
い
た
の
で
､
大
い
に
学
謡
で
き
た
｡

研
修
を
通
じ
て
｢
ザ
イ
ル
仲
間
｣
と
い
う
意
識
が

強
-
も
て
､
友
好
の
面
で
も
大
い
に
盛
上
っ
た
｡

課
題

登
山
技
術
の
広
さ
'
深
さ
'
変
化
の
激
し
さ
を
考

え
た
と
き
､
今
後
の
合
同
研
修
を
'
よ
り
系
統
的
に

進
め
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
｡

議
義
形
式
で
､
登
山
体
系
を
研
修
す
る
必
要
が
あ

る
｡

安
全
性
を
十
分
確
保
し
た
う
え
で
､
実
際
の
登
山

を
通
じ
技
術
研
修
を
考
え
た
い
｡

日
常
の
練
習
に
つ
い
て
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
｡

登
響
用
具
を
含
む
装
備
の
改
良
'
研
究
に
つ
い
て
､

両
国
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

高
度
な
技
術
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
の
､
高
度
を
技
術

研
修
も
考
え
た
い
｡

所
感

日
本
側
指
導
員
に
経
験
豊
か
な
登
山
家
が
配
さ
れ

た
の
で
た
い
へ
ん
良
い
研
修
会
が
で
き
た
｡
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匿圏
･BQ

安全確保の訓練

舵物情ど山

ノ
一

号
複
亜

繋

中
国
側
隊
員
も
､
若
い
登
山
セ
ン
ス
の
あ
る
､
の

み
込
み
の
早
い
隊
員
が
多
-
､
将
来
に
希
望
が
も
て

楽
し
み
で
あ
る
｡

昨
年
度
か
ら
の
研
修
の
継
続
の
成
果
が
よ
-
現
わ

れ
'
技
術
内
容
で
も
､
友
好
親
善
で
も
､
意
義
深
-

大
き
な
成
果
が
あ
が
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
｡

研
修
と
親
善
の
舞
台

天
山
山
脈
ボ
ゴ
タ
峰

遠
い
昔
か
ら
､
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
行
き
交
う
人
々
､

英
雄
､
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
や
兵
士
､
そ
し
て
商
人
や
､

玄
英
三
蔵
ら
僧
侶
も
､
こ
の
妻
妾
に
白
-
輝
-
天
山

山
脈
の
峰
々
を
迎
ぎ
見
な
が
ら
､
西
に
東
に
そ
れ
ぞ

れ
の
使
命
を
帯
び
思
い
を
懐
い
て
往
来
し
ロ
マ
ン
を

秘
め
た
｢
聖
な
る
山
｣
ポ
ゴ
ダ
唯
は
､
パ
ミ
ー
ル
高

原
の
北
東
に
位
置
す
る
広
大
を
自
然
の
要
塞
で
､
ソ

ビ
エ
ト
連
邦
と
キ
ル
ギ
ス
共
和
国
か
ら
､
中
国
新
婚

ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ま
で
二
四
〇
〇
精
米
に
及
ぶ
長
大

を
山
脈
で
､
ボ
ゴ
ダ
山
は
そ
の
東
端
に
連
在
る
｡

ボ
ゴ
ダ
山
脈
の
主
峰
は
高
さ
五
四
四
五
米
で
､
位

置
は
､
北
緯
四
三
度
四
八
分
'
東
経
八
八
度
二
一
分

で
あ
る
｡

緯
度
だ
け
で
見
る
と
､
北
海
道
旭
川
市
と
は
ヾ
同

一
線
上
に
あ
る
が
そ
の
立
地
条
件
は
著
し
-
異
な
る
､

海
か
ら
巌
も
遠
-
隔
て
ら
れ
た
典
型
的
を
内
陸
性
気

候
で
'
砂
漠
の
真
た
だ
中
に
準
え
る
高
山
で
､
下
の

乾
き
き
っ
た
砂
漠
か
ら
草
地
へ
連
な
り
､
ま
た
世
界

の
ほ
と
ん
ど
の
氷
河
が
近
年
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ

て
い
る
な
か
で
'
今
尚
成
長
過
程
に
あ
る
､
地
質
学

の
う
え
か
ら
も
非
常
に
興
味
の
あ
る
変
化
に
富
ん
だ

地
域
で
あ
る
｡

烏
魯
木
斉
(
ウ
ル
ム
チ
)

さ
わ
や
か
を
オ
ア
シ
ス
の
町
ウ
ル
ム
チ
市
は
､
中

国
大
陸
の
な
か
で
も
最
も
西
に
広
が
る
浩
漠
た
る
大

地
新
頼
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
の
主
都
で
､
地
球
上
で
海

か
ら
最
も
遠
い
砂
漠
の
中
の
オ
ア
シ
ス
の
郡
市
で
あ

り
∴
ン
ル
ク
ロ
ー
ド
の
､
西
と
東
の
接
点
に
な
っ
た
､

交
通
の
要
所
で
紀
元
前
の
昔
か
ら
'
大
小
さ
ま
ざ
ま

の
国
家
や
民
族
の
興
亡
の
歴
史
を
秘
め
た
､
文
物
の

宝
庫
で
も
あ
る
｡

天
山
山
脈
ボ
ゴ
ダ
峰
の
西
側
山
麓
に
あ
り
､
中
国

鉄
道
網
の
最
西
の
終
着
駅
で
あ
り
､
ボ
ゴ
ダ
登
山
の

基
地
と
な
る
｡

北
京
か
ら
ウ
ル
ム
チ
は
鉄
道
で
三
七
七
四
精
米
の

距
離
が
あ
り
'
所
要
時
間
も
約
八
十
時
間
を
要
す
､

種
族
が
'
そ
れ
ぞ
れ
伝
統
の
民
族
衣
裳
を
つ
け
て
生

活
し
て
い
る
｡

ま
さ
に
西
と
東
の
文
化
の
接
点
を
言
葉
や
衣
裳
､

顔
か
た
ち
で
感
ず
る
｡

吐
魯
番
(
ト
ル
フ
ァ
ン
)

ト

ル

フ

ァ

ン

は

､

N

H

K

'

　

｢

シ

ル

ク

ロ

ー

ド

｣

で
一
躍
有
名
に
な
っ
た
､
砂
漠
の
中
の
｢
熱
砂
の
オ

ア
シ
ス
の
町
｣
で
あ
る
｡

天
山
山
脈
の
東
､
東
西
二
四
五
粁
米
､
南
北
七
五

精
米
の
ト
ル
フ
ァ
ン
盆
地
に
あ
り
､
人
目
は
約
十
七

万
人
で
､
十
一
万
人
が
ウ
-
ゲ
ル
族
と
い
わ
れ
て
い

る

｡

ウ

イ

グ

ル

語

で

ト

ル

　

(

暑

さ

)

'

フ

ア

ン

一

噴

き
出
す
)
と
い
う
意
味
の
通
り
､
中
国
で
夏
に
は
最

も
暑
く
在
る
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
｡

ち
在
み
に
四
〇
度
B
.
士
の
日
が
年
間
､
四
〇
円
以

上
､
塾
晶
は
四
七
二
ハ
度
に
達
し
た
こ
と
も
あ
っ
た

と
い
う
｡
但
し
湿
度
が
極
端
に
低
-
､
不
快
愚
は
少

な
い
｡
年
平
均
降
雨
量
は
一
六
･
六
ミ
リ
と
極
端
に

少
を
い
｡
ま
た
ト
ル
フ
ァ
ン
に
は
地
理
上
有
名
な
｢

ア
イ
デ
ン
湖
｣
と
｢
火
焔
山
｣
が
あ
る
｡
｢
月
が
映

る
湖
｣
と
い
う
意
味
の
ア
-
テ
ン
湖
は
海
面
下
一
五

四
米
で
､
中
国
大
陸
で
最
も
低
い
所
｡

火
焔
山
は
｢
西
遊
記
｣
の
孫
悟
空
の
物
語
り
に
も

で
て
-
る
山
で
'
奇
怪
を
山
容
を
呈
し
､
両
が
赤
味

ジ
ェ
ッ
ト
機
だ
と
約
三

時
間
で
､
北
京
と
は
時

差
二
時
間
が
あ
る
｡

人
口
約
一
〇
〇
万
人

の
う
ち
､
半
数
近
-
が

ウ
イ
グ
ル
族
で
ト
ル
コ

系
民
族
で
あ
る
｡
他
に

東
方
本
土
の
漢
民
族
､

西
方
か
ら
来
た
ペ
ル
シ

ャ
系
民
族
､
蒙
古
高
原

か
ら
の
蒙
古
族
､
他
に

回

､

キ

ル

ギ

ス

'

シ

ボ
､
ウ
ズ
ペ
ッ
ク
､
オ
ル

オ

ス

､

ク

ー

タ

ル

'

グ

ワ
-
ル
､
清
洲
､
ハ
ザ

ッ
ク
な
ど
十
三
の
少
数

を
帯
び
'
四
〇
度
の
気
温
の
と
き
に
は
地
熱
は
七
〇

度
を
越
え
る
の
で
､
焔
が
ゆ
ら
め
い
た
様
に
み
え
る
､

ま
さ
に
火
焔
山
で
あ
る
｡

ト
ル
フ
ァ
ン
は
前
漢
の
時
代
に
城
塞
が
築
か
れ
て

い
る
へ
河
西
回
廊
を
更
に
西
行
す
る
と
ハ
ミ
に
至
る
､

そ
の
ハ
ミ
で
路
は
天
山
越
え
の
北
路
と
､
天
山
高
麗

沿
い
を
行
く
中
路
に
分
か
れ
る
､
ト
ル
フ
ァ
ン
居
中

路
の
要
衝
で
あ
っ
た
｡

ト
ル
フ
ァ
ン
の
周
辺
に
は
古
い
歴
史
と
文
化
が
ひ

し
め
い
て
い
る
｡
高
畠
敵
城
､
前
漠
の
時
代
､
漢
朝

と
旬
奴
の
地
域
争
奪
の
歴
史
の
後
十
三
世
紀
'
ジ
ン

キ
ス
汗
に
破
壊
さ
れ
て
廃
墟
と
化
し
､
い
ま
も
残
堂

が
広
い
地
域
に
わ
た
っ
て
あ
る
｡

ベ
ズ
ク
リ
ク
千
仏
洞
'
火
焔
山
の
切
れ
間
の
谷
あ

い
の
台
地
の
崖
に
ベ
ズ
ク
リ
ク
千
仏
洞
が
あ
る
｡

時
代
は
古
い
も
の
で
南
北
朝
か
ら
膚
初
(
五
世
紀

中
-
七
冊
紀
初
｢
新
し
い
も
の
で
十
四
世
紀
頃
と

さ
れ
て
い
る
五
七
号
演
ま
で
あ
る
が
'
イ
ス
ラ
ム
教

の
便
通
に
よ
っ
て
'
ひ
ど
い
破
壊
を
受
け
て
い
る
が
､

残
存
し
て
い
る
仏
像
や
壁
画
の
中
に
は
'
西
域
諸
民

族
の
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
た
芸
術
性
高
い
も
の
が
み

ら
れ
た
｡
そ
の
他
ト
ル
フ
ァ
ン
周
辺
に
は
､
玄
英
法

師
を
礼
拝
し
た
と
い
う
｡
額
敏
塔
の
ど
ろ
煉
瓦
の
塔

や
､
交
河
敵
城
や
､
三
嶋
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
'

主
と
し
て
漢
人
を
葬
っ
た
お
び
た
だ
し
い
敦
の
ア
ス

タ
ー
ナ
古
墓
群
が
あ
る
｡
ほ
と
ん
ど
完
全
な
姿
の
ミ

イ
ラ
に
は
お
ど
ろ
い
た
｡
ま
た
副
葬
品
の
毛
織
物
や

絹
織
物
や
壁
画
の
色
も
あ
せ
ず
に
何
千
年
も
の
間
眠

り
続
け
を
が
ら
残
っ
て
い
る
墓
室
の
花
鳥
の
回
に
は

日
を
み
は
っ
た
｡

お
わ
り
に

研
修
会
の
最
後
は
'
天
安
門
広
場
に
あ
る
､
日
本

で
言
え
ば
国
会
議
事
堂
に
あ
た
る
､
人
民
大
会
堂
で

閉
講
式
が
行
な
わ
れ
た
｡
中
国
登
山
的
会
､
裔
加
欽

主
席
の
挨
拶
の
中
で
'
一
連
の
研
修
会
は
､
予
想
を

は
る
か
に
士
ま
わ
る
､
大
き
な
成
果
が
あ
が
り
満
足

し
て
い
る
と
､
総
括
さ
れ
た
｡

帰
国
の
際
､
史
占
春
中
国
登
山
帆
会
副
主
席
と
の

会
談
で
釆
年
以
降
も
研
修
を
続
け
る
約
束
が
で
き
た
｡

(
隊
長
･
長
野
県
山
岳
協
会
長
)
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ライチョウのコクシジュウムオーシスト40嶋(原図)

山岳におけるライチョウのコクシジュウム濃蘭状況

鰭物情ど山

ラ
イ
チ
ョ
ウ
と
コ
ク
シ
ジ
ユ
ウ
ム

は
じ
め
に

松
本
索
畜
保
健
衛
生
所
が
､
大
町
山
岳
博
物
館
で

行
な
っ
て
い
る
ラ
-
チ
ョ
ウ
の
保
護
増
殖
事
業
に
拗

力
す
る
よ
う
に
な
っ
て
十
三
年
と
な
っ
た
｡
そ
の
一

環
と
し
て
行
在
っ
て
い
る
低
地
人
工
飼
育
は
､
貴
重

を
資
科
を
蓄
積
し
つ
つ
進
ん
で
釆
た
が
､
必
ず
し
も

順
調
と
は
言
え
ず
､
生
態
観
察
へ
飼
育
形
態
の
確
立
､

疾
病
予
防
等
の
面
で
多
-
の
障
害
が
立
ち
は
だ
か
っ

て
い
る
｡

家
畜
保
鍵
衛
生
所
は
主
と
し
て
衛
生
面
と
病
気
の

診
断
を
担
当
し
て
き
た
｡
そ
の
間
痘
創
､
コ
ク
シ
ジ

ュ
ゥ
ム
病
へ
盲
腸
虫
症
､
黒
頭
痛
､
大
腸
菌
症
､
緑

膿
菌
症
､
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
､
ブ
ド
ウ
球
菌
症
等
を
経

験
し
た
｡
主
妥
死
因
と
な
っ
た
も
の
は
圧
倒
的
に
細

菌
性
疾
患
が
多
-
､
反
面
そ
の
際
で
直
接
､
間
接
に

影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
に
コ
ク
シ
ジ
ュ
ウ
ム
と
盲

腸
虫
の
寄
生
が
あ
っ
た
｡

今
回
､
北
ア
ル
プ
ス
で
採
取
さ
れ
た
ラ
イ
チ
ョ
ウ

弼

回

　

　

　

国

～

　

㌦

軍
務

I

　

●轢

望

　

月

　

明

　

義

の
糞
を
検
査
し
た
と
こ
ろ
'
高
率
に
コ
ク
シ
ジ
ュ
ウ

ム
の
感
染
が
認
め
ら
れ
た
の
で
そ
の
報
告
と
､
ラ
イ

チ
ョ
ウ
の
低
地
に
お
け
る
人
工
飼
育
と
コ
ク
シ
ジ
ュ

ウ
ム
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
か
に
少
し

ふ
れ
て
み
た
い
｡

コ
ク
シ
ジ
ユ
ウ
ム

コ
ク
シ
ジ
ュ
ウ
ム
は
胞
子
虫
類
に
属
す
る
原
虫
で

あ
る
｡
ほ
と
ん
ど
の
動
物
に
寄
生
が
み
ら
れ
､
特
徴

と
し
て
宿
主
特
異
性
が
極
め
て
は
っ
き
り
し
て
お
り
'

そ
れ
は
種
の
起
源
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
て
い

る

｡

い

い

か

え

れ

ば

､

鶏

､

キ

ジ

､

ウ

ズ

ラ

､

ラ

イ

チ
ョ
ウ
等
に
寄
生
す
る
コ
ク
シ
ジ
ュ
ウ
ム
は
そ
れ
ぞ

れ
固
有
の
宿
主
を
持
ち
､
種
の
異
な
る
も
の
へ
は
相

互
に
寄
生
し
在
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
ラ
イ
チ
ョ

ウ
と
は
氷
河
期
か
ら
の
お
付
合
い
で
あ
ろ
う
か
｡

感
染
は
経
口
感
染
の
み
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
､
感

染
性
を
和
し
た
オ
ー
シ
ス
ト
を
摂
取
す
る
と
腸
粘
膜

内
で
無
性
と
有
性
の
生
殖
を
行
い
'
無
性
生
殖
期
の

分
裂
､
増
殖
で
病
原
性
を
発
揮
す
る
｡
多
量
の
オ
ー

シ
ス
ト
が
巽
中
に
排
潤
さ
れ
､
そ
れ
が
直
接
あ
る
い

は
乾
燥
し
た
ホ
コ
リ
等
に
の
っ
て
次
々
と
健
康
を
鳥

に
感
染
し
て
い
く
｡
至
適
条
件
下
で
は
､
オ
ー
シ
ス

ト
は
年
余
に
わ
た
り
生
存
す
る
｡

ラ

イ

チ

ョ

ウ

の

コ

ク

シ

ジ

ュ

ウ

ム

の

オ

ー

シ

ス

ト

は
平
均
2
0
.
5
×
1
6
F
L
の
大
き
さ
で
､
分
裂
の
形
態
か

ら
ア
イ
メ
リ
ア
属
に
属
す
る
｡
(
写
真
参
照
)

低
地
飼
育
と
コ
ク
シ
ジ
ユ
ウ
ム
惑
染

昭
和
四
十
四
年
に
黒
頭
痛
が
発
生
し
､
病
原
体
の

伝
播
者
で
あ
る
盲
腸
虫
を
駆
除
し
左
が
ら
糞
便
検
査

を
行
っ
た
隙
､
当
時
の
飼
育
批
当
者
で
あ
っ
た
清
川

氏
に
よ
り
コ
ク
シ
シ
ュ
ウ
ム
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
'

筆
者
も
確
認
し
て
い
る
｡
そ
の
後
五
十
一
年
か
ら
五

十
三
年
に
か
け
て
渡
感
染
し
､
そ
の
都
度
対
処
し
て

き
た
｡

本
年
度
は
三
十
三
羽
の
ヒ
ナ
が
崩
化
し
た
が
､
死

亡
す
る
も
の
も
多
く
､
九
月
一
日
現
在
の
育
成
率
は

約
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
｡
死
亡
鳥
は
病

理
'
細
菌
､
ウ
イ
ル
ス
､
寄
生
恵
子
的
を
面
よ
り
検

査
を
行
っ
て
い
る
が
､
今
期
嫡
化
し
た
ヒ
ナ
で
は
三

十
日
齢
前
後
よ
り
コ
ク
シ
ジ
ュ
ウ
ム
の
感
染
を
確
認

し
て
お
り
､
飼
育
舎
に
よ
っ
て
は
か
な
り
の
濃
感
染

も
み
ら
れ
た
｡
治
療
薬
に
よ
り
巽
中
の
オ
ー
シ
ス
ト

は
激
減
す
る
が
､
休
薬
す
る
と
再
び
そ
の
敦
を
増
し

て
き
て
い
る
｡
今
回
の
育
成
率
低
下
が
直
ち
に
コ
ク

シ
ジ
ュ
ウ
ム
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
の
は
早
計
で
'

コ
ク
シ
シ
ュ
ウ
ム
陰
性
の
飼
育
舎
か
ら
も
死
亡
が
み

ら
れ
る
｡
巽
中
に
オ
ー
シ
ス
ト
の
み
ら
れ
る
も
の
で

も
'
解
剖
検
査
で
特
異
な
病
変
に
乏
し
-
'
更
に
組

織
掌
的
検
査
で
小
腸
に
病
変
を
確
認
し
て
い
る
も
の

の
､
さ
ほ
ど
強
い
も
の
で
は
を
く
表
層
に
限
ら
れ
て

い
る
｡一

方
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
ヒ
ナ
の
最
大
死
亡
原
因
で
あ

る
各
種
細
菌
に
よ
る
疾
病
を
総
括
し
て
み
る
と
､
自

発
性
感
染
症
と
い
う
経
ち
ゅ
う
に
入
る
｡
自
発
性
感

染
症
と
は
､
通
常
体
に
付
着
し
て
い
た
り
`
ど
こ
に

で
も
あ
る
非
病
原
性
あ
る
い
は
弱
病
原
性
と
い
わ
れ

る
細
菌
が
､
生
体
に
ス
ト
レ
ス
が
加
わ
り
抵
抗
力
の

低
下
し
た
時
に
爆
発
的
に
瑠
賭
し
て
発
病
'
死
に
致

ら
し
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
毎
回
行

な
お
れ
る
細
菌
の
分
離
､
薬
剤
感
受
性
試
験
な
ど
を

参
考
に
し
て
対
処
す
る
が
､
根
本
的
対
策
と
な
ら
を

い
事
が
多
い
｡
コ
ク
シ
シ
ュ
ウ
ム
の
感
染
は
そ
の
直

接
的
な
雷
よ
り
も
､
暑
熱
､
と
じ
込
め
､
そ
の
他
種

々
の
ス
ト
レ
ッ
サ
ー
と
相
乗
的
な
役
割
を
演
じ
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
更
に
コ
ク
シ
ジ
ュ
ウ
ム
に

感
染
す
る
と
腸
内
の
正
常
細
蘭
叢
の
バ
ラ
ン
ス
が
乱

れ
､
通
常
は
極
め
て
少
量
だ
っ
た
病
原
歯
が
異
常
に

増
殖
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
鶏
の
ク
ロ
ス
ト

リ
ジ
ュ
ウ
ム
属
菌
に
よ
る
壊
死
性
腸
炎
を
ど
は
好
例

で
あ
ろ
う
｡

山
岳
に
お
け
る
コ
ク
シ
ジ
ユ
ウ
ム
の
浸
潤
状
況

五
十
七
年
七
月
に
富
山
県
と
大
町
山
岳
博
物
館
の

共
同
で
北
ア
ル
プ
ス
に
お
け
る
ラ
-
チ
ョ
ウ
の
生
息

状
況
調
盃
を
行
っ
た
際
'
五
竜
岳
へ
　
白
岳
､
唐
松
岳

で
ラ
-
チ
ョ
ウ
の
糞
を
採
取
し
､
松
本

素
畜
保
健
衛
生
所
が
検
査
を
実
施
し
た
｡

結
果
は
表
の
と
お
り
で
あ
り
､
約
五
十

パ

ー

セ

ン

ト

の

も

の

が

コ

ク

シ

シ

ユ

ウ

ム
の
感
染
を
受
け
て
い
た
｡
そ
の
他
の

消
化
管
内
寄
生
虫
は
陰
性
で
あ
っ
た
｡

正
竜
'
白
岳
闇
で
抹
糞
さ
れ
た
.
例
に

は
多
量
の
赤
血
球
(
出
血
)
　
の
混
じ
っ

て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
か
､
コ
ク
シ
シ

ュ
ウ
ム
も
含
め
て
寄
牛
虫
卯
は
検
出
で

き
な
か
っ
た
｡

ま
と
め

ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
低
地
人
工
飼
育
場
に

コ
ク
シ
ジ
ュ
ウ
ム
の
浸
潤
が
み
ら
れ
､

環
境
等
の
不
適
因
子
と
相
ま
っ
て
育
成

率
低
下
の
一
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
.
厳
重
を
衛
生
管
理
に
も
か
か
お
ら

ず
コ
ク
シ
シ
ュ
ウ
ム
の
感
染
が
み
ら
れ

た
が
､
本
原
虫
の
持
つ
性
質
上
､
現
在

の
飼
育
形
態
で
は
消
毒
を
中
心
と
し
た

箇
球
面
の
予
防
に
は
眼
界
が
あ
る
｡
今
後
も
き
め
細

か
い
検
査
に
よ
り
早
期
発
見
､
治
療
に
努
め
る
と
と

も
に
幼
雛
期
か
ら
の
予
防
薬
の
添
加
も
検
話
し
た
い
｡

感
染
経
路
と
し
て
､
事
業
実
施
当
初
山
岳
か
ら
の

鳥
と
卵
に
よ
っ
て
運
び
込
ま
れ
継
代
さ
れ
て
い
る
の

か
､
風
に
の
っ
て
北
ア
ル
フ
ス
か
ら
飛
来
す
る
の
か
'

来
館
す
る
登
山
者
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
来
た
の
か
考

え
ら
れ
る
事
は
多
い
が
不
明
で
あ
る
｡

山
岳
に
お
い
て
も
高
率
に
コ
ク
シ
ジ
ュ
ウ
ム
の
感

染
が
み
ら
れ
た
｡
今
後
調
査
を
重
ね
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ

保
護
の
う
え
で
ど
の
よ
う
な
阻
害
因
子
に
な
っ
て
い

る
か
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
｡

(
松
本
家
畜
保
健
衛
生
所
)
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