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冬
ご
も
り
に
入
る
虫
た
ち

今
年
の
九
月
､
大
町
高
校
の
中
庭
に
あ
る
二
シ
キ

ギ
に
､
キ
バ
ラ
と
メ
カ
メ
ム
シ
が
大
発
生
し
ま
し
た
｡

十
月
に
入
り
ま
す
と
､
次
々
と
成
虫
に
在
り
'
月
末

に
は
､
わ
ず
か
の
五
令
幼
虫
と
成
虫
が
残
り
ま
し
た
｡

鹿
島
槍
ヶ
岳
が
す
っ
か
り
雪
化
粧
し
､
里
に
木
枯

ら
し
が
吹
き
始
め
た
十
一
月
上
旬
の
あ
る
日
､
残
っ

て
い
た
カ
メ
ム
シ
も
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

カ
メ
ム
シ
頬
は
一
般
に
､
越
冬
の
場
所
と
し
て
､

木
の
皮
の
下
､
落
ち
葉
の
下
､
土
の
く
ぼ
み
を
ど
を

選
び
ま
す
｡
ク
サ
ギ
カ
メ
ム
シ
な
ど
が
､
家
屋
内
に

侵
入
し
'
｢
ヘ
ソ
ピ
リ
ム
シ
｣
　
の
異
名
を
い
か
ん
を

-
発
揮
す
る
の
も
'
こ
ん
を
季
節
で
す
｡

九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
､
公
園
や
神
社
'
あ
る

い
は
個
人
の
庭
園
な
ど
で
'
幹
に
ワ
ラ
を
巻
い
た
マ

ツ
が
見
ら
れ
ま
す
｡
こ
れ
は
､
幼
虫
の
形
で
冬
を
越

す
マ
ツ
カ
レ
ハ
を
退
治
す
る
た
め
の
し
か
け
で
す
が
'

こ
の
方
法
に
よ
り
､
ど
ん
な
虫
が
､
ど
ん
な
形
で
冬

越
し
を
す
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

ワ
ラ
巻
き
作
戦
を
実
施
し
た
人
達
の
報
告
に
よ
る

と
､
ワ
ラ
巻
き
に
入
っ
て
い
た
虫
は
､
マ
ツ
カ
レ
ハ

の
幼
虫
(
マ
ツ
ケ
ム
シ
)
　
の
は
か
に
カ
メ
ム
シ
の
幼

虫
や
成
虫
､
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
そ
の
他
の
甲
虫
の
成
虫
､

ハ
エ
や
ハ
チ
の
成
虫
､
そ
れ
に
､
昆
虫
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
ク
モ
頬
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡

北
ア
ル
プ
ス
地
方
で
ス
ガ
レ
と
呼
ぶ
グ
ロ
ス
ズ
メ

バ
チ
ヤ
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
類
で
は
､
越
冬
中
の
個
体
の

中
に
オ
ス
が
見
あ
た
り
ま
せ
ん
｡
家
族
社
会
を
解
体

し
た
メ
ス
だ
け
が
一
団
と
在
っ
て
朽
木
の
中
や
老
木

の
･
ナ
ナ
で
冬
を
越
し
'
春
に
な
る
と
一
び
き
ず
つ
分

散
し
て
い
く
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
｡

大
町
バ
イ
パ
ス
街
路
樹
の
サ
ク
ラ
に
大
書
を
与
え

た
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
も
十
月
中
旬
ま
で
に
は
､

す
っ
か
り
木
か
ら
降
り
て
蛸
化
し
た
し
､
シ
ラ
ガ
ダ

イ
の
成
虫
の
ク
ス
サ
ン
は
､
あ
ち
こ
ち
に
卵
を
産
み

つ
け
て
天
寿
を
全
う
し
ま
し
た
｡
し
か
し
､
成
虫
越

冬
型
の
フ
ユ
シ
ャ
ク
と
呼
ば
れ
る
蛾
の
仲
間
の
活
動

は
､
こ
れ
か
ら
が
本
番
と
ち
り
ま
す
｡

(
大
町
高
等
学
校
教
諭
　
宮
田
渡
)



帯3種郵便物認可(昭和35年7日26日)　､2-

〇〇m∴1m∴∵ ヽ○○ � �� 

千 ノレナ 

＼､/∴竃二､.- 1 もー＼､". ��･録 ��･J 

蝿.I-iiJ ~r-~ +､J細ト �� 
+ 

･TJ:,trt ●lr 啖�ｩ>��

人工飼育下の産卵期間と産卵数

Fl.i 末｣｣RRﾃSBﾆr蹐��rrﾃbﾂscbﾂﾂsRXﾆ3#�R�馴致 
i. ��

1976年 ��29 12 

1977年 ��20 15 

1981年 ��13 8 

1982年 ��16 ll 8 6 7 

1983年 ��9 10 8 7 7 5 

館物情と山

飼
育
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
産
卵
と
抱
卵

宮

　

野

　

典

　

夫

一
､
は
じ
め
に

大
町
山
岳
博
物
館
で
は
､
ラ
-
チ
ョ
ウ
の
保
護
増

殖
を
目
的
と
し
て
飼
育
を
実
施
し
て
い
る
｡
こ
れ
は

高
峻
を
高
山
生
息
地
で
の
生
態
享
的
調
査
で
は
得
ら

れ
な
い
デ
ー
タ
を
飼
育
下
で
観
察
'
あ
る
い
は
実
験

的
を
方
法
に
よ
り
集
積
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
を
デ
ー
タ
聖
職
山
生
息
地
で
の
具
体
的
な

保
護
施
策
を
進
め
る
上
で
活
用
し
よ
う
と
す
る
ね
ら

い
が
あ
り
､
飼
育
技
術
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
も
有

効
を
質
料
と
な
る
｡

永
河
期
の
退
存
動
物
と
し
て
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
は
生

態
的
な
面
で
も
詳
細
を
部
分
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
､
そ
の
た
め
詞
育
技
術
も
試
行
錯
誤
の
連
続
で

あ
っ
た
が
､
幸
い
国
や
県
の
御
理
解
が
あ
り
助
言
や

補
助
を
い
た
だ
き
'
ラ
-
チ
ョ
ウ
保
護
増
殖
事
業
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
た
へ
ー
ま
た
､
大
町
市
を
は
じ
め

多
-
の
市
民
､
松
本
素
意
保
健
衛
生
所
な
ど
関
係
者

に
は
多
大
を
協
力
や
助
言
を
い
た
だ
き
､
幾
多
の
困

難
を
の
り
こ
え
現
在
に
至
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
病

理
､
管
理
な
ど
で
新
た
な
問
題
が
生
じ
､
今
後
へ
の

課
題
も
多
-
'
こ
れ
か
ら
も
皆
様
の
御
支
援
を
賜
わ

り
た
い
と
思
う
∩
-

ラ
イ
チ
ョ
ウ
を
飼
育
下
で
繁
殖
す
る
方
法
は
､
親

鳥
が
地
即
し
背
離
す
る
方
法
､
人
工
崩
化
後
に
人
工

背
離
す
る
方
法
､
チ
ャ
ボ
な
ど
に
抱
卵
さ
せ
て
育
雛

す
る
方
法
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
､
大
町
山
岳
博
物

館
で
は
自
然
界
に
近
い
状
態
で
の
親
鳥
が
抱
卵
し
､

高
級
す
る
方
法
を
目
標
と
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
八
三
年
ま
で
の

親
鳥
に
よ
る
繁
殖
例
か
ら
産
卵
と
抱
卵
に
つ
い
て
述

べ
る
｡二

､
巣
の
環
境

ラ
イ
チ
ョ
ウ
詞
育
施
設
は
七
ヶ
所
あ
り
四
二
･
八

平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
三
･
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
面

積
で
あ
る
｡
-
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
は
構
造
､
冷
房
装
置

が
異
な
り
'
各
飼
育
舎
で
は
営
巣
環
境
に
違
い
が
み

ら
れ
る
∩
}
　
し
か
し
狭
い
飼
育
舎
内
に
ラ
-
チ
ョ
ウ
が

選
択
で
き
る
だ
け
の
環
境
性
作
れ
な
い
た
め
'
一
ヶ

所
に
営
巣
環
境
を
設
定
す
る
方
法
を
と
っ
た
｡
営
巣

環
規
の
主
な
ホ
-
･
/
ト
は
床
面
が
砂
地
で
あ
る
こ
と
､

ア
カ
マ
ツ
等
を
利
用
し
て
床
面
か
､
J
r
l
一
〇
～
三
〇
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
天
井
を
作
る
こ
と
､
背
面
に
壁
や

石
が
あ
り
前
方
は
比
較
的
見
通
し
の
良
い
こ
と
な
ど

が
あ
げ
ら
れ
る
｡

ラ
-
チ
ョ
ウ
令
は
冷
房
の
で
き
る
部
屋
と
金
網
だ

け
の
ケ
ー
ジ
室
が
連
結
さ
れ
て
い
る
が
､
産
卵
と
地

軸
の
時
期
に
は
外
気
温
度
が
一
時
的
に
二
五
度
を
越

え
る
時
が
あ
る
｡
そ
こ
で
産
卵
中
や
抱
卵
中
の
メ
ス

心
配
し
た
カ

ニ
例
と
も
雛

を
無
事
誕
生

さ
せ
る
こ
と

が
で
き
た
｡

こ
の
よ
う
な

行
動
の
原
因

は
不
明
で
あ

る
が
､
冷
房

室
は
保
温
効

果
を
高
め
る

よ
う
に
小
さ

な
二
重
窓
に

怠

っ

て

い

る

の
で
､
暗
く

見
通
し
が
悪

い
こ
と
が
影

響
し
た
の
で

は
な
い
が
と

考
え
る
(
.

が
高
温
に
よ

る

ス

ト

レ

ス

を
起
こ
さ
な

い
よ
う
に
冷

房
室
へ
の
営

巣
を
準
備
し

た

｡

と

こ

ろ

が
一
九
八
二

年
と
一
九
八

三
年
に
は
冷

房
室
で
の
営

巣
は
し
な
い

で
､
ゲ
ー
ジ

室
へ
の
営
巣

を
行
な
っ
た

も
の
が
一
例

ず
つ
あ
る
｡

高
温
に
よ
る

ス
ト
レ
ス
を
｣

事
軒

｣
薗
醸
享
詳
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三
へ
産
卵
の
時
期
と
産
卵
数

ラ
イ
チ
ョ
ウ
は
生
後
一
年
で
繁
殖
能

力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
｡
繁
殖
の
時
期

は
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
で
あ
る
｡
飼

育
下
で
は
五
月
一
五
日
か
ら
七
月
七
日

の
間
に
産
卵
が
み
ら
れ
る
が
､
五
月
末

日
か
ら
六
日
中
旬
に
集
中
し
て
い
る
｡

野
生
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
嬬
化
が
六
月
下
旬

か
ら
七
月
上
旬
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
る

と
､
飼
育
下
で
の
産
卵
も
野
生
と
同
様

の
形
態
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
｡

野
生
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
普
通
六
個
か
ら

八
個
を
産
卵
す
る
の
に
比
べ
る
と
飼
育

下
で
は
多
産
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
｡
特

に
一
九
七
六
年
と
一
九
七
七
年
は
覇
著

で
あ
る
｡
こ
れ
は
抱
卵
が
可
能
な
卵
教

は
ー
○
個
が
最
大
数
と
考
え
､
一
〇
個

以
上
に
な
る
と
取
り
あ
げ
て
人
工
肺
化

を
試
み
た
た
め
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
に

は
補
充
卵
の
習
性
に
よ
り
卵
数
が
多
-

な
る
｡
し
か
し
､
一
腹
で
二
九
個
を
産

卵
し
た
一
九
七
六
年
の
例
で
は
産
卵
し

た
卵
の
重
量
を
合
計
す
る
と
七
〇
〇
グ

ラ
ム
を
こ
え
て
い
る
｡
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の

体
重
は
五
〇
〇
グ
ラ
ム
か
ら
六
〇
〇
グ

ラ
ム
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
鳥
は
一
ケ
月

間
に
自
分
の
体
重
を
こ
え
る
卵
を
産
ん

だ
こ
と
に
在
る
｡

一
九
八
二
年
か
ら
は
多
産
の
傾
向
が

少
を
く
な
り
平
均
八
･
五
個
と
抱
卵
可

能
を
数
と
な
っ
て
き
た
｡
野
生
ラ
イ
チ

ョ
ウ
と
同
じ
産
卵
数
に
近
-
な
っ
て
き

た
原
因
と
し
て
早
産
卵
期
間
中
の
メ

ス
に
ス
ト
レ
ス
を
与
え
な
い
配
慮
を
し

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
管
理
者
も
給

餌
以
外
に
は
飼
育
舎
へ
の
立
ち
入
り
を

し
な
い
こ
と
や
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
健
康

管
理
面
で
ぼ
､
定
期
的
を
糞
便
検
査
に

よ
る
寄
生
虫
の
早
期
発
見
､
飼
料
へ
の

ビ
タ
ミ
ン
剤
添
加
の
強
化
を
ど
が
あ
げ

ら
れ
る
｡

四
へ
産
卵
の
方
法

飼
育
下
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
で
は
産
卵
の

前
に
巣
材
を
集
め
て
巣
作
り
を
す
る
よ

う
な
行
動
は
み
ら
れ
な
い
｡
産
卵
の
準

備
と
し
て
は
産
卵
の
前
日
か
前
々
日
に

砂
を
掘
り
大
き
を
穴
を
作
る
-
ら
い
で

あ
る
｡
こ
の
穴
は
砂
あ
び
の
跡
痕
よ
り

大
き
く
深
い
も
の
で
あ
る
｡

産
卵
は
一
日
お
き
､
あ
る
い
は
三
日

に
二
個
の
割
合
で
あ
る
｡
た
だ
し
産
卵

の
時
刻
､
産
卵
に
婁
す
る
時
間
な
ど
に

つ
い
て
は
汽
料
が
不
足
し
詳
細
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
｡
そ
こ
で
テ
レ
ビ
カ

メ
ラ
に
よ
る
観
察
を
実
施
し
た
の
で
､

産
卵
直
後
の
行
動
に
つ
い
て
少
し
述
べ

る
っ

産
卵
を
終
え
し
は
ら
-
す
る
と
座
っ

雛たし
.
レ
し馴

た
ま
ま
萌
で
巣
の
周
囲
の
マ
ツ
の
葉
を
-
お
え
､
自

分
の
胸
元
や
腹
下
に
運
ぶ
｡
こ
の
よ
う
な
動
作
を
繰

り
返
し
な
が
ら
少
し
ず
つ
巣
か
ら
離
れ
る
｡
や
が
て

巣
の
上
は
マ
ツ
の
葉
が
敷
き
つ
め
ら
れ
､
卵
の
姿
は

全
く
見
え
な
く
な
る
｡

第
二
卵
白
か
ら
は
前
回
覆
い
か
ぶ
せ
た
マ
ツ
を
は

ら
い
の
け
て
産
卵
し
'
ま
た
マ
ツ
を
か
ぶ
せ
て
立
ち

去
る
と
い
う
産
卵
方
法
を
行
を
い
'
回
数
を
か
さ
ね

る
に
し
た
が
い
､
マ
ツ
の
葉
が
敷
き
つ
め
ら
れ
た
巣

が
で
き
あ
が
っ
て
-
る
｡

一
九
八
三
年
の
観
察
で
は
メ
ス
が
巣
の
上
へ
マ
ツ

を
の
せ
て
い
る
時
に
オ
ス
も
巣
の
近
-
で
マ
ツ
の
薬

を
く
お
え
る
行
動
が
み
ら
れ
た
｡
た
だ
し
､
巣
の
上

に
ま
で
運
ぶ
よ
う
な
動
作
で
は
な
か
っ
た
｡

一
夫
一
妻
で
あ
る
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
繁
殖
期
で
の
オ

ス
と
メ
ス
の
役
割
分
祖
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
､
メ

ス
は
産
卵
､
抱
卵
､
背
離
､
オ
ス
は
ナ
ワ
バ
リ
の
保

持
と
さ
れ
て
い
た
｡
今
ま
で
野
生
や
飼
育
舎
で
こ
の

よ
う
を
観
察
は
さ
れ
ず
､
初
め
て
の
例
で
あ
り
､
産

卵
時
に
お
け
る
オ
ス
と
メ
ス
の
行
動
も
今
後
へ
の
課

題
と
し
て
残
さ
れ
た
｡
ま
た
､
巣
穴
を
掘
ら
ず
に
コ

ン
グ
リ
ー
上
面
に
産
卵
し
た
り
､
一
羽
の
メ
ス
が
二

巣
を
作
る
左
ど
異
常
な
行
動
も
あ
り
､
産
卵
に
つ
い

て
の
問
題
点
は
ま
だ
多
い
｡

五
､
抱
卵

抱
卵
開
始
は
最
終
卯
を
産
ん
だ
時
か
ら
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
｡
抱
卵
開
始
の
目
安
と
な
る
も
の
に
､
糞

に
変
化
が
み
ら
れ
る
｡
ラ
イ
チ
ョ
ウ
は
二
極
期
の
糞

を
排
池
す
る
｡
小
腸
か
ら
直
接
の
も
の
と
､
盲
腸
を

経
て
排
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
小
腸
か
ら
の

糞
は
抱
卵
し
て
い
る
メ
ス
で
は
通
常
の
大
き
さ
の
二

か
ら
三
倍
に
な
る
｡
こ
の
大
き
な
糞
は
抱
卵
中
は
常

に
み
ら
れ
､
正
常
に
抱
卵
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
バ

ロ
メ
ー
タ
ー
で
も
あ
る
｡

抱
卵
期
間
些
一
三
日
間
で
あ
る
｡
こ
の
間
メ
ス
だ

け
が
巣
に
つ
き
､
一
日
に
三
回
程
巣
を
離
れ
て
脱
糞

掠
食
へ
羽
づ
く
ろ
い
を
短
時
間
に
行
な
う
｡

胞
卵
を
途
中
で
放
棄
し
た
り
､
卿
化
率
の
低
い
場

合
な
ど
､
抱
卵
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
り
､
今
後
の

飼
育
に
よ
り
解
明
し
て
い
か
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)
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佐野坂以南の安曇の橋架(はぜ)

こ
と
わ
ざ
歳
時
記

南
白
雲
っ
･
た
が
'
北
恵
あ
い
た

-
¶
〃
･
刀

姑
さ
天
と
丸
だ
稲
刈
ら
ず
(
刈
ろ
う
)

青

　

木

　

　

　

治

舵物博ど山

妾
粟
野
の
水
間
は
中
世
の
頃
ま
で
は
､
北
ア
ル
フ

ス
の
菓
箆
に
展
開
す
る
幾
つ
か
の
扇
状
地
に
向
っ
て
､

耳

リ

7

､

'

ノ

流
下
す
る
､
大
小
の
沢
水
を
巧
み
に
誘
導
し
て
　
稲

作
に
利
用
し
た
こ
と
に
始
ま
り
､
や
が
て
江
日
時
尺

に
入
り
､
中
頃
か
ら
は
大
規
模
を
堰
の
開
削
が
進
み
､

新
出
の
開
発
と
共
に
'
新
し
い
集
落
が
発
生
し
､
各

地
に
新
出
村
の
発
生
を
見
て
い
る
｡

脱
出
用
水
系
の
大
町
市
の
町
用
堰
､
語
源
用
水
糸

の
松
用
材
の
利
間
用
水
､
池
田
町
の
内
用
堰
を
と
が

あ
る
｡
南
安
曇
の
十
ケ
堰
､
勘
左
衝
門
堰
､
矢
原
堰

は
梓
川
､
奈
良
井
川
水
系
で
あ
る
｡
こ
の
外
北
ア
ル

フ
ス
の
東
麓
か
ら
流
下
す
る
小
河
用
､
温
水
を
聞
別

し
て
､
つ
-
っ
た
無
数
の
中
小
の
堰
は
､
安
曇
野
を

豊
か
な
補
作
地
帯
と
し
て
い
る
　
そ
し
て
こ
の
蕊
か

な
水
質
源
を
活
用
し
､
肥
沃
を
水
間
に
改
良
し
､
今

の
安
芸
栄
二
-
ル
フ
ス
米
)
　
の
古
里
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
安
粟
野
の
稲
作
も
'
｢
七
分
の
暢
気
に
上
分

の
秋
｣
で
肥
料
や
管
理
が
二
分
で
天
候
が
L
分
で
あ

る
〝
十
分
な
秋
の
収
穫
を
上
､
は
る
に
は
､
天
候
が
士

分
､
即
ち
主
で
+
/
∵
台
と
い
う
憲
で
あ
る
､

秋
の
稲
作
の
大
敵
は
台
風
で
あ
る
‥
一
打
上
目
が

近
､
つ
く
と
､
郁
々
で
は
､
間
七
日
と
後
上
目
と
二
日

上
目
の
二
回
は
､
村
中
で
鎮
守
の
森
に
集
ま
っ
て
､

占

｢

･

/

ナ

商
工
相
に
お
神
酒
を
士
は
､
神
主
が
　
｢
批
評
｣
を
あ

け

た

り

､

｢

千

度

揺

り

｣

を

し

た

り

､

｢

お

経

り

｣

を

し
た
り
'
高
い
木
の
魂
に
　
｢
御
幣
｣
を
立
て
て
風
祭

を
し
た
も
の
で
､
明
治
､
大
正
の
頃
ま
で
､
こ
の
行

事
は
つ
､
い
て
い
た
　
｢
二
百
十
日
の
別
れ
水
｣
と

か
　
｢
彼
昔
の
落
水
｣
と
い
う
仲
諺
は
､
九
月
中
旬
が

小
用
の
落
水
期
と
い
う
意
味
で
あ
る
《

水
間
の
落
水
も
終
り
､
水
間
が
乾
く
と
稲
刈
が
初

ま
る
ー｢

秋
の
空
と
姑
の
に
っ
こ
り
∵
油
断
が
な
ら
ぬ
｣
変

り
易
い
の
は
秋
の
空
で
ま
の
ろ
.
.

石
碑
は
そ
の
体
験
か
ら
白
黒
現
象
を
見
て
､
稲
刈

り
を
し
た
り
野
良
に
出
る
《
し
　
｢
秋
の
夕
焼
鎌
を
と
け

一
成
は
蓑
等
持
つ
な
)
｣
　
で
夕
煙
は
鴫
の
兆
｡
｢
朝

○

ノ

†

上

し

出
の
岳
に
閥
が
さ
す
と
晴
天
｣
 
､
営
念
岳
'
大
天
井
､

餓
鬼
､
爺
､
鹿
高
輪
､
蓮
華
の
三
千
m
級
の
山
々
の

岳
に
朝
日
が
腸
十
と
そ
の
日
は
鴫
に
な
る
｢

｢
有
期
両
が
鉢
巻
す
れ
ば
雨
｣
 
､
｢
西
か
ら
東
へ
鳥

が
飛
ぶ
と
雨
｣
　
こ
れ
は
雨
の
兆
で
あ
る
｡

｢
南
患
っ
た
が
'
北
窓
明
い
た
姻
さ
天
気
だ
稲
刈
ら

ず
｣
安
薬
師
は
南
の
空
が
蓑
り
で
も
､
北
の
空
が
少

し
で
も
見
え
れ
ば
天
気
に
な
る
の
意
で
あ
る
｡

安
紫
野
の
稲
刈
は
若
夫
婦
を
中
心
に
'
年
寄
'
秋

休
み
の
子
供
の
一
家
総
動
員
の
稲
刈
が
初
ま
る
〔
-
此

処
､
彼
処
の
黄
金
の
板
の

間
に
　
｢
反
り
刀
に
'
こ
の

が
り
鎌
｣
　
の
諺
の
よ
-
に
､

こ
の
が
り
鎌
の
老
若
男
女

に
子
供
を
洗
え
た
､
こ
の

が
り
鎌
の
集
団
が
見
え
る
｡

大
正
初
期
ま
で
は
､
水

間
全
面
が
刈
r
L
の
稲
を

並
べ
て
い
た
が
､
大
正
の

終
り
頃
か
ら
米
の
食
味
を

増
す
た
め
の
乾
燥
法
を
考

勤

耽

種

え
､
稲
架
掛
け
が
初
ま
る
｡

;

良

同
い
し
稲
架
拭
け
で
も
､
佐

野
坂
以
北
で
は
新
潟
風
の

L
投
掛
け
で
ま
の
る
(
･
'

そ
し
て
蔦
や
人
の
背
で

稲
束
を
素
に
運
び
稲
扱
き
が
納
ま
る
｡

耳

り

/

ケ

.

腕
の
良
い
人
で
も
一
日
三
駄
(
ト
八
束
)
が
､
せ

き
の
や
ま
だ
っ
た
､
千
菌
扱
き
(
稲
扱
き
マ
ン
ガ
)

た
っ
た
の
が
'
大
正
七
､
八
年
頃
に
､
足
踏
式
廻
転

脱
穀
機
か
普
及
し
て
'
そ
の
能
率
は
数
倍
に
適
し
た
｡

扱
き
落
し
た
籾
は
遠
や
ね
こ
で
､
庭
に
抜
け
て
､

陽
干
し
に
乾
燥
し
､
牛
後
∵
　
二
時
頃
､
杵
で
よ
く

は
た
き
､
i
師
で
す
べ
や
つ
な
ぎ
を
去
っ
て
､
庸
柄
井
(

と
あ
お
り
)
　
に
か
け
風
遷
し
'
夕
方
ま
で
に
債
詰
め

(
野
俵
)
　
に
す
る
か
十
歳
の
穀
柵
に
収
納
す
る
｡

そ
し
て
時
期
を
見
て
調
製
す
る
の
で
あ
る
が
､
古

く
は
ス
ル
ス
を
用
い
､
次
で
土
日
を
ヤ
リ
木
で
廻
し
､

唐
箕
-
千
石
通
の
行
程
を
経
て
玄
米
に
し
た
の
で
あ

る
が
'
今
は
動
男
か
電
力
で
行
う

今
の
稲
刈
か
ら
調
製
ま
で
の
行
程
は
､
何
れ
も
大

型
機
械
で
行
わ
れ
る
｢
二
バ
-
ン
夕
､
石
油
動
力
脱
穀

機
､
コ
ン
パ
-
ン
､
大
型
乾
燥
機
､
動
力
籾
櫓
械
等

で
､
機
械
力
も
､
人
力
時
代
1
番
力
時
代
-
機
械
力

時
代
と
進
ん
で
来
て
い
る
.

(
北
女
郎
誌
編
築
委
員
)
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