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露の中の日の出(燕岳)

山

　

　

と

　

　

私

私
は
子
供
の
頃
か
ら
山
が
好
き
だ
っ
た
｡
特
別
な
理
由
は
あ

い
が
､
日
常
の
生
活
は
山
と
の
か
か
あ
り
が
非
常
に
多
か
っ
た
｡

親
父
の
山
仕
事
の
手
伝
い
に
は
兄
弟
で
良
-
行
っ
た
も
の
だ
｡

四
季
の
山
の
様
相
を
子
供
心
に
理
解
し
は
じ
め
た
の
は
､
小
学

校
の
高
学
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
春
の
山
菜
と
り
､
六

月
の
笹
ゆ
り
の
花
､
夏
山
で
の
沢
水
の
中
で
の
イ
ワ
ナ
と
り
､

幅
一
メ
ー
ト
ル
位
の
沢
の
水
を
と
め
､
一
時
間
も
す
る
と
二
〇

セ
ン
チ
位
の
イ
ワ
ナ
が
一
〇
匹
や
二
〇
匹
は
､
い
つ
で
も
と
れ

た
｡
秋
ぼ
､
毎
日
山
に
入
っ
て
も
お
も
し
ろ
い
｡
ブ
ド
ウ
'
ア

ケ
ビ
､
マ
タ
ク
ビ
等
の
と
れ
る
場
所
が
'
自
分
の
頭
の
中
に
､

地
図
と
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
を
収
穫
す
る
た
め
に

は
､
学
校
か
ら
帰
っ
て
二
時
間
も
あ
れ
ば
充
分
で
あ
っ
た
｡

中
学
生
に
な
っ
て
か
ら
は
'
山
の
幸
オ
ン
リ
ー
で
毛
-
､
尾

根
に
登
る
と
へ
　
こ
の
頂
は
ど
う
を
っ
て
い
る
の
か
､
そ
こ
へ
登

る
と
展
望
は
ど
う
ひ
ら
け
て
い
る
だ
ろ
う
か
､
そ
の
頂
上
の
反

対
の
尾
根
は
ど
こ
に
続
い
て
い
る
の
か
等
探
求
し
て
み
た
｡
ま

た
沢
を
登
る
と
'
水
の
源
を
さ
ぐ
る
た
め
'
い
-
つ
か
の
滝
を

登
り
'
湧
き
出
る
水
を
発
見
し
感
激
し
た
こ
と
も
何
度
か
あ
る
｡

山
を
下
り
る
時
の
む
づ
か
し
さ
も
'
こ
ん
な
山
行
で
身
に
つ
い

た
の
か
も
し
れ
在
い
｡
学
校
で
の
燕
岳
へ
の
登
山
は
､
私
と
山

と
の
か
か
わ
り
を
非
常
に
深
-
し
た
｡
恩
師
の
青
柳
先
生
の
影

響
も
大
い
に
あ
る
｡

や
が
て
､
北
ア
ル
プ
ス
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
､
二
〇
歳
過

ぎ
ま
で
､
単
独
行
が
多
く
在
っ
た
｡
し
か
し
単
独
行
に
は
､
限

界
が
あ
っ
た
｡
三
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
で
は
､
残
雪
期
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
ル
ー
ト
の
入
り
口
に
何
度
か
た
っ
て
試
み
た
が
､

未
熟
さ
故
の
不
安
が
､
い
つ
も
挑
戦
か
ら
引
き
降
ろ
し
て
し
ま

っ
た
｡
.
パ
ー
ト
ナ
ー
が
ほ
し
い
､
仲
間
が
ほ
し
い
と
思
っ
た
の

は
､
人
間
､
ひ
と
り
で
は
い
か
に
微
力
で
精
神
的
に
弱
い
も
の

で
あ
る
か
'
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て

″
大
町
山
の
会
〟
　
へ
入
会
さ
せ
て
も
ら
っ
た
｡
そ
の
中
で
､
山

の
深
さ
と
人
間
の
出
会
い
の
す
ぼ
ら
し
さ
に
､
年
ご
と
に
の
め

り
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
だ
｡
文
部
省
登
山
研
修
所
や
､
県
山

岳
セ
ン
タ
ー
の
講
師
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
感
ず
る
こ

と
は
､
教
え
る
こ
と
よ
り
､
多
く
の
山
の
先
輩
に
教
わ
る
こ
と

が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
全
国
の
岳
兄
と
親
し
く
交
流
が

で
き
､
年
に
何
回
か
我
家
に
も
遠
来
の
山
仲
間
が
立
寄
る
今
日

こ
の
頃
で
あ
る
｡

近
く
の
山
で
の
山
菜
と
り
や
､
尾
根
の
ロ
マ
ン
が
今
で
は
､

世
界
の
自
然
へ
の
ロ
マ
ン
に
広
が
っ
て
い
る
｡

(
山
岳
博
物
館
協
議
会
委
員
　
松
原
　
繁
)
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圃場づくり(稜線)
白馬岳の稜線と広がる登山道

鰭物鰭ど山

高
山
植
生
の
復
元
に
と
り
く
む

土

　

　

田

　

　

勝

　

　

義

は

　

じ

　

め

　

に

私
は
た
ま
た
ま
白
馬
村
教
育
委
員
会
の
依
頼
で
､

北
ア
ル
プ
ス
北
部
の
白
馬
岳
(
標
高
二
九
九
三
m
)

の
高
山
帯
の
植
生
復
元
に
携
れ
る
こ
と
に
在
っ
た
｡

こ
れ
は
昭
和
五
三
年
よ
り
十
年
計
画
で
行
わ
れ
て
い

る
の
で
､
今
年
で
八
年
目
と
な
る
｡
白
馬
岳
は
優
美

を
山
容
､
大
雪
渓
､
容
易
な
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ど
で
昔

か
ら
多
く
の
人
び
と
に
親
し
ま
れ
て
き
た
山
岳
で
あ

る
｡
し
か
し
そ
れ
に
も
ま
し
て
｢
白
菊
の
お
花
畑
｣

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
､
高
山
植
物
が
豊
宙
で
､
頼
ま

れ
な
美
し
い
景
観
を
示
し
て
い
る
｡
ま
た
手
筋
的
に

も
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
新
種
の
発
見
も
数
多
-
､
特

産
種
､
稲
産
種
も
多
数
自
生
し
て
い
る
｡
そ
の
た
め

す
で
に
大
正
十
一
年
に
は
国
の
天
然
註
念
物
､
昭
和

二
七
年
に
は
世
界
的
な
レ
ベ
ル
で
貴
重
と
さ
れ
る
特

別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に

登
山
(
観
光
)

の
面
で
も
､
学

術
の
面
で
も
価

値
の
高
い
白
馬

岳
の
高
山
植
生

は
､
登
山
者
の

増
大
　
へ
年
間
一

〇
万
人
前
後
)

に
と
も
な
い
､

主
と
し
て
登
山

道
周
辺
か
ら
荒

廃
が
進
ん
で
い

っ
た
の
で
あ
る
｡

白
馬
岳
の
荒
廃
の
よ
う
す

白
馬
岳
登
山
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
は
､
白
馬
村
横
倉

か
ら
大
雪
渓
を
へ
で
:
オ
ブ
カ
平
､
お
花
畑
を
通
り

稜
線
へ
出
て
山
頂
に
達
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
う

ち
高
山
植
生
は
ネ
ブ
カ
平
以
上
で
あ
る
｡
ネ
ブ
カ
平

は
標
高
二
〇
〇
〇
m
あ
た
り
か
ら
は
じ
ま
る
狭
い
草

付
の
尾
根
で
､
急
傾
斜
地
で
あ
る
｡
こ
の
ネ
ブ
カ
平

一
帯
は
､
年
々
登
山
道
が
拡
大
し
､
さ
ら
に
急
傾
斜

地
で
も
あ
っ
て
'
崩
壊
箇
所
が
随
所
に
み
ら
れ
､
植

生
の
消
失
ば
か
り
で
な
く
登
山
道
と
し
て
危
険
な
箇

所
も
あ
る
｡
植
生
は
所
ど
こ
ろ
島
状
に
取
り
残
さ
れ

て
い
る
が
､
年
々
そ
の
面
積
は
小
さ
く
な
っ
て
い
く

よ
う
で
あ
る
｡

ネ
ブ
カ
平
的
様
相
は
､
稜
線
の
下
ま
で
続
い
て
い

る
が
､
稜
線
に
で
る
と
ま
た
変
わ
っ
た
姿
が
み
ら
れ

る
｡
白
菊
岳
一
帯
の
稜
線
は
ほ
と
ん
ど
が
登
山
道
に

な
っ
て
い
る
｡
稜
線
は
傾
斜
が
緩
や
か
で
あ
り
'
比

較
的
広
い
幅
を
も
っ
て
い
る
｡
そ
の
た
め
登
山
道
が

さ
ら
に
広
く
広
が
り
､
山
頂
ま
で
太
-
て
白
い
裸
地

が
続
い
て
い
る
｡
大
方
か
つ
て
は
一
～
二
m
の
登
山

道
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
が
'
い
ま
で
は
幅
一
〇

m
以
上
に
も
在
っ
て
い
る
｡
こ
こ
は
風
衝
地
を
の
で

一
度
植
生
が
は
が
さ
れ
た
り
失
わ
れ
る
と
'
残
っ
た

植
生
も
強
風
や
土
壌
の
凍
結
融
解
作
用
に
よ
る
撹
乱

で
､
次
第
に
消
失
し
て
い
っ
て
し
ま
う
｡

現
在
､
登
山
道
の
両
側
に
は
ロ
ー
プ
が
張
ら
れ
植

生
内
に
立
ち
入
り
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
'
か
つ
て

は
な
か
っ
た
し
､
い
ま
で
も
そ
れ
を
無
視
し
て
入
っ

た
り
､
昼
寝
を
し
た
り
へ
な
か
に
は
植
物
採
取
ま
で

す
る
人
も
い
る
｡
夏
の
最
盛
期
に
は
グ
リ
ー
ン
パ
ト

ロ
ー
ル
を
ど
の
監
視
が
あ
る
が
'
立
ち
入
り
は
そ
の

前
後
の
方
が
多
い
と
思
わ
れ
る
｡

高
山
帯
の
植
生
の
復
元
に
つ
い
て

自
然
界
で
は
裸
地
ま
た
は
一
度
裸
地
化
し
た
場
所

で
も
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
け
ば
､
や
が
て
植
物
が

生
育
し
て
き
て
､
数
年
後
に
は
緑
で
覆
わ
れ
て
し
ま

う
し
､
も
と
の
植
生
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
も
の
に

回
復
し
て
し
ま
う
こ
と
が
普
通
で
あ
る
｡
こ
の
現
象

は
植
物
遷
移
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
'
植
物
遷
移
こ
そ

植
生
復
元
そ
の
も
の
で
あ
る
｡
植
物
遷
移
は
場
所
､

立
地
､
周
囲
の
状
態
を
ど
で
そ
の
コ
ー
ス
や
内
容
､

進
む
時
間
な
ど
が
こ
と
を
っ
て
い
る
が
､
わ
れ
わ
れ

が
住
ん
で
い
る
よ
う
を
下
界
で
は
､
一
度
裸
地
に
な

っ
て
も
そ
の
年
､
あ
る
い
は
次
の
年
に
す
ぐ
植
物
が

生
え
て
き
て
､
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
緑
に
覆
わ
れ
､

一
〇
年
も
す
れ
ば
若
い
林
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
す
在

れ
ち
遷
移
が
非
常
に
早
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と

こ
ろ
が
高
山
帯
の
よ
う
を
と
こ
ろ
で
は
'
さ
ま
ざ
ま

な
理
由
に
よ
っ
て
遷
移
が
非
常
に
遅
-
､
ま
た
場
合

に
よ
っ
て
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
｡
私
が
白
馬

岳
の
稜
線
付
近
に
設
け
た
裸
地
定
置
枠
の
六
年
間
の

観
察
で
は
､
ほ
と
ん
ど
遷
移
は
進
ん
で
い
な
い
し
､

な
か
に
は
わ
ず
か
に
見
ら
れ
た
植
生
も
な
く
を
っ
て

し
ま
っ
た
も
の
も
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
高
山
帯
の
裸
地
か
ら
の
遷
移
が
あ
そ

い
理
由
は
､
非
常
に
厳
し
い
気
象
条
件
､
す
な
れ
ち

低
温
'
強
風
､
禎
雪
'
豪
雨
な
ど
下
界
で
は
思
い
も

よ
ら
な
い
要
図
が
関
係
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
開
通
し

て
土
壌
の
流
失
'
凍
結
融
解
作
用
に
よ
る
撫
乱
'
種

子
や
芽
生
え
の
流
失
や
､
損
傷
な
ど
植
物
が
生
育
出

来
る
条
件
は
き
わ
め
て
厳
し
い
｡

白
菊
岳
の
植
生
荒
廃
地
も
た
だ
放
置
し
て
お
い
た

た
け
で
は
植
生
の
回
復
は
期
待
で
き
な
い
し
へ
　
ま
た

ま
す
ま
す
荒
廃
が
進
ん
で
行
-
状
況
の
を
が
で
､
を

ん
と
か
人
工
的
な
手
立
て
で
こ
れ
を
く
い
と
め
､
さ

ら
に
緑
化
を
し
て
少
し
で
も
植
生
復
元
を
実
現
し
､

可
能
な
ら
ば
か
つ
て
の
自
尊
岳
の
よ
う
を
美
し
い
景

観
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
試
み
が
､
い
れ
ゆ
る

自
尊
岳
の
緑
化
作
戦
で
あ
る
｡

緑
化
作
戦
と
基
礎
実
験

白
馬
岳
の
長
野
県
側
は
､
北
安
曇
郡
白
馬
村
地
籍

に
あ
る
｡
日
馬
村
で
は
右
記
の
目
的
の
た
め
に
｢
特

殊
植
物
保
全
事
業
｣
を
､
昭
和
五
三
年
か
ら
実
施
し

て
い
る
｡
そ
の
事
業
の
内
容
は
'
荒
廃
地
の
緑
化
の

ほ

か

､

グ

リ

ー

ン

パ

ト

ロ

ー

ル

､

ク

リ

ー

ン

パ

ト

ロ

ー
ル
を
強
化
し
'
監
視
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
､
登
山

道
や
案
内
板
の
整
備
､
ま
た
一
般
の
登
山
者
へ
の
高

山
植
物
保
護
の
ア
ピ
ー
ル
な
ど
が
お
も
を
も
の
で
あ

る
｡
単
に
実
際
の
緑
化
だ
け
で
な
く
､
こ
れ
ら
が
総

合
的
に
な
さ
れ
て
､
真
の
意
味
で
の
緑
化
作
戦
が
成

功
す
る
も
の
で
あ
る
｡
筆
者
は
こ
の
う
ち
実
際
の
緑

化
に
当
初
か
ら
た
す
さ
わ
っ
て
き
て
お
り
､
こ
こ
で

そ
の
概
要
と
成
果
の
一
部
を
の
べ
る
こ
と
と
す
る
｡

こ
の
作
戦
は
一
応
の
年
次
計
画
が
た
で
ら
れ
て
お

り
､
昭
和
五
三
･
五
四
年
度
は
現
地
の
植
生
お
よ
び

そ
の
荒
廃
の
実
態
調
査
を
お
こ
な
っ
た
｡
ま
た
昭
和

五
五
年
度
は
､
播
種
に
よ
る
緑
化
を
目
的
と
し
て
､

現
地
産
の
高
山
植
物
種
子
の
発
芽
実
験
が
お
こ
な
お

れ
た
｡
昭
和
五
六
年
度
は
､
先
の
成
果
の
指
針
に
も

と
づ
き
`
現
地
で
実
際
の
播
種
実
験
を
お
こ
な
っ
た
｡

さ
ら
に
､
昭
和
五
七
年
度
は
､
現
地
で
移
植
実
験
を

お
こ
な
い
､
緑
化
の
手
法
を
拡
大
し
た
｡
そ
し
て
昭

和
五
八
年
度
以
降
'
よ
う
や
-
六
年
日
に
し
て
､
ま

ず
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
実
際
に
緑
化
を
し
て
ゆ
こ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
'
そ
の
作
業
を
す
す
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

高
山
帯
の
自
然
に
手
を
つ
け
る
こ
と
へ
自
然
を
修

復
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
あ
る
制
約
や
条
件
の
も

と
に
行
わ
を
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
植
物
に
つ
い
て
は
､

氷
河
期
以
後
約
一
万
年
ほ
ど
前
か
ら
､
高
山
植
物
は
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そ
の
地
に
白
生
し
て
お
り
､
遺
伝
的
､
生
態
的
に
固

定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
た
と
え
同
種
で
あ
っ
て

も
他
所
か
ら
の
移
入
は
好
ま
し
-
な
い
の
で
､
現
地

産
の
植
物
を
利
用
し
な
-
で
は
な
ら
な
い
｡
ま
た
緑

化
を
お
こ
な
う
場
合
､
で
き
る
だ
け
現
地
の
植
生
に

影
響
を
与
え
て
は
な
ら
を
い
｡
た
と
え
ば
非
常
に
侵

略
的
な
植
物
に
よ
る
緑
化
は
周
辺
の
本
来
の
植
生
を

侵
略
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
｡
ま
た
現
地
産
の

植
物
を
緑
化
用
に
利
用
す
る
場
合
､
種
子
採
取
や
移

植
を
ど
で
そ
の
植
物
の
個
体
群
プ
ー
ル
を
減
少
さ
せ

て
し
ま
う
｡

緑
化
の
考
え
方
で
あ
る
が
'
裸
地
の
緑
化
や
植
生

復
元
に
つ
い
て
は
､
も
と
通
り
の
お
花
畑
に
復
す
る

こ
と
､
す
な
お
ち
そ
の
土
地
の
極
相
植
生
に
す
る
こ

と
が
､
本
当
の
意
味
で
植
生
復
元
と
在
る
｡
し
か
し

高
山
帯
で
は
そ
れ
は
た
と
え
可
能
で
あ
っ
て
も
長
年

月
か
か
る
｡
移
植
の
場
合
も
土
壌
の
な
い
と
こ
ろ
で

行
う
わ
け
だ
か
ら
外
見
的
に
植
物
が
生
え
そ
ろ
っ
て

も
植
生
復
元
で
は
な
い
∵
…
で
は
､
と
り
あ
え
ず

さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
緑
地
を
緑
で
被
覆
し
て
や
る
こ

ど
(
た
と
え
目
立
た
ぬ
植
物
で
も
)
を
緑
化
-
植
生

復
元
と
考
え
た
｡
す
を
お
ち
遷
移
の
初
期
相
を
人
為

的
に
つ
く
っ
て
や
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
後

は
自
然
み
ず
か
ら
の
手
に
よ
っ
て
､
そ
の
地
に
ふ
さ

お
し
い
植
生
を
創
造
す
る
よ
う
自
然
に
全
て
を
ゆ
だ

ね
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

(
一
)
播
種
実
験

現
地
の
荒
廃
地
の
植
生
調
査
か
ら
､
荒
廃
地
で
比

較
的
優
占
度
(
硬
度
)
の
高
い
植
物
は
'
低
標
高
地

で
は
-
､
､
ヤ
マ
タ
ン
ポ
ポ
∵
ミ
ヤ
マ
ア
ワ
ガ
エ
リ
へ

オ

オ

ヨ

モ

ギ

､

オ

オ

イ

タ

ド

リ

､

コ

メ

ス

ス

キ

(

乾

燥
地
)
等
で
あ
り
､
高
標
高
地
で
は
､
ヒ
ロ
ハ
ノ
コ

メ

ス

ス

キ

(

渇

)

､

ミ

ヤ

マ

ア

ワ

ガ

エ

リ

､

イ

ワ

オ

ウ
キ
､
コ
メ
ス
ス
キ
を
ど
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
裸
地

の
パ
イ
オ
ニ
ア
(
先
駆
種
)
と
い
え
る
｡
だ
か
ら
裸

地
に
こ
の
よ
う
な
植
物
の
群
落
を
つ
-
る
こ
と
が
ま

ず
考
え
ら
れ
る
｡
一
方
､
高
山
植
物
の
種
子
で
発
芽

率
の
よ
い
も
の
､
芽
生
え
の
生
長
の
よ
い
も
の
は
､

播
種
に
よ
る
緑
化
種
と
し
て
有
用
で
あ
る
｡
そ
の
た

め
現
地
で
採
取
し
た
種
子
の
発
芽
実
験
を
お
こ
な
っ

た
｡
二
三
度
C
､
光
条
件
下
で
お
こ
な
っ
た
発
芽
実

験
で
､
高
発
芽
率
を
有
し
､
し
か
も
発
芽
の
早
い
植

物

は

､

イ

ワ

オ

ウ

ギ

'

工

ゾ

ム

カ

シ

ヨ

モ

ギ

､

タ

カ

ネ

ス

イ

バ

､

ミ

ヤ

マ

ア

カ

バ

ナ

'

ミ

ヤ

マ

ア

ワ

ガ

エ

リ
な
ど
で
あ
っ
た
｡
低
温
処
理
に
よ
る
実
験
で
も
大

差
は
な
か
っ
た
｡

昭
和
皇
ハ
年
貢
に
､
現
地
に
実
験
地
を
設
け
'
右

記
の
指
針
に
も
と
づ
い
て
播
種
実
験
を
お
こ
な
っ
た
｡

実
験
地
は
標
高
二
四
三
〇
m
の
地
点
(
A
区
)
と
稜

線
上
の
標
高
二
八
〇
〇
m
の
地
点
(
B
区
)
の
裸
地

で
あ
る
｡
前
者
は
多
雪
地
､
後
者
は
風
衝
少
宮
地
と

い
う
環
境
の
ち
が
い
が
あ
る
｡
両
地
は
､
カ
チ
カ
ナ

に
固
ま
っ
て
お
り
へ
礫
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
る
｡

そ
こ
で
､
深
さ
三
〇
m
ほ
ど
耕
し
､
一
伽
の
フ
ル
イ

で
礫
を
と
り
除
き
､
畑
を
つ
-
っ
て
そ
こ
に
い
ろ
い

ろ
を
植
物
の
種
子
を
ま
い
た
｡

A
区
で
は
か
な
り
の
芽
生
え
が
見
ら
れ
た
が
へ
B

区
で
は
わ
ず
か
ウ
ル
ッ
プ
ソ
ウ
の
数
個
体
の
芽
生
え

し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
｡

そ
の
結
果
､
裸
地
緑
化
に
有
用
な
種
子
は
､
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
｡

(
ネ
フ
カ
平
)
-
ヤ
マ
タ
ン
ポ
ポ
:
､
､
ヤ
マ
ア
ワ
ガ

エ

リ

､

タ

カ

ネ

ス

イ

バ

､

オ

オ

イ

タ

ド

リ

､

イ

ワ

ノ

ガ

リ

ヤ

ス

､

オ

オ

ヨ

モ

ギ

へ
お
花
畑
-
稜
線
)
有
紀
の
ほ
か
､
ヒ
ロ
ハ
ノ
コ
メ

ス

ス

キ

､

コ

メ

ス

ス

キ

､

イ

ワ

オ

ウ

キ

へ

ウ

ル

ッ

プ

ソ
ウ以

上
の
二
年
間
に
わ
た
る
播
種
実
験
か
ら
､
緑
化

に
有
効
な
種
子
が
判
定
さ
れ
た
｡
ま
た
そ
の
苗
床
た

る
地
面
を
い
か
に
安
定
に
保
つ
か
が
そ
の
緑
化
工
法

の

ポ

イ

ン

ト

と

な

る

｡

こ

れ

に

つ

い

て

は

イ

ネ

ワ

ラ

の
被
覆
の
は
か
に
､
道
路
の
法
面
の
緑
化
な
ど
に
利

用
さ
れ
て
い
る
ネ
ッ
ト
な
ど
新
技
術
を
導
入
す
る
こ

と
に
し
た
｡

(
二
)
移
植
実
験

手
っ
と
り
早
い
緑
化
方
法
と
し
て
移
植
法
が
あ
る
｡

し
か
し
､
高
山
帯
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
あ
る
｡

使
用
植
物
は
す
べ
て
現
地
の
貴
重
皇
同
山
植
物
で
あ

り
､
そ
れ
を
根
と
共
に
採
取
し
移
植
す
る
こ
と
は
自

然
破
壊
に
つ
な
が
る
｡

移
植
地
す
な
わ
ち
裸
地
は
､
全
-
土
接
が
な
い
岩

礁
地
で
あ
り
､
植
え
る
地
面
が
な
い
｡
採
取
地
､
採

取
個
体
の
選
定
と
採
取
に
は
非
常
を
手
間
と
労
力
が

必
要
で
'
ま
た
熟
練
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
｡
さ
ら

に
移
植
地
の
造
成
は
'
高
山
帯
と
い
う
気
象
条
件
の

中
で
多
大
の
労
力
を
伴
う
｡

移
植
実
験
地
も
A
区
､
B
区
に
作
ら
れ
た
｡
移
植

地
の
徳
地
を
深
-
掘
る
と
､
土
砂
が
下
方
か
ら
出
て

く
る
｡
四
角
い
穴
を
つ
く
っ
て
､
下
に
掘
り
出
た
石

や
閻
り
の
石
を
入
れ
て
床
上
げ
を
し
､
そ
の
上
に
小

磯
を
厚
く
敷
き
､
さ
ら
に
荒
い
土
､
表
面
に
細
か
を

土
を
重
ね
て
､
多
重
構
造
の
圃
場
を
つ
-
っ
た
｡
ま

た
崩
れ
な
い
よ
う
木
枠
を
つ
-
っ
た
｡
こ
こ
に
施
肥

を
お
こ
な
い
､
採
取
し
た
植
物
を
ピ
ー
ト
ポ
ッ
ト
に

入
れ
移
植
し
た
｡
高
山
植
物
の
根
は
長
大
で
あ
り
､

そ
の
採
取
に
つ
い
て
は
な
る
べ
-
小
形
の
個
体
を
選

ん
だ
が
､
根
を
完
全
に
傷
め
ず
に
採
取
す
る
こ
と
は

非
常
に
難
し
い
｡

移
植
実
験
に
よ
る
と
'
お
花
畑
付
近
で
は
､
も
っ

と
も
生
育
の
よ
が
っ
た
植
物
は
ミ
ヤ
マ
ア
ワ
ガ
エ
リ
'

ミ

ヤ

マ

キ

ン

ポ

ウ

ゲ

へ

と

ロ

ハ

ノ

コ

メ

ス

ス

キ

､

タ

カ
ネ
ス
イ
バ
:
ミ
ヤ
マ
キ
ン
バ
イ
な
ど
で
あ
っ
た
が
､

全
体
的
に
み
て

こ
こ
で
の
移
植

実
験
は
､
あ
る

程
度
成
功
し
た

と

い

え

る

｡

し

か
し
､
稜
線
で

の
実
験
結
果
は

思
お
し
/
､
左
か

っ
た
｡

と
り
あ
え
ず

以
上
数
年
問
の

調
査
､
崩
究
､

実
験
を
ふ
ま
え

て
実
際
の
緑
化

に
と
り
く
む
こ

と
に
な
っ
た
｡

緑
化
の
実
際
と
今
後

自
罵
岳
の
メ
イ
ン
ル
ー
ト
の
う
ち
:
オ
ブ
カ
平
の

荒
廃
に
は
か
在
り
の
土
木
工
事
が
必
要
と
な
る
の
で
､

我
々
は
お
花
畑
か
ら
上
部
の
登
山
道
そ
い
の
裸
地
､

荒
廃
地
の
植
生
復
元
を
す
る
こ
と
と
し
た
｡
作
業
は

昭
和
五
八
年
か
ら
行
お
れ
､
今
年
で
三
年
目
に
な
る
｡

ま
ず
登
山
道
を
現
状
よ
り
ニ
ー
四
m
狭
め
'
そ
の
部

分
を
緑
化
す
る
こ
と
に
し
た
｡
緑
化
に
は
､
播
種
し

た
り
移
植
し
た
り
す
る
た
め
の
圃
場
の
造
成
を
し
な

け
れ
ば
掌
ら
な
い
｡
す
べ
て
手
作
業
を
の
で
､
大
変

な
労
力
で
あ
る
｡
そ
し
て
前
述
の
よ
う
な
方
法
で
播

種
､
あ
る
い
は
移
植
す
る
わ
け
で
あ
る
｡
本
年
ま
で

に
稜
線
の
半
ば
ま
で
圃
場
づ
-
り
は
進
ん
だ
が
'
結

果
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
｡
お
花
畑
の
緑
化
は
ま
ず
ま

ず
で
あ
る
が
へ
稜
線
は
現
在
の
と
こ
ろ
芳
し
-
老
い
｡

特
に
播
種
､
移
植
後
に
雨
が
少
な
い
と
､
ど
の
場
所

で
も
生
育
､
活
着
が
悪
い
｡
毎
年
､
再
播
種
や
補
楢

の
労
力
も
大
変
で
あ
る
｡

緑
化
も
ま
だ
半
ば
で
あ
る
し
､
ま
し
て
復
元
に
は

長
時
間
か
か
る
が
､
多
-
の
人
の
大
変
を
努
力
に
よ

っ
て
序
々
に
進
み
つ
つ
あ
る
.
,
｣
の
よ
う
を
努
力
が

い
つ
か
実
を
結
び
､
美
し
い
白
馬
岳
が
よ
み
が
え
る

こ
と
を
頼
っ
て
い
る
｡

(
信
州
大
学
教
委
部
助
教
授
･
植
物
生
態
学
専
攻
)
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｢第2回　信州･味の文化展｣より

鰭物情と山

北
安
曇
の
焼
餅

そ
の
焼
餅
　
へ
お
や
き
)
を
初
め
て
食
べ
た
時
は
､

皮
の
囲
い
の
に
閉
口
す
る
一
方
で
'
焼
き
立
て
の
香

ば
し
さ
､
お
い
し
さ
に
び
っ
く
り
し
た
も
の
で
あ
る
｡

十
数
年
前
の
､
明
日
香
花
が
オ
ー
プ
ン
し
て
間
も
な

い
頃
で
あ
っ
た
｡
以
来
､
私
も
焼
餅
(
ね
や
き
)
　
の

フ
ァ
ン
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
焼
餅
の
こ
と
が
頭
を
離

れ
ず
､
県
内
各
地
で
在
る
べ
-
食
べ
る
よ
う
に
心
が

け
た
｡
つ
い
に
は
昨
年
､
焼
餅
だ
け
で
一
冊
の
本
を

ま
と
め
る
羽
目
に
な
っ
た
｡

幸
い
を
こ
と
に
､
焼
餅
は
今
や
長
野
県
下
で
は
以

前
よ
り
大
分
勢
い
を
盛
り
か
え
し
て
き
た
｡
名
物
と

い
お
れ
る
焼
餅
は
各
地
に
あ
る
が
'
そ
の
中
心
地
は

長
野
市
お
よ
び
そ
の
周
辺
と
､
北
安
芸
地
方
で
あ
る
｡

北
安
芸
で
は
､
商
売
と
し
て
は
八
坂
村
の
明
日
香

薄
の
焼
餅
が
先
か
け
だ
っ
た
と
思
う
｡
村
営
の
保
建

セ
ン
タ
ー
と
し
て
も
早
い
方
だ
っ
た
ろ
う
｡
特
製
の

イ
ロ
リ
の
中
で
焼
く
本
椿
派
だ
｡
同
じ
頃
に
美
麻
村

の
高
地
温
泉
(
今
は
蕪
い
)
　
で
は
､
ポ
ー
ロ
ク
で
焼

-
､
蒸
し
焼
き
の
も
の
を
食
べ
た
｡

八
坂
村
と
実
歴
村
の
例
は
､
山
村
ら
し
い
　
〝
名
物

料
理
〟
を
考
え
る
と
し
た
ら
､
そ
ば
と
焼
餅
し
か
を

金

　

　

子

　

　

万

　

　

平

か
っ
た
､
と
も
い
え
る
｡
山
村
に
お
い
て
そ
ば
　
へ
そ

ば
切
り
)
　
は
'
ハ
レ
の
食
べ
も
の
｡
一
方
の
焼
餅
は

口
膚
の
､
そ
れ
も
主
食
と
な
っ
た
食
べ
も
の
で
あ
る
｡

主
食
は
古
く
は
'
そ
れ
ほ
ど
お
い
し
い
も
の
は
な
か

っ
た
｡
ま
ず
い
け
れ
と
も
'
体
力
を
維
持
す
る
た
め

に
は
欠
か
せ
な
い
か
ら
食
べ
る
､
と
い
う
傾
向
が
強

か
っ
た
｡
そ
れ
が
名
物
と
し
て
復
活
し
て
き
た
の
に

は
､
理
由
が
あ
ろ
う
｡

北
安
生
の
焼
餅
に
つ
い
て
は
'
今
年
二
月
に
塩
尻

市
で
聞
い
た
｢
第
二
回
信
州
･
味
の
文
化
展
｣
で
興

味
あ
る
報
告
が
を
さ
れ
て
い
る
｡
即
ち
夫
北
地
-
玉
の

市
町
村
別
r
∵
　
焼
餅
が
､
-
三
食
だ
っ
た
地
域
と
お
や
つ

だ
っ
た
地
域
と
に
分
け
'
皮
と
具
の
材
料
が
何
で
あ

っ
た
か
､
焼
き
万
､
在
ど
の
大
体
の
傾
向
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
｡
必
ず
し
も

り
う
ま
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
こ
の
傾
向
は

白
嶋
村
か
ら
大
町
帝
､
松
川
村
､
池
田
町
の
平

野
部
の
米
ど
こ
ろ
に
は
共
通
し
て
.
.
言
え
る
｡
新

潟
県
の
知
人
に
聞
い
て
も
､
末
弟
米
の
焼
餅
は

ひ

ど

く

ま

す

が

っ

た

と

い

う

｡

だ

か

ら

､

阜

く

に
そ
の
伝
統
は
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

残
っ
た
の
は
､
小
麦
粉
を
蒸
し
た
焼
餅
で
､
こ

れ
は
お
や
つ
か
ご
ち
そ
う
に
在
っ
た
｡

大
町
の
束
の
美
麻
村
･
八
坂
村
､
そ
れ
と
池

固
町
の
山
間
部
の
よ
う
な
山
村
地
帯
へ
接
続
す

る
上
水
内
郡
で
も
同
様
だ
が
)
　
で
は
､
焼
餅
の

皮
に
多
く
小
麦
粉
を
使
っ
た
｡
こ
れ
も
元
来
は

雑
穀
の
粉
な
ら
何
で
も
よ
が
っ
た
の
だ
が
､
戦

前
の
小
麦
の
品
純
改
良
へ
殻
増
が
葉
で
収
量
が
多
ノ
＼

味
も
よ
い
　
-
　
昭
和
の
初
期
で
は
な
か
っ
た
が
と
思

う
が
)
　
の
結
果
､
小
麦
粉
が
卓
越
し
て
焼
餅
の
材
料

と
し
て
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
て

い
る
｡

小
麦
粉
も
｢
ひ
き
ぐ
る
み
｣
　
へ
皮
､
即
ち
フ
ス
マ

ま
で
一
緒
に
ひ
き
こ
ん
だ

正
確
と
は
い
え
な
い
が
､

大
ま
か
を
様
子
は
分
か
る

の
で
､
こ
れ
に
従
っ
て
見

て
い
こ
う
｡

各
地
の
焼
餅
が
ど
う
い

う
性
倍
を
持
っ
て
い
る
か

を
探
る
に
は
､
ま
ず
皮
の

材
料
を
見
る
の
が
わ
か
り

や
す
い
｡
焼
餅
の
戊
は
本

来
､
粉
に
で
き
る
も
の
を

ら
何
で
も
'
水
で
練
っ
て

丸
め
て
焼
け
は
よ
い
｡
即

ち
粉
を
食
べ
る
の
が
中
必

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

粉
)
　
を
使
う
と
ま
ず
い
が

フ
ス
マ
を
取
り
除
い
た
粉

は
､
お
い
し
い
｡
具
を
入

れ
ず
に
焼
い
て
､
タ
マ
リ

を
ど
を
つ
け
て
食
べ
る
の

が
古
い
食
べ
方
だ
っ
た
よ

う
で
あ
る
｡

お
い
し
い
食
べ
も
の
は

郷
愁
ば
か
り
で
な
-
､
作

っ
て
食
べ
る
人
が
お
い
し

い
と
思
え
ば
'
そ
の
地
域

に
伝
え
ら
れ
て
い
く
｡
そ

れ
が
伝
統
で
あ
り
､
文
化

イ
ワ
シ
を
使
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
'
多
く
は
野
菜

で
あ
っ
た
｡
漬
物
は
昧
つ
け
と
し
て
も
重
要
で
あ
っ

た
｡
そ
し
て
ハ
レ
の
日
に
は
野
菜
に
油
を
ま
せ
､
あ
る

い
は
小
豆
絹
を
用
い
る
｡
　
-
　
そ
う
し
た
細
か
い
要

素
に
気
を
つ
け
て
い
-
と
'
焼
餅
の
持
っ
て
い
る
様

々
を
｣
文
化
‥
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
｡

焼
餅
は
粉
も
の
食
の
一
つ
で
あ
る
｡
粉
も
の
は
'

粒
食
に
対
す
る
粉
食
で
あ
り
､
穀
物
と
く
に
雑
穀
の

食
べ
方
の
中
で
と
ら
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
｡
そ
の
意

味
で
食
の
文
化
を
考
え
る
の
に
､
好
個
の
墓
相
と
も

い
え
る
｡
北
安
芸
地
方
は
焼
餅
の
様
々
を
バ
ラ
エ
テ

ィ
が
集
中
し
て
い
る
の
で
､
を
ね
さ
ら
好
つ
ご
う
で

あ
ろ
う
｡

参
考
=
向
山
稚
重
若
干
信
濃
民
俗
記
つ
　
へ
正
･
続
=

慶
友
社
)
｡
『
信
州
そ
ば
の
話
｣
　
!
?
ね
や
き
･
焼
餅

の
話
し
　
『
信
州
の
郷
土
食
-
(
以
上
､
銀
河
書
房
)
｡

お
詫
び

先
月
号
4
P
写
真
下
は
､
｢
-
マ
-
モ
凪
と
ア
ル

モ
｣
　
の
誤
り
で
す
｡
訂
正
し
て
お
詫
び
し
ま
す
｡

小
谷
村
で
は
ソ
､
バ
粉
を
主
と
し
た
｡
他
に
未
為
米

｢
ン
イ
ナ
)
　
の
粉
も
多
-
使
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
雪

が
多
-
て
麦
が
と
れ
毛
い
地
方
で
は
､
小
麦
粉
は
あ

ま
り
使
わ
れ
な
い
｡
ソ
バ
粉
は
上
等
の
も
の
は
そ
ば

切
り
に
用
い
る
の
で
､
品
質
の
悪
い
ソ
バ
粉
や
末
舞

米
の
粉
ば
か
り
が
焼
餅
に
使
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
あ
ま

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
｡
八
坂
村
の
庚
焼
き
の
焼
餅

は
確
か
に
お
い
し
い
し
､
だ
か
ら
こ
そ
大
町
方
面
に

ま
で
流
行
す
る
ブ
ー
ム
と
在
り
え
た
｡

ふ
だ
ん
は
イ
ロ
リ
で
焼
-
焼
餅
を
､
七
夕
と
か
お

盆
に
は
葵
か
し
て
食
べ
た
､
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
っ

た
｡
ハ
レ
の
田
に
は
材
料
や
作
り
方
に
気
を
配
り
､

ご
ち
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
具
は
小
谷
村
で
古
く

山

と
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