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軒下にへばりつく4匹のアブラコウモリ

軒
先
の
コ
ウ
モ
リ

コ
ウ
モ
リ
を
可
愛
い
と
思
う
人
は
少
な
い
｡
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
嫌
あ
れ
者
の
動
物
で
あ
る
｡

鳥
類
と
も
哺
乳
類
と
も
つ
か
ぬ
曖
昧
を
属
性
'
た

そ
が
れ
時
か
ら
活
発
に
行
動
す
る
夜
行
性
'
人
哲
人

能
を
絶
し
た
閏
の
飛
翔
の
巧
み
さ
へ
人
里
で
の
出
没
､

そ
し
て
あ
の
黒
い
体
と
逆
さ
に
ぶ
ち
さ
が
っ
た
格
好
｡

そ
の
ど
れ
も
が
我
々
の
意
味
領
域
を
逸
脱
ま
た
は
超

越
し
て
お
り
､
こ
こ
に
コ
ウ
モ
リ
の
評
判
の
種
が
あ

る
よ
う
た
｡

か
つ
て
神
の
力
の
絶
大
だ
っ
た
こ
ろ
､
だ
か
ら
こ

の
不
思
議
な
動
物
は
神
の
使
い
と
し
て
神
聖
視
さ
れ

た
か
､
も
し
く
は
魔
物
の
手
先
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た

か
も
し
れ
な
い
｡
だ
が
神
の
威
力
が
衰
え
る
に
つ
れ

て
､
彼
等
に
対
す
る
人
間
の
感
情
に
は
嫌
悪
の
み
が

残
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

我
々
に
は
動
物
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
か
在
り
用

意
さ
れ
て
お
り
､
疑
う
こ
と
な
く
利
用
す
る
場
合
が

多
い
｡
い
れ
ば
こ
の
伝
統
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
た
め
に

コ
ウ
モ
リ
な
ど
直
接
人
間
の
利
害
に
無
関
係
を
と
こ

ろ
で
忌
み
嫌
お
れ
る
動
物
が
絶
滅
す
る
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
｡
だ
が
昔
は
ど
ん
な
溜
池
に
も
い
た
タ
ガ

メ
の
よ
う
に
､
そ
れ
ら
の
動
物
に
対
す
る
愛
護
や
保

護
の
意
識
は
彼
等
が
姿
を
消
し
て
か
ら
で
老
い
と
高

ま
ら
在
い
と
い
う
実
状
か
ら
す
れ
ば
､
案
外
こ
の
イ

メ
ー
ジ
が
大
き
く
行
動
を
抑
制
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
｡

は
か
ら
ず
も
久
々
に
野
生
の
コ
ウ
モ
リ
を
見
る
俄

会
に
恵
ま
れ
た
｡
あ
る
病
院
の
軒
先
の
こ
と
で
､
夜

と
も
な
れ
ば
数
十
匹
の
コ
ウ
モ
リ
が
集
ま
る
と
い
う

の
た
｡
看
護
婦
さ
ん
に
よ
れ
ば
入
院
の
患
者
さ
ん
が

気
味
悪
が
っ
て
困
る
そ
う
で
あ
る
｡
体
長
五
セ
ン
チ

ほ
ど
の
が
丸
ま
っ
て
寄
り
合
っ
て
ぶ
ち
さ
が
っ
て
い

る
｡
何
を
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
､
休
ん
で
い
る
の

か
､
眠
っ
て
い
る
の
か
､
門
外
漢
の
私
に
は
何
も
あ

か
ら
な
い
｡
だ
が
そ
の
光
景
に
'
軒
下
に
巣
を
作
っ

た
ツ
バ
メ
に
対
す
る
よ
う
な
″
可
愛
さ
〟
を
感
じ
を

い
で
は
い
ら
れ
を
か
っ
た
｡
そ
れ
は
確
か
に
新
鮮
な

感
覚
た
っ
た
の
で
あ
る
｡
　
　
　
　
(
編
集
部
員
)
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舵物悼と山

国
立
公
園
五
十
年
の
歩
み

大

　

井

　

道

　

夫

お
が
国
の
国
立
公
園
の
歴
史
を
語
る
に
は
､
ま
ず
､

ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
順
序

だ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
世
界
で
最
初
に
国
立
公
園

を
作
っ
た
国
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
あ
り
､
し
か
も
､

あ
が
国
は
そ
の
成
功
に
別
報
さ
れ
て
国
立
公
園
を
誕

生
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
｡

一
八
七
二
年
(
明
治
五
)
､
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ン
国

立
公
園
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
､
あ
る
い
は
ご
存
知
の

方
も
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は
北
米
大
陸
の
背
骨
､

ロ
ソ
キ
ー
山
脈
の
一
角
の
玄
武
岩
の
熔
岩
台
地
が
広

が
る
原
始
地
域
に
設
定
さ
れ
た
｡
面
積
は
八
十
九
万

ヘ
ク
タ
ー
ル
､
鹿
児
島
県
の
大
き
さ
に
ほ
ぼ
匹
敵
す

る
も
の
だ
っ
た
｡
そ
し
て
､
こ
の
設
定
に
は
有
名
を

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
が
､
こ
こ
で
は
そ
れ
は
割
愛

さ
せ
て
も
ら
い
､
国
立
公
園
誕
生
の
時
代
的
な
背
景

に
つ
い
て
の
み
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

当
時
は
西
部
一
帯
の
開
拓
も
ほ
ぼ
終
り
に
近
づ
い

て
い
た
｡
も
と
も
と
開
拓
と
は
､
自
然
へ
の
人
間
の

攻
撃
に
は
か
な
ら
た
か
っ
た
｡
自
然
は
人
間
に
と
っ

)

I

.

A

.

て
頑
迷
固
随
を
敵
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
開
拓
が
よ

ぅ
や
-
終
り
に
近
づ
-
と
こ
の
考
え
方
は
変
っ
た
｡

自
然
は
開
拓
者
た
ち
に
､
不
撲
不
屈
の
粕
神
や
美
を

美
と
し
て
感
じ
と
る
美
意
識
を
授
け
て
-
れ
た
得
難

い
味
方
た
っ
た
の
だ
｡
昨
日
の
敵
は
今
日
の
友
で
あ

る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
を
考
え
方
の
変
化
が
国
立

公
園
の
実
現
を
促
が
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
た
が
､
そ

の
実
現
に
は
､
ア
メ
リ
カ
に
は
当
時
ま
だ
手
つ
か
ず

の
自
然
が
相
当
あ
り
､
し
か
も
､
そ
れ
ら
の
大
半
は

国
有
地
だ
っ
た
と
い
う
現
実
的
な
理
由
も
当
然
あ
っ

た
の
た
｡

ア
メ
リ
カ
に
つ
い
で
､
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
､

カ
ナ
ダ
で
も
､
ま
た
'
ニ
ュ
ー
ジ
ー
プ
ン
ド
で
も
国

立
公
園
が
創
殺
さ
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
十
九
世
紀
中
に

公
園
を
作
っ
た
国
々
は
い
ず
れ
も
新
大
陸
の
も
の
ば

か
り
た
っ
た
｡
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
'
国
立
公

園
と
は
､
ま
さ
に
新
大
陸
の
国
の
申
し
子
と
い
っ
て

よ
い
の
か
も
し
れ
左
い
｡

し
か
ら
ば
､
わ
が
国
に
お
け
る
動
き
は
ど
う
た
っ

た
か
｡
そ
の
最
初
は
明
治
四
十
四
年
二
九
二
)
へ

第
二
十
七
回
帝
国
議
会
に
提
案
さ
れ
た
｢
国
設
大
公

囲
設
置
二
間
ス
ル
建
議
案
｣
だ
っ
た
｡
静

岡
県
選
出
の
代
議
士
､
清
峯
太
郎
が
提
案

者
で
あ
り
'
富
士
山
を
国
立
公
園
に
し
よ

う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
｡
当
時
は
ま
だ
､

国
立
公
園
と
い
う
名
称
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で

は
な
か
っ
た
の
で
､
国
設
大
公
園
と
い
う

耳
慣
れ
な
い
言
葉
を
使
用
し
た
の
だ
ろ
う
｡

そ
し
て
こ
の
提
案
は
､
鉄
道
省
の
課
長
の

ア
メ
リ
カ
帰
り
の
土
産
話
に
触
発
さ
れ
た

も
の
と
い
う
の
が
ど
う
や
ら
真
相
の
よ
う

で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
同
じ
議
会
に
は
､

｢
史
捕
及
ビ
天
然
記
念
物
保
存
二
関
ス
ル

建
設
案
｣
も
提
出
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
二

つ
の
建
議
案
は
同
時
に
採
択
さ
れ
た
が
､

政
府
の
そ
の
後
の
対
応
が
適
っ
て
い
た
｡

前
者
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
'
後
者
の
準
備

ば
か
り
を
内
務
省
で
は
急
い
だ
の
で
あ
る
｡

ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
か
､
そ
の
理
由

は
定
か
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
推
測
す
れ
ば
次
の
よ

ぅ
な
こ
と
で
は
を
か
っ
た
か
｡
史
顕
や
天
然
記
念
物

を
保
存
す
る
必
要
性
は
当
時
の
人
び
と
に
も
周
っ
た

が
､
国
立
公
園
と
な
る
と
､
を
に
や
ら
雲
を
掴
む
よ

う
を
話
に
在
り
､
理
解
さ
れ
に
く
か
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡
自
然
保
護
と
い
っ
て
も
､
当
時
の
世
界

で
は
､
天
然
記
念
物
の
保
存
を
目
指
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

型
が
主
流
を
占
め
'
国
立
公
園
を
志
向
す
る
ア
メ
リ

カ
型
は
ま
た
､
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
よ
う
だ
｡

大
正
時
代
を
迎
え
､
史
蹟
天
然
記
念
物
保
存
に
つ

い
て
の
準
備
は
着
々
と
し
て
進
め
ら
れ
た
｡
そ
し
て
､

八
年
'
｢
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
保
存
法
｣
が
制
定

さ
れ
た
｡
後
の
｢
文
化
財
保
護
法
｣
で
あ
る
｡
そ
し

て
ま
た
､
そ
れ
を
待
ち
か
ま
え
て
い
た
よ
う
に
､
国

立
公
園
創
設
へ
の
準
備
が
内
務
省
に
よ
っ
て
始
め
ら

れ
た
｡
準
備
は
お
お
む
ね
二
つ
あ
っ
た
｡
一
つ
は
､

｢
国
立
公
園
法
｣
制
定
へ
の
そ
れ
で
あ
り
､
い
ま
一

つ
は
､
国
土
の
ど
こ
を
国
立
公
園
に
す
る
か
と
い
う

候
補
地
選
び
の
調
査
だ
っ
た
｡

こ
の
よ
う
を
慌
い
動
き
の
な
か
で
昭
和
時
代
を
迎

え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
昭
和
二
年
､
大
毎
､
東
田
の

両
新
聞
社
は
｢
日
本
八
景
｣
の
選
定
を
行
っ
た
｡
選

定
委
員
は
地
理
学
の
小
川
琢
治
'
歴
史
学
の
内
藤
湖

南
､
画
家
の
棉
山
大
観
､
作
家
の
泉
鏡
花
な
ど
と
い

一
て
,

う
銘
々
と
し
た
人
た
ち
ば
か
り
だ
っ
た
｡
こ
の
催
し

は
ち
ょ
う
ど
､
国
立
公
園
逝
生
へ
の
前
夜
祭
の
趣
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
つ
づ
い
て
四
年
に
は
'
民
間

に
お
け
る
国
立
公
園
行
政
へ
の
協
力
団
体
で
あ
る
国

立
公
園
協
会
が
発
足
し
た
｡
そ
し
て
五
年
に
は
､
内

務
省
の
を
か
に
国
立
公
園
調
査
会
が
設
け
ら
れ
､
い

よ
い
よ
､
法
律
と
候
補
地
の
準
備
が
急
ピ
ッ
チ
に
進

め
ら
れ
た
｡

昭
和
六
年
､
待
望
の
｢
国
立
公
園
法
｣
が
制
定
さ

れ
た
｡
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
国
立
公
園
思
想
を
そ
の

ま
ま
踏
襲
す
る
も
の
だ
っ
た
が
､
制
度
そ
の
も
の
は
'

わ
が
国
の
実
情
に
適
合
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
も

の
だ
っ
た
｡
そ
し
て
九
年
､
い
よ
い
よ
実
際
の
国
立

公
園
が
指
定
さ
れ
始
め
た
｡
そ
れ
は
､
阿
寒
､
大
雪

山
､
日
光
､
中
部
山
岳
へ
瀬
戸
内
海
､
阿
蘇
'
雲
仙
､

霧
島
の
八
公
園
で
あ
り
､
つ
づ
い
て
十
一
年
､
十
和

田
､
富
士
箱
根
､
吉
野
熊
野
､
大
山
の
四
公
園
も
指

定
さ
れ
た
｡
戦
争
前
の
国
立
公
園
は
こ
の
十
二
公
園

で
､
合
計
面
積
は
八
十
四
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
､
み
な
粒

よ
り
の
国
立
公
園
と
い
っ
て
よ
い
も
の
ば
か
り
で
あ

る
｡
そ
し
て
十
三
年
､
国
立
公
園
行
政
は
新
設
の
厚

生
省
へ
と
移
っ
た
｡

し
か
し
､
こ
の
と
き
は
す
で
に
､
ア
ジ
ア
の
空
に

は
ど
す
黒
い
戦
雲
が
広
が
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
間
も

な
く
'
わ
が
国
は
世
界
大
戦
へ
と
突
入
し
て
い
っ
た
｡

国
立
公
園
行
政
は
も
ち
ろ
ん
､
戦
争
と
は
ま
っ
た
く

無
縁
の
存
在
で
あ
る
｡
こ
の
平
和
を
行
政
は
や
が
て
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ス
ト
ッ
プ
を
余
儀
な
-
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
｡

た
が
､
戦
争
が
終
る
と
そ
の
復
活
は
早
か
っ
た
｡

二
十
一
年
､
伊
勢
志
摩
が
ま
ず
指
定
さ
れ
､
二
十
三

年
､
厚
生
省
の
な
か
に
国
立
公
園
部
が
新
設
さ
れ
た
｡

そ
し
て
､
二
十
四
年
に
は
｢
国
立
公
園
法
｣
の
改
正

が
行
わ
れ
た
｡
国
立
公
園
に
準
ず
る
区
域
(
後
の
国

定
公
園
)
の
規
定
が
入
り
'
ま
た
､
特
別
保
護
地
区

の
制
度
も
新
し
く
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
｡

平
和
を
時
代
に
な
っ
て
こ
の
行
政
は
着
実
に
進
み

だ
し
た
｡
国
立
公
園
の
指
定
､
公
共
施
設
の
整
備
へ

管
理
の
充
実
な
ど
が
徐
々
に
で
は
あ
る
が
進
め
ら
れ

た
｡
二
十
八
年
､
国
立
公
園
管
理
員
制
度
が
生
ま
れ
､

レ
イ
ン
ジ
ャ
ー
た
ち
が
公
園
に
駐
在
す
る
よ
う
に
な

っ
た
｡
そ
し
て
三
十
二
年
に
は
､
｢
国
立
公
園
法
｣

は
｢
自
然
公
園
法
｣
に
変
っ
た
の
で
あ
る
｡
国
立
公

園
'
国
定
公
園
､
都
道
府
県
立
自
然
公
園
の
三
種
類

の
公
園
が
'
こ
こ
に
初
め
て
顔
を
揃
え
る
こ
と
に
在

っ
た
の
だ
｡
国
土
に
お
け
る
野
外
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ヨ

ん
の
対
象
と
在
る
自
然
風
景
地
の
シ
ス
テ
ム
が
､
作

利
用
者
数
も
所
得
倍
増
に
あ
わ
せ
る
よ
う
に
倍
増
し

た
｡
そ
れ
は
喜
ば
し
い
こ
と
に
連
い
な
か
っ
た
が
､

観
光
開
発
も
ま
た
急
激
に
拡
大
し
て
い
っ
た
｡
そ
し

て
､
そ
の
圧
力
は
国
立
公
園
の
な
か
の
貴
重
を
自
然

を
危
機
に
落
し
入
れ
る
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
時
期
に
お
け
る
い
ま
一
つ
の
自
然
へ
の
圧
力

に
つ
い
て
も
語
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
を
い
｡
高

度
経
済
成
長
の
一
環
と
し
て
国
土
開
発
が
か
つ
て
を

い
勢
い
で
進
ん
だ
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
れ
は
国

立
公
園
の
を
か
の
原
始
地
域
を
も
決
し
て
聖
域
と
し

て
残
し
て
は
く
れ
を
か
っ
た
の
た
｡
中
部
山
岳
国
立

公
園
の
黒
部
川
第
四
発
電
所
の
建
設
が
そ
れ
で
あ
り
､

ま
た
､
吉
野
熊
野
国
立
公
園
の
熊
野
川
の
電
源
開
発

も
そ
う
で
あ
っ
た
｡

こ
こ
で
､
こ
の
時
期
の
行
政
の
動
き
に
つ
い
て
い

ま
一
つ
述
べ
て
お
こ
う
｡
昭
和
二
十
年
代
の
終
り
か

ら
三
十
年
代
､
四
十
年
代
に
か
け
て
､
国
立
公
園
の

指
定
が
矢
継
早
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'

そ
れ
ら
の
大
半
は
戦
前
の
公
園
よ
り
相
当
見
劣
り
す

ら
れ
る
仕
組
が
で
き
た
と

い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡

ま
た
､
三
十
五
年
に
は
国

民
休
暇
村
も
生
ま
れ
た
｡

そ
れ
は
公
園
内
に
お
け
る

低
廉
で
快
適
を
宿
泊
墓
地

を
目
指
す
も
の
だ
っ
た
｡

と
こ
ろ
で
､
昭
和
三
十

年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か

け
て
は
､
高
度
経
済
成
長

の
時
代
で
あ
り
､
か
つ
て

を
い
活
気
が
国
土
の
隅
々

み
亀
き

ま
で
法
っ
て
い
た
｡
そ
し

て
そ
の
活
気
の
な
か
で
､

レ
ジ
ャ
ー
ブ
ー
ム
も
ま
た

到
来
し
た
｡
国
立
公
園
の

る
も
の
だ
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
結
果
は
､

国
立
公
園
と
は
名
前
だ
け
で
は
な
い
か
と
､

世
間
一
般
か
ら
手
腰
し
い
非
難
を
受
け
る

羽
目
に
な
っ
た
の
だ
｡

や
が
て
公
害
問
題
が
発
生
し
た
｡
水
俣

病
､
四
日
市
喘
息
､
神
通
川
の
イ
タ
イ
イ

タ
イ
病
を
ど
で
あ
る
｡
こ
の
悲
惨
を
社
会

現
象
と
自
然
破
壊
と
が
重
な
り
あ
っ
て
､

い
わ
ゆ
る
環
境
問
題
が
生
ま
れ
私
た
ち
の

生
活
を
脅
か
す
よ
う
に
な
っ
た
｡
そ
し
て

こ
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
､
四
十
六
年
､

環
境
庁
が
設
置
さ
れ
た
｡
厚
生
省
が
行
っ

て
き
た
国
立
公
園
行
政
と
農
林
省
の
鳥
獣

保
護
行
政
と
が
統
合
さ
れ
て
推
進
さ
れ
る

こ
と
に
在
っ
た
｡
国
立
公
園
行
政
､
な
か

ん
ず
-
そ
の
保
護
が
､
従
来
に
な
い
迫
力

を
も
っ
て
行
あ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
｡

と
く
に
､
初
代
の
大
石
環
境
庁
長
官
が
決

断
し
た
尾
瀬
の
道
路
計
画
の
廃
止
は
､
世

論
の
熱
烈
を
支
持
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
｡

ま
た
'
公
園
の
管
理
と
い
う
点
で
も
大
き
を
進
展

が
あ
っ
た
｡
公
園
内
の
民
有
地
の
買
上
げ
が
進
め
ら

れ
始
め
た
の
で
あ
る
｡
わ
が
国
の
国
立
公
園
の
最
大

の
弱
点
は
民
有
地
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
公

園
全
体
で
は
そ
れ
は
ー
三
･
四
ハ
ー
セ
ン
ト
に
も
お

よ
ん
で
い
る
｡
そ
の
う
ち
の
大
事
を
部
分
を
交
付
公

債
制
度
の
活
用
に
よ
っ
て
公
有
他
化
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
､
ま
さ
に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
｡

一
方
､
国
立
公
園
の
利
用
と
い
う
面
で
も
､
新
し

い
波
が
押
し
寄
せ
て
き
た
よ
う
だ
｡
そ
れ
は
'
生
の

自
然
に
積
極
的
に
接
触
し
ょ
う
と
す
る
一
連
の
誼
み

で
あ
る
｡
∴
促
未
の
団
体
観
光
旅
行
に
代
れ
る
個
人
や

少
人
数
に
よ
る
自
然
観
察
や
探
勝
旅
行
で
あ
る
｡
た

と

え

ば

'

バ

ー

ド

ウ

ォ

ッ

チ

ン

グ

や

ア

ニ

マ

ル

ト

ラ

ッ
キ
ン
グ
､
さ
ら
に
､
孤
独
を
山
歩
き
を
楽
し
む
バ

ッ
ク
ハ
ノ
キ
ン
ク
な
ど
で
あ
る
l
U
国
立
公
園
は
こ
れ

ら
の
新
し
い
利
用
に
対
し
て
､
こ
れ
か
ら
も
素
晴
ら

し
い
舞
台
を
提
供
し
て
い
か
な
け
れ
ば
L
T
b
,
づ
を
い
｡

こ
こ
で
現
在
の
国
立
公
園
の
ト
ー
タ
ル
の
姿
に
つ

い
て
述
べ
て
お
こ
う
｡
公
園
の
数
は
二
十
ヒ
ヶ
所
､

合
計
面
積
は
二
〇
二
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
､
そ
れ
は
国
土

全
体
の
面
積
の
五
･
四
ハ
-
セ
ン
ト
に
当
る
｡
こ
の

数
字
が
多
い
か
少
い
か
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
と
こ

ろ
だ
が
､
こ
こ
で
い
え
る
こ
と
は
へ
た
だ
､
そ
れ
を

懸
命
に
守
っ
て
い
か
を
け
れ
ほ
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡
国
立
公
園
五
十
年
の
夢
み
の
な
か
で
築

き
上
げ
て
き
た
も
の
を
､
次
代
へ
の
道
産
と
し
て
引

き
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ

る

｡

　

　

　

　

　

　

(

国

立

公

園

協

会

理

事

長

)



請3種郵便物認可(昭椰5年7日26日) ④986.9.25

｢喰万事｣正月五日前後の記事

鰭物鰭と山

食
習
と
し
ゃ
も
じ
渡
し

-
北
ア
ル
プ
ス
山
麓
地
方
の
食
生
活
用
-

青

　

木

ム
ロ

ヽ
V
.
1
･

い

す

鉄
鍋
･
鉄
釜
･
箱
膳
時
代
か
ら
､
食
卓
に
椅
子
･

台
所
用
品
の
電
気
器
具
時
代
に
入
る
と
､
主
婦
の
苦

労
は
大
い
に
軽
減
さ
れ
た
｡

明
治
･
大
正
の
頃
の
食
卓
は
箱
膳
で
､
箱
の
中
に

は
飯
雑
繊
･
汁
れ
ん
･
箸
･
小
皿
･
ふ
き
ん
が
入
っ

て
い
て
､
朝
の
食
事
が
始
ま
る
と
誌
を
返
し
､
中
か

ら
食
器
を
取
出
し
'
主
婦
は
仏
壇
に
御
飯
を
供
え
た

後
､
家
長
'
祖
父
母
､
子
供
の
順
に
御
飯
､
味
噌
汁

を
よ
そ
い
､
お
か
ず
も
分
配
し
て
や
る
｡
食
べ
終
れ

る
と
茶
碗
に
お
湯
を
入
れ
､
汁
わ
ん
､
小
皿
に
お
湯

を
移
し
､
ゆ
す
ぐ
よ
う
に
し
て
飲
み
､
最
後
に
食
器

を
ふ
き
ん
で
ふ
き
､
箱
膳
に
納
め
た
｡
残
り
の
御
飯

や
お
こ
げ
は
主
婦
が
始
末
す
る
習
わ
し
で
､
御
飯
が

不
足
す
れ
ば
主
婦
が
我
慢
し
た
｡
嫁
も
姑
か
ら
御
飯

を
よ
そ
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
｡
嫁
が
姑
に
代
っ
て
御

飯
を
つ
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
､
｢
し
ゃ
も
じ
渡
し
｣

が
あ
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
'
食
事
に
限
ら
ず
同
時
に

家
の
切
り
も
り
を
任
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
｡
従

っ
て
こ
の
時
か
ら
主
婦
の
座
が
嫁
に
移
り
､
嫁
･
姑

の
立
場
が
逆
転
し
た
｡
だ
か
ら
姑
は
在
か
な
か
｢
し

ゃ
も
じ
渡
し
｣
を
し
在
い
場
合
が
よ
く
あ
っ
た
｡

御
飯
の
種
類

よ
き
め
し

く
い
か
た
の
こ
と

大
町
市
部
盤
の
清
水
文
書
の
｢
喰
万
事
｣
兼
に
､
白

い
飯
の
こ
と
を
､
よ
ぎ
か
し
と
記
し
､
御
馳
走
の
意

味
で
特
別
の
日
に
煮
ら
れ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
｡

例
え
ば
｢
五
月
四
日
(
鉦
的
肋
)
が
よ
き
も
L
L
 
､
ま

た
｢
八
月
十
六
日
の
盆
の
朝
食
･
昼
食
が
よ
ぎ
か
L
L

で
'
一
年
中
通
じ
て
よ
ぎ
か
し
を
煮
る
の
は
数
回
に

過
ぎ
を
か
っ
た
｡

※
轄
相
継
詰
嵩
曇
は
松
川
黒
壁
で
'
苺
一
｡
人
位
の

お
り
め
し

割
飯石

臼
で
大
麦
を
破
き
割
っ
て
米
を
混
ぜ
て
割
飯
に

し
た
｡
そ
の
比
率
を
前
託
喰
万
事
に
は
'
次
の
ご
と

-
記
録
し
て
い
る
｡
｢
わ
り
三
分
二
､
米
三
分
一
｣

と
か
｢
米
･
わ
り
半
分
づ
つ
｣
と
か
｢
晩
(
晩
飯
)

米
三
分
二
､
あ
り
三
分
一
の
飯
｣
と
記
す
｡
こ
の
地

方
で
は
稲
の
収
穫
量
の
漸
増
に
従
い
､
米
六
対
麦
四

･
七
対
三
･
八
対
二
と
米
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い

る
｡

ひ
え
め
し

稗
飯ひ

え
粒
を
ふ
か
し
で
乾
か
し
て
か
ら
つ
き
､
米
七

融
雛
醗
鰯
鶴
榊
勘
一

.

事

々

ふ

?

し

け

ム

ー

1

4

　

　

　

　

　

　

　

　

因

り
ノ
ふ
絡
I
L
h
U
A
Y
L
ん

瞭
T
L
｡
村

上

r

n

b

亭

一

I

J

 

I

-

　

…

絨
鞠
緯
…

皿
i
L
1
ほ

に
対
し
三
の
割
合
で
炊
飯
し
た
｡
大
田
市
稲
尾
で
は

明
治
末
期
に
米
九
･
五
に
稗
〇
･
五
の
稗
飯
を
食
べ

お
た
り

た
こ
と
を
話
し
て
い
た
｡
小
谷
方
面
の
人
は
､
米
に

稗
を
一
⊥
罰
混
ぜ
る
の
が
稗
飯
と
し
て
は
一
番
う

た

ま
い
と
話
し
て
い
た
｡
稗
飯
の
変
り
炊
き
と
し
て
稗

粉
を
加
え
た
り
､
小
谷
村
大
網
で
は
稗
七
に
そ
ば
三

割
を
混
ぜ
石
臼
で
ひ
い
た
粉
を
｢
ひ
-
じ
ゃ
の
粉
｣

と
い
い
､
こ
の
粉
を
稗
飯
に
加
え
て
変
り
炊
き
を
し

た
と
い
う
｡

禽
め
し

菜
館
･
大
根
飯

前
記
｢
喰
万
事
｣
に
｢
刈
敦
は
な
る
､
朝
男
米
二

合
､
栗
一
合
､
女
は
朝
食
菜
飯
｣
 
､
｢
田
植
(
神
田
)

朝
･
晩
は
大
根
諜
一
人
分
三
合
､
昼
飯
に
大
草

混
ぜ
る
｣
 
､
｢
農
体
中
初
め
の
朝
大
根
､
他
に
少
々

混
ぜ
る
め
し
､
昼
(
食
)
野
菜
少
々
混
ぜ
る
飯
｣
等

で
､
平
常
の
御
飯
と
し
て
､
菜
飯
､
大
根
飯
を
食
べ

て
い
る
｡
こ
れ
等
の
飯
は
栄
養
価
､
腹
ご
た
え
が
劣

る
の
で
､
女
と
か
労
働
の
軽
い
時
用
い
て
い
る
｡
菜

飯
と
は
大
根
の
葉
を
生
の
ま
ま
入
れ
る
か
'
乾
燥
す

る
か
､
冬
は
寒
水
に
漬
け
て
凍
ら
せ
た
も
の
か
を
米

に
混
ぜ
て
炊
い
た
も
の
で
あ
る
｡
大
根
飯
は
大
根
千

か
生
大
根
を
米
に
混
ぜ
た
も
の
で
あ
る
｡

か
ゆ

粟
飯
･
粥

前
記
｢
喰
万
事
｣
に
｢
刈
教
卓
､
朝
三
合
飯
'
粟

米
半
分
づ
つ
｣
 
､
｢
晩
粥
､
粟
飯
の
見
合
｣
 
､
｢
一

月
二
〇
日
昼
か
ゆ
｣
と
い
う
風
に
､
粟
飯
も
粥
も
常

斧
-
く
さ

食
で
あ
っ
た
｡
粥
の
種
類
は
'
七
種
粥
'
小
豆
粥
'

こ
こ
じ
の
粥
､
に
ご
し
の
粥
､
白
粥
等
で
あ
る
｡

博
物
館
だ
よ
り

特
別
展
の
お
知
ら
せ

･
国
立
公
園
写
真
展
〔
葉
け
㈲
～
;
I
.
.
㈲
〕

中
部
山
岳
国
立
公
園
は
も
と
よ
り
､
全
国
の
国
立

公
園
の
四
季
お
り
お
り
の
写
真
を
中
心
に
約
営
…

を

展

示

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

通

常

入

場

料

)

資
料
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

ポ
ン
ド
リ
ス
他
1
点
　
明
科
町
上
町
　
坂
田
　
尚

ト
ウ
ホ
ク
ノ
ウ
サ
ギ
　
1
点

大
町
市
神
栄
町
　
小
川
虎
次
郎

タ

ヌ

キ

　

1

点

　

　

大

町

市

常

盤

泉

　

降

族

　

正

タ

ヌ

キ

　

1

点

　

　

大

町

市

高

根

町

　

合

津

　

聡

カ
ル
カ
モ
　
5
点
　
北
安
曇
郡
白
馬
村
　
三
枝
洋
子

カ
ル
カ
モ
　
1
点
　
大
町
市
大
黒
町
　
柏
原
常
男

キ
ジ
バ
ト
卵
　
1
点
　
大
町
市
神
栄
町
　
坂
田
悦
男

マ
ム
シ
　
6
点
　
　
大
町
市
白
塩
町
　
渡
辺
逸
雄

オ
オ
イ
チ
モ
ン
ヂ
2
点
　
松
本
市
中
央
　
安
江
敬
昌

ハ
ム
シ
類
　
如
種
3
 
1
点

東
洋
大
学
生
物
学
研
究
室
　
大
野
正
男

チ
ョ
ウ
類
　
9
9
種
誓
…
カ
ミ
キ
リ
頬
　
2
2
種
警
…

校
本
市
大
山
辺
　
早
川
広
文

チ
ョ
ウ
類
　
4
5
種
7
8
点
　
大
町
市
債
町
　
宮
田
　
渡

高
山
蛾
　
1
2
種
1
 
2
点
　
東
京
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