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冬
山
と
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー

昨
年
の
越
年
登
山
で
は
雪
が
少
な
く
､
ラ
ッ

セ
ル
よ
り
ヤ
ブ
コ
ギ
に
悩
ま
さ
れ
た
が
､
今
年

は
ど
う
や
ら
ヤ
プ
も
雪
の
下
に
か
く
れ
そ
う
で

め
る
｡冬

山
も
年
々
入
山
者
が
ふ
え
､
昨
年
の
爺
ガ

岳
東
尾
根
越
年
組
は
女
性
パ
ー
テ
ィ
も
含
め
て

実
に
_
 
0
数
パ
ー
テ
ィ
ー
｡
そ
し
て
､
そ
れ
ら
の

パ
ー
テ
ィ
ー
が
通
信
連
絡
用
に
持
ち
こ
ん
だ
ト

ラ
ン
シ
ー
バ
ー
の
数
も
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た

種
々
の
メ
ー
カ
ー
の
も
の
で
サ
イ
ク
ル
も
違

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
､
時
間
が
ガ
ッ
チ
合

っ
た
り
､
割
り
込
ま
れ
た
り
で
混
線
に
つ
く
混

線
で
､
と
て
も
一
度
や
二
度
で
は
連
絡
が
つ
か

な
い
｡
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
に
怒
な
る
よ
う
に
し

て
連
絡
を
と
っ
て
い
た
無
線
係
も
最
後
に
は
顕

に
き
て
し
ま
っ
た
｡

明
る
く
な
る
か
ら
暗
く
な
る
ま
で
､
何
時
ス

イ
ッ
チ
を
入
れ
て
も
ど
こ
か
の
パ
ー
テ
ィ
が
必

ず
通
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
又
一
台
で
も
出

力
の
大
き
な
無
線
機
に
割
り
込
ま
れ
る
と
完
全

に
お
手
上
げ
で
あ
る
｡
そ
の
上
､
ひ
ど
い
の
に

な
る
と
B
･
C
か
ら
C
･
I
に
今
晩
の
献
立
は

と
､
こ
と
細
か
に
連
絡
を
と
っ
て
い
る
の
か
あ

る
｡
冬
山
に
食
糧
計
画
な
し
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と
疑
い
た
く
も
な
る
｡

｢
ト
ラ
シ
シ
ー
･
バ
ー
｣
=
｢
便
利
な
よ
う
で

不
便
な
も
の
｣
こ
れ
が
こ
の
冬
山
で
の
ト
ラ
ン

シ
ー
バ
ー
評
価
で
あ
っ
た
｡
各
パ
ー
テ
ィ
ー
が

簡
単
､
明
瞭
､
か
つ
燈
時
間
に
通
信
連
絡
を
行

な
い
､
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
の
偉
力
を
充
分
使
い

こ
な
せ
る
よ
う
に
し
て
､
今
年
の
冬
山
を
楽
し

く
し
た
い
も
の
で
あ
る
｡
　
　
(
千
葉
絡
司
)
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一二｣

鰭物語ど山

十
二
月
の
森
林
は
淋
し
い
｡
ほ
と
ん
ど
の
小
鳥
達

は
南
の
暖
い
地
方
に
去
っ
て
し
ま
い
､
ほ
ん
の
わ
ず

か
な
冬
鳥
し
か
残
っ
て
い
す
､
木
々
も
す
っ
か
り
柴

を
落
し
て
最
後
迄
と
思
っ
て
い
た
一
枚
の
葉
も
冷
た

い
北
風
に
あ
え
な
く
散
っ
て
､
寒
々
と
し
た
丸
坊
主

の
木
々
に
訪
れ
る
小
鳥
達
の
姿
も
な
い
｡

わ
ず
か
日
溜
り
の
叢
や
､
ス
ス
キ
の
薮
に
カ
シ
ラ

グ
カ
や
ホ
オ
ジ
ロ
の
少
辞
が
ほ
ん
の
い
る
こ
と
が
わ

ず
か
に
知
れ
る
程
度
の
小
さ
な
芦
で
チ
ッ
､
チ
ッ
と

鳴
い
て
食
べ
残
さ
れ
た
草
の
実
や
､
こ
ぼ
れ
落
ち
た

木
の
実
を
啄
ん
で
い
る
｡

松
林
や
杉
の
林
の
甲
に
は
､
こ
れ
も
文
体
を
丸
く

し
た
カ
ラ
類
の
醇
が
小
さ
な
虫
の
音
の
様
な
声
で
お

互
を
確
か
め
あ
っ
て
､
枝
か
ら
枝
へ
と
虫
を
求
め
て

探
し
廻
っ
て
い
る
が
､
来
る
べ
き
冬
将
軍
へ
の
嘩
備

に
急
し
く
､
何
か
追
わ
れ
る
よ
う
な
淋
し
さ
さ
へ
感

じ
さ
せ
る
｡

そ
ん
な
林
の
甲
で
唯
一
人
､
毎
年
一
人
で
冬
を
過

す
モ
ヅ
が
い
る
｡
せ
わ
し
く
動
き
廻
る
の
で
も
な
く

林
の
端
な
ど
の
枝
に
止
っ
て
あ
の
長
い
尾
を
､
一
種

独
特
な
旋
週
的
な
廻
し
万
で
撮
っ
て
は
空
の
彼
方
を

見
つ
め
て
い
る
｡
又
､
時
と
し
て
は
附
近
の
田
圃
の

棒
抗
な
ど
に
止
っ
て
じ
っ
と
獲
物
を
狙
っ
て
い
る
姿

は
燭
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
｡

一
体
こ
の
辺
り
で
冬
を
越
す
モ
ヅ
は
少
な
く
､
夏

の
繁
殖
期
に
な
る
と
夏
鳥
で
あ
る
ア
カ
モ
ズ
も
合
せ

て
半
経
二
〇
m
位
の
円
の
中
に
は
'
必
ず
一
個
の
巣

が
見
つ
か
る
の
に
冬
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
が
南
に
去

り
､
一
K
m
歩
い
て
も
見
当
ら
な
い
こ
と
が
多
い
｡

モ
ヅ
は
他
の
小
鳥
達
と
要
っ
て
生
餌
で
あ
る
こ
と

が
そ
の
主
な
原
因
で
あ
っ
て
､
冬
に
な
る
と
夏
よ
り

も
縄
張
が
一
層
さ
び
し
く
な
る
｡

ま
ず
稲
穂
が
黄
ば
み
始
め
る
九
月
初
句
頃
か
ら
冬

の
縄
張
り
争
い
が
始
ま
る
｡

こ
の
頃
に
な
る
と
､
商
い
見
晴
し
の
良
い
木
の
梢

に
止
っ
て
四
方
を
に
ら
み
な
が
ら
キ
ィ
-
､
キ
ィ
-

と
勇
ま
し
く
鳴
く
｡
こ
れ
を
｢
モ
ヅ
の
商
鳴
き
｣
と

い
っ
て
昔
か
ら
詩
に
も
詠
れ
て
有
名
で
あ
る
が
､
実

は
こ
れ
は
モ
ヅ
に
と
っ
て
は
大
切
な
冬
の
欠
乏
期
を

乗
り
切
る
た
め
に
自
分
の
縄
張
り
を
離
床
す
る
た
め

の
大
切
な
行
動
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
あ
ら
ん
限
り
の

声
を
出
し
て
自
己
を
宣
言
し
､
よ
り
広
く
､
よ
り
良

い
土
地
を
得
る
た
め
に
早
朝
か
ら
タ
馨
迄
､
声
を
か

ら
し
て
鳴
き
続
け
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
頃
､
良
く
注
意
し
て
み
て
い
る
と
縄
張
り
争

い
の
烈
し
い
戦
い
が
見
ら
れ
る
｡
ま
す
こ
ち
ら
の
木

で
キ
ィ
-
キ
ィ
ー
と
や
る
と
'
少
し
離
れ
た
向
う
の

木
で
キ
ィ
-
､
キ
ィ
-
と
大
声
で
答
え
る
｡
や
が
て

そ
の
距
離
が
少
し
つ
つ
せ
ば
め
ら
れ
､
つ
い
に
一
本

の
木
で
両
者
が
相
向
い
も
つ
れ
る
よ
う
に
木
か
ら
落

ち
敗
者
は
去
り
､
勝
者
は
勝
ち
得
た
喜
び
と
新
た
な

激
へ
の
宣
言
の
た
め
､
尚
大
声
を
は
り
あ
げ
脚
を
張

っ
て
､
キ
ィ
-
キ
ィ
-
キ
ィ
ー
と
鳴
く
の
で
あ
る
｡

詩
に
も
詠
ま
れ
､
歌
に
も
な
る
秋
の
美
し
い
風
景
が

実
は
自
然
界
の
甲
で
は
､
生
る
た
め
の
統
血
の
餓
な

の
で
あ
る
｡

｢
モ
ヅ
の
闇
鳴
き
7
5
日
｣
と
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
_
 
0
月
も
中
旬
を
過
ぎ
る
と
も
う
ほ
と
ん
ど

縄
張
り
も
決
り
紅
葉
も
散
り
始
め
る
頃
と
な
る
｡

こ
の
頃
に
な
る
と
モ
ヅ
は
一
顧
独
特
の
習
性
を
見

せ
て
く
れ
る
｡

そ
れ
は
自
分
の
領
域
内
の
枯
枝
や
と
げ
の
あ
る
小

技
に
い
ろ
い
ろ
の
生
餌
を
刺
し
と
お
し
て
お
く
習
性

は
や
に
え

で
こ
れ
を
｢
革
質
｣
と
言
い
モ
ヅ
だ
け
が
行
う
輿
昧

あ
る
習
性
で
あ
る
｡

こ
の
｢
ハ
ヤ
ニ
エ
｣
の
犠
牲
者
に
な
る
動
物
は
､

ネ
ズ
ミ
､
コ
ウ
モ
-
､
の
少
哺
乳
類
か
ら
､
ス
ズ
メ

コ
カ
ワ
ラ
ビ
ワ
等
の
小
鳥
､
ト
カ
ゲ
､
カ
ナ
ヘ
ビ
の

熊
虫
類
､
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
､
ア
マ
ガ
エ
ル
､
ア
オ

ガ
エ
ル
､
イ
モ
-
等
の
面
接
類
ド
ジ
ョ
ウ
､
フ
ナ
､

ハ
ヤ
等
の
魚
類
､
バ
ッ
ク
､
イ
ナ
工
､
カ
マ
キ
リ
､

ク
ツ
ワ
ム
シ
､
ゲ
ラ
､
コ
ウ
ロ
ギ
､
ゲ
ン
ゴ
ロ
ウ
､

お
っ
た
｡
昨
夜
張
っ
た
で
あ
ろ
う
ク
モ
の
巣
に
､
そ

の
細
い
糧
が
つ
い
て
､
そ
れ
に
朝
日
が
当
り
真
珠
の

様
に
ク
モ
の
巣
が
光
り
輝
い
て
い
て
､
何
と
も
形
容

の
な
い
美
し
き
で
あ
っ
た
｡
そ
の
ク
モ
の
糸
の
あ
ま

り
の
美
し
き
に
つ
い
み
と
れ
､
朝
の
接
ぎ
め
の
ぼ
ん

や
り
し
た
萌
を
冷
し
て
い
る
と
､
柿
の
木
に
モ
ズ
が

来
て
止
っ
た
｡
良
く
み
る
と
燐
に
ア
カ
ガ
エ
ル
を
く

わ
え
て
い
る
｡
モ
ヅ
は
し
ば
ら
く
あ
ち
こ
ち
見
廻
し

が
､
や
が
て
昨
年
小
楯
を
収
蟹
の
た
め
折
っ
た
小
枝

て
い
た
の
折
れ
口
の
所
に
行
き
､
口
に
く
わ
え
た
カ

エ
ル
を
そ
の
折
れ
先
に
こ
す
り
つ
け
る
よ
う
に
何
度

も
何
度
も
カ
エ
ル
の
足
を
く
わ
え
て
は
引
っ
張
っ
て

セ
ミ
､
蝶
蛾
､
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
､
ス
ズ
メ

バ
チ
等
の
昆
虫
類
､
ミ
ミ
ズ
の
環
形
動
物

に
至
る
迄
沢
山
の
も
の
が
報
告
さ
れ
て
い

る
が
私
の
見
た
甲
で
は
ア
マ
ガ
エ
ル
､
イ

ナ
ゴ
､
バ
ッ
タ
等
が
一
番
多
い
接
で
あ
る

又
こ
れ
に
使
う
木
は

ニ
シ
キ
ウ
ツ
ギ
､
タ
ニ
ウ
ツ
ギ
､
ガ
マ

ウ

ツ

ミ

､

ノ

イ

バ

ラ

､

ナ

ナ

カ

マ

ド

､

モ

モ

､

ナ

シ

､

ス

モ

モ

､

ゥ

メ

､

ズ

ミ

､

サ

ク

ラ

､

ツ

バ

キ

､

ク

ロ

ウ

メ

モ

ド

キ

､

ナ

ツ
メ
､
ヌ
ル
デ
､
ナ
ン
テ
ン
'
エ
ノ
キ
､

ケ
ヤ
キ
､
ク
ワ
､
イ
チ
ジ
ク
へ
　
シ
ィ
､
ク

ヌ

ギ

､

ク

リ

へ

　

ナ

ラ

､

フ

ジ

`

ミ

カ

ン

､

ダ
イ
ダ
イ
､
カ
ラ
グ
チ
､
サ
ン
シ
ョ
ウ
､

ザ
ク
ロ
､
グ
ミ
､
ア
カ
マ
ツ
､
ス
ギ
､
竹

ポ
プ
ラ

等
大
体
か
つ
菓
樹
の
横
枝
を
利
用
し
又

バ
ラ
の
ト
ゲ
な
ど
に
も
刺
し
貫
い
て
い
る

こ
の
ハ
ヤ
ニ
工
を
作
る
所
を
私
も
一
回

だ
け
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
｡

そ
れ
は
も
う
五
､
六
年
も
前
の
十
一
月

の
初
め
の
或
る
朝
の
こ
と
､
昨
夜
の
冷
え

込
み
が
き
び
し
く
雨
の
降
っ
た
次
の
朝
の

様
に
し
っ
と
り
と
露
が
降
り
て
い
る
朝
で

電

　

線

　

に

　

と

　

ま

　

る

　

モ

　

ズ
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い
た
｡
始
め
は
何
を
す
る
の
か
解
ら
ず
､
木
に
打
ち

つ
け
て
カ
エ
ル
を
殺
し
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
が
そ

ん
な
に
長
く
や
ら
ず
と
も
モ
ヅ
の
あ
る
す
る
と
い
曙

で
力
い
っ
ぱ
い
凄
ま
れ
た
ら
ア
カ
ガ
エ
ル
な
ど
一
た

ま
り
も
な
い
と
思
う
に
な
と
考
え
､
で
は
食
べ
る
の

に
小
枝
に
刺
し
て
引
き
さ
い
て
食
べ
る
の
か
な
と
考

え
て
み
た
が
､
そ
れ
に
は
あ
ん
な
苦
労
し
て
枝
に
刺

さ
す
と
も
両
足
の
爪
で
お
さ
え
､
す
る
と
い
曙
で
引

き
ち
ぎ
っ
て
食
べ
ら
れ
る
は
す
だ
な
と
､
モ
ヅ
の
動

作
を
見
な
か
ら
あ
れ
こ
れ
思
っ
て
い
る
う
ち
に
､
カ

エ
ル
は
枝
の
折
れ
先
に
胴
体
を
刺
さ
れ
､
手
足
を
ダ

ラ
リ
と
下
げ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
れ
で
モ
ヅ
は
や
っ
と

カ

　

エ

　

ル

　

の

　

ハ

　

せ

　

こ

　

エ

一
仕
事
終
っ
た
と
い
う
風
に
小
枝
に
曙
を
す
り
つ
け

て
化
粧
し
､
す
-
と
又
何
処
か
へ
飛
び
去
っ
た
｡
私

は
食
べ
る
と
は
か
り
思
っ
て
い
た
の
が
､
全
々
食
べ

ず
､
た
だ
刺
し
た
の
み
で
飛
び
去
っ
た
の
が
不
思
議

で
な
ら
な
か
っ
た
｡

モ
ヅ
が
飛
び
去
っ
た
の
は
今
迄
餌
の
こ
と
で
夢
甲

に
な
っ
て
い
て
'
私
の
見
て
い
る
の
も
知
ら
な
か
っ

た
せ
い
か
も
知
れ
ず
､
一
仕
事
終
え
､
さ
て
食
べ
よ

う
と
思
っ
て
私
の
見
て
い
る
の
に
気
付
き
､
あ
わ
て

て
逃
げ
た
の
か
も
知
れ
ず
､
こ
の
仕
事
が
必
ず
し
も

ハ
ヤ
ニ
工
を
作
る
動
作
と
は
断
定
は
出
来
な
い
に
し

て
も
､
何
故
小
枝
に
刺
し
た
う
う
と
い
う
疑
い
は
残

る
｡
そ
れ
な
ら
､
し
ば
ら
く
し
た
ら
食
べ

に
来
る
だ
ろ
う
と
､
そ
れ
と
な
く
気
を
つ

け
て
見
て
い
た
が
､
つ
い
に
そ
の
日
は
そ

の
ま
1
､
次
の
日
も
食
べ
に
来
た
様
子
は

な
か
っ
た
｡
一
週
間
は
過
ぎ
二
週
間
過
ぎ

十
一
月
の
下
旬
に
な
っ
て
急
に
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
｡
風
に
で
も
吹
か
れ
て
下
に

落
ち
た
か
と
思
っ
て
探
し
て
み
た
が
落
ち

て
は
い
す
､
何
処
か
に
運
び
去
ら
れ
た
の

か
､
モ
ヅ
が
来
て
食
べ
た
の
か
つ
い
に
解

ら
ず
じ
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

一
体
モ
ヅ
は
､
何
故
ハ
ヤ
ニ
工
を
作
る

か
と
い
う
疑
問
は
､
生
餌
を
食
べ
良
い
よ

う
に
木
の
硬
筆
に
刺
し
て
引
き
ち
ぎ
っ
て

食
べ
る
た
め
､
そ
の
残
り
だ
と
い
う
説
と

冬
の
欠
乏
期
に
そ
な
え
て
木
の
枝
等
に
刺

し
て
お
い
て
乾
燥
さ
せ
､
い
よ
い
よ
生
餌

が
欠
乏
し
て
来
た
時
に
食
べ
る
の
だ
と
い

う
貯
蔵
説
の
二
つ
が
あ
る
が
`
ど
ち
ら
も

確
た
る
も
の
か
な
い
よ
う
だ
｡

し
か
し
モ
ズ
が
ハ
ヤ
ニ
工
を
食
べ
る
こ

と
は
事
実
ら
し
く
､
又
そ
れ
を
食
べ
る
率

は
積
雪
に
大
き
な
関
廉
が
あ
る
こ
と
は
立

証
さ
れ
て
い
る
｡

野
外
で
見
か
け
る
ハ
ヤ
ニ
工
は
半
分
食
べ
か
け
の

も
の
も
あ
り
前
者
の
食
べ
る
時
に
枝
に
刺
し
て
引
き

ち
ぎ
っ
て
食
べ
て
い
た
が
､
何
か
の
障
害
が
起
き
､

急
に
飛
び
立
ち
そ
の
ま
ま
忘
れ
て
し
ま
い
､
乾
燥
し

て
出
来
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
も
な
い
｡

モ
ズ
が
貯
蔵
の
た
め
に
ハ
ヤ
ニ
工
を
作
り
`
そ
の

場
所
を
一
つ
一
つ
記
憶
し
て
お
り
､
積
雪
な
ど
で
急

に
餌
が
な
く
な
っ
た
時
に
そ
れ
を
食
べ
て
飢
を
し
の

ぐ
と
い
う
そ
こ
ま
で
人
間
が
行
う
よ
う
な
計
画
性
の

あ
る
動
物
で
あ
ろ
う
か
｡
あ
の
小
さ
な
烏
が
､
た
と

え
そ
れ
が
本
能
で
あ
る
に
し
ろ
も
し
そ
れ
が
本
当
で

あ
る
な
ら
正
に
驚
異
で
あ
る
｡

と
も
あ
れ
十
一
月
初
旬
か
ら
十
二
月
初
め
頃
迄
は

気
を
つ
け
て
探
せ
ば
ハ
ヤ
ニ
工
は
良
く
見
か
け
る
こ

と
が
出
来
る
が
十
二
月
も
中
旬
を
過
ぎ
積
雪
が
多
く

な
る
と
見
か
け
る
機
会
が
少
な
い
｡

そ
れ
は
記
憶
し
て
い
て
食
べ
に
来
る
の
か
'
他
の

餌
を
探
し
て
い
て
飛
来
し
た
木
に
お
っ
た
も
の
を
食

べ
る
の
か
不
明
だ
が
,
翌
年
の
香
の
前
迄
に
は
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
｡

モ
ズ
は
肉
食
で
あ
る
た
め
同
じ
小
鳥
達
も
良
く
襲

う
｡
籍
に
入
れ
て
飼
育
し
て
い
た
マ
ビ
ワ
や
カ
ナ
リ

ヤ
を
襲
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
範
の
目
か
ら
飼
育
烏

の
首
だ
け
引
き
ぬ
い
て
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
被
害
を
蒙
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
'
そ
ん
な
話
を
良

く
聞
く
｡
又
野
外
で
小
鳥
を
捕
食
す
る
こ
と
も
あ
る

事
実
私
が
目
撃
し
た
例
で
一
月
の
雪
の
降
る
日
､
一

群
の
雀
が
家
の
軒
に
餌
を
拾
っ
て
い
る
所
へ
パ
ッ
と

モ
ヅ
が
襲
い
か
か
り
､
あ
わ
て
た
雀
達
は
一
っ
せ
い

に
逃
げ
た
の
だ
が
そ
の
中
の
一
羽
が
先
程
の
攻
撃
で

翼
を
傷
つ
け
た
ら
し
く
び
っ
こ
を
引
い
て
飛
び
逃
る

の
に
'
す
か
さ
ず
第
二
の
攻
撃
を
加
え
､
雀
は
ひ
と

た
ま
り
も
な
く
地
上
に
落
さ
れ
て
し
ま
っ
た
｡
モ
ヅ

は
す
か
さ
す
雀
の
上
に
飛
び
か
か
り
､
目
玉
を
く
り

ぬ
き
､
脳
梁
を
む
さ
ぼ
り
食
べ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
れ

は
ほ
ん
の
瞬
間
の
出
来
事
で
､
あ
わ
て
て
私
が
か
け

つ
け
て
み
た
時
は
､
雀
は
無
残
な
死
骸
と
な
っ
て
い

た
｡
こ
の
時
程
自
然
界
の
法
則
を
嫌
と
い
う
程
み
せ

つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
｡

又
こ
の
鳥
は
､
他
の
馬
の
声
を
真
似
る
の
が
功
紗

で
`
小
春
日
和
の
日
な
ど
商
い
木
の
梢
な
ど
で
､
小

声
で
ウ
グ
イ
ス
の
ボ
ー
ホ
ケ
キ
ョ
キ
ョ
キ
ョ
キ
ョ
や

コ
カ
ワ
ラ
ビ
ワ
の
コ
ロ
コ
ロ
､
キ
リ
キ
リ
等
の
真
似

を
や
っ
て
い
る
｡
時
に
も
っ
と
複
雑
な
ヒ
バ
-
と
も

カ
シ
ラ
グ
カ
の
疇
り
と
も
つ
か
ぬ
複
雑
な
曝
り
た
か

一
人
言
だ
か
も
や
っ
て
い
る
｡

こ
の
他
の
鳥
の
声
を
真
似
る
の
は
､
そ
れ
を
聞
い

て
そ
の
鳥
が
集
っ
た
時
に
襲
う
の
だ
と
い
う
説
も
あ

る
が
こ
れ
は
ど
う
も
真
実
性
が
乏
し
い
｡

(
山
前
調
査
置
)

3
7
年
皇
居
外
苑
煤
存
協
会
か
ら
大
町
に
輿
入

れ
し
た
コ
ブ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
は
今
年
の
五
月
三
羽

が
か
え
り
､
今
で
は
親
と
見
分
け
が
つ
か
な
い

位
に
戯
長
し
た
｡

繁
殖
期
が
近
す
い
て
来
た
の
で
こ
の
た
び
別

の
池
に
三
羽
を
移
し
､
繁
殖
に
万
全
を
期
し
た

県
鳥
獣
に
ラ
イ
チ
ョ
ウ
､
カ
モ
シ
カ
か
?

長
野
県
で
は
今
ま
で
､
県
鳥
へ
県
歌
の
指
定

が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
､
こ
の
た
び
県

鳥
獣
を
指
定
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
甫
ま
っ
て

き
た
｡県

と
し
て
は
ラ
イ
チ
ョ
ウ
､
チ
ョ
ウ
ケ
ン
ポ

ウ
､
ホ
シ
ガ
ラ
ス
､
カ
モ
シ
カ
､
リ
ス
の
5
鳥

獣
の
膜
補
を
上
げ
て
､
そ
の
甲
か
ら
選
ぶ
掌
に

し
て
い
る
が
､
最
終
的
に
は
ラ
イ
チ
ョ
ウ
､
カ

モ
シ
カ
が
指
定
さ
れ
る
む
き
が
強
く
な
っ
て
き

た
｡
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キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
さ
し
と
め
る
政
簾
は
`
古

く
戦
国
時
代
の
末
に
秀
吉
に
よ
っ
て
う
ち
出
さ
れ
て

は
い
た
が
'
関
西
か
ら
九
州
に
か
け
て
は
､
こ
の
政

範
に
逆
行
し
て
年
を
お
っ
て
そ
の
信
仰
は
盛
ん
に
な

っ
て
い
っ
た
｡
秀
吉
の
あ
と
全
国
統
一
の
座
に
つ
い

た
家
康
も
､
封
建
国
家
実
現
の
た
め
に
は
キ
リ
ス
ト

教
信
仰
を
禁
制
す
る
必
要
を
感
じ
､
秀
吉
同
様
の
政

簾
を
と
っ
た
が
､
寛
永
一
四
年
(
〓
ハ
三
七
年
)
≡

代
将
軍
家
光
の
代
に
､
こ
の
政
簾
に
皮
膜
を
ひ
る
が

え
し
て
九
州
島
原
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
反
乱
が
お
こ

る
な
ど
､
幕
府
に
と
っ
て
は
憂
慮
す
べ
き
事
態
に
た

と
を
命
じ
た
｡
松
本
藩
の
こ
れ
に
関
す
る
史
料
と
し

て
は
､
藩
主
水
野
氏
が
編
纂
し
た
｢
信
府
統
記
｣
の

甲
に
｢
(
上
略
)
古
ヨ
リ
改
ア
リ
ト
イ
へ
ド
モ
､
寛

文
年
中
ヨ
リ
殊
サ
ラ
悉
ク
正
セ
ル
ニ
ヤ
､
年
々
ノ
帳

面
残
ラ
ズ
庫
中
二
納
メ
瞳
ケ
リ
(
下
略
)
｣
と
あ
り

ま
た
寛
文
四
年
六
月
に
｢
吉
和
支
丹
審
門
籠
年
御
法

度
の
通
り
､
常
々
不
思
議
な
る
者
､
生
所
知
れ
さ
る

者
堅
く
相
改
め
､
も
し
怪
し
き
者
こ
れ
有
ら
ば
､
早

々
注
進
申
し
上
く
べ
き
事
｣
と
の
法
度
が
水
野
家
四

老
連
名
の
も
と
に
出
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
で
同
年
に

う
ち
出
さ
れ
た
幕
令
を
裏
書
き
で
き
る
の
で
あ
る
が

慶
安
三
年

寅
三
月
五
日

(
惣
)

岡
江
宗
右
衛
門
殿

(
組
)

大
町
与
塩
島
村

庄
屋
五
左
衛
門
㊥

組

頭

善

　

　

次

⑰

惣
百
姓
中
㊥(

未
完
)

博
物
館
一
一
ユ
ー

ち
い
た
っ
た
｡
そ
こ
で
幕
府
は
'
寛
永
一

七
年
キ
リ
ス
ト
教
を
厳
禁
し
､
キ
リ
ス
ト

教
徒
を
摘
発
す
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て

幕
府
商
醇
の
領
内
に
対
し
､
武
士
庶
民
を

問
わ
ず
､
か
な
ら
す
い
ず
れ
か
の
仏
寺
に

属
す
べ
き
で
あ
る
と
の
従
来
の
政
第
を
強

固
に
し
､
毎
年
き
ま
っ
た
時
期
に
そ
の
家

の
属
す
る
旦
那
寺
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
寺

の
Q
沓
日
に
入
っ
て
い
る
こ
と
の
証
明
を
う

げ
ろ
よ
う
に
さ
せ
た
が
､
こ
れ
を
賽
門
改

め
と
よ
ん
で
い
る
｡

栖
本
藩
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
禁
制
の

史
料
と
し
て
は
､
慶
長
一
九
年
(
一
六
一

･
*
.
～
.
〟
.
'
J
t
.
.
"
I
.
I
.
.
.
'
ふ

･
i
S
,
 
t
J

…
改
　
悪
…

苗

掴

善果ii;

I

,

　

　

i

:

.｣一

嵩

　

忠

言

　

,

･

盲

　

皿

.

'･..,I,.･･,.･･,.･･..･･.･･E

四
年
)
三
月
に
｢
切
支
丹
宗
門
を
信
奉
す
る
事
禁
制

｣
の
命
令
を
出
し
て
い
る
の
か
初
見
で
あ
る
が
､
そ

れ
か
ら
二
五
年
ほ
ど
後
の
寛
永
一
五
年
に
も
､
バ
テ

レ
ン
･
イ
ル
マ
ン
･
キ
リ
シ
タ
ン
す
な
わ
ち
異
教
信

者
を
発
見
し
こ
れ
を
訴
え
出
た
者
に
は
褒
賞
を
与
え

る
な
ど
の
お
蝕
を
発
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
幕

府
の
政
荒
を
チ
け
て
､
キ
リ
ス
ト
教
抑
圧
の
た
め
の

種
々
の
施
範
を
橋
じ
て
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
燦

に
か
た
く
な
い
｡

捲
府
で
は
､
こ
の
政
策
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
､

寛
文
四
年
(
〓
ハ
六
四
年
)
に
は
全
国
一
万
石
以
上

の
諸
大
名
に
お
い
て
も
宗
門
改
役
人
を
設
置
す
る
こ

果
し
て
松
本
藩
で
は
宗
門
改
め
を
こ
の
頃
か

ら
実
施
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
疑
わ
し

い
｡
と
い
う
の
は
､
寛
文
四
年
よ
り
一
四
年

は
ど
さ
か
の
ぼ
る
慶
安
三
年
に
､
村
々
か
ら

松
本
藩
に
提
出
し
て
い
る
つ
き
の
帳
簿
が
存

在
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

-
 
､
大
町
粗
菓
小
谷
土
屋
村
宗
旨
象
限

慶
安
三
年
二
月
八
日
　
(
小
谷
村

太
田
清
輝
氏
蔵
)

2
､
東
小
谷
中
屋
家
帳

慶
安
三
年
二
月
七
日
　
(
小
谷
村

石
同
氏
蔵
)

3
､
大
町
組
塩
島
村
(
⇔
沓
日
豪
帳
)

慶
安
三
年
二
月
五
日
(
松
本
市
立
博
物
館

蔵
)

右
の
三
帳
は
､
い
ず
れ
も
内
容
が
同
様
の
体
裁
で

記
述
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
う
ち
塩
島
村
分
の
本
文

冒
頭
の
記
事
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
(
原
文
の

ま
ま
)

指
上
申
一
札
之
事

一
家
帳
宗
旨
御
改
被
レ
成
候
`
菖
上
申
候
よ
り
外

ニ
ハ
家
壱
間
も
､
又
ハ
l
T
沓
目
し
れ
不
レ
申
候
者

i
　
壱
人
も
隠
不
レ
申
候
､
若
か
く
し
申
候
と
訴
人

御
座
候
者
､
何
様
之
曲
事
こ
も
可
レ
被
一
-
仰
付

一
候
､
為
二
後
日
一
一
札
価
如
レ
件
､

平

　

林

　

学

　

芸

　

員

｢
棚
橋
賞
｣
受
賞

博
物
館
界
唯
一
の
質
で
あ
る
｢
棚
橋
賞
｣
の
三
十

九
年
度
受
賛
者
は
､
当
山
岳
博
物
館
の
平
林
国
男
学

芸
員
に
決
定
し
､
去
る
十
一
月
二
十
五
日
､
第
十
二

回
全
国
博
物
館
大
会
に
お
い
て
表
彰
さ
れ
た
｡

受
賞
の
対
象
と
な
っ
た
論
文
は
博
物
館
研
究
へ
一

九
六
三
年
四
月
号
に
掲
載
ざ
れ
た
｢
大
町
山
岳
博
物

館
に
お
け
る
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ
操
護
璃
殖
研
究
に
つ
い

て
｣
で
内
容
は
｢
大
町
山
岳
博
物
館
と
自
然
保
護
｣

｢
ラ
イ
チ
ョ
ウ
探
護
施
設
の
現
状
｣
　
｢
ラ
イ
チ
ョ
ウ

調
査
開
始
以
後
｣
　
｢
地
方
博
物
館
と
自
然
保
護
｣
の

四
項
目
に
わ
か
れ
自
然
保
護
の
種
々
の
問
題
に
つ
い

て
ふ
れ
て
い
る
｡

棚
橋
賞
が
設
定
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
七
年
､
博

物
館
を
こ
よ
な
く
愛
し
､
日
本
の
博
物
館
の
た
め
に

そ
の
生
涯
を
捧
げ
て
尽
粋
さ
れ
た
人
､
棚
橋
原
太
郎

先
生
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
､
博
物
館
事
業

の
発
展
に
寄
与
し
た
も
の
に
与
え
ら
れ
る
｡
選
考
は

近
年
一
年
間
に
お
け
る
｢
博
物
館
研
究
｣
誌
上
に
発

表
さ
れ
た
も
の
で
､
博
物
館
学
論
説
､
論
文
(
調
査

研
究
活
動
等
も
含
む
)
か
ら
一
滴
を
選
ぶ
も
の
で
あ

る
｡

山
博
協
積
全
開
か
る

山
博
協
議
会
は
_
 
2
月
_
 
2
日
の
午
後
か
ら
､
大
町
商

工
会
議
所
会
議
室
で
開
か
れ
て
4
0
年
度
の
事
業
や
予

算
に
つ
い
て
協
議
し
た
｡

館
側
か
ら
提
案
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
議
案
に
つ
い

て
終
始
熱
心
に
話
し
合
わ
れ
た
が
､
と
く
に
動
物
舎

の
移
動
新
築
に
議
論
が
集
中
し
た
｡
仰
年
度
は
黒
田

ダ
ム
が
本
格
的
に
開
放
さ
れ
る
年
で
あ
り
､
現
状
の

館
の
受
入
態
勢
で
は
観
光
客
を
滞
足
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
ば
か
り
か
､
か
え
っ
て
悪
い
印
象
を
与
え

て
マ
イ
ナ
ス
だ
と
云
う
の
で
あ
る
｡

早
々
動
物
舎
を
移
転
整
備
し
て
カ
モ
シ
カ
､
ラ
イ

チ
ョ
ウ
､
サ
ル
な
ど
の
放
糞
を
た
の
し
み
'
防
火
貯

水
池
を
建
設
し
､
イ
ワ
ナ
､
サ
ン
シ
ョ
ウ
魚
な
ど
山

岳
水
棲
動
物
を
観
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
､
市
民
の
絶

好
の
憩
の
場
と
も
な
る
し
､
観
光
客
に
も
頼
ん
で
賞

え
る
と
い
う
訳
で
あ
る
｡

予
算
で
は
総
額
千
二
百
万
円
で
､
補
正
を
含
め
た

3
9
年
度
予
算
に
比
し
､
六
百
万
円
の
増
と
な
っ
て
い

る
が
､
動
物
舎
の
建
設
関
係
四
百
万
円
､
崖
根
修
理

五
十
万
円
､
釘
の
木
自
然
国
関
係
二
十
万
な
ど
を
計

上
し
た
た
め
で
､
他
は
諸
物
価
の
単
価
増
を
見
込
ん

だ
昨
年
並
み
事
業
予
算
と
な
っ
て
い
る
｡

珊
細
細
面
軸
聞
剛
〇
日
囚
田
園
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