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撮影　高橋　龍之助綱中の冬
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今
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
茅
葺
き
の
民
家
が
､
雪
の
中

た
た
ず

に
静
か
に
件
む
な
つ
か
し
い
風
景
｡

二
十
八
年
前
､
黒
沢
峠
に
建
つ
大
学
山
岳
部
の
山
小
屋
に
足
し
げ
-

通
っ
て
い
た
こ
ろ
'
中
網
棚
に
か
か
る
橋
の
た
も
と
で
何
け
な
-
撮
っ

た
一
枚
で
す
｡
た
し
か
パ
ー
ル
と
い
う
セ
ミ
判
の
古
い
カ
メ
ラ
で
､
露

出
計
も
持
っ
て
い
な
い
こ
ろ
で
す
か
ら
'
フ
ィ
ル
ム
の
説
明
書
ど
う
り

に
レ
ン
ズ
を
向
け
た
記
憶
が
残
っ
て
い
ま
す
｡

現
在
で
は
そ
の
ネ
ガ
も
紛
失
し
て
し
ま
い
'
手
元
に
は
少
し
変
色
し

つ
t
'
'
i
.
b

た
拙
い
プ
リ
ン
ト
が
一
枚
残
っ
て
い
る
だ
け
で
す
が
へ
　
私
は
こ
の
写

真
が
好
き
で
時
折
思
い
出
し
た
よ
う
に
眺
め
て
は
し
ん
み
り
し
て
い
ま
す
｡

知
ら
な
い
う
ち
に
風
景
は
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
｡
人
の
生
活
が
変
わ

っ
て
い
く
の
で
す
か
ら
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
が
､
そ
の

変
化
の
ス
ピ
ー
ド
は
遅
く
､
日
々
の
生
活
の
な
か
で
は
気
づ
か
な
い
も

の
な
の
で
し
ょ
う
｡
五
年
､
十
年
と
い
う
ス
パ
ー
ン
　
(
間
隔
)
　
で
は
じ

め
て
風
景
の
変
化
を
知
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
が
｡
当
時
私
が
こ
の

こ
と
を
認
識
し
て
い
れ
ば
､
も
っ
と
た
-
さ
ん
の
写
真
を
撮
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
｡

こ
の
一
枚
の
写
真
は
山
登
り
の
こ
と
､
ス
キ
ー
の
こ
と
､
山
小
屋
で

の
生
活
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
て
-
れ
ま
す
｡

や
な
は

朝
､
明
け
き
ら
ぬ
こ
ろ
､
校
行
列
車
を
梁
場
駅
で
降
り
､
中
細
湖
を

渡
り
集
落
を
ぬ
け
､
段
々
畑
を
過
ぎ
沢
沿
い
の
雑
木
林
の
中
を
登
る
こ

と
お
よ
そ
一
時
間
で
黒
沢
峠
｡
突
然
景
色
が
ひ
ら
け
鹿
島
槍
ヶ
岳
へ
　
爺

ケ
岳
の
堂
々
た
る
山
容
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
ま
す
｡

鹿
島
槍
ヶ
岳
へ
は
信
濃
大
町
駅
か
ら
鹿
島
川
沿
い
に
入
山
す
る
の
が

一
般
的
で
す
が
､
こ
の
梁
場
-
黒
沢
峠
越
え
の
ル
ー
ト
は
味
わ
い
の
あ

る
も
の
で
し
た
｡

一
度
峠
を
越
え
る
と
い
､
つ
こ
と
は
､
無
駄
な
ア
ル
バ
イ
ト
を
強
い
ら

れ
る
よ
う
で
す
が
へ
　
目
的
の
山
を
対
斜
面
か
ら
し
っ
か
り
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
楽
し
み
が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
か
ら
行
こ
う
と
す
る
山

を
眺
め
な
が
ら
の
一
服
も
と
て
も
心
地
の
良
い
も
の
で
す
｡

と
も
あ
れ
､
中
細
は
い
つ
も
私
た
ち
の
遊
び
の
基
点
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
｡

四
半
世
紀
た
っ
た
現
在
､
中
綱
に
は
民
宿
や
ペ
ン
シ
ョ
ン
が
建
ち
､

に
●
き

ス
キ
ー
や
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
を
楽
し
む
人
た
ち
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
｡
汗

を
か
き
登
っ
た
黒
沢
峠
へ
も
､
今
や
高
速
リ
フ
ト
が
ア
ッ
と
い
う
間
に

運
ん
で
く
れ
ま
す
｡
し
か
し
､
リ
フ
ト
終
点
間
近
に
突
然
現
れ
る
爺
･

鹿
島
の
姿
｡
そ
の
感
激
は
今
も
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

東
京
芸
術
大
学
山
岳
部
o
B

日
本
写
真
家
協
会
会
員
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万延元年(1860)森村水入絵図図1

図2　聖牛(上)と合掌枠(下)

館物博ど山

近
世
高
瀬
川
上
流
域
に
お
け
る

河
川
氾
濫
と
川
除
普
請
(
2
)

は
じ
め
に

本
稿
は
､
昨
年
一
月
二
五
日
付
け
の
｢
山
と
博
物

館
｣
第
回
一
巻
ニ
ケ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
内

容
に
引
き
続
く
も
の
で
'
こ
こ
で
は
､
近
世
高
瀬
川

上
流
域
烏
お
け
る
河
川
氾
濫
の
特
殊
な
例
と
し
て
木

I
_
-

崎
湖
の
溢
水
に
つ
い
て
触
れ
､
さ
ら
に
'
こ
う
し
た

河
川
氾
濫
に
対
し
て
松
本
藩
や
農
民
が
ど
の
よ
う
な

対
策
を
講
じ
て
き
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
｡

四
　
特
殊
な
水
害
(
木
崎
湖
の
溢
水
)

前
号
で
は
河
川
氾
濫
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
述
べ

た
が
､
こ
こ
で
､
特
殊
な
水
害
の
例
と
し
て
万
延
元

(
一
八
六
〇
)
年
の
木
崎
湖
の
溢
水
に
よ
る
水
害
に

荒
　
井
　
今
朝
一

つ
い
て
見
て
お
こ
う
｡
明
治
に
な
る
ま
で
木
崎
湖
は

｢
海
の
口
池
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
､
上
農
具
川
に

よ
る
木
崎
湖
､
中
綱
湖
か
ら
の
自
然
流
下
の
ほ
か
､

溜
池
機
能
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
､
中
世
以
前
に
お

い
て
越
荒
沢
堰
(
現
在
の
森
堰
)
　
が
整
備
さ
れ
'
鹿

島
川
か
ら
の
流
入
水
量
の
増
加
が
図
ら
れ
て
い
た
｡

毎
年
三
月
に
は
､
流
域
人
力
村
が
協
力
し
て
鹿
島
川

･
つ
_
,
)

猫
鼻
地
籍
か
ら
｢
水
揚
げ
｣
を
行
い
､
聖
牛
を
並
べ

て
湖
尻
を
遮
断
し
湖
面
上
昇
を
図
り
､
貯
水
量
を
増

加
さ
せ
､
湖
尻
か
ら
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
下
流
でし

人

は
､
三
口
に
別
れ
た
水
門
を
設
け
て
農
作
業
の
進

ら

よ

く
捗
に
併
せ
て
水
門
操
作
を
行
い
､
農
具
川
下
流
の

流
量
調
節
を
図
っ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
年
は
､

た
ま
た
ま
水

門
操
作
が
始

ま
る
五
月
に

大
雨
が
降
り
､

溢
水
に
よ
っ

て
森
村
の
水

田
の
ほ
と
ん

ど
が
｢
水
入

り
｣
に
な
っ

た
と
い
う
の

で
あ
る
｡
図

-

は

､

こ

の

時
の
状
態
を

記
録
し
た
図

面
で
あ
る
が
､

偶
然
と
は
い

え
､
か
つ
て
仁
科
氏
が
湖
畔
を
利
用
し
て

築
城
し
た
森
城
の
｢
浮
城
状
態
｣
が
､
実

現
し
た
注
目
す
べ
き
記
録
で
あ
る
｡

五
　
川
除
普
請
の
種
類

毎
年
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
河
川
氾

濫
に
よ
る
被
害
を
受
け
な
が
ら
も
へ
し
だ

い
に
農
業
生
産
高
(
村
高
)
　
が
増
加
し
､

耕
地
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
は
､
安
定
し

た
社
会
の
中
で
大
規
模
な
労
働
力
の
集
中

か
ん
が
い

が
可
能
と
な
り
､
治
水
や
漑
概
の
技
術
が

発
達
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
､

そ
の
底
辺
に
は
常
に
､
零
細
農
民
の
耕
作

地
確
保
と
自
立
へ
の
強
い
志
向
が
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
治
水
や
水
防
の
た
め
の
土
木

か
わ
よ
.
_
 
-
小
し
ん

工
事
を
｢
川
除
普
請
｣
と
総
称
す
る
が
へ

特
に
大
規
模
な
も
の
は
､
幕
府
が
'
国
を

単
位
に
石
高
に
応
じ
て
人
足
や
資
材
､
費

用
を
徹
し
て
行
い
'
こ
れ
を
国
役
普
請
と

い
っ
た
｡
こ
れ
に
対
し
､
藩
単
位
で
行
わ

れ
る
も
の
は
､
そ
の
規
模
に
よ
っ
て
港
内
各
組
の
応

よ

せ

n

援
を
求
め
て
行
う
寄
夫
普
請
､
各
組
単
位
で
人
足
や

資
材
を
集
め
て
行
う
組
普
請
､
普
請
個
所
に
関
係
す

る
数
力
村
が
共
同
で
実
施
す
る
組
合
普
請
､
村
単
位

で
行
う
自
普
請
な
ど
が
あ
っ
た
｡
松
本
港
内
で
は
､

回
復
普
請
と
な
る
の
は
犀
川
関
係
の
大
工
事
の
み
で
､

高
瀬
川
と
そ
の
支
流
の
鹿
島
川
､
乳
用
な
ど
の
多
く

は
､
組
合
普
請
又
は
自
普
請
で
あ
り
､
水
害
が
あ
っ

た
後
や
従
来
の
工
作
物
が
流
失
し
て
大
規
模
を
対
策

が
必
要
な
年
な
ど
は
､
寄
夫
普
請
や
組
普
請
が
実
施

さ
れ
て
い
る
｡

六
　
川
除
の
工
法

こ
う
し
た
川
除
普
請
の
工
法
は
､
戦
国
時
代
に
各

大
名
が
自
領
内
の
農
業
生
産
の
向
上
を
図
っ
た
こ
と

か
ら
急
激
に
発
達
し
､
江
戸
時
代
に
な
る
と
堤
を
築

い
て
河
川
を
付
替
え
る
よ
う
な
大
規
模
な
も
の
も
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
特
に
､
元
禄
年
間
頃
か
ら

急
流
の
水
勢
を
防
ぐ
た
め
に
､
聖
牛
な
ど
の
生
類
と

合
掌
枠
や
菱
枠
な
ど
の
枠
類
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
｡

図
2
に
示
し
た
よ
う
に
堅
牢
は
､
木
材
を
組
合
わ

-

1

一

カ

こ

せ
､
中
に
石
を
詰
め
た
蛇
縦
を
置
い
た
も
の
で
､
荒

水
を
断
ち
切
っ
て
堤
な
ど
を
守
る
た
め
に
大
石
が
流

れ
る
よ
う
な
河
川
の
本
流
に
向
け
て
配
置
し
た
｡
ま

た
､
合
掌
枠
は
三
角
柱
状
に
木
材
を
組
ん
だ
も
の
で
､

横
並
び
に
何
列
も
敷
設
し
'
水
制
に
効
果
が
大
き
か

っ
た
｡
後
に
常
盤
村
(
現
大
町
市
常
盤
)
村
長
と
な
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図3　寛政元年(1789) 8月猫ケ具Iii除絵図(複製)
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(
人
足
　
吉
i
t
.
八
千
一
二
百
日
十
三
人

っ
た
勝
野
嘉
一
郎
が
､
明
治
の
初
め
に
書
き
脅
め
た

｢
犀
川
流
域
に
係
る
古
今
沿
革
｣
に
よ
れ
ば
､
｢
高

瀬
川
堤
防
そ
の
他
治
水
方
法
へ
概
ね
枠
類
を
使
用
し
､

縦
型
牛
､
菱
枠
又
は
蛇
籠
あ
る
い
は
卵
範
等
を
用

ふ
｣
と
記
載
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
著
し
い
例
と
し
て

安
政
二
　
(
一
八
五
五
)
年
に
常
盤
か
ら
松
川
間
の
高

瀬
川
で
実
施
さ
れ
た
人
足
一
七
万
二
千
人
､
聖
牛
一

五
〇
組
'
三
間
合
掌
枠
一
六
七
組
へ
　
五
間
片
合
掌
枠

一
〇
〇
組
､
二
間
半
合
撃
砕
六
一
組
に
及
ぶ
大
規
模

な
川
除
普
請
を
紹
介
し
て
い
る
｡

一
方
'
河
川
か
ら
耕
地
や
人
家
を
守
る
た
め
の
堤

は
ど
の
よ
う
に
築
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
図
3
は
､

寛
政
元
　
(
一
七
八
九
)
年
八
月
に
人
足
一
万
八
千
人

余
を
要
し
て
鹿
島
川
猫
鼻
で
実
施
さ
れ
た
川
除
の
絵

図
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
'
取
水
口
は
堅
牢
で
水

勢
を
防
ぎ
な
が
ら
水
門
を
設
け
て
用
水
堰
へ
の
取
水

を
確
保
し
'
そ
の
下
流
に
は
河
川
氾
濫
を
防
ぐ
た
め

に
四
列
に
わ
た
っ
て
堤
が
配
置
さ
れ
､
河
川
に
近
い

側
は
石
積
み
の
石
堤
'
河
川
か
ら
遠
い
個
所
は
芝
土

手
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

七
　
普
請
の
施
工
手
順
と
負
担

で
は
､
普
請
の
手
順
と
負
担
の
実
態
は
､
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
農
民
に
と
っ
て

耕
地
が
荒
れ
､
人
家
に
ま
で
危
険
が
及
ぶ
こ
と
は
何

と
し
て
も
避
け
が
た
い
が
､
長
期
間
に
及
ぶ
普
請
は

大
変
な
負
担
で
あ
り
､
迷
惑
で
も
あ
る
｡
こ
う
し
た

矛
盾
を
背
景
に
､
形
式
上
へ
あ
く
ま
で
農
民
側
の
申

請
､
藩
の
許
可
行
為
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
｡
ま
す
､

各
村
や
組
合
ご
と
に
下
見
を
行
い
､
各
村
の
庄
屋
は
､

も

く

ろ

み

そ
の
概
略
を
｢
内
目
論
見
帳
｣
に
ま
と
め
て
大
庄
屋

に
提
出
し
､
大
庄
屋
は
組
内
を
ま
と
め
て
正
式
な

/

ん

L

し

一

｢
目
論
見
帳
｣
を
作
成
し
藩
の
郡
所
へ
差
し
出
す
｡

藩
で
は
'
担
当
の
川
除
方
の
役
人
が
内
容
を
吟
味
し
､

必
要
が
あ
れ
ば
実
地
検
分
を
行
い
､
小
規
模
な
も
の

は
郡
所
名
で
､
大
規
模
な
も
の
は
郡
代
官
名
で
許
可

し
て
い
た
｡
こ
の
よ
う
に
自
主
申
請
で
は
あ
る
が
､

そ
れ
以
前
に
藩
の
内
意
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
､
勿

論
で
あ
る
｡

普
請
が
許
可
さ
れ
､
実
施
日
が
定
ま
る
と
大
庄
屋

は
'
村
ご
と
の
本
百
姓
数
に
基
づ
き
'
各
村
が
負
担

す
る
人
足
と
資
材
　
(
木
材
､
杭
､
綴
､
藤
つ
る
､
俵
'

縄
な
ど
)
を
割
付
け
へ
　
こ
れ
を
丁
場
(
工
区
)
　
ご
と

に
分
担
さ
せ
た
｡
労
働
時
間
は
､
朝
六
時
頃
か
ら
夜

六
時
過
ぎ
ま
で
の
一
二
時
間
以
上
で
､
資
材
を
含
め

て
全
て
農
民
負
担
と
さ
れ
て
お
り
､
近
世
末
に
は
､

こ
う
し
た
普
請
が
春
､
夏
､
秋
の
年
三
回
､
定
例
化

し
て
い
た
｡

ま
た
､
数
年
に
一
度
､
村
ご
と
の
本
百
姓
数
､
成

人
男
性
数
､
村
高
に
応
じ
て
負
担
を
定
め
'
港
内
各

組
の
応
援
を
得
て
実
施
す
る
大
規
模
な
寄
夫
普
請
が

計
画
さ
れ
､
文
化
五
　
(
一
八
〇
八
)
年
､
松
川
組
で

は
約
六
万
人
規
模
で
､
ま
た
天
保
六
　
(
一
八
三
五
)

年
に
は
､
大
町
組
で
も
三
万
五
千
人
規
模
で
実
施
さ

れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
寄
夫
普
請
に
限
っ
て
は
､
藩

汀

ち

ま

-

.

で
も
扶
持
米
を
支
給
し
､
藩
有
林
か
ら
の
用
材
の
切

り
出
し
を
許
可
し
て
い
る
｡

八
　
ま
と
め

近
世
の
支
配
体
制
が
農
民
の
年
貢
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
以
上
､
本
来
'
治
水
は
民
政
と
共
に
射

建
領
主
の
最
大
の
責
務
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら

実
際
は
､
そ
の
大
部
分
は
農
民
が
負
わ
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
｡
眼
下
に
広
が
る
高
瀬
川
上
流
域
は
､
治

水
が
進
み
､
今
で
は
県
内
屈
指
の
穀
倉
地
帯
と
し
て

整
備
さ
れ
て
い
る
が
､
か
つ
て
は
慢
性
的
な
河
川
氾

濫
に
悩
ま
さ
れ
､
我
々
の
祖
先
が
大
変
な
苦
闘
を
繰

り
返
し
て
き
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
､
ま
と

め
と
し
た
い
｡

(
信
濃
史
学
会
会
員
)
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図2.才二クルミの芽生えの位置
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館物博ど山

二
ホ
ン
リ
ス
の
貯
食
行
動
と
オ
二
グ
ル
ミ
の
種
子
分
散

橋

　

本

　

祐

　

子

鳥
が
実
を
食
べ
る
と
'
そ
の
種
子
は
消
化
さ
れ
ず

に
糞
と
し
て
排
出
さ
れ
ま
す
｡
こ
う
し
て
植
物
が
鳥

に
よ
っ
て
様
々
な
と
こ
ろ
へ
種
子
を
運
ん
で
も
ら
っ

て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
｡
.
方
､
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
､
種
子
を
餌
と
す
る
リ

ス
や
ネ
ズ
ミ
な
ど
の
哺
乳
類
も
､
植
物
の
種
子
散
布

に
一
役
買
っ
て
い
ま
す
｡
リ
ス
や
ネ
ズ
ミ
は
植
物
の

種
子
を
食
べ
る
だ
け
で
な
-
､
時
に
は
　
〟
貯
食
〟
を

し
ま
す
｡
〟
貯
食
〟
と
は
'
後
で
回
収
し
て
食
べ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
､
食
べ
物
を
別
の
場
所
に
移
動

し
､
隠
し
て
お
く
こ
と
を
さ
し
ま
す
｡
貯
食
さ
れ
た

桂
子
の
内
い
く
つ
か
は
'
そ
の
後
利
用
さ
れ
ず
に
発

芽
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
｡
こ
こ
で
は
､
ニ
ホ
ン

リ
ス
(
S
c
t
ミ
u
S
h
s
T
e
m
m
t
n
e
k
)
の
貯
食
行
動
が
オ
ニ

ゲ
ル
ミ
の
種
子
散
布
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
す
｡
二
ホ
ン
リ
ス
は
日
本
の
固
有
種
で
､
本

州
四
国
･
九
州
に
分
布
し
て
い
ま
す
｡
ニ
ホ
ン
リ
ス

に
と
っ
て
'
オ
ニ
グ
ル
ミ
種
子
は
年
間
の
餌
の
約
四

十
%
を
占
め
る
重
要
な
餌
資
源
で
あ
り
､
ニ
ホ
ン
リ

ス
は
そ
の
オ
ニ
ゲ
ル
ミ
種
子
を
貯
食
し
ま
す
｡
実
際

に
､
二
ホ
ン
リ
ス
が
ど
の
よ
う
な
場
所
に
オ
ニ
ゲ
ル

ミ
種
子
を
貯
食
し
'
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
か

を
東
京
都
八
王
子
市
に
あ
る
森
林
総
合
研
究
所
多
摩

森
林
科
学
圏
の
試
験
林
内
で
調
香
し
て
み
ま
し
た
｡

二
ホ
ン
リ
ス
は
動
き
も
速
-
､
見
通
し
の
悪
い
森

林
で
生
活
し
て
い
る
た
め
､
そ
の
行
動
を
目
で
追
う

の
は
困
難
で
す
｡
し
か
し
､
発
信
機
を
用
い
る
こ
と

に
よ
り
'
二
ホ
ン
リ
ス
の
貯
食
行
動
に
つ
い
て
調
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡
方
法
は
ま
ず
､
オ
ニ
ケ
ル

ミ
種
子
一
つ
一
つ
に
小
型
発
信
機
を
取
り
付
け
ま
す
｡

そ
し
て
'
こ
の
発
信
機
を
付
け
た
オ
ニ
ゲ
ル
ミ
種
子

を
､
林
内
に
設
置
し
た
餌
台
に
並
べ
て
お
き
ま
す
｡

こ
れ
が
二
ホ
ン
リ
ス
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ
た
あ
と
､

受
信
音
の
強
弱
を
手
が
か
り
に
種
子
の
運
ば
れ
た
場

所
を
突
き
止
め
ま
す
｡

ニ
ホ
ン
リ
ス
は
オ
ニ
ケ
ル
ミ
種
子
を
木
の
枝
に
挟

ん
で
お
い
た
り
､
地
中
に
浅
-
埋
め
て
お
い
た
り
し

て
貯
食
し
ま
す
｡
そ
の
場
合
､
必
ず
オ
ニ
ケ
ル
ミ
種

子
は
一
つ
ず
つ
で
､
同
じ
場
所
に
二
つ
以
上
の
種
子

が
貯
食
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
こ
ホ
ン
リ
ス

は
'
見
つ
け
た
餌
の
う
ち
約
三
十
%
は
そ
の
場
で
食

べ
て
し
ま
い
'
七
十
%
ほ
ど
を
貯
食
す
る
よ
う
で
す
｡

そ
し
て
､
貯
食
の
う
ち
四
十
%
ほ
ど
は
樹
上
に
､
残

り
は
地
中
に
貯
食
し
ま
す
｡
貯
食
さ
れ
る
と
き
に
オ

ニ
ケ
ル
ミ
種
子
が
運
ば
れ
る
距
離
は
組
合
の
す
ぐ
そ

ば
か
ら
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
ま
で
様
々
で
､
ま
た
､

百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
遠
く
ま
で
運
ば
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
｡

二
ホ
ン
リ
ス
は
､
そ
の
後
再
び
や
っ
て
き
て
､
貯

食
し
た
オ
ニ
ケ
ル
ミ
種
子
を
取
り
出
し
て
食
べ
る
は

ず
で
す
｡
そ
こ
で
､
貯
食
さ
れ
た
種
子
は
そ
の
ま
ま

の
状
態
に
し
て
お
き
､
二
三
日
お
き
に
さ
ら
に
移

動
し
て
い
な
い
か
を
確
認
し
､
貯
食
さ
れ
た
オ
ニ
ケ

ル
ミ
種
子
の
そ
の
後
の
運
命
に
つ
い
て
貯
食
後
三
十

日
間
追
跡
し
て
み
ま
し
た
｡

オ
ニ
ケ
ル
ミ
種
子
は
貯
食
さ
れ
て
か
ら
五
日
以
内

に
約
五
十
%
が
回
収
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
｡
二
十
日

後
ま
で
は
少
し
つ
つ
回
収
さ
れ
､
残
り
は
約
二
十

二
%
に
ま
で
減
り
ま
す
が
､
以
後
消
失
す
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
す
｡
つ
ま
り
､
三
十
日
た
っ

た
時
点
で
貯
食
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
約
二
十
%
は
､

そ
れ
以
後
も
長
い
間
貯
食
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
そ
し
て
､
地
中
に
貯
食
さ
れ
､

翌
年
の
春
ま
で
貯
食
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と

発
芽
す
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
｡

こ
ホ
ン
リ
ス
が
オ
ニ
ゲ
ル
ミ
種
子
を
地
中
に
貯
食

し
た
場
所
を
､
図
1
の
地
図
上
に
プ
ロ
ッ
ト
し
ま
し

た
｡
貯
食
場
所
の
分
布
は
､
組
合
か
ら
傾
斜
面
の
高

い
方
向
に
多
く
広
が
っ
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
し

た
｡
ま
た
､
同
じ
場
所
を
春
に
-
ま
な
-
歩
き
ま
わ

り
'
オ
ニ
ゲ
ル
ミ
種
子
か
ら
発
芽
し
た
'
芽
生
え
た

ば
か
り
の
位
置
と
オ
ニ
グ
ル
ミ
の
成
木
の
位
置
を
図

2
に
示
し
ま
し
た
｡
芽
生
え
は
､
種
子
が
重
力
で
転

が
り
落
ち
た
の
で
は
説
明
で
き
な
い
､
標
高
の
高
い

と
こ
ろ
に
も
多
く
み
ら
れ
ま
し
た
｡
そ
し
て
､
図
-

と
図
2
を
見
比
べ
る
と
､
芽
生
え
の
分
布
は
リ
ス
が

貯
食
す
る
場
所
と
似
通
っ
て
い
ま
す
｡

以
上
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
､
次
の
よ
う
に
な
り

ま
す
｡
ま
ず
､
オ
ニ
ク
ル
ミ
種
子
は
ニ
ホ
ン
リ
ス
に

よ
っ
て
地
中
に
貯
食
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
一
つ
ず
つ

地
中
に
埋
め
ら
れ
､
発
芽
に
適
し
た
状
態
に
な
り
ま

す
｡
ま
た
､
貯
食
場
所
は
母
樹
か
ら
あ
る
程
度
離
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
り
､
傾
斜
面
の
高
い
方
向
へ
広
が
る

傾
向
が
あ
り
ま
し
た
｡
オ
ニ
ク
ル
ミ
の
種
子
が
枝
か

ら
落
下
し
た
だ
け
で
は
母
樹
の
直
下
か
傾
斜
面
の
低

い
方
向
へ
少
し
転
が
る
程
度
で
す
か
ら
､
二
ホ
ン
リ

ス
に
運
ば
れ
る
こ
と
で
､
オ
ニ
グ
ル
ミ
の
種
子
は
広

い
範
囲
に
分
散
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
す
｡

実
際
に
､
芽
生
え
の
分
布
は
リ
ス
の
貯
食
し
た
場
所

と
よ
く
似
た
パ
タ
ー
ン
を
示
し
､
芽
生
え
に
は
､
二

ホ
ン
リ
ス
に
よ
っ
て
貯
食
さ
れ
へ
　
放
置
さ
れ
た
結
果

発
芽
し
た
も
の
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡

つ
ま
り
､
二
ホ
ン
リ
ス
の
貯
食
行
動
は
オ
ニ
ゲ
ル

ミ
に
と
っ
て
種
子
を
散
布
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
'
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
｡
二
ホ
ン
リ
ス
は
オ
ニ
ケ
ル
ミ
の
種
子
を
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