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開花する前に枯れたホロムイソウの花　　　　写真と文　千葉　悟志

ホ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
　
(
ホ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
科
)
　
は
､
一
席
一

種
の
多
年
草
で
北
半
球
の
温
帯
か
ら
亜
寒
帯
に
広
く
分

布
し
､
円
本
で
は
北
海
道
へ
本
州
京
都
府
以
北
に
生
育

し
'
長
野
県
で
は
北
安
曇
郡
白
馬
村
に
の
み
隔
離
分
布

し
て
い
ま
す
｡

白
馬
村
で
の
開
花
は
五
月
下
旬
か
ら
六
月
上
旬
で
､

･
今
っ
は
い
カ

花
は
風
に
よ
っ
て
花
粉
が
運
ば
れ
る
風
媒
花
で
す
｡
一

)
･
t
)
;
i

つ
の
花
に
お
し
べ
と
め
し
べ
が
あ
る
両
性
花
で
'
花

は
三
個
(
ま
れ
に
二
ま
た
は
四
個
)
が
集
合
し
て
咲
き
へ

一
本
の
花
茎
に
お
お
よ
そ
一
五
花
が
咲
き
ま
す
｡
花
後
､

だ
い
か

子
房
は
徐
々
に
肥
大
し
袋
某
に
は
一
-
二
伸
の
種
子
が

で
き
へ
種
子
は
一
〇
月
上
旬
か
ら
中
旬
に
袋
栗
が
縦
に

裂
け
て
散
布
さ
れ
ま
す
｡

図
鑑
な
ど
に
は
､
お
し
べ
が
先
に
熟
し
て
､
そ
の
後
､

ゆ
う
せ
い
せ
′
今

め
し
べ
が
熟
す
雄
性
先
熟
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
.
し

ヾ

､

,

＼

か
し
'
こ
れ
ま
で
の
観
察
で
'
豹
の
裂
閲
は
午
後
に
は

じ
ま
り
､
寿
命
は
夜
露
に
濡
れ
る
ま
で
の
お
お
よ
そ
半

口
で
､
こ
の
と
き
､
め
し
べ
も
す
で
に
成
熟
し
て
い
る

可
能
性
が
示
唆
さ
れ
ま
し
た
｡

今
年
は
さ
ら
に
花
の
状
態
を
詳
し
く
観
察
し
よ
う
と

開
花
期
に
生
育
地
を
訪
れ
ま
し
た
｡
し
か
し
､
開
花
し

た
花
茎
は
稀
で
､
開
花
す
る
前
に
枯
れ
た
り
､
花
茎
を

持
た
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
｡

全
国
の
生
育
地
に
お
い
て
も
ホ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
の
研
究

事
例
は
数
少
な
く
､
こ
の
現
象
が
ど
の
よ
う
な
原
因
で

生
じ
た
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
｡

現
在
､
長
野
県
で
は
ホ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
は
絶
滅
危
惧
I

A
類
に
分
類
さ
れ
､
効
果
的
な
保
全
を
施
す
に
は
へ
継

続
的
な
研
究
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
へ
地
域
性
を
反
映
し

た
生
育
環
境
の
把
握
と
と
も
に
､
生
活
史
の
解
明
も
重

要
性
を
増
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
｡
そ
し
て
何
よ
り

も
地
域
住
民
の
方
々
や
､
地
方
自
治
体
の
関
心
と
理
解

が
必
要
で
し
ょ
う
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)



2002.6.25市立大町山岳博物館　　　　　　　　　山　と　博　物　館　　　　　　　　　第47巻第6号　②

〇g輸出. 一ヽ ∴〟∴ 劍���依��

通＼ 佇2rrﾙJ駢r�H蒔H示�池r�Rﾈ*ﾈ.R褸��92�､_､小 一一子 ��

∴子 剪�∴′ーiヽ′千 ･ヽへ- ∴ヽ∴ 

､ム一､ 

醸浬蟻撥主議醸 劔剩����ﾈ�"�
注亜揃-串鵜離_～+. 

･ー �� 

ー �� 馳�ｹ��4ﾘｶ2�
了.∠｢∴ 劔-I;x雇��-ﾈｶ�Di��62�

復元されつつあるお花畑周辺｡かつては登山道の両側2 mが裸地状態であった

撥 ∴∴ヽ 置 ftさ＼ 蕊 ��8..㌢鶏垂覇更騒寧`J 劍耳耳�ﾂ�����"闔ｨ爾���
.(潔 塞.､ 唸/�駢�z9�｢�X�"�X�(����┐�R(�&ｧ"�侭�ｨ��∴∴↑ 劒S�ﾒﾘ�ｸ�2����"�

-i 俥ｹ^ｨ輾椈菱皛B�;し_灘や:鵡 刹lゾ鉦`姐. 冓 

/ 唳-ｨ�ⅸ駟�Inﾉ�ｲ�∴∴寸.∴ I,潔 僮:;.I,y--.., I.､∴.I 劍���

守 1ふ､ ヽ"∴ ∴ヽ ･＼謙涌 く 薫妻§ 喜田i場雪 定爾�MBr��:●､､ ∴+. lu I ∴∴身 食も吋裏へ 亢S�ﾒﾄ��夢ﾄ尼驃ﾈﾘ(爾�

書く. 劍��~ﾖ��
/ ��○○し＼÷ 劔剪�

お花畑の復元地｡色とりどりの花がよみがえる

高
山
植
生
の
復
元
に
取
り
組
む

-
過
去
の
取
り
組
み
と
現
在
の
状
況
-

は
じ
め
に

白
馬
岳
の
高
山
帯
の
植
生
復
元
に
最
初
に
取
り
組

ん
だ
の
は
､
一
九
七
人
(
昭
和
五
十
三
)
年
で
あ
る

の
で
､
※
昨
年
(
二
〇
〇
〇
年
)
　
で
二
十
三
年
目
と

土

　

田

　

勝

　

義

な
る
｡
こ
の
二
十
三
年
と
い
う
月
日
は
長
い
か
も
し

れ
な
い
が
､
高
山
帯
と
い
う
厳
し
い
環
境
に
あ
る
植

生
の
復
元
に
十
分
な
時
間
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑

問
で
あ
る
｡
大
町
山
岳
博
物
館
発
行
の
｢
山
と
博
物

館
｣
に
は
'
八
年
目
　
(
3
0
巻
9
号
)
　
と
十
二
年
目

(
3
8
巻
8
号
)
　
に
そ
の
経
過
を
掲
載
し
た
が
'
そ
れ

か
ら
ま
た
十
一
年
が
経
過
し
た
｡
本
事
業
は
'
最
初

白
馬
村
の
委
託
事
業
で
十
二
年
目
で
終
了
し
た
｡

し
か
し
､
復
元
が
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
の
か
､
ま

た
復
元
地
が
再
び
踏
み
つ
け
な
ど
で
荒
廃
し
な
い
よ

う
監
視
を
し
た
り
､
修
復
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
､

さ
ら
に
ま
だ
未
整
備
の
地
域
が
あ
り
､
復
元
を
継
続

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
な
ど
色
々
の
問
題
が
あ
る

た
め
に
､
以
後
､
関
係
者
で
｢
信
州
野
外
研
究
会
｣

と
い
う
組
織
を
作
り
､
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
復
元

状
況
の
モ
ニ
タ
ー
調
査
や
､
復
元
地
の
修
復
､
整
備

を
は
か
っ
て
き
た
｡
ま
た
最
近
､
私
た
ち
の
活
動
が

認
め
ら
れ
､
長
野
営
林
局
(
現
中
部
森
林
管
理
局
)

の
依
頼
を
受
け
て
､
さ
ら
に
復
元
事
業
を
進
め
て
い

る
｡
こ
の
よ
う
に
形
や
内
容
は
違
っ
て
も
､
白
馬
岳

の
植
生
復
元
の
か
か
わ
り
は
一
年
も
欠
け
る
こ
と
な

く
現
在
に
至
っ
て
お
り
､
二
〇
〇
一
年
度
も
継
続
が

予
定
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
長
く
続
い
て
い
る

の
は
､
調
査
や
作
業
に
加
わ
る
信
州
大
学
の
学
生
や

o
B
諸
君
､
白
馬
村
､
中
部
森
林
管
理
局
へ
環
境
省
､

文
化
庁
､
そ
の
他
関
係
者
に
よ
る
白
馬
岳
の
自
然
保

護
へ
の
熱
意
の
現
れ
で
あ
り
厚
く
謝
意
を
表
し
た
い
｡

植
生
復
元
の
成
果

植
生
復
元
の
詳
し
い
経
過
､
ま
た
方
法
へ
問
題
点

な
ど
は
､
先
の
報
告
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
の

で
省
く
が
､
植
生
の
荒
廃
は
登
山
道
と
そ
の
周
辺
に

み
ら
れ
る
の
で
､
大
雪
渓
登
山
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
復

元
地
の
最
低
標
高
(
二
四
五
〇
m
)
　
で
あ
る
｢
お
花

畑
｣
か
ら
復
元
を
は
じ
め
､
年
次
ご
と
に
標
高
を
上

げ
､
村
営
宿
舎
前
を
す
ぎ
て
稜
線
に
上
り
へ
さ
ら
に

山
頂
方
向
へ
向
か
っ
て
白
馬
山
荘
の
手
前
に
至
っ
た
｡

従
っ
て
お
花
畑
の
復
元
地
が
最
も
古
-
､
白
馬
山
荘

下
の
復
元
地
で
最
新
の
も
の
は
昨
年
(
二
〇
〇
〇
年
)

に
施
工
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
｡
現
在
ま
で
に
登
山
道

沿
い
に
お
よ
そ
幅
二
m
､
の
べ
の
長
さ
二
五
〇
m
に

わ
た
る
復
元
が
行
わ
れ
た
｡
な
お
こ
こ
で
復
元
と
い

う
意
味
は
'
人
が
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
時
代
の
相
星

(
原
植
生
)
　
に
復
元
す
る
と
い
う
意
味
で
な
く
､
荒

廃
地
が
現
地
の
植
生
で
覆
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ

り
､
完
全
な
復
元
(
も
し
可
能
な
ら
ば
)
　
は
､
一
〇

〇
年
以
上
は
か
か
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
な
お
復
元

は
現
地
産
の
植
物
を
使
用
し
､
す
べ
て
手
作
業
で

行
っ
た
｡

お
花
畑
と
稜
線
に
お
い
て
､
復
元
圃
場
に
一
九
八
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土留めの施工によって裸地に植生が回復している(お花畑上部)
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稜線の登山道を狭めて復元をはかる

七
年
か
ら
い
く
つ
か
定
置
枠
を
設
置
し
'
植
生
の
発

達
状
況
を
毎
年
モ
ニ
タ
ー
し
て
き
て
い
る
｡
ま
た
､

稜
線
の
風
衝
地
に
お
い
て
､
ビ
ニ
ー
ル
製
の
グ
リ
ー

ン
ネ
ッ
ト
で
被
覆
し
た
圃
場
で
へ
そ
の
植
生
と
､
あ

る
時
点
で
ネ
ッ
ト
を
は
ず
し
た
圃
場
の
植
生
を
毎
年

モ
ニ
タ
I
L
へ
被
覆
の
有
無
の
効
果
を
調
べ
て
き
た
｡

ま
た
､
か
つ
て
裸
地
で
あ
っ
た
場
所
に
一
九
七
八
年

に
定
置
枠
を
設
置
し
､
現
在
に
至
る
ま
で
の
植
生
の

変
化
を
追
っ
て
い
る
｡
そ
の
ほ
か
､
登
山
道
の
の
り

面
崩
壊
地
に
土
嘗
め
を
施
し
､
崩
壊
地
の
植
生
発
達

の
有
無
を
モ
ニ
タ
ー
し
て
い
る
｡
本
稿
で
は
､
復
元

圃
場
の
復
元
状
況
の
み
に
つ
い
て
述
べ
る
｡

一
､
お
花
畑
-
村
営
頂
上
宿
舎
の
登
山
道
周
辺

お
花
畑
と
呼
ば
れ
る
地
籍
に
あ
る
通
称
大
岩
(
玩

岩
と
も
い
う
)
　
下
付
近
か
ら
村
営
頂
上
宿
舎
付
近
ま

で
の
登
山
道
沿
い
は
､
登
山
者
に
よ
る
踏
み
つ
け
が

原
因
と
思
わ
れ
る
裸
地
化
が
進
ん
で
い
る
｡
こ
の
登

山
道
両
脇
の
裸
地
化
の
進
行
を
止
め
､
植
生
を
復
元

す
る
た
め
に
へ
蛇
範
､
石
組
､
ワ
ラ
､
ビ
ニ
ー
ル
製

ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
植
生
復
元
工
が
行
わ
れ
て
き
た
｡

調
査
圃
場
(
五
カ
所
)
は
､
大
岩
下
付
近
か
ら
村
営

頂
上
宿
舎
直
下
付
近
に
か
け
て
の
登
山
道
両
脇
で
一

九
八
七
年
よ
り
モ
ニ
タ
ー
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
｡

調
査
圃
場
全
体
に
つ
い
て
の
特
徴
は
､

イ
ネ
科
草
本
(
特
に
ヒ
ロ
ハ
ノ
コ
メ
ス

ス
キ
)
　
の
被
度
が
大
き
い
｡
ま
た
生
育

型
で
い
え
ば
叢
生
型
が
多
く
を
占
め
て

い
る
｡
被
度
(
〓
疋
面
積
に
お
け
る
あ

る
種
の
被
覆
度
)
　
の
経
年
変
化
を
見
る
と
､
圃
場
全

体
の
植
被
率
(
一
定
面
積
に
お
け
る
全
植
物
の
被
覆

痩
)
　
の
増
減
と
連
動
し
て
イ
ネ
科
､
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ

科
草
本
の
被
度
が
増
減
し
て
い
る
｡
広
葉
革
本
類
は

ま
だ
繁
殖
が
悪
い
｡
こ
れ
ら
の
圃
場
の
植
被
率
の
増

減
は
､
イ
ネ
科
へ
　
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
草
本
な
ど
の
叢

生
型
植
物
の
被
度
の
増
減
に
依
存
し
て
い
る
｡
す
な

わ
ち
イ
ネ
科
草
本
が
復
元
の
初
期
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
｡
ま
だ
周
辺
の
自
然
植
生
の
構
成
種

(
広
葉
草
本
類
と
イ
ワ
ノ
ガ
リ
ヤ
ス
が
優
占
種
)
　
の

生
育
は
低
調
で
あ
る
｡

二
､
稜
線
の
登
山
道
周
辺

白
馬
岳
の
稜
線
で
は
､
登
山
者
の
増
加
に
と
も
な

い
､
踏
み
つ
け
や
採
取
な
ど
を
原
因
と
す
る
植
生
破

壊
へ
裸
地
化
が
進
ん
だ
｡
そ
の
植
生
を
復
元
す
る
た

め
､
一
九
八
五
年
よ
り
石
積
み
に
よ
る
圃
場
､
づ
く
り

の
作
業
を
開
始
し
'
ま
た
播
種
･
移
植
･
グ
リ
ー
ン

ネ
ッ
ト
に
よ
る
伏
せ
工
な
ど
が
行
わ
れ
た
｡
そ
し
て

一
九
八
七
年
よ
り
継
続
的
に
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
｡

調
査
地
は
稜
線
の
登
山
道
の
脇
に
作
ら
れ
た
圃
場
の

中
か
ら
八
カ
所
が
選
定
さ
れ
た
｡
こ
こ
で
は
､
植
被

率
の
推
移
が
八
調
査
圃
場
の
平
均
値
に
近
似
し
て
い

る
N
｡
期
区
の
圃
場
を
代
表
例
と
し
て
示
す
｡
こ
の
圃

場
は
調
査
開
始
時
に
は
植
被
率
一
二
･
一
%
で
あ
っ

た
も
の
が
､
一
九
九
二
年
ま
で
毎
年
約
三
%
ず
つ
の

増
加
が
見
ら
れ
た
｡
し
か
し
､
一
九
九
三
年
に
は
前

年
よ
り
二
%
減
少
し
た
｡
被
度
お
よ
び
植
被
率
よ
り
､

調
査
開
始
時
か
ら
現
在
ま
で
リ
シ
リ
カ
ニ
ッ
リ
･
ミ

ヤ
マ
ノ
ガ
リ
ヤ
ス
･
ウ
ル
ッ
プ
ソ
ウ
･
ミ
ヤ
マ
キ
ン

バ
イ
･
ミ
ヤ
マ
ウ
シ
ノ
ケ
グ
サ
･
イ
ワ
ッ
メ
タ
サ
が

ほ
ほ
安
定
し
て
出
現
し
て
い
る
｡
ま
た
経
年
変
化
を

み
る
と
､
調
査
開
始
時
に
優
占
種
で
あ
っ
た
リ
シ
リ

カ
ニ
ッ
リ
が
減
少
傾
向
に
あ
り
､
他
種
の
占
め
る
割

合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
植
被
率
は
調
査
開

始
時
と
比
較
し
た
と
き
よ
り

増
加
し
て
お
り
､
植
生
の
復

元
は
徐
々
に
進
展
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
｡
植
生
復
元
の

目
的
が
､
単
に
裸
地
化
し
た

部
分
の
緑
化
に
あ
る
な
ら
ば
､

植
被
率
が
増
加
し
た
現
在
､

復
元
は
成
功
し
て
い
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
周

辺
の
植
生
の
種
構
成
と
比
較

し
て
み
る
と
､
リ
シ
リ
カ
ニ

ッ
リ
の
優
占
す
る
現
状
の
植

生
が
周
囲
の
自
然
植
生
と
ま

だ
同
じ
で
は
な
い
｡
本
来
の

植
生
　
(
原
植
生
)
へ
　
あ
る
い

は
自
然
植
生
を
復
元
さ
せ
る

こ
と
が
目
的
で
あ
れ
ば
､
現

在
は
ま
だ
ま
だ
途
中
段
階
に
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ジュート製ネットによる工法で復元をはかる(白馬山荘下)

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

再
び
始
ま
っ
た
復
元
事
業

二
〇
〇
〇
年
度
か
ら
､
そ
れ
ま
で
未
整
備
だ
っ
た

白
馬
山
荘
直
下
の
荒
廃
地
の
植
生
復
元
に
取
り
組
む

こ
と
に
な
っ
た
｡
こ
の
辺
り
は
山
小
屋
に
至
近
な
の

で
､
か
つ
て
多
く
の
登
山
者
が
踏
み
込
ん
だ
と
思
わ

れ
る
荒
廃
地
が
か
な
り
広
が
っ
て
い
る
｡
現
在
は
登

山
道
の
両
側
に
ロ
ー
プ
が
張
ら
れ
て
お
り
､
立
ち
入

る
人
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
､
過
去
に
踏
み
つ
け

ら
れ
て
荒
廃
し
た
裸
地
に
植
生
が
な
か
な
か
戻
ら
ず
'

ま
た
風
衝
地
と
い
う
厳
し
い
環
境
地
域
で
も
あ
っ
て
､

人
の
立
ち
入
り
が
な
く
な
っ
て
も
植
生
の
回
復
が

遅
々
と
し
て
お
り
､
ま
ば
ら
に
植
生
が
み
ら
れ
る
程

度
で
あ
る
｡
登
っ

て
き
た
登
山
者
が

稜
線
に
出
て
､
初

め
て
山
頂
を
仰
ぐ

と
､
そ
の
前
面
の

白
馬
山
荘
の
下
に
､

広
い
裸
地
が
目
に

映
る
と
い
う
状
況

で
あ
り
景
観
的
に

も
好
ま
し
く
な
い
｡

こ
こ
数
年
は
､
山

荘
直
下
の
荒
廃
地

が
緑
の
景
観
を
早

く
取
り
戻
す
よ
う

に
作
業
を
進
め
た

い
｡
そ
こ
で
今
ま

で
の
成
果
か
ら
､

比
較
的
良
好
な
方

法
と
し
て
､
伏
せ

工
と
呼
ば
れ
る

ネ
ッ
ト
に
よ
る
被

覆
工
法
で
復
元
を

は
か
る
こ
と
と
し

た
｡
な
お
素
材
と

し
て
の
ネ
ッ
ト
は
､

従
来
､
一
般
の
緑

化
工
法
で
強
度
の

面
か
ら
ビ
ニ
ー
ル

製
の
グ
リ
ー
ン
ネ
ッ
ト
が
多
用
さ
れ
て
き
た
が
､
こ

れ
は
腐
食
し
に
く
く
､
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
て
景

観
上
不
適
切
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
最
近
､
あ
る
程
度

強
度
が
あ
り
､
ま
た
保
水
性
が
高
く
､
数
年
で
腐
食

す
る
と
い
う
ジ
ュ
ー
ト
製
の
ネ
ッ
ト
が
開
発
さ
れ
た

の
で
､
今
回
は
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
｡
実
際

に
は
､
現
地
で
生
育
し
て
い
る
植
物
の
株
は
そ
の
ま

ま
に
残
し
て
地
面
を
な
ら
し
､
大
き
な
礫
を
の
ぞ
き
､

現
地
で
採
取
し
た
各
種
の
種
子
を
播
種
し
､
そ
の
上

に
ネ
ッ
ト
を
か
ぶ
せ
た
｡
ネ
ッ
ト
が
移
動
し
な
い
よ

う
に
､
竹
串
､
縄
､
石
で
固
定
し
た
｡
ジ
ュ
ー
ト
製

ネ
ッ
ト
に
も
各
種
あ
る
が
､
今
回
使
用
し
た
の
は
薄

手
の
製
品
で
あ
り
､
果
た
し
て
風
衝
地
の
冬
の
厳
し

い
環
境
に
耐
え
る
か
不
安
で
あ
る
が
､
今
年
の
結
果

が
待
ち
遠
し
い
｡

お
わ
り
に

高
山
帯
と
い
う
厳
し
い
､
ま
た
多
様
な
環
境
､
さ

ら
に
突
然
の
変
化
が
起
こ
る
場
所
で
は
'
一
定
の
復

元
の
方
法
は
な
く
､
試
行
錯
誤
と
様
々
な
方
法
の
組

み
合
わ
せ
で
対
処
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
適
正
な
方
法

と
思
っ
て
施
工
し
て
も
､
年
に
よ
っ
て
､
雪
解
け
の

時
期
､
雨
量
の
多
少
､
台
風
な
ど
の
強
風
の
有
無
､

ま
た
夏
の
気
温
の
高
低
な
ど
が
異
な
り
､
そ
の
方
法

が
失
敗
し
た
こ
と
も
あ
る
｡
例
え
ば
､
多
く
の
高
山

植
物
の
種
子
は
､
九
月
こ
ろ
に
熟
し
､
採
取
適
期
と

な
る
が
､
そ
の
前
に
台
風
が
く
る
と
､
強
風
の
た
め

花
や
果
実
が
飛
ん
で
し
ま
っ
て
採
取
出
来
な
く
な
り
､

種
子
の
播
種
に
よ
る
復
元
が
出
来
な
く
な
っ
た
こ
と

も
あ
っ
た
｡
天
気
が
悪
く
､
作
業
に
登
っ
て
も
全
く

仕
事
が
出
来
な
い
日
が
続
く
こ
と
も
あ
っ
た
｡
こ
れ

は
全
く
運
に
左
右
さ
れ
る
｡
高
山
帯
は
人
為
に
よ
ら

ず
し
て
植
生
の
復
元
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
思
わ
れ

る
が
､
こ
の
よ
う
な
苦
労
を
し
な
く
て
も
､
昔
の
人

が
自
然
に
も
っ
と
気
を
遣
っ
て
い
て
く
れ
た
ら
よ

か
っ
た
の
に
と
恨
み
た
く
な
る
こ
と
も
あ
る
｡
私
は

ヒ
マ
ラ
ヤ
､
チ
ベ
ッ
ト
へ
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
な

ど
外
国
の
高
山
に
何
度
も
調
査
で
訪
れ
た
が
､
白
馬

連
峰
の
高
山
帯
は
､
世
界
に
誇
る
べ
き
､
ま
た
世
界

自
然
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
べ
き
価
値
あ
る
自
然
だ
と

信
じ
て
い
る
｡
こ
れ
以
上
の
荒
廃
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
､

人
々
の
賢
明
を
利
用
､
マ
ナ
ー
や
行
動
を
期
待
し
た

い
｡
ま
た
本
格
的
な
復
元
が
は
か
ら
れ
る
よ
う
関
係

者
に
望
み
た
い
｡

(
信
州
大
学
農
学
部
教
授
)

※
注
　
本
文
は
大
町
山
岳
博
物
館
編
『
新
･
北
ア
ル

プ
ス
博
物
誌
』
　
(
信
濃
毎
日
新
聞
社
､
二
〇

〇
一
)
　
の
編
集
時
へ
新
た
に
書
き
下
ろ
し
て

い
た
だ
い
た
も
の
で
す
｡
(
編
集
部
)

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
お
知
ら
せ

土
田
勝
義
氏
に
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
『
山
と
博
物

館
』
　
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
ご
ざ
い
ま
す
｡

巻
号
は
次
の
通
り
で
す
｡

▽
第
0
0
巻
9
号
(
1
9
8
5
年
9
月
)

｢
高
山
植
生
の
復
元
に
と
り
-
む
｣

▽
第
3
4
巻
8
号
(
1
9
8
9
年
8
月
)

｢
白
馬
岳
の
高
山
植
生
復
元
　
そ
の
後
｣

▽
第
4
 
1
巻
1
号
(
1
9
9
6
年
7
月
)

｢
親
海
湿
原
の
植
生
の
変
遷
｣

(
土
田
勝
義
･
松
元
智
子
共
著
)
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