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ツクモグサ(八ヶ岳横岳にて撮影)

ツ
ク
モ
ク
サ
に
想
う

富
澤
　
陽
美

六
月
下
旬
､
ツ
ク
モ
グ
サ
に
違
い
に
赤
岳
に
登
り
ま
し
た
｡

白
い
柔
ら
か
な
毛
に
包
ま
れ
た
淡
黄
色
の
花
が
､
曇
り
空
の
下

で
遠
慮
が
ち
に
咲
い
て
い
ま
し
た
｡
友
人
に
､
ど
う
し
て
九
十

九
草
と
い
う
の
か
と
尋
ね
ら
れ
､
｢
百
と
い
う
字
か
ら
一
画
目

を
と
る
と
白
に
な
る
か
ら
､
白
寿
と
同
じ
か
な
?
で
も
､
白
い

花
と
は
い
え
な
い
よ
ね
｣
な
ど
と
い
い
加
減
な
こ
と
を
言
い
ま

し
た
｡
植
物
図
鑑
を
み
た
ら
､
(
発
見
者
､
城
数
馬
氏
の
父
上
､

九
十
九
氏
か
ら
名
づ
け
た
も
の
)
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
｡
で

も
､
(
祖
父
の
名
)
と
書
か
れ
て
い
る
図
鑑
も
あ
り
､
気
に
な

っ
て
い
ま
し
た
｡

そ
ん
な
折
､
日
本
山
岳
会
の
機
関
誌
『
山
垂
を
見
る
機
会

が
あ
り
､
そ
の
第
6
2
年
(
1
9
6
8
年
3
月
2
0
日
発
行
)
に
､

『
会
員
第
一
号
､
域
数
馬
氏
の
こ
と
』
の
文
字
を
み
つ
け
ま
し
た
｡

書
か
れ
た
の
は
藤
島
俊
男
氏
､
記
事
の
内
容
は
､
創
立
発
起

人
の
一
人
で
最
年
長
ら
し
い
が
､
年
齢
が
わ
か
ら
な
い
､
調
査

の
末
や
っ
と
見
つ
け
た
と
い
う
も
の
で
し
た
｡
ツ
ク
モ
グ
サ
と

同
様
､
霧
に
包
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
す
｡
山
草
家
､
城
数
馬
氏

は
一
八
六
四
年
八
月
七
日
生
ま
れ
､
弁
護
士
で
､
日
本
山
岳
会

創
立
に
関
わ
っ
た
の
は
四
十
一
歳
で
し
た
｡
そ
の
三
年
後
､
司

法
官
と
し
て
韓
国
に
渡
り
､
六
十
歳
で
亡
く
な
る
迄
の
十
六
年

間
を
過
ご
し
た
と
い
う
の
で
す
｡

ツ
ク
モ
グ
サ
に
つ
い
て
は
､
(
明
治
三
十
五
年
七
月
十
七
日

信
濃
国
八
ヶ
岳
横
岳
採
集
の
表
示
と
と
も
に
､
記
要
と
し
て
｢
余

之
ヲ
発
見
ス
ル
ノ
年
祖
父
九
十
九
君
ノ
三
三
回
忌
二
当
ル
而
シ

テ
此
事
実
二
翁
草
即
チ
白
頭
翁
二
紡
彿
ト
シ
テ
花
ハ
黄
色
ナ
リ

余
故
二
名
ツ
ク
　
面
か
げ
の
翁
に
似
た
り
九
十
九
州
｣
と
い
う

自
筆
の
付
記
ま
で
付
い
て
い
る
｡
図
後
略
　
人
事
院
総
裁
佐
藤

達
夫
氏
｢
わ
た
し
の
宝
物
｣
中
央
公
論
社
冒
然
』
昭
和
三
十

七
年
十
二
月
一
日
発
行
)
と
書
か
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
美
し
い

標
本
が
宝
物
だ
と
い
う
佐
藤
達
夫
氏
の
こ
の
文
章
も
読
ん
で
み

た
い
の
で
す
が
､
ま
だ
見
つ
け
ら
れ
ず
に
い
ま
す
｡

そ
し
て
､
今
度
は
晴
れ
た
日
に
ツ
ク
モ
グ
サ
に
会
い
に
行
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
　
(
大
町
山
岳
博
物
館
友
の
会
会
員
)
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秦氏原稿

館物博ど山

秦
四
郎
が
残
し
た
百
本
ア
ル
プ
ス
登
山
聖

-
も
う
ひ
と
つ
の
｢
後
立
山
連
峰
逆
豪
語
｣
-

-
.
は
じ
め
に

後
に
対
山
館
主
と
な
る
百
瀬
慎
太
郎
が
初
め
て
北

ア
ル
プ
ス
に
登
っ
た
の
は
､
明
治
3
9
年
､
当
時
中
学

2
年
生
の
彼
が
友
人
等
と
と
も
に
白
馬
岳
に
登
っ
た

の
が
そ
の
最
初
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
学
業

を
終
え
､
家
業
の
対
山
館
を
継
ぐ
わ
け
で
あ
る
が
､

そ
の
間
も
毎
年
の
よ
う
に
北
ア
ル
プ
ス
へ
の
登
山
を

続
け
､
登
山
家
と
し
て
の
慎
太
郎
が
最
初
に
名
声
を

馳
せ
る
の
が
､
副
題
に
掲
げ
た
｢
後
立
山
連
峰
逆
走

記
｣
　
(
註
1
)
　
の
登
撃
､
す
な
わ
ち
大
正
2
年
(
1

9
1
3
)
　
7
月
の
後
立
山
連
峰
･
蓮
華
岳
～
大
黒
岳

間
の
縦
走
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
ま
で
難
所
で
あ
る
八
峰
キ
レ
ッ
ト
(
2
5
1

8
m
)
を
越
え
､
五
龍
岳
～
鹿
島
槍
ヶ
岳
間
を
縦
走

し
た
例
は
､
こ
の
山
行
の
2
年
前
､
明
治
4
4
年
に
中

村
孝
二
郎
(
日
本
山
岳
会
)
等
に
よ
る
五
龍
岳
～
鹿

島
槍
ヶ
岳
縦
走
が
知
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
北
か
ら
南

へ
の
初
釜
撃
は
踏
破
さ
れ
て
い
た
が
､
同
ル
ー
ト
を

反
対
方
向
へ
向
か
う
こ
と
は
､
そ
の
当
時
こ
れ
ま
で

試
み
ら
れ
た
こ
と
が
無
か
っ
た
と
周
囲
の
強
力
は
言

い
､
慎
太
郎
自
身
も
そ
う
理
解
し
て
い
た
｡
こ
れ
を

逆
方
向
に
走
破
す
る
こ
と
が
こ
の
山
行
の
主
目
的
と

さ
れ
､
そ
の
想
い
入
れ
が
完
遂
後
の
手
記
に
｢
後
立

山
連
峰
逆
走
記
｣
と
書
か
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ

の
登
山
史
に
残
る
壮
挙
を
語
る
も
の
は
､
こ
れ
ま
で

に
慎
太
郎
自
身
に
よ
る
報
告
を
唯
一
の
拠
り
所
と
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
､
昨
年
日
月
､
こ
の
山
行
に

同
行
し
た
大
町
中
学
校
教
師
､
秦
四
郎
氏
の
ご
親
族

清
水
　
隆
寿

よ
り
､
こ
の
山
行
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
登
山
記
が

山
岳
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
で
､
慎
太
郎
の
｢
逆

走
記
｣
　
の
内
容
を
補
填
し
､
さ
ら
に
は
登
撃
の
様
子

が
別
角
度
か
ら
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
貴
重
な
資
料
で
あ
り
ま
す
｡
こ
の
小
稿
で
は
も

う
ひ
と
つ
の
｢
逆
走
記
｣
と
も
い
う
べ
き
棄
民
の
残

し
た
｢
日
本
北
ア
ル
プ
ス
登
山
記
｣
に
つ
い
て
､
そ

の
概
要
を
報
告
し
た
い
｡

2
.
｢
日
本
北
ア
ル
プ
ス
登
山
記
｣
　
の

原
稿
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
寄
贈
さ
れ
た
原
稿
の
概
要
と
棄
民
の
来

歴
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
｡

表
紙
に
は
百
本
ア
ル
プ
ス
登
山
記
｣
と
大
書
さ

れ
て
い
る
が
､
原
稿
の
書
き
出
し
に
は
｢
日
本
北
ア

ル
プ
ス
探
険
記
｣
と
別
に
し
た
た
め
て
い
る
｡
B
4

版
原
稿
用
紙
で
､
総
数
は
5
4
枚
(
他
に
付
属
資
料
と

し
て
履
歴
書
2
枚
)
に
の
ぼ
る
が
､
用
紙
に
振
ら
れ

た
ペ
ー
ジ
に
し
て
P
l
､
9
､
1
 
0
､
1
6
､
そ
し
て
4
9

以
降
の
､
登
撃
直
後
に
書
か
れ
た
と
思
料
さ
れ
る
当

時
の
原
稿
は
欠
落
し
て
い
る
｡
ま
た
原
稿
は
戦
争
の

混
乱
で
そ
の
一
部
は
戦
中
既
に
無
く
な
っ
て
い
た
よ

う
で
､
p
5
0
冒
頭
に
は
､
古
い
原
稿
が
残
っ
て
い
た

の
で
こ
れ
以
降
の
原
稿
は
当
時
を
思
い
出
し
5
0
年
を

経
て
書
き
足
し
た
も
の
で
あ
る
旨
､
わ
ざ
わ
ざ
注
記

さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
よ
り
P
5
0
以
降
の
1
0
枚
の
原
稿

は
､
昭
和
1
 
8
年
(
1
9
4
3
)
前
後
に
自
身
に
よ
っ

て
補
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
｡

棄
民
の
本
籍
は
広
島
県
呉
市
で
､
明
治
2
2
年
に
出

3
.
百
瀬
慎
太
郎
の

｢
後
立
山
連
峰
逆
走
記
｣

｢
(
前
略
)
北
ア
ル
プ
ス
の
連
峰
は
物
心

の
付
く
頃
か
ら
､
常
に
私
を
チ
ャ
ー
ム
し

て
､
私
の
全
心
を
奪
っ
て
ゐ
た
｡
｣
　
で
始

ま
る
百
瀬
の
｢
逆
走
記
｣
は
､
威
圧
的
な

題
名
と
は
程
遠
く
､
全
編
が
詩
の
よ
う
に

美
し
い
文
章
で
綴
ら
れ
て
い
る
｡
若
干
2
 
1

歳
の
文
章
は
､
早
熟
の
感
を
抱
か
ず
に
は

お
ら
れ
な
い
｡

こ
こ
で
は
､
百
瀬
の
書
き
残
し
た
｢
逆

走
記
｣
か
ら
､
本
文
を
引
用
し
な
が
ら
こ

の
山
行
の
概
要
を
記
し
て
み
た
い
｡
｢
八

峰
縦
走
の
記
録
は
白
馬
岳
方
面
か
ら
の
も

の
の
み
で
､
未
だ
嘗
て
我
が
大
町
方
面
か

ら
逆
走
し
た
者
は
な
い
｡
是
非
此
の
八
峰

を
在
来
の
記
録
に
習
は
ず
に
南
か
ら
北
へ

と
渡
り
了
へ
､
尚
白
馬
峰
頓
に
ま
で
縦
走

生
し
て
い
る
｡
慎
太
郎
よ
り
3
歳
年
上
と
い
う
こ
と

に
な
る
｡
そ
の
後
広
島
県
師
範
学
校
本
科
第
一
部
を

卒
業
し
､
引
き
続
き
同
高
等
師
範
学
校
本
科
数
物
化

学
部
卒
業
を
経
て
､
大
正
2
年
4
月
､
2
4
歳
の
時
､

初
任
校
と
し
て
長
野
県
立
大
町
中
学
校
教
諭
に
赴
任

し
て
い
る
｡
大
町
中
学
で
は
わ
ず
か
に
1
年
間
だ
け

で
あ
る
が
教
鞭
を
執
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
棄

民
は
赴
任
し
て
わ
ず
か
4
ケ
月
に
満
た
な
い
7
月
末

の
夏
休
み
を
利
用
し
て
こ
の
北
ア
ル
プ
ス
へ
の
登
撃

に
参
加
し
た
こ
と
が
伺
え
る
｡
以
後
の
経
歴
は
紙
数

の
関
係
で
詳
細
は
省
く
が
､
昭
和
1
 
3
年
に
は
愛
媛
県

立
東
宇
和
高
等
女
学
校
校
長
に
任
せ
ら
れ
る
な
ど
要

職
を
歴
任
さ
れ
､
登
山
関
係
で
は
広
島
県
の
山
岳
会

で
会
長
を
務
め
ら
れ
る
な
ど
登
山
界
に
も
貢
献
さ
れ
､

山
へ
の
思
い
は
終
生
続
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

を
続
け
よ
う
と
私
は
計
画
し
た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ

故
に
わ
ざ
わ
ざ
逆
走
と
こ
そ
名
付
け
た
の
で
あ
る
｡

私
の
持
っ
て
い
る
地
図
は
た
ヾ
日
本
山
岳
会
製
の
日

本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
､
憶
測
図
一
枚
の
み
｡
之
に
困

っ
て
鎗
(
註
‥
鹿
島
槍
ヶ
岳
)
以
北
は
知
る
よ
し
も

な
い
｡
｣

地
元
野
口
村
で
暮
ら
す
山
人
や
大
町
の
強
力
に
よ

っ
て
も
鹿
島
槍
ヶ
岳
以
北
は
､
当
時
未
開
の
地
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
し
て
詳
細
な
地
図
も
な
い

状
態
で
の
決
行
と
な
っ
た
｡
同
行
者
は
百
瀬
､
当
時

大
町
中
学
校
教
師
の
秦
四
郎
の
他
､
百
瀬
が
信
頼
を

寄
せ
る
強
力
の
伊
藤
菊
十
､
伝
刀
林
蔵
､
勝
野
玉
作

の
5
人
と
前
日
に
鹿
島
槍
ヶ
岳
ま
で
の
同
道
を
依
頼

さ
れ
た
ロ
シ
ア
人
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
･
グ
ー
セ
フ
と

そ
の
従
者
(
通
訳
)
萩
御
常
太
郎
(
イ
ヴ
ァ
ン
)
皮

び
2
人
の
ポ
ー
タ
ー
の
総
勢
9
人
が
帯
同
し
た
｡
出
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(写真は大正時代と思われますfIl'.本文とは関わりはあljません｡)

発
は
大
正
2
年
7
月
2
7
日
～
8
月
4
日
､
全
8
泊
の

行
程
で
､
当
初
は
白
馬
岳
ま
で
の
縦
走
が
今
回
の
計

画
で
あ
っ
た
｡
行
程
に
つ
い
て
は
へ
棄
民
の
｢
登
山

記
｣
に
よ
る
と
､
以
下
の
よ
う
で
あ
る
｡

大
正
2
年
(
1
9
1
3
)

7
月
2
7
日
　
大
町
出
発
-
大
澤
宿

2
8
日
　
蓮
華
登
頂
･
針
木
裏
宿

2
9
日
　
ス
バ
リ
･
嶋
津
を
経
て
乗
越

宿

5
0
日
　
(
荒
天
の
た
め
)
午
後
出
発
･

爺
(
ヶ
岳
)
の
近
傍
に
宿
泊

3
 
1
日
　
鹿
島
槍
宿
(
ロ
シ
ア
人
一
行

は
早
朝
鹿
島
へ
帰
る
)

8
月
l
日

2
日

八
峰
宿

(
現
白
馬
村
)
四
ッ
谷
に
下

山宿
泊

白
馬
頂
上
宿
泊

大
町
帰
着

※
山
名
は
棄
民
原
文
の
ま
ま

※
(
　
)
内
は
筆
者
補
註

本
文
の
詳
細
に
つ
い
て
は
紙
数
の
関
係
で
こ
こ
で

は
省
く
が
､
百
瀬
の
文
章
は
7
月
0
0
日
の
夕
飯
の
風

景
か
ら
眠
り
に
誘
わ
れ
て
い
く
様
で
終
わ
っ
て
お
り
､

百
瀬
の
文
に
は
佳
境
で
あ
る
八
峰
キ
レ
ッ
ト
の
苦
闘

の
様
子
は
書
か
れ
ぬ
ま
ま
未
完
と
な
っ
て
い
る
｡

と
書
き
記
す
｡
も
っ
と
も
計
画
段
階
か
ら
強
力
集
め
､

食
料
の
調
達
一
切
は
百
瀬
氏
の
采
配
に
違
い
な
く
､

用
意
全
般
に
わ
た
っ
て
旅
館
に
依
頼
し
た
と
書
か
れ

て
い
る
｡
し
か
し
そ
こ
は
理
科
の
先
生
だ
け
あ
っ
て
､

写
真
機
､
清
雨
計
へ
ク
リ
ノ
メ
ー
タ
ー
､
寒
暖
計
な

ど
の
観
測
機
器
は
棄
民
な
ら
で
は
の
個
人
装
備
と
し

て
怠
り
が
な
い
｡
ち
な
み
に
こ
の
時
の
山
行
の
草
鞋

は
四
十
足
を
用
意
し
､
強
力
の
荷
は
十
三
･
四
貫
(
慕

よ
そ
5
0
H
b
C
)
だ
と
書
き
記
し
て
い
る
o
棄
民
の
文
章

に
は
道
中
の
話
題
も
豊
富
に
書
き
込
ま
れ
､
駒
草
や

雷
鳥
､
有
峰
の
話
題
な
ど
驚
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
｡

あ
る
い
は
ロ
シ
ア
人
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
に
対
す
る
百

瀬
氏
と
棄
民
の
対
応
の
違
い
に
思
わ
ず
苦
笑
す
る
｡

3
1
日
早
朝
､
ロ
シ
ア
人
一
行
が
鹿
島
集
落
へ
帰
る

と
こ
ろ
か
ら
'
百
瀬
が
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
が

書
き
記
さ
れ
る
が
､
棄
民
の
本
文
も
翌
8
月
1
日
の

八
峰
キ
レ
ッ
ト
の
難
所
を
書
い
た
と
こ
ろ
で
未
完
と

な
っ
て
い
る
｡
キ
レ
ッ
ト
は
稜
線
か
ら
2
2
5
m
も

下
っ
て
の
迂
回
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

5
.
お
わ
り
に

明
治
5
0
年
代
の
夏
山
単
峰
登
山
か
ら
､
明
治
4
0
年

代
に
な
る
と
登
山
は
よ
り
困
難
な
夏
山
縦
走
登
山
の

時
代
へ
と
向
か
い
､
ま
さ
に
百
瀬
等
の
山
行
も
こ
の

渦
中
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
あ
と
数
年
す
れ
ば

冬
山
登
山
時
代
を
目
前
に
控
え
る
時
期
に
あ
た
る
の

で
あ
る
｡
百
瀬
氏
あ
る
い
は
棄
民
は
文
中
､
こ
の
登

撃
が
八
嶋
キ
レ
ッ
ト
登
撃
の
南
側
か
ら
の
初
登
撃
で

+

.

.

J

.

÷

 

~

{

　

/

.

.ツー

義

S
C
.
+
r

4
.
秦
四
郎
の

｢
日
本
北
ア
ル
プ
ス
登
山
記
｣

こ
こ
で
は
百
瀬
の
｢
逆
走
記
｣
と

の
比
較
か
ら
､
新
た
に
分
か
っ
た
部

分
に
つ
い
て
い
く
つ
か
記
し
て
み
た

ヽ

　

○

i

レ

ヽ

こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
｢
逆
走
記
｣

を
通
じ
て
､
当
然
今
回
の
山
行
は
百

瀬
氏
が
口
火
を
切
っ
て
行
わ
れ
た
も

の
と
思
っ
て
い
た
が
､
意
外
や
今
回

の
発
案
は
棄
民
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
以
下
の
文
章
か
ら
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
｡
｢
同
行
者
と
し
て

大
町
に
於
け
る
日
本
ア
ル
プ
ス
案
内

の
取
締
を
な
せ
る
封
山
館
と
云
う
旅

館
の
若
主
人
を
得
た
｡
こ
れ
は
甚
都

合
が
よ
か
っ
た
(
後
略
)
｡
｣
　
｢
配
下
の

強
力
に
も
こ
れ
を
機
会
に
こ
の
辺
の

地
理
を
知
ら
せ
て
置
き
虔
い
な
ど
の

希
望
も
向
ふ
に
は
希
望
が
あ
っ
て
｣

あ
っ
た
と
強
調
し
て
い
る
が
､
現

在
で
は
学
史
が
整
理
さ
れ
必
ず
し

も
そ
う
言
い
切
れ
な
く
な
っ
て
い

る
｡
こ
の
辺
の
事
情
に
つ
い
て
は

紙
数
の
関
係
で
省
略
し
ま
し
た
が
､

秦
四
郎
氏
の
残
さ
れ
た
百
本
北

ア
ル
プ
ス
登
山
記
｣
　
の
全
文
と
と

も
に
､
長
野
県
民
俗
学
会
誌
に
今

後
掲
載
予
定
で
あ
り
､
そ
ち
ら
に

譲
る
こ
と
と
致
し
ま
す
｡

末
筆
に
な
り
ま
し
た
が
本
文
執

筆
に
際
し
､
秦
崇
氏
始
め
ご
親
族

の
方
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
｡
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
｡(

註
1
)
昭
和
3
7
年
｢
後
立
山
連

峰
逆
走
記
｣
　
(
未
完
･
大
正
2
年

8
月
末
執
筆
)
　
『
山
を
想
へ
ば
』

百
瀬
慎
太
郎
遺
稿

(
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)
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館物悼ど山

山
桜
の
豊
か
に
育
つ
日
本
に
す
る
た
め
に

草
間
　
　
勉

-
､
は
じ
め
に

桜
は
､
人
々
の
生
活
す
る
人
里
を
彩
る
春
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
木
の
代
表
で
あ
り
､
日
本
人
の
心
で

あ
る
と
思
う
｡
し
か
し
､
丈
夫
で
ど
こ
で
も
育
つ
と

考
え
ら
れ
､
手
入
れ
が
さ
れ
て
い
な
い
桜
も
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
最
近
は
､
自
然
条
件
が
変
化

し
､
生
育
環
境
が
悪
く
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
中
で
､

樹
齢
を
ま
っ
と
う
し
て
､
見
事
に
咲
い
て
く
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
に
は
､
手
入
れ
を
し
て
支
え
て
や
る

必
要
が
あ
る
｡

2
､
桜
か
ら
学
ん
だ
こ
と

日
本
人
は
､
稲
作
文
化
に
よ
り
水
利
用
や
地
形
を

生
か
す
経
験
が
あ
り
､
草
木
を
育
て
る
体
験
は
誰
で

も
持
っ
て
い
た
と
思
う
｡
と
こ
ろ
が
､
都
会
生
活
や

機
械
化
が
す
す
み
､
自
然
か
ら
離
れ
土
と
か
か
わ
り

な
く
す
ご
す
生
活
が
多
く
な
り
､
自
然
に
学
ぶ
機
会

が
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
何
を
ど
の
よ

う
に
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
を
考
え
､
な
す
べ
き
こ
と

を
実
行
し
､
そ
の
成
果
を
手
に
す
る
｡
ま
た
､
そ
の

反
応
を
手
ご
た
え
に
し
て
､
さ
ら
に
､
何
が
必
要
で

あ
り
､
何
を
す
べ
き
か
考
え
､
実
行
､
整
理
し
そ
の

次
の
方
向
づ
げ
と
対
策
を
練
る
｡
私
は
､
こ
ん
な
や

り
方
を
桜
と
対
話
し
な
か
ら
学
び
､
今
ま
で
研
究
を

続
け
て
来
た
｡

3
､
研
究
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と

新
種
の
出
現
に
つ
い
て

種
子
か
ら
桜
を
育
て

る
と
自
然
交
雑
に
よ
っ

て
生
じ
る
中
間
種
が
多

く
出
る
｡
地
域
に
よ
っ

て
異
な
る
よ
う
で
あ
る

が
､
こ
こ
北
ア
ル
プ
ス

と
そ
の
周
辺
は
変
種
や

新
種
の
出
る
確
率
が
高

い
よ
う
に
思
う
｡
年
に

よ
っ
て
も
場
所
に
よ
っ

て
も
一
定
し
な
い
が
､

気
象
条
件
等
が
重
な
る

と
種
々
の
個
体
が
出
現

す
る
｡

森
上
桜
に
つ
い
て

白
馬
村
北
城
の
森
上
の
岩
石
に
自
生
し
て
い
た
桜

の
種
子
を
と
り
育
て
た
と
こ
ろ
､
花
を
つ
け
て
驚
い

た
｡
カ
ス
ミ
ザ
ク
ラ
と
思
わ
れ
る
が
､
花
色
が
ピ
ン

ク
に
近
く
て
美
し
い
｡
こ
の
カ
ス
ミ
ザ
ク
ラ
の
変
種

を
｢
森
上
桜
｣
と
い
う
名
で
増
殖
し
､
す
で
に
数
本

は
定
植
し
た
｡

4
､
桜
の
育
苗
と
管
理
方
法
に
つ
い
て

幼
木
か
ら
成
木
に
育
て
る
ま
で
の
こ
と

除
草
と
湛
水
､
施
肥
｡
苗
の
大
き
さ
に
よ
り
必
要

な
間
隔
に
植
え
か
え
て
育
て
る
｡

定
植
に
つ
い
て

根
が
充
分
伸
長
で
き
､
養
分
を
と
れ
る
土
に
植
え

れ
ば
大
き
く
な
る
｡
反
対
に
土
が
少
な
い
条
件
で
育

て
る
と
小
さ
く
な
る
｡
大
木
に
な
る
桜
は
1
0
m
間
隔

位
離
し
て
植
え
る
よ
う
に
す
る
｡
植
え
穴
も
大
き
目

で
深
く
掘
っ
て
､
水
は
け
を
よ
く
し
､
通
気
性
の
よ

い
土
を
根
の
ま
わ
り
に
入
れ
る
｡
直
径
1
-
3
m
､

深
さ
も
1
m
位
は
欲
し
い
｡

桜
林
で
の
環
境
変
化

年
々
植
え
た
苗
木
は
大
き
く
な
る
が
､
山
で
は
ま

わ
り
の
樹
木
も
大
き
く
な
る
｡
日
当
り
､
風
通
し
を

よ
く
す
る
た
め
に
､
林
内
や
周
囲
の
樹
木
を
伐
採
し
､

桜
の
細
枝
､
日
当
り
の
悪
い
枝
を
切
り
落
し
育
ち
を

よ
く
す
る
｡

病
気
や
虫
の
対
処
は
早
目
に

テ
ン
グ
ス
病
は
､
モ
ヤ
シ
状
生
長
の
枝
に
病
気
の

葉
や
芽
が
多
数
出
て
､
花
芽
が
育
た
な
い
｡
病
気
の

枝
は
､
見
つ
け
た
ら
す
ぐ
切
断
す
る
と
目
立
た
な
く

な
る
｡
害
虫
も
早
目
に
見
つ
け
て
葉
を
食
べ
ら
れ
な

い
う
ち
に
取
っ
て
し
ま
う
｡
幹
に
入
る
甲
虫
の
幼
虫

な
ど
も
､
皮
を
剥
い
で
駆
除
す
る
｡

5
､
万
人
が
桜
守
り
に

日
本
の
桜
が
戦
中
戦
後
､
枯
れ
た
り
失
わ
れ
た
り

し
て
い
る
｡
桜
文
化
を
世
界
に
も
自
負
で
き
る
よ
う

に
し
た
い
と
日
本
さ
く
ら
の
会
や
日
本
花
の
会
､
農

林
省
林
業
試
験
場
(
現
､
独
立
行
政
法
大
森
林
総
合

研
究
所
)
で
そ
の
復
興
に
尽
力
さ
れ
て
来
た
｡
こ
れ

が
着
実
に
進
展
し
た
だ
ろ
う
か
｡
植
え
た
数
の
み
の

宣
伝
や
報
道
が
多
す
ぎ
､
そ
の
後
の
管
理
や
手
入
れ

は
十
分
か
｡

桜
の
記
念
植
樹
も
､
生
長
変
化
を
観
察
し
､
命
に

つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
と
思
う
が
､
植
え
っ
ぱ
な
し
で
も
よ
く
育
つ
強

い
樹
種
と
苗
木
を
選
ぶ
た
め
か
､
そ
の
後
､
手
入
れ

が
さ
れ
ず
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
桜
は
な
い
だ
ろ
う

ヽ

　

°

･
カ

私
は
､
住
人
の
方
と
桜
を
育
て
る
機
会
を
つ
く
り
､

自
生
の
野
生
種
の
桜
の
美
し
さ
や
､
植
樹
す
る
苗
の

選
び
方
､
土
な
ど
の
植
え
る
条
件
､
除
草
､
肥
料
､

水
や
り
や
支
柱
が
十
分
か
､
虫
や
病
気
の
対
処
法
な

ど
に
つ
い
て
､
私
の
研
究
成
果
を
共
有
し
て
い
き
た

い
｡
そ
し
て
､
標
高
差
を
つ
け
た
植
樹
や
､
桜
以
外

の
低
木
と
の
混
楢
､
特
徴
表
示
プ
レ
ー
ト
の
作
成
な

ど
､
住
民
の
方
と
と
も
に
地
域
の
自
然
植
生
を
豊
に

す
る
活
動
も
し
て
い
き
た
い
と
思
う
｡
(
終
)

(
桜
研
究
家
)
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