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主i企L 

丸
山

雨は
乞花
いと

亀の
井 山

健
一

す
も
う
ヨ

笠
丸
山
は
住
居
附
集
落
の
西
側
に
そ
び
え
立
つ
山

で
あ
る
。
標
高
は

一
一
八
九

m
と
高
く
は
な
い
が
、

山
頂
部
は
西
峰
（
笠
丸
山
）
と
東
峰
か
ら
な
る
岩
峰

で
あ
る
。
登
山
口
は
こ
の
集
落
側
に
2
か
所
あ
り
、

林
道
住
居
附
線
に
何
箇
所
か
駐
車
す
る
ス
ペ
ー
ス
が

あ
る
。4

月
中
旬
、
村
主
催
の
笠
丸
山
登
山
が
あ
り
友
人

と
参
加
し
た
。
こ
の
登
山
が
上
野
村
の
山
々
に
登
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
そ
の
と
き
の
案
内
人
が
、
住

居
附
集
落
に
住
み
笠
丸
山
を
猟
場
と
す
る
猟
師
の
N

さ
ん
で
あ
る
。
私
よ
り
高
齢
ら
し
い
が
、
動
作
も
言

葉
も
き
び
き
び
し
た
元
気
な
人
で
あ
っ
た
。

印
時
か
ら
、
新
高
畑
橋
を
渡
り
地
蔵
峠
に
向
か
っ

て
登
山
が
始
ま
っ
た
。
林
道
笠
丸
線
と
呼
ん
で
い
る

登
山
道
で
あ
る
。
私
は
N
さ
ん
の
す
ぐ
後
に
つ
き
、

歩
き
な
が
ら
様
々
な
質
問
を
し
た
。
猟
の
話
だ
け
で

な
く
、
樹
木
や
山
の
信
仰
な
ど
に
つ
い
て
も
話
し
て

く
れ
た
。
約

ω分
で
峠
に
着
い
た
。

こ
こ
で
小
休
止
を
す
る
。
峠
に
は
大
き
な
ツ
ガ
が

生
え
て
い
て
、
根
元
に
お
地
蔵
さ
ま
が
紀
ら
れ
て
い

(VJII) ぐんま百名山の自然特集

続奥多野の山々

目

次
コ
プ
オ
ト
シ
ブ
ミ

ぐ
ん
ま
百
名
山
の
自
然
咽

統
奥
多
野
の
山
々

笠
丸
山
は
花
と
雨
乞
い
の
山

思
い
出
い
っ
ぱ
い
の
御
荷
鉾
山

冬
の
諏
訪
山
と
九
十
の
滝

植
物
歳
時
記
〈
臼
）
ウ
メ

図
鑑
の
内
と
外
植
物
私
記
⑮

テ
リ
ミ
ノ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ

群
馬
の
地
質
常
夏
の
中
生
代

残
さ
れ
た
自
然
の
中
で
（
印
）
観
音
山
鳥
日
誌
①

植
物
を
ミ
ク
ロ
で
見
る
（
1
）
オ
ニ
ナ
ル
コ
ス
ゲ

編
集
か
ら
の
お
願
い

平
成
お
年
度
行
事
予
定

事
務
局
日
誌

事
務
局
だ
よ
り

特表

集紙

水
村

神須亀
吉田井

吉
田

白谷飯佐
木畑島鳥

聡
子

け健龍
司

雅藤静英
夫 男 男 雄

っ，u
，、，

A
U
I

A
H‘f

、，FH
U

開

p
h
u
t
，戸。

勺
t

，、，
n
w
d

16 13 10 
s s s 

18 17 17 15 15 14 12 12 1 

つ’M



た
。
峠
を
越
え
た
林
道
は
楢
沢
を
通
り
、
楢
原
に
出

る
と
い
う
。
峠
か
ら
の
撃
山
は
、
南
東
方
向
に
伸
び

た
尾
根
を
進
み
、
次
に
岩
山
の
北
側
を
巻
い
て
、
東

峰
と
西
峰
の
鞍
部
に
出
た
。
こ
こ
よ
り
右
万
向
に
進

み
、
凶
峠
の
せ
山
丸
山
（
標
高
一
．
八
九

m
）
に
着
い

た
。
地
蔵
峠
か
ら
約
初
分
で
あ
る
。

山
頂
で
集
合
与
点
を
描
り
、
早
い
昼
食
を
と
る
。

近
く
に
千
葉
県
か
ら
き
た
と
い
う
数
人
が
い
た
。
高

速
を
使
え
ば
、
日
帰
り
登
山
が
で
き
る
の
だ
と
話
し

て
い
た
。
道
路
事
情
が
よ
く
な
り
、
西
上
州
の
山
が

笠丸山東峰の天然ヒノキ

秘
境
で
は
な
く
、
手
頃
な
山
に
な
っ
た
の
だ
。

N
さ
ん
を
阿
み
、
談
笑
し
て
い
る
と
き
、
，
陣
の

風
で
、
私
の
登
山
帽
が
北
側
の
崖
に
飛
ん
で
し
ま
っ

た
。
す
る
と
、

N
さ
ん
が
木
に
つ
か
ま
っ
て
躍
を
．
卜

り
始
め
た
。
帽
子
を
取
っ
て
や
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

私
は
び
っ
く
り
し
て
、
危
な
い
、
や
め
て
く
だ
さ
い

と
思
わ
ず
叫
ん
で
し
ま
っ
た
。
だ
が
、

N
さ
ん
は
帽

子
を
姶
っ
て
き
た
。
と
れ
に
は
周
り
の
人
も
篤
い
た

よ
う
だ
。
こ
ん
な
危
険
な
こ
と
、
普
通
の
人
に
で
さ

る
こ
と
で
は
な
い
と
思
っ
た。

時
期
が
早
い
せ
い
か
、
ア
カ
ヤ
シ
オ
も
ヒ
カ
ゲ
ツ

ツ
ジ
も
、
大
部
分
は
つ
ぼ
み
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
東
崎
に
あ
る
制
の
わ
き
を
通
り
、
ヒ
ノ
キ
の

林
を
か
す
め
て
急
坂
を
転
が
る
よ
う
に
ド
り
た
。
続

い
て
、
尾
根
沿
い
に
あ
る
ア
セ
ビ
の
林
を
抜
け
て
．
ト

山
し
た
。
山
頂
か
ら
車
道
ま
で
約

ω分
で
あ
っ
た
。

実
歩
行
時
間
は
合
計
2
時
間
初
分
ほ
ど
で
あ
る
。

下
山
し
車
道
に
出
た
と
き
、

X
さ
ん
が
朝
方
撃
っ

た
シ
カ
を
見
せ
る
と
言
っ
た
。
登
山
が
始
ま
る
前
に
、

笠
丸
山
で
シ
カ
を
態
ち
、
住
属
附
川
に
沈
め
て
お
い

た
の
だ
と
い
う
。
沈
め
て
お
く
の
は
、
血
を
抜
く
た

め
ら
し
い
。
角
を
結
わ
え
た
ロ

l
プ
は
岸
辺
の
木
に

縛
り
付
け
て
あ
っ
た
。

3
叉
4
尖
の
角
を
持
っ
た
オ

ス
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
登
山
者
の
多
く
が
び

っ
く

り
し
た
よ
う
だ
。

こ
の
登
山
が
縁
で
、
花
の
時
期
に
こ
の
山
を
訪
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
花
の
当
た
り
年
に
は
、
山
頂
や

そ
の
周
囲
に
、
ア
カ
ヤ
シ
オ
の
縛
紅
色
の
花
が
こ
ぼ

れ
る
よ
う
に
咲
き
、
そ
の
陰
で
は
ヒ
カ
ゲ
ツ
ツ
ジ
の

淡
黄
色
の
花
が
咲
い
て
い
た
。
ま
た
、
と
と
ろ
ど
こ

ろ
に
、
ト
ウ
ゴ
ク
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
の
紫
紅
色
の
花
が

群
れ
て
い
た
。
性
丸
山
を
舞
台
に
花
の
競
演
を
見
る

思
い
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
花
の
山
で
あ
る
。

N
さ
ん
と
は
親
し
く
な
り
、
お
宅
を
訪
問
し
た
り
、

電
話
で
話
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
シ
カ
の
角
、

イ
ノ
シ
シ
の
頭
骨
や
牙
を
、
教
材
に
す
る
た
め
に
も

ら
っ
た
。
シ
カ
の
肉
を
、
断
り
き
れ
ず
、
山
ほ
ど
頂

戴
し
閉
口
し
た
こ
と
も
あ
る
。
家
内
か
ら
は
貰
わ
な

い
で
と
・
d
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

性
丸
山
に
ま
つ
わ
る
話
を
幾
つ
か
挙
げ
て
お
こ
う
。

O
東
峰
の
山
頂
か
ら
北
側
斜
面
に
か
け
て
、
ヒ
ノ
キ

が
集
中
し
て
生
え
て
い
る
。
こ
こ
だ
け
集
中
し
て
い

る
の
だ
か
ら
、
植
え
た
も
の
か
と
思
っ
た
。

N
さ
ん

に
よ
る
と
天
然
の
ヒ
ノ
キ
で
あ
る
と
い
う
。
後
で
わ

か
っ
た
の
だ
が
、
上
野
村
誌
の
一
植
物
編
t

に
も
そ

う
説
明
さ
れ
て
い
た
。
植
物
編
は
須
藤
志
成
幸
氏
が

執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
上
州
の
山
々
に
は
山
頂

部
や
岩
稜
地
に
天
然
ヒ
ノ
キ
が
多
い
が
、
そ
の
よ
い

例
に
な
る
と
思
っ
た
。

O
地
蔵
峠
を
通
る
道
は
生
前
道
で
あ

っ
た
。
昔
、
車



が
な
い
時
代
は
、
住
居
附
と
楢
原
を
行
き
来
す
る
場

む

と

も

必

日J
2

合
は
、
こ
の
峠
を
通
っ
た
と
い
う
。
乙
母
と
乙
父
を

通
る
よ
り
ず
っ
と
距
離
が
短
い
か
ら
で
あ
る
。
地
蔵

峠
に
お
地
蔵
さ
ま
が
安
罰
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

道
を
多
く
の
人
が
利
用
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る

と
思
う
。

O
笠
丸
山
は
雨
乞
い
の
山
。
士
用
の
頃
、
雨
が
降
ら

な
い
た
め
に
コ
ン
ニ
ャ
ク
な
ど
が
し
お
れ
て
、
農
作

物
が
水
を
ほ
し
が
っ
て
い
る
と
き
、
雨
乞
い
の
儀
式

が
乙
父
集
落
の
代
表
者
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
笠
丸
山

の
中
腹
に
水
が
わ
き
出
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
タ
ケ
筒

に
水
を
汲
み
、
神
流
川
の
川
原
に
立
て
た
。
そ
し
て
、

お
神
酒
と
灯
明
を
上
げ
、
雨
乞
い
唄
を
唱
和
し
て
ぐ

る
ぐ
る
趨
り
、
神
様
（
竜
．
土
）
に
祈
っ
た
と
い
う
。

O
笠
丸
山
の
名
の
由
来
は
。
そ
の
山
容
か
ら
美
濃
笠

に
見
立
て
て
、
笠
丸
山
と
呼
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
る

そ
う
だ
。
本
県
だ
け
で
な
く
全
国
に
笠
ケ
岳
の
名
の

山
は
多
い
が
、
こ
の
山
名
も
山
容
か
ら
つ
け
ら
れ
た

名
と
聞
い
て
い
る
。
持
の
人
は
、
尖
っ
た
山
容
か
ら

笠
を
連
想
す
る
よ
う
だ
。

O
狩
猟
の
案
内
を
す
る

N
さ
ん
は
、
猟
犬
を
飼
っ
て

い
る
。
都
会
か
ら
来
る
ハ
ン
タ
ー
が
、
猟
が
で
き
る

よ
う
に
案
内
を
し
て
い
る
。
犬
を
使
っ
て
獲
物
を
追

い
山
し
、
ハ
ン
タ
ー
が
撃
て
る
よ
う
に
す
る
の
だ
と

い
う
。
慣
れ
な
い
ハ
ン
タ
ー
で
も
事
故
を
起
こ
さ
ず
、

猟ができるようにしていると話しτいた。
ONさん宅ではオスのイノシシを飼育してい

た。捕獲したウリポウである。そのうち村に

提供するのだと話していた。イノブタをつく

る際のタネイノシシに使うらしい。今は精液

を採取し、凍結しておいて、必要なときメス

ブタに使うという。多産のメスプタを使う

のだ。

d回E凶

しミ
出
'tt~ 
つ

御ば
須荷い
田鉾の
け山

題
沢
峠
か
ら
石
こ
ろ
道
を
東
に
ど
の
く
ら
い
行
っ

た
か
・：
木
を
切
り
出
し
て
い
る
最
中
で
、
大
変
な
工

事
を
し
て
い
た
、
そ
ん
な
現
場
の
傍
ら
の
山
中
で
見

た
の
が
初
め
て
の
ア
ケ
ボ
ノ
ス
ミ
レ
で
し
た
。
そ
の

時
は
、
知
人
に
車
で
連
れ
て
行
っ
て
賢
っ
た
初
め
て

の
山
道
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
し
た

地
関
を
頭
に
描
く
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

後
に
、
あ
れ
は
ス
ー
パ
ー
林
道
を
造
る
た
め
の

i
事

だ
っ
た
の
だ
と
い
う
事
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ア
ケ
ボ

ノ
ス
ミ
レ
の
印
象
は
強
く
、
春
に
な
る
と
思
い
出
す

場
所
と
な
り
ま
し
た
。

数
年
後
、
〈
御
街
鉾
山
か
ら
の
初
日
の
出
を
見
た

い
！
〉
と
い
う
気
持
ち
が
大
き
く
な
っ
て
、
家
か
ら

何
分
で
い
け
る
だ
ろ
う
か
、
ど
の
道
を
行
け
ば
い
い

の
か
と
散
々
思
い
悩
ん
だ
末
、
何
と
か
な
る
わ
！
：
・

と
暗
い
夜
道
を
（
私
の
バ
イ
ク
は

1
2
5
α

・
非
常

に
暗
い
ラ
イ
ト
で
し
た
）
走
り
出
し
た
の
は
1
9
9

1
年
の
大
晦
日
の
事
で
し
た
。
初
日
の
出
が
見
ら
れ

る
と
い
う
気
持
ち
よ
り
も
、
無
事
に
い
け
る
か
ど
う

か
や
暗
い
夜
道
を
走
る
ド
キ
ド
キ
で
、
気
分
が
よ
か
っ

た
の
か
ど
う
な
の
か
今
で
は
思
い
出
せ
ま
せ
ん
が
、

不
安
が
大
き
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
健
か
で
す
。
藤
岡

か
ら
神
流
川
を
渡
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
、

〈シ
マ
ツ
タ
！
〉
と
忠
い
、
ど
の
道
を
走
っ
た
の
か

金
銭
神
社
の
雑
踏
を
掻
き
分
け
て
通
り
ぬ
け
た
事
を

思
い
出
し
ま
す
。

御
街
鉾
山
の
登
り
口
に
つ
い
た
と
き
に
は
、
ぼ
ん

や
り
農
色
が
見
え
る
く
ら
い
に
空
の
色
は
変
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
車
が
何
台
か
あ
り
ま
し
た
が
、
も
ち
ろ

ん
誰
も
い
ま
せ
ん
。
歩
く
準
備
を
し
て
い
る
聞
に
も

辺
り
は
明
る
く
な
っ
て
き
ま
す
。
も
う
円
の
出
は
諦

め
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
来
た
の
だ
か
ら
と
を
る
だ
け

は
登
り
ま
し
た
が
、
何
の
感
慨
も
な
く
、
た
だ
頂
上

を
踏
ん
だ
だ
け
の
御
荷
鉾
山
で
し
た
。
帰
り
の
林
道

が
テ
ラ
テ
ラ
の
ア
イ
ス
バ
！
ン
だ
っ
た
（
行
く
時
に

は
ま
っ
た
く
気
が
つ
か
な
か
っ
た
！
）
シ
ョ

ッ
ク
で

頂
上
か
ら
の
景
色
や
ど
ん
な
人
達
が
い
た
の
か
も
み

4 --



ん
な
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
っ
た
元
旦
の
山
で
し
た
。

花
を
求
め
て
通
う
う
ち
に
フ
レ
ン
ド
オ
ブ
鮎
川
の

皆
さ
ん
と
仲
良
く
し
て
い
た
だ
き
、
観
察
会
に
も
誘

わ
れ
、
ゴ
ミ
拾
い
で
御
荷
鉾
山
に
登
る
機
会
を
得
ま

し
た
。

2
0
0
7
年
7
月
1
日
の
こ
と
で
す
。

山
頂
に
は
二
ツ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
が
咲
き
乱
れ
‘
途
中

の
コ
ア
ジ
サ
イ
や
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
に
も
歓
声
が
あ
が
っ

て
い
ま
し
た
。
平
ら
な
頂
上
に
は
西
に
も
東
に
も
不

動明王が砲られていて、昔からの信仰の深さ

がうかがえます。その日の山頂では、いまを

盛りと咲き誇る・，ッコウキスゲをパックに、

オカリナコンサートがくり広げられていまし

た。360度の景色を楽しみながらその音色

に聞き惚れ、懐かしい歌に口ずさみ、今まで

にない山上の楽闘の空気を業しんだのでした。

ゑ

の
諏
訪

九山
十と

神の
宮滝

関

諏訪山へ続く 山道

西
上
州
に
は
諏
訪
山
は
上
野
村
と
神
流
町
に

2
座

あ
る
。
．
向
山
と
も

「ぐ
ん
ま
百
名
山
」
に
選
定
さ
れ

て
い
る
名
山
で
あ
る
。

2
月
初
日
、
神
流
町
の
諏
訪
山
と
九
十
の
滝
に
行
っ

た
。
諏
訪
山
へ
の
登
山
口
は
、
国
道
2
9
9
号
線
志

賀
坂
ト
ン
ネ
ル
入
U
と
問
物
登
山
口
の

2
箇
所
に
あ

る
。
当
H
は
朝
か
ら
薄
曇
で
あ
っ
た
が
風
も
な
く
、

神
流
町
中
里
の
デ
ジ
タ
ル
温
度
表
示
板
は
9
度
を
表

示
し
て
い
て
穏
や
か
な
良
い
臼
で
あ
っ
た
。
一富
山
巷

山
は
久
々
で
あ
り
、
安
全
を
考
え
て
尾
担
コ

l
ス
を

登
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
コ
ー
ス
は
昨
年
9
月
、
仕

事
の
関
係
で
下
見
し
て
い
た
の
で
、
谷
コ
！
ス
は
避

け
て
尾
根
コ
！
ス
を
選
ん
だ
。

志
賀
坂
ト
ン
ネ
ル
の
右
側
に
駐
車
場
が
あ
り
、
志

賀
坂
高
原
森
林
公
園
の
大
き
な
看
板
が
立
っ
て
い
る
。

看
板
に
は
尾
根
コ
ー
ス
と
谷
コ
！
ス
が
記
載
さ
れ
て

い
て
明
確
で
あ
る
。
朝

ω時
、
案
内
看
板
の
前
を
直

進
す
る
。
直
ぐ
に
尾
根
コ
！
ス
と
谷
コ

l
ス
の
分
岐

点
で
、
右
に
行
く
と
谷
コ

l
ス
、
た
は
尾
根
コ

l
λ

で
あ
る
。

尾
根
コ
ー
ス
に
入
る
と
直
ぐ
に
ス
ギ
の
植
林
地
と

な
り
、
ジ
グ
ザ
グ
の
道
を
撃
っ
て
い
く
。
ス
ギ
値
林

地
の
入
口
に
は
中
里
村
林
業
研
究
会
が
明
和
白
年
は

月
に
実
施
し
た
間
伐
の
学
習
林
の
看
板
が
あ
り
、
例

年
生
と
臼
年
生
の
立
派
な
ス
ギ
の
森
林
で
あ
る
。

値
林
地
を
過
ぎ
る
と
尾
線
道
と
な
り
、
ア
カ
マ
ツ

カ
ラ
マ
ツ
の
造
林
地
が
続
い
て
い
て
鉄
塔
下
に
出
る

比
較
的
こ
こ
ま
で
は
雪
も
少
な
く
歩
き
や
す
い

こ
こ
を
過
ぎ
る
と
急
登
と
な
り
ピ

l
ク
を
2
箇
所

越
え
る
。
積
雪
量
も
却
価
と
多
く
な
り
時
間
も
予
定

よ
り
要
し
た
。
尾
根
は
県
境
で
、
右
側
は
群
馬
県
、

売
は
埼
玉
県
で
あ
る
。
踏
み
跡
も
な
い
真
白
な
道
が

行
手
を
塞
い
で
い
る
。
振
返
っ
て
見
る
と
自
分
の
足

跡
だ
け
が
、
立
っ
て
い
る
位
置
ま
で
続
い
て
い
て
感

動
を
覚
え
る
。
登
山
の
醍
醐
味
と
は
こ
う
い
う
こ
と

な
の
だ
ろ
う
か
。
前
方
に
二
子
山
の
岩
峰
が
間
近
に

迫
っ
て
見
え
る
。
多
野
藤
岡
地
区
の

7
方

5
千
分
の

l
の
地
図
を
広
げ
て
み
る
と
、
下
久
保
ダ
ム
を
通
り

phd
 



県
道
礼
号
線
上
坂
峠
よ
り
杉
峠
、
阪
丸
峠
、
矢
久
峠
、

志
賀
坂
峠
と
4
の
峠
道
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
昔
の

人
達
は
雪
の
峠
道
を
厭
わ
ず
、
生
活
の
場
と
し
て
暮

ら
し
て
き
た
昔
労
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
、
考
え
を
新

た
に
し
た
ひ
と
時
で
あ
っ
た
。

ア
セ
ビ
、
ア
カ
ヤ
シ
オ
等
、
樹
林
の
坂
道
を
フ
ィ
ッ

ク
ス
ロ
ー
プ
頼
り
に
進
む
と
、
谷
コ

l
ス
と
の
合
流

点
に
出
る
。
積
雪
量
は
と
こ
に
き
て
初
仰
と
多
く
な

り
、
歩
く
速
度
は
倍
近
く
か
か
る
。
帰
路
の
時
間
が

心
阻
に
な
り
、
今
回
は
と
こ
か
ら
符
路
を
降
る
こ
と

に
決
す
る
。

ア
セ
ビ
の
尾
般
の
降
り
で
、
登
り
の
自
分
の
辿
っ

た
足
跡
が
何
故
か
黒
く
な
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
。

最
初
は
砂
粒
か
樹
皮
の
断
片
で
も
飛
ん
で
き
て
風
で

踊
っ
て
い
る
、
と
思
っ
た
が
ど
う
も
違
う
よ
う
だ
。

近
づ
い
て
猶
も
み
る
と

1
m
程
の
黒
い
物
が
ピ
ョ
ン

ピ
ョ
ン
雪
の
上
を
跳
ね
て
い
る
。
ど
う
や
ら
虫
の
よ

う
だ
。
足
跡
の
需
み
に

1
0
0
匹
以
上
い
る
。
こ
の

寒
い
時
期
こ
の
虫
は
ど
の
よ
う
に
中
き
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
疑
問
符
が
頭
を
よ
ぎ
る
と
同
時
に
自
然

の
不
思
議
さ
を
実
感
し
感
動
す
る
。

帰
路
単
め
に
下
っ
た
の
で
余
裕
が
あ
り
、
登
り
で

は
見
る
と
と
の
出
来
な
か
っ
た
シ
カ
や
ウ
サ
ギ
、
テ

ン
の
足
跡
や
、
シ
カ
の
食
痕
が
白
に
留
る
。
ヤ
マ
ツ

ツ
ジ
、
コ
メ
ツ
ツ
ジ
の
枝
先
の
冬
芽
や
、

ス
ゲ
の
株

の
巾
央
部
を
喰
っ
た
痕
跡
が
見
ら
れ
も
し
た
。
足
跡

か
ら
判
断
す
る
と
大
き
な
雄
ジ
カ
と
推
測
す
る
。

志
賀
坂
登
山
口
を
出
発
し
て
、
ロ
時

ω分
、
沢
コ
ー

ス
と
尾
桜
コ

l
ス
の
合
流
点
に
到
着
後
こ
こ
よ
り
往

路
を
引
き
返
す
。
駐
車
場
に
は
2
時
初
分
到
着
。
厳

冬
期
、
県
境
尾
根
の
雪
道
を
歩
き
、
秩
父
に
繋
が
る

多
野
山
系
の
威
厳
あ
る
自
然
の
中
で
の
ひ
と
時
を
過

ご
せ
た
こ
と
を
幸
せ
に
思
っ
た
。
帰
路
、
問
物
登
山

口
付
近
を
散
歩
し
て
い
た
老
婦
人
に
、
九
十
の
滝
は
、

ど
の
位
で
行
け
る
か
聞
く
と
、
歩
い
て

ω分
位
だ
と

い
う
。
入
口
の
道
端
に
車
を
止
め
て
徒
歩
で
行
っ
て

み
る
こ
と
に
し
た
。

同
道
2
9
9
よ
り
約
4
0
0
m
ほ
ど
林
道
が
繋
備

さ
れ
、
務
手
第
2
ダ
ム
駐
車
場
ま
で
除
雪
さ
れ
て
い

る。

4
W
D
で
あ
れ
ば
問
分
位
で
行
く
こ
と
が
出
来

る
が
、
歩
い
て
い
て
も
駐
車
場
に
は
加
分
で
着
い
た
。

九
卜
の
滝
は
、
第
2
ダ
ム
上
に
架
か
る

「わ
た
戸

橋
」
の
上
か
ら
見
る
こ
と
が
出
来
、
わ
た
戸
橋
」
よ

り
上
流
約
1
5
0
m
位
の
所
に
落
差
初

m
の
滝
が
断

崖
か
ら
荒
々
し
い
岩
肌
を
伝
わ
っ
て
流
れ
落
ち
て
い

る
。
冬
場
は
氷
結
し
て
、
夏
の
数
倍
も
の
巨
大
な
幅

の
氷
漢
と
な
っ
て
見
る
も
の
を
圧
倒
す
る
。
今
流
行

り
の
ア
イ
ス
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
の
場
所
と
な
っ
て
い
る
。

駐
車
場
よ
り
5
分
位
で
第
2
ダ
ム
上
部
に
銀
か
る

わ
た
戸
橋
に
着
き
、
橋
の
中
央
部
よ
り
九
十
の
滝
の

全
景
を
観
る
こ
と
が
出
来
た
。
素
晴
ら
し
い
氷
漠
な

の
で
写
真
に
撮
る
。
ア
ッ
プ
で
撮
影
し
た
ら
滝
の
中

央
に
人
が
い
る
の
が
見
え
、

k
部
と
下
部
に

一
人
ず

つ
確
認
で
き
た
が
、
多
分
3
人
パ
ー
テ
ィ
で
ア
イ
ス

ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
を
し
て
い
る
の

eた
ろ
う
。
船
り
際
駐

車
場
を
説
く
と
八
王
子
、
所
択
ナ
ン
バ
ー
の
車
が
2

台
駐
車
し
て
い
た
。
冬
の
志
賀
坂
峠
道
も
良
く
除
雪

さ
れ
、
他
県
の
人
で
も
容
易
に
通
行
で
き
、
見
事
な

氷
漢
を
楽
し
め
る
の
は
真
に
幸
い
で
あ
る
。
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植
物
歳
時
記

ウ

（日）
メ

（梅）士
門
出

自E
司

梅
咲
き
て
惑
い
を
よ
そ
に
滴
を
酌
む

飽
司

昨
年
は
猛
暑
で
晴
天
の
日
照
詰
が
多
か
っ
た
せ
い

か
、
梅
の
開
花
は
一
月
と
早
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の

後
の
寒
波
で
花
の
盛
り
が
送
れ
て
い
る
。
日
本
人
は

殊
の
外
梅
を
好
む
民
族
で
あ
り
、
古
よ
り
花
と
言
え

ば
梅
を
指
し
親
し
ん
で
き
た
。

ウ
メ
が
け
本
に
渡
来
し
た
の
は
奈
良
時
代
以
前
で
、

遺
陪
使
（
6
0
7
年
）
か
遣
唐
使
（
6
3
0
年
）
が

持
ち
帰
っ
た
ら
し
い
。
長
崎
県
の
平
戸
の
梅
崎
が
最

初
の
栽
居
地
だ
と
い
う
口
伝
が
あ
る
と
蓑
回
忠
．
↑氏

が
骨
省
い
て
い
る
。
し
か
し
日
本
原
産
説
も
あ
っ
た
。

『
花
木
園
芸
』
の
著
者
宮
沢
文
五
日
博
士
は
そ
の
著
書

の
中
で
、
大
分
県
や
宮
崎
県
な
ど
の
九
州
地
方
の
一

部
に
ウ
メ
の
白
坐
地
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
と

一
一
一
け
い
、
牧
野
宮
太
郎
博
士
の
『
日
本
植
物
総
覧
』
の

ウ
メ
の
項
に
も
斥
地
と
し
て
九
州
、
台
湾
と
記
し
て

い
る
。
ま
た
伊
藤
圭
介
博
士
は
東
京
学
士
会
雑
誌
第

J
ん

ご

四
編
に
篭
後
の
図
や
甲
州
の
富
士
川
沿
岸
に
も
自
生

が
あ
る
旨
の
論
旨
を
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
し

か
し
今
は
日
本
の
自
生
説
は
影
が
薄
く
原
産
地
は
や

は
り
中
間
の
河
北
省
、
険
西
省
、
四
川
省
あ
る
い
は

芸
南
省
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る
。

日
本
自
生
説
が
出
た
所
以
は
、
九
州
の

4

部
で
野

生
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。

日
本
の
書
物
に
ウ
メ
の
名
が
出
た
最
初
は
、
『
懐
風

韻
』
（
7
5
1
年
）
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
に
登
場
す

る
植
物
は
約
1
6
0
種
あ
り
、
そ
の
中
ウ
メ
は

1
1

8
種
詠
わ
れ
、
サ
ク
ラ
の

ω種
の

3
倍
で
あ
り
、
ハ

ギ
1
4
1
穐
に
次
い
で
多
い
。
そ
の
頃
か
ら
か
観
悔

が
行
わ
れ
、
花
と
い
え
ば
梅
を
指
し
た
。
大
伴
旅
人

が
幻
人
集
め
て
詠
ん
だ
ウ
メ
の
和
歌
が
、
万
葉
集
に

収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
伺
い
知
れ
る
。
万
葉

集
は
遅
く
と
も

7
9
0年
に
は
成
立
し
て
い
る
の
で

7
1
8世
紀
に
か
け
て
ウ
メ
は
急
速
に
広
が
っ
て
い
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

ウ
メ
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
3
説
が
あ
る
。

1 

hu
h
 

熟
賞
。

H
（
原
益
軒
の
『
日
本
釈
明
竺
新
井

白
石
の
「
束
雅
』
な
ど
熟
賓
の
転
靴
か
ら
。

う

め
お
梅
。
賀
茂
真
淵
の
『
古
今
和
歌
集
打
聴
』

ふ
す

に
矯
べ
梅
か
ら
き
た
も
の
。

梅
の
出
パ
立
川

（ム
イ
」
ま
た
は

説
で
朝
鮮
誌
の
一
マ
イ
」

る。

2 3 

「
メ
イ

に
由
来
し
た
説
で
あ

の
転

ウ
メ
は
バ
ラ
科
で
、
学
名
は
プ
ラ
ナ
ス
・
ム
メ
。

プ
ラ
ナ
ス
と
は
サ
ク
ラ
属
で
ラ
テ
ン
語
の
古
名
の
ス

モ
モ
が
語
源
、
ム
メ
は
和
名
の
梅
か
ら
つ
け
ら
れ
た
。

ウ
メ
は
高
さ

5
1
6
m
の
落
葉
小
高
木
。
葉
は
互
供

し
花
は
2
1
3
月
に
菜
の
展
開
前
に
開
花
す
る
。
花

に
は
芳
香
が
あ
り
、
特
通
5
弁
の
白
色
の
花
を
つ
け

る
。
雄
誌
は
多
数
あ
り
花
弁
よ
り
対
く
、
雌
蕊
は
l

個
で

6
Hご
ろ
直
符
2
1
3
印
、
ビ
ロ
ー
ド
状
の
微

毛
に
覆
わ
れ
た
突
を
結
実
す
る
。
こ
の
尖
が
梅
干
な

ど
に
利
用
さ
れ
る
実
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で

あ
る
。
気
品
が
あ
り
、
香
り
も
向
く
円
本
人
好
み
の

植
物
で
あ
り
昔
か
ら
歌
人
、
詩
人
に
愛
さ
れ
て
き
た
。

れ
う
L
時
♂
げ

‘

と

ぴ
う

め

え

3
・b

鷲
宿
梅
、
飛
梅
、
簸
の
梅
な
ど
多
く
の
伝
説
が
あ
る
。

鷲
宿
梅
の
故
事
「
あ
る
時
符
般
の
前
の
梅
が
枯
れ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
の
天
宅
〈
村
上
天
皇
）
は
こ

れ
を
残
念
に
思
い
代
わ
り
の
木
を
探
さ
せ
て
い
た
が
、

あ
る
い
陀
数
で
良
い
悔
の
木
を
見
つ
け
そ
れ
を
勅
命
で

宮
殿
に
献
上
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
木
を
柿
え
て
見
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尾
敷
の
女
主
人
の
書
い
た
歌
が
紙
で
結

び
付
け
て
あ
り
、

「勅
な
れ
ば
、
い
と
も
か
し
こ
し
鴬

の
宿
は
と
問
は
ば
い
か
が
と
た
え
む
」
と
あ
っ
た
。

歌
の
心
を
知
る
天
自
己
は
梅
の
木
を
元
の
屋
敷
に
返
し

た
と
い
う
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
話
で
あ
る
。

簸
の
梅
の
故
事
「
寿
永
3
年
（
1
1
8
4）
源
平
、

か
じ
わ
巳
か
げ
す
・え

λ
ぴ
も

ル
モ
山
の
森
の
合
戦
で
梶
原
京
季
が
飯
（
矢
を
入
れ
背

負
う
武
具
）
に
梅
の
校
を
挿
し
て
風
流
に
戦
っ
た。

関
東
で
は
水
戸
、
小
田
原
、
熱
海
。
関
西
で
は
月
ケ

瀬
、
賀
名
生
、
和
歌
山
南
部
な
ど
の
梅
林
が
名
所
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
庭
園
に
植
え
て
も
よ
し
、
設

梅
と
呼
ば
れ
る
鉢
植
え
も
風
情
が
あ
る
。

。

め

う

酔

ひ
鳥
〈
市

ウ
メ
の
別
名
を
拾
っ
て
み
る
と
牟
女
、
楳
、
宵
花

こ
う
ぷ
A
ぽ
く

な
る
つ
げ
ぐ
さ

か

ず

み

ぐ
占

か
ぜ

afぐ
占

．
N
お
い

魁
、
好
文
木
、
春
告
草
、
香
散
見
草
、
風
待
草
、
匂

ぐ
さ

こ

g
U
怠

草
、
木
花
と
た
く
さ
ん
あ
る
。
ま
た
渓
名
の
表
記
で

て
ん
か
ゆ
－3
ぷ

勺

ぜ

d
h

い

か

し

ん

、

ん

L
ζ
・
コ
ド
子
、J
げ
ん
か

τう

も
天
下
尤
物
、
世
外
佳
人
、
君
子
存
、
状
元
花
、
香

・2
ん

は
〈
Z
ょ

L
e〉

ゼ

リ
均
・，

せ
い
占
ゃ
〈

ぎ
よ
〈
ど

え

さ

雲
、
自
主
線
、
消
友
清
客
、
玉
奴
駅
使
等
が
あ

り、

古
人
は
西
洋
で
は
考
え
ら
れ
な
い
詩
的
な
文
学

表
現
を
操
っ
て
き
た
。

中
国
で
は
ウ
メ
は
四
責
四
得
あ
り
と
い
い
、
詩
に

詠
み
画
に
描
い
て
き
た
。
「
悔
は
花
の
兄
、
菊
は
花
の

弟
L

と
い
う
諺
も
、
百
花
に
さ
き
が
け
て
咲
く
梅
と
、

l
年
の
最
後
を
飾
る
菊
の
花
を
兄
弟
に
替
え
表
現
し

た
も
の
で
あ
る
。
「
悔
は
百
花
の
魁
」
と
い
う
諺
も
然

り
で
あ
る
。
「
梅
が
呑
を
桜
の
花
を
匂
わ
せ
て
、

た
と
こ
ろ
、

ま
た

柳
の
枝
に
咲
か
せ
て
見
た
い
」
と
は
、
望
ま
し
い
も

の
を
一
所
に
集
め
、
理
想
を
現
実
に
適
え
た
い
願
望

の
醤
で
、
「
桜
伐
る
馬
鹿
、
梅
伐
ら
ぬ
馬
鹿
」
桜
は
枝

を
払
う
と
枯
れ
る
が
、
梅
は
枝
を
払
う
と
な
お
も
成

長
す
る
替
え
。
「
梅
に
鴛
」
は
絵
に
な
る
取
り
合
わ
せ

で
、
「
悔
と
桜
を
両
手
に
持
つ
」
は
両
手
に
花
の
醤
え

ふ
ん
げ
ん

£

す
の
勾

で
あ
る
。
梅
の
木
分
阪
、
楠
分
限
」
梅
は
l
年
に
l

丈
も
成
長
す
る
が
、
大
木
に
は
な
ら
な
い
。
楠
は
1

年
に
l
寸
し
か
成
長
し
な
い
が
後
に
大
木
に
な
る
意

で
、
急
に
伸
び
た
成
金
と
、
少
し
ず
つ
着
実
に
増
や

し
て
い
く
身
代
を
表
現
し
て
い
る
諺
で
あ
る
。
「
梅
田
、

g

h
む
E

枇
杷
麦
」
は
梅
の
実
が
沢
山
採
れ
た
年
は
水
田
が
豊

作
で
、
枇
杷
の
実
の
多
い
年
は
麦
が
多
く
収
穫
で
き

る
醤
え
だ
と
い
う
。

梅
干
に
関
わ
る
諺
で
は
、
「
梅
は
そ
の
日
の
難
逃
れ
」

ぅ
、
ら
ん

か

か

は
梅
干
を
朝
食
べ
る
と
霊
乱
に
椛
ら
ず
災
難
逃
れ
の

俗
語
。
「
梅
干
と
友
達
は
古
い
ほ
ど
よ
い
」

「梅
を
望

か
コ

品い

ん
で
渇
を
止
む
」
酸
っ
ぽ
さ
を
思
う
と
向
然
に
唾
が

L
由

F
a

出
て

4

時
凌
ぎ
に
な
る
。
「
梅
を
食
う
と
も
核
食
う
な
、

中
に
天
神
寝
て
ご
ざ
る
」
天
神
と
は
学
の
神
と
さ
れ

た
菅
原
道
真
で
、
梅
の
核
を
食
べ
る
と
学
を
忘
れ
る

占
ね

と
い
う
俗
語
、
昔
の
子
供
は
よ
く
核
を
噛
ん
で
食
べ

歯
を
欠
く
の
で
そ
の
戒
め
と
言
え
る
。
こ
の
と
と
に

と
チ
〉
的

纏
わ
る
有
名
な
故
事
に
有
原
道
十
九
の
飛
梅
が
あ
る
。

J
ん
H
ι

議
言
に
よ
っ
て
大
宰
府
に
流
さ
れ
、
京
の
住
居
に
植

え
で
あ
っ
た
ウ
メ
と
の
別
れ
を
惜
し
ん
で
詠
ん
だ

－東

ち

あ

る
・

風
吹
か
ば
匂
い
起
せ
よ
梅
の
花
主
な
し
と
て
春
な
忘

れ
そ
」
が
あ
り
、
天
満
宮
に
は
梅
が
彼
を
慕
っ
て
飛

来
し
た
有
名
な
伝
説
で
、
名
所
と
な
っ
て
い
る
。

う

均

梅
は
お
梅
が
語
源
の

一
つ
で
あ
る
と
記
し
た
が
、

口
本
薬
局
β
の
生
薬
名
に
烏
梅
と
悔
エ
キ
ス
が
あ
る
。

白
川
梅
は
未
熟
の
果
尖
の
果
皮
を
除
き
掛
川
製
に
し
た

も
の
で
、
酸
味
が
強
く
、
下
痢
、
幅
吐
、
消
化
不
良
、

健
胃
腸
剤
と
し
て
用
い
ら
れ
、
ま
た
解
熱
発
汗
、
鎖

咳
剤
、
阿
虫
駆
除
剤
と
し
て
も
効
果
が
あ
る
。

含
’

梅
肉
エ
キ
ス
は
青
梅
を
瀬
戸
物
の
お
ろ
し
金
で
摩

り
下
ろ
し
、
果
汁
を
搾
り
、
天
日
文
は
と
ろ
火
で
燕

乾
し
水
飴
状
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
際
、
金
属
製
品

や
竹
持
を
用
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
こ
の
方
は

小
児
疫
痢
、
急
性
下
痢
、
熱
性
下
痢
に
効
く
。

梅
は
花
を
愛
で
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
が

H
本
人

の
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
関
わ
り
を
持
つ
も

し
よ
う
や
く

の
で
、
前
述
の
牛
薬
然
り
で
多
大
の
貢
献
を
し
て
く

れ
る
拙
物
で
あ
る
。
梅
の
実
は
ク
エ
ン
酸
、
リ
ン
ゴ

政
な
ど
を
含
ん
で
椴
味
の
強
い
も
の
だ
が
、
酢
、
醤
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油
な
ど
調
味
料
の
醸
造
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
以
前
は
．

－J

め

r

塩
と
と
も
に
梅
酢
が
調
味
料
の
基
本
だ
っ
た
。
そ
し

‘r
L

．，e
．
 

て

「塩
梅
」
と
い
う
若
葉
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
こ

の
悔
の
実
も
、
未
熟
な
も
の
は
青
酸
を
合
ん
で
い
る

た
め
、
坐
で
食
べ
る
と
中
毒
し
て
腹
痛
を
起
こ
す
の

で
注
怠
を
要
す
る
。

桜
信
の
塩
漬
吋
を
桜
湯
と
し
て
め
で
た
い
席
の
お

茶
代
わ
り
と
す
る
と
同
様
に
、
梅
花
も
塩
漬
け
し
て

湯
を
注
い
で
飲
物
と
す
る
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も

最
た
る
も
の
は
梅

F
」
で
あ
る
。
梅
の
実
を
乾
燥

し
、
さ
ら
に
紫
蘇
を
加
え
て
紅
色
を
抽
出
し
た
も
の

で
、
古
来
、
薬
、
食
と
と
も
に
特
効
が
あ
り
、
愚
も

簡
単
で
実
用
的
な
保
存
食
品
と
し
て
重
用
さ
れ
て
き

た
。
民
間
薬
と
し
て
は
梅
干
を
炭
火
で
雫H
焼
き
に
し

て
、
熱
湯
を
注
い
で
飲
用
す
る
と
風
邪
薬
と
し
て
効

果
が
あ
る
。
今
で
も
民
間
療
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
る
。
古
来
梅
干
を
漬
け
損
じ
る
と
、
そ
の
家
に
凶

事
が
あ
る
と
戒
め
ら
れ
た
。
梅
漬
け
は
ト
セ
婦
の
資
格

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
も
の
だ
。
梅
干
を
漬
け
始
め

た
ら
：
一年
連
続
し
て
漬
け
ね
ば
、
そ
の
家
に
良
く
な

い
こ
と
が
起
と
る
と
い
う
－
戸
伝
え
が
あ
る
。
後
者
は

一
理
あ
り
、
梅
干
は
一・目
年
越
以
上
の
十
口
い
も
の
ほ
ど

か
ん
み

蹴
味
が
中
和
さ
れ
て
風
味
が
細
や
か
に
な
る
。
順
送

り
に
い
内
い
も
の
へ
と
使
用
さ
せ
る
習
慣
付
け
の
方
便

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

、，r
f

侮
を
漬
け
た
汁
を
梅
酢
と
い
い
、
調
味
料
と
し
て

も
良
い
。
砂
糖
を
加
え
て
湯
を
注
ぎ
飲
料
と
す
る
。

き
生
の
梅
酢
を
盃

一
杯
飲
む
と
整
腸
剤
と
し
て
も
効

－
ょ
う
が
．
た
け
二
人

き
目
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
生
委
、
大
根
、
小

蕪
、
茄
子
な
ど
梅
酢
で
漬
物
に
す
る
の
も
よ
い
。
梅

酒
は
ど
こ
の
家
で
も
作
る
が
、
昔
懐
か
し
い

寸梅
び

し
お
」
と
い
う
副
食
品
が
あ
る
。
瀬
戸
引
鍋
に
梅
干

を
入
れ
て
蕩
け
る
ま
で
湯
煮
し
、
裏
漉
し
て
砂
糖
を

加
え
、
も
う

一
度
ト
口
火
で
煮
込
ん
だ
も
の
だ
。
昭

和
初
期
の
食
卓
に
は
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
添
え

ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
に
代
わ

っ
て
梅
ジ
ャ
ム

が
あ
り
、
ま
た
煮
梅
漬
け
（
霊
仙
梅
）
と
い
う
奇
色

鮮
や
か
な
高
級
食
品
も
あ
る
。

隠
語
の
梅
は
て
月
で
数
字
の
2
で
あ
る
。

花
札
か

ら
き
た
も
の
だ
。
関
西
で
「
梅
」
は
2
級
の
友
郎
を

指
す
隠
語
だ
。
そ
の
語
源
は
飛
侮
伝
説
の
菅
原
道
真

を
併
記
す
る
北
野
天
満
寓
の
縁
日
が
お
日
。
2
級
女

郎
の
揚
代
が
お
文
だ
っ
た
か
ら
だ
そ
う
だ
。
ま
た

「梅

干
婆
ー
と
老
去
を
蔑
視
す
る
言
葉
も
あ
る
。
ふ
る
っ

て
い
る
の
が

「悔
干
の
お
か
ず
」
で
、
自
分
だ
け
－
粋

人
ぶ
っ
て
い
る
人
」
の
こ
と
の
意
で
あ
る
。

H
本
で
は
梅
の
品
種
は
数
多
く
作
出
さ
れ
、
梅
の

栽
培
も
中
国
を
遥
か
に
凌
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な

梅
も
、
欧
米
で
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
い
花
木
で

あ
る
の
は
誠
に
さ
び
し
い
限
り
で
あ
る
。

叫化
号
回一莱

誕
生
花

「
滑
ん
だ
心
」
、

「高
潔
」

月
五
日

勇
気
こ
そ
地
の
塩
な
れ
や
梅
真
白

梅
に
酌
む
か
な
し
き
酒
は
酔
は
ざ
り
し

悔
咲
く
や
仏
の
聞
の
坂
い
く
つ

中
村
草
出
男

原
因
育
児

増
田
宇

一

引
用
参
考
文
献

『万
葉
集
」

清
少
納
言
『
枕
の
草
紙
』

水
野
一応
勝
『
花
壇
綱
日
』

小
野
一
剛
山

『本
草
綱
凶
待
蒙
』

安
田
勲
『
花
の
履
．
歴
書
』

湯
浅
浩
史
『
花
の
履
歴
書
』
『
植
物
ど
よ
み
』

『
植
物
と
行
事
h

川
口
謙
二

『
花
と
民
族
」

春
山
行
夫

『花
の
文
化
史
』

前
川
文
夫

『植
物
の
名
前
の
話
』
『
樹
に
咲
く

花
・
離
弁
花
①
』

9 



図
鑑
の
内
と
外

植
物
私
記
⑫

佐
鳥

英
雄

テ
リ
ミ
ノ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ

中
国
は
晋
の
時
代
、
き
こ
り
の
王
質
は
帰
り
途
、

四
人
が
碁
を
打
っ
て
い
る
の
に
出
会
い
ま
す
。
面
白

が
っ
て
見
て
い
る
う
ち
に
時
は
た
ち
、
持
っ
て
い
た

ら
ん
か

斧
の
柄
が
腐
っ
て
い
た
・
：
。
〈
燭
柄
〉
と
い
う
故
事
の

こ
と
で
す
が
、
王
質
が
家
に
陥
る
と
、
顔
見
知
り
は

一
人
も
い
な
か
っ
た
と
か
。
先
日
あ
る
会
議
に
い
ま

し
た
ら
、
写
真
集
を
ワ
ー
プ
ロ
に
取
り
入
れ
る
、
そ

の
入
れ
か
た
に
つ
い
て
カ
ン
カ
ン
ガ
ク
ガ
ク
。
い
き

な
り
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
国
に
落
下
し
た
よ
う
な
不
安

な
気
持
に
な
り
ま
し
た
。
ワ
ー
プ
ロ
が
で
き
な
い
の

で
、
毎
年
年
賀
状
づ
く
り
に

－
苦
労
で
す
。
も
と
も

と
ネ
ク
タ
イ
を
締
め
た
り
、
儀
式
が
嫌
い
だ
っ
た
り

す
る
の
で
、
改
ま
っ
た
年
一
訟
の
辞
な
ど
も
こ
そ
ば
ゆ

く
て
、
自
分
か
ら
賀
状
を
出
す
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

頂
い
た
お
返
し
程
度
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
賀
状
の

中
に
は
〈
旧
年
中
は
大
変
・
：
、
本
年
も
ど
う
ぞ
・
：
〉

と
い
う
だ
け
の
基
本
形
か
ら
、
ご
自
分
の
心
境
を
旬

や
短
歌
に
、
写
真
や
絵
に
托
す
人
や
、
中
に
は
漢
詩

を
作
っ
て
く
れ
る
友
人
な
ど
も
い
て
、
対
応
に

F
間

隙
が
か
か
り
ま
す
。
私
の
場
合
、
ハ
ン
コ
の
部
分
は

少
し
。
ほ
と
ん
ど
手
書
き
な
の
で
メ
ン
ド
ウ
で
す
。

で
、
今
年
は
一
文
を
案
じ
、
コ
ピ
ー
を
取
り
‘
そ
れ

を
貼
付
け
し
て
み
ま
し
た
。

富
士
山
（
フ
ジ
ヤ
マ
・
伝
桐
生
〉
ノ
麓
ニ
サ
マ
ヨ

エ
パ
、

翁
来
タ
リ
テ
絡
葉
ヲ
集
ム
。
〈
イ
チ
ャ
ヱ
パ

兄
弟
〉
ト
カ
。
傍
ノ
む
く
の
き
ノ
業
ト
実
、
え
の
き

ノ
葉
（
実
ハ
ス
デ
ニ
ナ
シ
）
ヲ
拾
ヒ
テ
、
ソ
ノ
違
ヒ

ヲ
説
ケ
パ
、
翁
喜
ビ
テ
、
ソ
レ
ヲ
持
チ
テ
帰
ル
ト
イ

フ
。
比
ノ
朝
マ
デ
ソ
ノ
違
ヒ
ヲ
知
ラ
ザ
リ
シ
ト
。
文、

足
許
ノ
草
ノ
実
ヲ
示
シ
テ
、
ド
ロ
バ
ウ
草
ト
問
ク
由
、

小
声
ニ
テ
ツ
ブ
ヤ
ク
。
我
試
ミ
ニ
歌
ニ
托
シ
テ
ィ
ハ

ク

イ
夕
、
ヅ
ラ
ヲ
ス
ル

ト
ト
ノ
ヒ
マ
シ
タ
ト
種
ハ
ツ
ブ
ヤ
ク

私
の
賀
状
は
返
書
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
そ

の
ま
た
返
書
（
感
惣
な
ど
）
は
な
く
、
ど
う
い
う
ふ

う
に
こ
の
賀
状
が
受
け
ら
れ
た
か
は
つ
ま
び
ら
か
に

し
ま
せ
ん
が
、
長
男
か
ら
は
、
「
何
こ
れ
？
お
父

さ
ん
ト
ト
ノ
ヒ
マ
シ
タ
・
：
な
ん
て

T
V
見
て
ん
の

か
な
：
・
な
ど
と
カ
ミ
さ
ん
が
一ぢ
つ
ん
で
・
：
」
と
い
う

反
応
。
－
一
文
か
ら
は
、

「
誰
か
の
文
章
使
っ
た
の
：
・。

よ
く
分
か
ん
な
い
・
：
」
と
か
い
う
反
応
が
あ
り
ま
し

た
。
〈
何
事
も
深
く
考
え
な
い
〉
主
義
者
の
長
女
か
ら

ド
ロ
ポ
ウ
草

準
備
ナ
ラ

は
何
の
反
応
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
し
て
み
れ
ば
、

例
の

〈有
朋
自
遠
－
H
来
〉
の
心
の
、
い
わ
ば
焼
曲
表

現
だ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
。

い
わ
ば
不
審
者
の

，
人

私
は
こ
の
よ
う
に
早
朝
、

と
し
て
、
山
飽

・
人
虫
の
あ
た
り
を
う
ろ
つ
き
ま
す

の
で
、
と
き
に
珍
奇
な
光
民
に
出
会
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。
こ
の
寓
と
山
の
麓
で
は
少
し
前
、
オ
オ
タ
カ

が
コ
ジ
ュ
ケ
イ
を
食
べ
て
い
る
の
を
、
カ
ラ
ス
が
狙
っ

て
い
る
：
・
と
い
う
－三
角
関
係
を
日
に
し
て
い
ま
す
。

ま
た
早
春
、
（
川

・
2
・

m）
そ
こ
よ
り
2
M
ほ
ど
下

流
（
富
土
山
は
渡
良
瀬
川
右
岸
の
山
）
で
は
、
ト
ン

ビ
の
交
尾
に
出
会
っ
て
い
ま
す
。
悲
鳴
で
ふ
り
返
り

ま
す
と
、
ク
ワ
の
木
の
天
辺
近
く
で
そ
う
い
う
状
況

で
し
た
。

5
分
後
く
ら
い
に
も
う
．
度
。
そ
の
時
O
T

が
悲
鳴
を
あ
げ
ま
す
。

さ
て
、
私
は
少
し
お
せ

っ
か
い
の
性
格
で
す
。
お

せ
っ
か
い
で
な
い
人
と
の
境
界
線
の
、
お
せ

っ
か
い

型
の
そ
の
線
の
内
側
を
ほ
ん
の
少
し
入
っ
た
と
こ
ろ

く
ら
い
の
感
じ
な
の
で
す
が
、
カ
ミ
さ
ん
は
、
そ
の

内
側
を
万
里
の
長
城

e
く
ら
い
遠
く
ま
で
い

っ
た
あ
た

り
・：
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
お
せ
っ
か
い
な

の
で
、
私
を
誰
何
し
な
く
て
も
私
か
ら
話
し
か
け
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
反
応
は
ほ
ぼ
3
パ
タ
ー
ン
で
す
。

②
偉
い
ね
。
③
そ
れ
じ
ゃ
教
え
て
く

①
ふ
ー
ん
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だ
さ
い
な
u

結
束
か
き
の
翁
も
、

た
ま
た
ま
近
く
に
あ
っ
た
エ

ノ
キ
と
ム
ク
ノ
キ
の
こ
と
を
私
が
話
し
て
み
た
ま
で

の
こ
と
。
翁
の
高
び
ょ
う
が
こ
と
さ
ら
だ
っ
た
の
で

私
も
嬉
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ド
ロ
ポ
ウ
グ

サ
の
こ
と
も
、
足
許
の
こ
の
実
が
落
葉
に
混
ざ
る
の

で
は
と
い
う
私
の
問
い
に

〈そ
う
な
ん
で
す
〉
と
応

じ
た
翁
か
ら
出
た
名
前
、
方
言
で
す
。
〈
こ
ん
な
こ
と

し
て
る
と
妻
に
怒
ら
れ
ま
す
の
で
、
寝
て
る
う
ち
に

こ
っ
そ
り
来
た
ん
で
す
〉
と
か
。
男
は
ど
こ
に
い
て

も
淋
し
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
セ
ン
ダ
ン
グ
サ
の
仲
間
、
な
ぜ

ド
ロ
ポ
ウ
グ
サ
な
の
で
し
ょ
う
。
ド
ロ
ポ
ウ
と
い
う

の
は
逃
げ
る
の
に
、
こ
の
＃
ひ
つ
つ
い
て
く
る
の
だ

か
ら
フ
シ
ギ
だ
な
あ
：
・
と
は
私
の
頭
。
カ
ミ
さ
ん
に

聞
い
て
も
要
領
を
符
ま
せ
ん
。
で
、

〈H
本
柄
物
β
一百

集
成
〉
を
探
し
ま
し
た
。
オ
ニ
ノ
ヤ

・
カ
ラ
ス
ノ
ヤ

・

ヒ
ツ
ツ
キ
・
ヤ
ブ
ヌ
ス
ビ
ト
・：
。
そ
ん
な
こ
と
が

あ
っ
て
、
半
月
後
く
ら
い
の
こ
と
、
カ
ミ
さ
ん
と
厨

房
で
忙
し
く
し
て
い
る
と
、
カ
ミ
さ
ん
が
突
然
J
い

ま
し
た
。

「
ド
ロ
ポ
ウ
グ
サ
っ
て
・
百
う
の
ね
、

あ
れ
は
知
ら

な
い
ま
に
入
り
込
む
っ
て
意
味
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
そ L

っ
か

そ
う
だ
よ
ね
一

だ
ぶ
ん
、
正
解
で
し
ょ
う
。
逃
げ
る
、
逃
げ
足
速

い・
・
・
そ
う
い
う
方
向
に
走
り
出
し
た
私
の
頭
は
ブ
レ
ー

キ
が
利
か
な
か
っ
た
よ
う
で
し
た
。
パ
カ
だ
な
あ
。

〈印

・
ロ

・
2
）
例
の
朝
ぷ
ら
の
私
は
、
太
田
市

の
B
I
O
T
O
P
E
近
く
の
丙
長
岡
に
車
を
停
め
て

い
ま
し
た
。
路
傍
の
建
設
資
材
置
き
場
ら
し
き
と
こ

ろ
。
狭
く
、
小
さ
な
砂
山
が
2
つ
。
そ
の
砂
山
の
枯

れ
草
の
中
に
、
新
鮮
な
緑
で
、
直
径
2
m
く
ら
い
の

草
。
ひ
と
株
な
の
か
何
株
な
の
か
、
と
に
か
く
枝
は

立
た
ず
に
遺
っ
て
い
ま
す
。
何
刊
本
。
花
も
咲
い
て

い
て
、
白
い
展
型
の
花
は
す
ぐ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
と
知

れ
ま
す
が
、
見
か
け
な
い
も
の
で
し
た
。
ま
だ
緑
な

こ
と
、
立
ち
あ
が
ら
な
い
で
広
が
コ
て
い
る
こ
と
、

何
よ
り
黒
光
り
す
る
実
が
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
の
2
情、

俺

ω
mの
こ
と
。
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
と
ア
メ
リ
カ
イ
ヌ

ホ
オ
ズ
キ
し
か
知
ら
な
い
私
は
、
と
り
あ
え
ず
枝
を

2
1
3
本
持
ち
帰
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
特
徴
の
も

う
l
つ
に
、
技
の
ド
方
の
実
は
1
粒
で
な
っ
て
い
る

傾
向
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
帰
っ
て
す
ぐ
調
べ
て
み

ま
し
た
。〈
日
本
帰
化
植
物
写
真
図
鑑
〉
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
（
U
本
の
帰
化
植
物
〉
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。

〈原

色
日
本
帰
化
値
物
図
鑑
〉
に
あ
る
テ
リ
ミ
ノ
イ
ヌ
ホ

オ
ズ
キ
が
疑
わ
し
い
の
で
し
た
が
、
栄
の
径
5
1
8

酬
な
ど
A
U
い
ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
に
私
の
教
宅
の

一

清
水
〈
シ
ミ
ズ
）
さ
ん
が
、

〈日
本
帰
化
柏
物

写
点
図
鑑

・
第
2
巻
〉
な
る
も
の
を
口
っ
て
き
て
く

れ
ま
し
た
。
凡
れ
ば
、
テ
リ
ミ
ノ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
で

あ
る
こ
と
は
明
白
で
し
た
。
（
た
だ
し
、
こ
の
図
鑑

で
は
果
の
径
は
不
明
。
な
お
、
清
水
さ
ん
は
全
国
新

聞
教
育
研
究
協
議
会
参
事
と
し
て
現
在
活
脳
中
の
か

た
で
、
そ
の
用
事
な
ど
で
東
京
に
行
く
こ
と
も
多
く
、

そ
の
折
、
江
東
区
木
場
の
帰
化
楠
物
比
本
闘
に
立
寄
っ

て
く
る
そ
う
で
、
私
に
い
ろ
い
ろ
な
情
報
を
持
ち
帰
っ

て
く
れ
る

A
小
学
校
教
師
で
す
。）

そ
し
て
私
に
よ
く
見
え
て
き
た
の
は
、
こ
の
仲
間

の
数
の
多
さ
と
、
分
類
が
ま
だ
途
中
で
十
分
解
明
さ

れ
て
い
な
い
の
だ
：
・
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
．
醤
古

い
．
九
七
六
年
の
長
田
さ
ん
の

〈原
色
同
本
州
化
軌

が
正
直
で
、
「
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
、
テ
リ
ミ
ノ

人物
図
鑑
〉

~ 
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ム
ラ
サ
キ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
、

ミ
ノ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
、
カ
ン
ザ
シ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
な

ど
、
こ
の

一
群
は
似
た
も
の
が
多
く
再
検
討
し
な
い

と
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

長
田
さ
ん
よ
り
後
の
、
新
し
い
〈
日
本
の
帰
化
植
物
〉

は
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
を
除
い
て
7
種
示
し
て
い
ま
す
が
、

カ
ン
ザ
シ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
と
テ
リ
ミ
ノ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ

キ
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
〈
日
本
帰
化
植
物
写
真
図
鑑

l
・
2
巻
〉
で
も
、
ハ
ゴ
ロ
モ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
と
ム

ラ
サ
キ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う

な
る
事
情
に
は
、
実
物
が
見
つ
か
ら
な
い
、
未
開
拓

で
、
明
瞭
な
も
の
の
み
に
限
定
し
た
：
・
な
ど
の
事
情

も
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
参
考
ま
で
に
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ

と
名
の
つ
く
植
物
を
以
上
の
図
鑑
な
ど
で
挙
げ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
、

y 
カ

イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
（
前
川
さ
ん
は
史
前
帰
化
と
し
、

ふ
つ
う
帰
化
植
物
扱
い
は
し
な
い）

・
ア
メ
リ
カ
イ

ヌ
ホ
オ
ズ
キ

・
テ
リ
ミ
ノ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ

・
ケ
イ
ヌ

ホ
オ
ズ
キ

・
ヒ
メ
ケ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ

・
オ
オ
イ
ヌ
ホ

オ
ズ
キ

・
ム
ラ
サ
キ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
・
ハ
ゴ
ロ
モ
イ

ヌ
ホ
オ
ズ
キ

・
カ
ン
ザ
シ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ

・
ア
カ
ミ

ノ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
以
上
印
種
。
他
に
キ
ダ
チ
イ
ヌ

ホ
オ
ズ
キ
あ
り
。
ま
た
、
〈
H
木
帰
化
拙
物
写
真
凶
鑑

・

第
2
巻
〉
に
は
、
こ
ん
な
記
述
も
あ
り
ま
す
。
「
日
本

で
ケ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
と
さ
れ
て
い
た
植
物
に
は
、
本

種
（
ケ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ

・
佐
鳥
）
と
ヒ
メ
ケ
イ
ヌ
ホ

オ
ズ
キ
の
2
種
が
含
ま
れ
、
多
く
は
ヒ
メ
ケ
イ
ヌ
ホ

オ
ズ
キ
で
、
本
種
の
方
が
ま
れ
で
あ
る
」

一
般
に
ど
こ
ど
こ
に

O
Oが
あ
る
・：
と
い
う
記
述
。

そ
の
種
額
の
多
さ
と
、
そ
の
違
い
の
微
妙
さ
と
、
わ

れ
も
他
人
も
人
な
の
で
問
泣
い
や
す
い
と
い
う
こ
と

と
あ
い
ま
っ
て
、
ミ
ス
も
山
ま
す
。
後
の
人
が
正
し

て
く
れ
る
の
を
期
待
し
て
も
、
正
す
作
業
が
大
変
困

難
な
こ
と
を
思
え
ば
、
よ
り
慎
重
で
あ
ろ
う
と
す
る

よ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
そ
ん
な
こ
と
を
白
戒
の
ー

っ
と
し
て
や
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
。

な
お
、
念
の
た
め

〈群
馬
県
植
物
誌

・
一
九
八
七

年
〉
に
テ
リ
ミ
ノ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
は
未
記
載
。

〈と
ち

ぎ
の
植
物

・
二
O
O三
年
〉
に
記
載
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
私
の
教
室
に
足
利
市
か
ら
参
加
し
て
い
る
根
岸

（
恒
雄
）
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
「
．
度
、
だ
け
見
て
い
ま
す
。

実
が
大
き
い
の
で
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
人
も

私
と
同
様
、
ほ
と
ん
ど
毎
日
観
察
に
行
っ
て
い
る
と

の
こ
、
乙
で
し
た
。

な
お
な
お
、
（
H
・
I
－

m）
例
の
資
材
置
き
場
に

行
っ
て
み
ま
す
と
、
砂
山
は
半
分
ほ
ど
削
ら
れ
て
す

で
に
私
が
見
た
テ
リ
ミ
ノ
イ
ヌ
ホ
オ
ズ
キ
は
な
く
、

〈
や
ら
れ
た
〉
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
幸
い
近
く
に

2
株
ば
か
り
あ
り
、
そ
れ
か
ら
2
0
0
m
ほ
ど
離
れ

た
、
同
じ
よ
う
な
場
所
に
1
株
あ
り
、
全
滅
で
は
あ

りません。私はそこから枝下に山のように零

れている果を沢山拾い、近くに2ヶ所、2M

くらい離れたところに2ヶ所婚きました。来

る互の楽しみのlつです。播きながら果1つ

を食べてみましたら、トマトの味がしました。

お奨めするほどではありません。私がとくに

会いたいと思うのはアカミノイヌホオズキで

す。ミニトマトに似ているようですから、や

はり食べてみたいです。

群

常馬

夏2
の質
中
生

飯 代I 

日3

男

岩
室
田
の
植
物
化
石
で
は
、
木
村
透
明
先
生
の
研

究
が
有
名
で
あ
る
。
先
生
は
山
中
地
携
帯
の
楠
物
化

石
の
報
文
も
古
い
て
い
る
。
谷
川
連
峰
に
中
生
屈
が

あ
る
と
言
い
出
し
た
方
で
も
あ
り
、
群
馬
地
質
研
究

史
に
は
欠
か
せ
な
い
。

以
前
、
と
野
村
野
栗
の
材
化
石
の
こ
と
で
N
先
生

に
教
え
を
乞
う
た
時
、
木
村
先
生
若
の
「
植
物
の
進

化
」
を
読
ん
だ
ば
か
り
だ
っ
た
。
「
あ
れ
は
全
然
ダ
メ

だ
ね
L

と
の
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
、
た
い
へ
ん
び
っ

く
り
し
た
。
系
統
植
物
学
の
専
門
家
に
か
か
る
と
、

植
物
化
石
の
大
家
も
形
無
し
だ
っ
た
。
と
は
～一回っ

て

内
〆
U



も
、
そ
の
後
も
専
門
誌
に
、
中
生
代
の
温
帯
性
植
物

群
と
亜
熱
帯
性
植
物
群
の
地
理
的
分
布
の
圧
力
な
ど

が
発
表
さ
れ
た
。
記
載
的
デ
ー
タ
の
積
み
k
げ
が
、

見
事
に
新
し
い
瑚
論
的
民
間
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

感
心
し
た
。

前
々
凶
あ
た
り
か
ら
、
こ
の
稿
を
書
い
て
い
て
、

最
新
の
化
石
事
情
に
詳
し
い
、
若
い
専
門
家
に
、
そ

の
へ
ん
．
と
う
な
っ
て
い
る
か
聞
い
て
み
た
。
聞
い

て
び
っ
く
り
。
内
帯
の
中
生
代
植
物
化
石
も
、
外
得

の
そ
れ
も
、
調
べ
れ
ば
調
べ
る
ほ
ど
、
共
通
種
が
次
々

と
み
っ
か
り
、
両
者
に
ほ
と
ん
ど
進
い
は
な
い
の
だ

と
。
中
生
代
頃
の
地
球
は
ど
こ
で
も
暖
か
く
て
、
み

な
常
U
此
の
世
界
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ひ
と
の
ふ
ん
ど
し
で
す
も
う
、
に
変
わ
り
は
な
い

が
、
ふ
ん
ど
し
を
は
き
か
え
ね
ば
、
な
ら
な
い
。

残
さ
れ
た
自
然
の
中
で

観
音
山
鳥
日
誌
①

（
悦
）

谷
畑

J(j 

男

昨

年

「

観

音

山

キ

ャ

ン

プ
パ

ー

ク

（

古

川

崎

市

教

育

委

員

会

青
少
年
限
）
に
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
毎
日
観

音
山
へ
の
通
勤
は
定
点
観
察
の
日
々
で
も
あ
る
。
観

音
山
の
向
然
と
四
季
の
移
り
変
わ
り
を
記
録
し
て
み

た
い
。

ロ
月

（

2
0
1
0）

 

4
月
よ
り

ジ
ョ
イ
ナ
ス
」

紅
葉
の
秋
は
去
り
、
日
月
下
旬
か
ら
木
々
の
落
川
県

は
け
ご
と
に
増
す
。
は
月
に
入
る
と
ス
ギ

・
ヒ
ノ
キ

の
植
林
地
や
谷
沿
い
の
ツ
バ
キ
・
カ
シ
等
の
照
栄
樹

を
除
き
、
林
は
す
っ
か
り
操
に
な
る
。
荒
久
沢
下
部

の
ム
ク
ノ
キ
林
で
は
、
菜
を
落
と
し
た
枝
先
に
烈
紫

色
に
熟
し
た
実
が
た
わ
わ
に
つ
く
。
こ
の
季
節
山
の

草
木
は
種
子
散
布
の
運
び
屋
を
求
め
、
色
と
り
ど
り

の
果
実
を
つ
け
る
。
ム
ク
ノ
キ
の
実
は
人
気
が
あ
り

多
数
の
冬
烏
を
引
き
つ
け
る
。
実
を
食
べ
つ
く
す
ま

で
イ
カ
ル

・
シ
メ

・
ツ
グ
ミ
の
大
群
が
こ
の
林
に
僻

ま
っ
た
。

6
日
に
は
ム
キ
ノ
キ
付
近
の
ア
カ
シ
ア
の

枝
に
休
息
す
る
イ
カ
ル
印
羽
を
数
え
た
。
白
く
粉
の

ふ
い
た
突
を
か
じ
っ
て
み
る
と
干
し
柿
に
似
た
味
が

し
た
。

以
前
S
さ
ん
か
ら
冬
芽
観
察
」
の
楽
し
さ
を
教

わ
っ
た
が
、
や
っ
と
実
践
す
る
場
所
と
季
節
を
得
た
。

者
へ
の
準
備
で
あ
る
冬
茅
と
維
管
点
の
配
列
が
描
く

落
葉
の
跡
が
不
思
議
な
模
様
を
作
る
。
オ
ニ
グ
ル
ミ

に
は
羊
、
ム
ク
ゲ
ン
ジ
に
は
猿
そ
し
て
ク
ズ
の
蔓
に

は
a
午
前
人
顔
の
印
刻
が
あ
っ
た
。
種
の
肋
徴
は
小
技

に
も
施
さ
れ
て
い
る
。

月キ
ャ
ン
プ
場
合
理
棟
前
に
あ
る
給
餌
台
に
年
末
か

ら
、
ヒ
マ
ワ
リ

・
ヒ
エ
・

ア
ワ

・
キ
ビ
の
種
子
を
置

き
、
ミ
カ
ン
を
半
分
に
切
り
ツ
ツ
ジ
の
校
に
刺
し
て

み
る
。
口
日
初
め
て
カ
ワ
ラ
ヒ
ソ

2
羽
が
給
餌
台
下

に
飛
来
し
ヒ
エ
や
ア
ワ
を
つ
い
ば
む
。
給
餌
台
の
存

在
が
知
れ
た
の
か
、
白
然
食
が
乏
し
く
な
っ
た
の
か

飛
来
す
る
種
と
数
は
明
え
て
き
た
。

1
1
2
月
に
給

餌
台
を
訪
れ
た
鳥
類
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
観

背
山
野
鳥
の
森
「
バ

l
ド
ハ
ウ
ス
」
に
は
、
同
附
に

坦
を
め
ぐ
ら
し
た
立
派
な
給
餌
施
設
が
あ
り
、
休
日

は
野
鳥
の
会
会
員
の
ボ
フ
ン
テ
ィ
ア
で
保
護
活
動
が

展
開
さ
れ
て
い
る
。
給
餌
台
に
は
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ

・

ヤ
マ
ガ
ラ
・
エ
ナ
ガ
・
メ
ジ
ロ

・
ア
オ
ジ
・
ク
U
ジ
・

ガ
ビ
チ
ョ
ウ
な
ど
が
出
入
り
し
、
ガ
ラ
ス
錯
し
に
か

わ
い
ら
し
い
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
「
問
附
の
環

境
と
与
え
る
餌
に
よ
り
、
餌
台
に
集
ま
る
種
類
が
変

13 



わ
る
の
で
は
a

と
い
う
テ

l
マ
で
比
較
観
察
し
た
ら

お
も
し
ろ
い
と
思
う
。

凶
日
に
染
料
植
物
園
駐
車
場
付
近
の
照
葉
樹
の
森

で
ト
ラ
ツ
グ
ミ
‘
ぬ
円
に
は
白
衣
観
音
下
の
ア
カ
マ

ツ
林
で
ヒ
ガ
ラ
の
群
れ
と
移
動
す
る
ゴ
ジ
ユ
ウ
カ
ラ

ー
羽
を
見
る
。

2 
月2

月
に
な
る
と
冬
型
の
気
圧
配
置
も
崩
れ
、
本
州

南
洋
を
通
過
す
る
低
気
圧
が
関
東
に
降
雪
を
も
た
ら

せ
た
。
日
本
海
側
の
雪
に
比
べ
れ
ば
さ
さ
や
か
で
あ

る
が
、
ロ

H
の
朝
は
キ
ャ
ン
プ
場
の
広
場
も
白
い
世

界
。
圏
内
を
点
検
す
る
と
、
雪
の
重
さ
で
曲
が
る
竹

や
雪
上
に
ノ
ウ
サ
ギ

・
キ
ツ
ネ
の
足
跡
な
ど
も
見
ら

れ
た
。
雑
木
林
の
雪
上
に
ゴ
マ
を
蒔
い
た
よ
う
な
黒

い
点
。
白
を
凝
ら
す
と
ト
ビ
ム
シ
が
跳
ね
て
い
る
。

ト
ビ
ム
シ
は
昆
虫
に
近
縁
な
原
始
的
グ
ル
ー
プ
で
、

土
壌
中
に
性
み
落
ち
葉
を
分
解
す
る
。
1
ミ
リ
に
満

た
な
い
仕
事
人
が
地
ド
で
大
量
の
落
ち
葉
を
片
付
け

て
い
る
。
当
は
普
段
見
え
な
い
生
物
の
存
在
を
教
え

て
く
れ
る
。

m
uの
朝
、
管
理
棟
前
の
ヒ
ノ
キ
林
に
マ
ヒ
ワ
の

群
れ
仰
羽
が
飛
来
し
た
。
2
月
に
入
り
給
餌
台
下
に

は
数
羽
の
マ
ヒ
ワ
は
来
て
い
た
が
群
れ
は
大
き
く
な
っ

た
。
ヒ
ノ
キ
の
球
果
を
つ
つ
き
小
さ
な
種
子
を
啄
ん

で
い
る
。
今
年
は
マ
ヒ
ワ
の
多
い
冬
で
あ
る
。

時
折
の
降
雪
や
寒
さ
は
残
る
が
、
朝
夕
の
明
る
さ

は
伸
び
春
が
確
実
に
近
づ
い
て
い
る
。

2
月
中
旬
図

内
に
自
生
す
る
ツ
バ
キ
の
開
花
が
始
ま
り
、
凶
日
に

・
」
と
鳴
く
オ
オ
タ
カ

は
「
ケ
ッ
ツ

ケ
ッ
ツ
・

ジョイナス給餌台に飛来した鳥頚（2011年1～2月）

鳥 類 （科） 月日 （天気） 備考（） 内の数は最大飛来数

ヒヨドリ（ヒヨドリ科） 1 月22日 （日高） ミカンを独占する． (1) 

ルリピタキ（ツグミ科） 1月 26日 （晴） 台付近に飛来する． （雌1)

一
ジョウビタキ（向上） 1月 26日（晴） 台付近に飛来する。 （雄雌2)

一明
ツグミ（向上） 1月 26日（晴） 台付近に飛来する． (1) 

ヤマガラ（シジュウカラ科） 2月 3日（晴） ヒマワリ種子を頻繁に運び去る． (2) 

シジュウカラ（向上） 1月 21日（晴） 台ょに飛来する． (1) 

ホオジロ（ホオジロ科） 2月 11日（宮） 台下に飛来する． （雄雌2)
トー

カシラダカ（向上） 2月 11臼（雪） 台下に飛来する． (2) 

カワラヒワ｛アトリ科） 2月 11日 （宮） 台下に飛来する． ( 11) 

マヒワ（同よ） 2月 14日（晴） 台下に飛来する． (4) 

シメ（向上） 1月 21日（情） 台ょに飛来する． ( 1) 

カケス（カラス科） 1月 22日（晴） ヒマワリ種子を食べる． (2) 

表1

幻
臼
に
は
荒
久
沢
の
竹
や
ぶ
で
ウ
グ

イ
ス
の
初
鳴
き
、
白
衣
観
音
下
両
斜
面
の
紅
梅
の
根

元
で
は
餌
を
探
す
ミ
ヤ
マ
ホ
オ
ジ
ロ

2
羽
を
見
る
。

の
戸
を
聞
く
。

今；＼
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植
物
を
ミ
ク
ロ
で
見
る

オ
ニ
ナ
ル
コ
ス
ゲ

（

1
）
 

青
木

雅
夫

小
穏
や
痩
果
の
形
が
お
も
し
ろ
く
て
、
円
取
近
は
そ

の
観
察
に
凝
っ
て
い
る
。
痩
果
の
形
を
見
る
と
様
々

で
、
そ
の
形
か
ら
種
の
同
定
が
出
来
る
の
が
お
も
し

ろ
い
と
思
っ
て
い
る
。
道
半
ば
だ
が
、
少
し
ず
つ
取

り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
東
毛
の
館
林
市
で
は
あ

ま
り
見
ら
れ
な
い
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
ス
ゲ
属
の
オ
ニ

ナ
ル
コ
ス
ゲ
で
あ
る
。
雌
し
べ
の
先
が

3
裂
し
、
痩

果
が
熟
し
て
く
る
と
花
柱
が
小
秘
の
先
か
ら
飛
び
出

さ
な
い
で
、
花
柱
が
く
る
り
と
ひ
ね
く
れ
る
よ
う
に

曲
が
る
。
そ
の
形
が
い
ろ
い
ろ
で
お
も
し
ろ
い
。
ピ

ン
セ
ッ
ト
で
押
さ
え
な
が
ら
柄
付
き
針
で
剥
く
の
だ

が
、
や
り
川
す
と
結
構
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

仲
間
を
少
し
追
っ
か
け
て
み
よ
う
。

こ
の

＊ 

本

3
月
日
日
午
後
2
時
必
分
、
－
一
陸
沖
を
震
源
と
す

る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9
・
0
の
国
内
観
測
史
上
最
大

の
巨
大
地
震
が
発
生
し
ま
し
た
。
高
崎
で
も
恐
怖
感

と
と
も
に
展
度
5
と
い
う
強
く
長
い
宿
れ
を
体
験
し

ま
し
た
。
太
平
洋
側
の
海
岸
地
帯
に
は
地
緩
後
に
沖

波
が
押
し
寄
せ
ま
し
た
。
防
波
堤
を
乗
り
越
え
、
住

宅
を
破
壊
し
な
が
ら
耕
地
を
突
き
進
む
津
波
の
様
子

が
テ
レ
ビ
両
面
に
映
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
飛
行
場

・

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

・
原
子
力
発
電
所
な
ど
先
端
技
術
施

設
も
白
然
の
パ
ワ

i
の
前
に
無
力
で
す
。
自
然
と
人

間
の
関
係
や
自
然
保
護
に
つ
い
て
与
え
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。
今
回
の
地
震

・
津
波
で
亡
く
な
っ
た
方
も
た

く
さ
ん
い
ま
す
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、

被
筈
の
少
な
か
っ
た
地
区
に
住
む
も
の
と
し
て
、
被

災
地
域
の
復
興
に
協
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
は
本
述
盟
が
で
き
て
四

O
周
年
に
な
り
ま
す
。

区
切
り
の
年
を
記
念
し
て
、
次
号
（
1
6
1
母
）
で

は
「
印
象
に
残
る
鶴
祭
会
」
を
特
集
し
ま
す
。

mw
年

問
、
多
数
の
内
然
観
察
会
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

ビ
ギ
ナ
！
と
し
て
初
め
て
参
加
し
た
時
の
こ
と
や
担

当
と
し
て
苦
労
し
た
こ
と
な
ど
た
く
さ
ん
の
思
い
出

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ご
意
見
等
も
含
め
て
原
稿
を

お
持
ち
し
て
い
ま
す
。

今
何
よ
り
青
木
雅
夫
さ
ん
に
よ
る

、楠
物
を
ミ
ク

ロ
で
見
る
」
を
連
載
し
ま
す
。
美
し
い
電
子
顕
微
鏡

に
よ
る
ミ
ク
ロ
の
植
物
写
真
を
紹
介
し
ま
す
。
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

次
号
の
原
稿
締
め
切
り
は

6
月
日

H
で
す
。
事
務

所
宛
に
お
送
り
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

に
υ

唱
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平成23年度 「自然観察会J

NPO法人群馬県自然保護連盟

t轟 所 開催 日 時 対象 内容 テーマ ’民 合 II 所 定員

① 太閏 金 山
4月24日（日）

一般
新銀の丘慢で容の花を 金関考駐車峨｛太田市金山町｝

30各
9時～15時 見つけよう 事F加費300門／人 .申込

③ 赤城山五槍尾Ul
6月5日（日）

一般
シロヤシオやサンリンソウ 赤峰山大潟駐軍JI （術情市富士見町）

30名
9時～15~ など春の花を観察しよう 事E加賀300門／人 要申込

③ 妙 n山周辺 7月23日（主） 9時 小3～ 石門めぐり、昆虫 ・水生生物 ・
さくらの里管理事務所駐車場 ｛下仁田町上小緩）

20名

こども自然観務会 24日｛目） 15時 中学生 錨物観鍍．動物の足跡慢し等
宿泊：妙軍事膏少年自棋の京 要申込

－加費： 3,500門（1；白28:3食付．傷害保険料等）

＠ 滋 Ill 
7月31日（日） 児童と 川量産びと水生生物‘ 魚の置E耳E 小平河川公園駐車i轟 (I喜岡市三渡川65) 

20•B 
9崎～14~ 保護者 河川教で昆虫．カエルZ専の餓穣 定員20組裏申込書幻自費 小学生以上300阿／人

⑤ 
谷川岳「ーの倉沢』 9月a日｛日｝

一般
日本三大岩盤『ーの倉沢」の 土合情付近駐車場｛みなかみlllT土合｝

30名
と湯 t官官 Ill 9時～15時 景観と湯倫曾川のブナ体観繋 告書加賀300門／人 要申込

⑥ ~ i:!!l l苛鉾山
10月28（日）

一般 秋の西上州の厳望を棄しもう
御荷鉾山スーパー林道 南登山口駐車場

30各
9時～15崎 ｛巌岡市上日野） 書量加費300円／人 要申込

① 上州三後山
10月30日（日｝

一般 紅援のぐんま苔名山の際紛
河内神社駐車場｛沼国市字m井町）

30名
9時～15時 事書加賢300円／人 要申込

①事前に申込が必裂です．定員を鐙える場合、参加者は先着順となります．

＠朝から雨の場合は中止することがあります．

③参加には参加賀が必要です． （金負傷害保険に加入します）

平成23年度「自然環境保全地嫌Jの自然観察と清掃活動

NPO法人群馬県自然保護連盟

t’ 所 開催日時 テ ー マ 集 会 II 所 定員

① 昭島 神 山
4月29日｛金 ・Ill) カ Jコソウ（サクラソウwや

駒ll~i霊山口 奥駐車i轟｛綱生市川内町） 15名
8崎～15時 ナルカミスミレを傑してみよう．

② 
相 馬 山 5月15日（日｝

早春の量地価物の患吹に触れてみよう．
僚名ヤセオネ鯨 4自民山霊山口付近

30名
黒 岩 9時～15時 （浅川市伊香保町｝

、2由 荒山高原 5月29日（日）
赤械のツツジや野鳥を探勝しよう．

赤峨木のii¥ローラー滑り台駐車l轟 H車道鍋劃稲吉線1
30名

荒 山 9時～15跨 （前f富市富士見町）

＠ 鈴 岳
8月28日（目｝

赤織山の巨石と展銀を棄しもう． 赤緑山新坂平駐車場｛前嶋市富士見町｝ 20名ケ
9時～15時

⑤ 
ta 書j 高原 9月18日（白） 秋の花を楽しみ． 赤械木の家ローラー滑り台駐車場 【林道鍋割相吉線｝

20名
ii Ill 山 9崎～15崎 山頂からスカイツリーを深そう． ｛前借市富士見町） ・鍋宮j’i原駐車場へ移動

＜注＞
①事前に申込が必要です．定員を超える場合、参加者は先着順となります．

②参加費は無料です．

③ザックに雨具、昼食、水筒を入れて各自持参してください

＠朝から雨の槻合は中止します．

@'if{手、ゴミ袋はNPO群馬県n然保護連盟が用意します．

⑥参加者は全員｛寡脅保険に加入していただきます （参加者の費用負拘はありません｝

au 
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平成23年度自然保僅対策委員会視察予定

考鋪iii II 合• 間均a 月月市
i’ 

樋物移4週土患の天狗岩に宣ります

銭高HI般地の湖周をIR察しますs.oo:t発

計馬県自然保II連盟 駐•t’I: 30 l1l発5~ 22臼 （日？

6局 19口 （8)東京電力側 !I上武脈線現場

八刈ダム工－~~.

’r U.J!!XllU＇盤石保健.ti

定朱

平成23年度自然観察教室

テーマ l 時限

40名｜
｜｜  

道｝｜！
長野纏院！CR19 ＂＇－首悔島野 良井 I 
市見学エーザイ木曽胸tl.J在住砲 I 

7 E1 ： エ・ ザノ木曽痢仏lI － ~布令抱 I c-I 20ぽ幻円

首の台 ｛シートルパス｝胸ヶ娘高原・ しも

ぴ平｛ロープウエ.－） 子畳般紙～干畳然

(0: 50）ー按鍵浄こー (0 35) 中岳

(Q. 30) ＊＇曾軍司守岳 往復

’E賄

5.α）（）内

4量

iliMO （民経過・ 1t隆道l ，讐湖東£～

R460. R402・平成徳商事観音・角毘ム ・

角図峨T台島多角田治

全長約6刷 .＂＇穆 ・約3時間 ：

飯店長向け初級を，5～6略聞かげて鶴自E

Mながらffきます．

.p. ス『
~ 

27名

ヨ出発 s00 

！”着 、9:00 

l蜘（雨天；先行）

憾の…日ソウ｜出発 6:00 

やグロユリ．シヲノキン l鍋着 21 00 

パイ．ハクサンイ子ゲ． I l』白2日
コベイケイ ソワ以どのi弘 I (f'lJ:決行）

山継物をして＞＜り観察し

ます．

田中19.江q,

，，持1Eの百名山

』証書g:;（ミスミソウ）

カタタリ~. !ll.｛益率敏物

の咲き’買う花の山の探訪

m 

?Eの西名111

か〈たや1

角田山 481.7m(If潟県｝

.. 催開開催日

4月10日（8)

－濁腐の為

予約停止 ~の仏人気月rN01 の111叫．

｜ 日本百名山
匂んじaヲじe I! +"II! かどり

千畳験～＊”駒ヶ岳
2.956.3m ｛長野県｝

高！Lift物の俊』圏平’Utは．

ロープウェイ嶋i屈で初心占

でも’司令岳lこ等科る至近な

中央アルノスの山てす

8月S臼（土｝

～7日（白）

事ロ
月
同
日

ロ
日月
初
日

ロ
月
幻
日

ロ
月
幻
ロ

ロ
月
刊
ω
日

1
月
6
口

E員会偏のみ． .予約． 往復とも貨切ハスを利用します. I草lei孟申込みあリ次第郵返します．

E託 銀合t屠所 ：上僧小笠パス隊 司苦 駐車場 ． It~県白似保優遇盟駐車JI＆寅和銀行高崎東支店駐車場

ー
月
7
H

i
月
日
口

1
月
日
同

1
月
同
日

1
月
凶
日

1
月
日
日

1
月
幻
日

1
月
幻
日

i
月
初
日

1
川
初
日

2
M
l
日

2
月
8
日

2
H
9
日

2
月
日
日

2
月
日
日

2
川
印
日

2
月
幻
口

2
月
幻

U

2
月
初
は

3
月
l
H

q
u阿
川

q
u
口
同 務

話
跡

（
削
）

局

日

ロ
月
理
事
会
ロ
名

N
P
O
赤
城
白
然
塾
会
議

会
報

「群
馬
の
自
然

・
冬
号
」
原
稿
印
刷
渡
し

谷
川
岳
エ
コ
ツ
！
リ
ズ
ム
推
進
会
議
（
み
な
か
み
町
）

仕
事
納
め

会
報
「
群
馬
の
自
然

・
冬
号
」
校
正
印
刷
渡
し

県
同
然
環
境
課
新
年
挨
拶

八
ツ
場
ダ
ム
工
事
事
務
所
新
年
挨
拶

赤
城
門
然
艶
実
行
委
員
会

赤
城
姫

・
編
集
会
議

会
報
「
群
馬
の
自
然

・
冬
号
」
郵
送

赤
城
自
然
塾
運
営
会
議

県
白
然
環
民
諜
「
観
察
会
共
催
申
請
」

妙
義
青
少
年
交
流
の
家
使
川
申
込
み

1
月
理
事
会

日
名

自
然
観
察
指
導
員
研
修
会
「
高
崎
観
音
山
」

理
事
会
議
事
録
郵
送
会
報
編
集
打
合
せ

小
寺
弘
之
前
知
事
「
県
民
葬
」

県
幹
部
親
族
葬
儀
参
列

赤
城
覚
満
洲
サ
サ
狩
り
作
戦
発
起
人
会

中
部
県
民
局
県
政
懇
談
会

2
月
間
也
事
会

9
名

赤
城
山
の
同
然
推
進
協
議
会

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

「総
会
」
会
場
巾
込
み

赤
城
姫
を
愛
す
る
集
ま
り
「
新
年
会
」

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
「
講
演
会
」
会
場
仮
予
約

赤
城
自
然
塾
運
営
会
議

ヮ，
唱
E
A



お
年
度
行
事
案
を
掲
載
し
ま
し
た
。
県
委
託
事
業

は
日
程
並
び
に
広
報
等
の
関
係
か
ら
総
会
決
議
を
待

た
ず
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
ま
た
お
年
度
総
会
を
左
に

よ
り
実
施
し
ま
す
。
規
約
に
よ
り
総
会
は
定
足
数
が

必
要
で
す
。
出
欠
席
通
知
、
並
び
に
委
任
状
を
同
封

し
ま
し
た
。
必
ず
ご
返
答
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

定
時
総
会
の
ご
案
内

日
時

5
月
幻
日
（
土
）

9
時
半
i
U時

場
所
群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
第
2
研
修
室

前
橋
市
文
京
町
2
1
2
0
1
2
2

官

0
2
7
1
2
2
4
1
5
7
0
0

講
演
会
の
ご
案
内
①

ぐ
ん
ま
自
然
観
察
指
導
員
会
の
講
演
会
が
開
催
さ

れ
ま
す
の
で
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

講
師

日
時

1
日
時

前
橋
市
総
合
福
祉
会
館
第
1
会
議
室

前
橋
市
日
吉
町
2
1
1
1
1
0

官

0
2
7
1
2
3
7
1
1
0
1
0

群
馬
県
自
然
環
境
調
査
研
究
会

里

見

哲

夫

氏

場日
所時

4
月
3
日
（
日
）

会演
費題

『シ
ダ
植
物
の
調
べ
方
』

無
料

講
演
会
の
ご
案
内
②

群
馬
県
自
然
保
護
連
盟
は
今
年
で
創
立

ω周
年
を

迎
え
ま
す
。

ω周
年
を
祝
し
、
記
念
講
演
会
を
開
催

し
ま
す
。
皆
様
の
ご
出
席
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

場日
所時

9
月
M
日
（
土
）
日
時
半

1
日
時
半

群
馬
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
第
l
研
修
室

前
橋
市
文
京
町
2
1
2
0
1
2
2

官

0
2
7
1
2
2
4
1
5
7
0
0

唐

沢

孝

一

氏

N
P
O自
然
観
察
大
学

副

学

長

都
市
烏
研
究
家

『
自
然
観
察
会
の
楽
し
さ
と
難
し
さ
』

『
自
然
保
護
と
教
育
に
つ
い
て
』

無
料

講
師

会副演
費題題

...... 
1寺三

寄
贈
図
書

好
孝
様

「利
尻

・
礼
文
等
植
物
花
図
鑑
」

「
ク
マ
に
会
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
」

「
カ
ラ
ス
の
死
骸
は
な
ぜ
み
あ
た
ら
な
い
か
」

「
鯨
イ
ル
カ
の
フ
ィ
ル

l
ド
ガ
イ
ド
」

会
費
納
入
の
お
願
い

会
計
年
度
は

4
月
1
日

1
翌
年
3
月
白
日
で
す
。

皆
様
の
力
で
自
然
保
護
活
動
の
輸
を
広
げ
て
い
き
た

い
と
念
じ
て
い
ま
す
。
振
替
用
紙
を
同
封
し
ま
し
た
。

お
早
め
に
お
納
め
下
さ
い
。

＊ 

＊ 

こ
の
度
発
生
い
た
し
ま
し
た
東
日
本
大
震
災
で
被

害
を
受
け
ら
れ
た
多
く
の
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。

一
刻
も
早
く
復
旧
さ
れ
る
こ
と
を

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。N

P
O
群
馬
県
自
然
保
護
連
盟
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