
地

球

節
二
十
二
番

節

一
統

巽

長
野
願
伊
那
谷
北
部

の
竹
薮
に
裁
て

小

松

三

En.
良

日

次

山
､
序

言

二
､
地
域
及
び
調
遮
方
法

三
､
分

布

状

腰

四
､
林

祁

五
'
栽
蛸
及
び
利
用
状
況

E

序

言

伊
那
谷
の
淋
し
い
冬
砧
の
栄
群
に
､
平
和
を
色
彩
と

風
情
を
堺

へ
て
ゐ
る
も
の
ゝ
一
つ
は
'
彼
の
割
塞
す
る

竹
薮
で
あ
ら
う
｡
竹
族
は
ア
',,h
ヤ
の
モ
ン
ス
ー
ン
地
方

が
最
も
そ
の
種
頻
に
富
み
､
ア
',,h
ヤ
ほ
は
百
六
十
校
か
(こ

ら
あ
か
.
日
本
だ
け
に
旦

二
十
七
種
程
あ
る
と
い
ふ
｡キ叫

伊
都
谷
で
最
7P
有
用
で
あ
わ
且
つ
栽
培
す
る
も
の

は

苦

だ
け

は
ちく

竹

､

淡

竹
'
孟
宗
竹
で
あ
る
が
'
特
は
南
部
下
伊
那
で

は
美
林
が
あ
ら
を
の
栽
培
に
も
留
意
さ
れ
て
ゐ
る
｡
伊

郡
谷
の
北
部
即
ち
所
謂
伊
北
地
方
は
此
の
谷
に
於
け
る

竹
薮
の
北
部
限
界
で
あ
っ
て
'
其
の
面
積
も
至
っ
て
僅

か
で
は
あ
る
が
､
屋
敷
林
と
し
て
79
相
薗
重
要
在
役
割

を
持
っ
て
ゐ
る
串
は
分
布
の
上
か
ら
も
考

へ
ら
れ
る
｡

而
し
て
北
部
に
於

け

る
竹
薮
の
大
部
分
は
苦
竹
で
あ

与
'
淡
竹
は
稀
で
孟
宗
竹
は
殆
ん
ど
無

い
.
近
年
産
業

経
鱗
の
準
葦
に
件
以
竹
薮
79
漸
-
荒
廟
せ
ん
と
す
る
に

至
つ
ね
が
､
叉
最
近
そ
の
経
営
に
意
TがJ狂
が
ん
と
す
る
.

者
も
見
え
る
や
う
に
な
っ
た
｡
聾
者
は
昭
和
七
年
冬
よ

少
八
年
春
に
か
け
て
此
の
地
方
の
竹
薮
に
就
て
少
し
-

観
察
し
ね
か
ら
､
此
所
は
そ
の
地
坪
的
考

察

の

山
端
を

記
載
し
譜
蟹
の
御
嵩
数
を
仰
ぎ
た
い
と
恩
ふ
｡
本
稿
を

起
す
に
あ
た
タ
助
言
を
蒙
っ
た
下
川
損
人
氏
並
び
に
調

査
上
の
援
助
を
得
た
小
輝
彦
九
郎
氏
に
勤
し
戚
謝
の
意
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長
野
隙
仰
郡
谷
北
部
の
竹
萩
に
放
て

､ヽ

ー

､

/_
■
i;I

.･'
--

t■′=■.
■J/′L

′

h
f
袈
す
る
｡

批

二
)日
本
汀
対
人
都
外

二

地
域
及
び
調
査
方
法

･3
億
L
LJ
地
域
は
所
謂
伊
北
地
方
で

あ
っ
て
'
伊
那
谷
の
=fM
北
伽
を
占
め
小

野
盆
地

･
川
托
添
谷

･
天
龍
川
諏
訪
∩

を
も
含
ん
で
ゐ
る
O
節

1
岡
は
竹
薮
の

化
贋
を
成
る
叶
-
正
催
ーこ
茄
薗
分
の

一

地
形
閲
上
に
記
入
し
'
共
の
数
･:+
は
本

文
の
記
輔
と
照
人
=す
る
は
催
し
た
も
の

で
あ
る
｡
南
部
の
限
外
は
企
-
胡
稚
L

の
便
･..<
の
LJ
め
で
あ
っ
て
何
等
の
理
由

は
な

い
｡
即
ち
小
野

･
川

比
･伊
那
冨
･

糊
口
の
閃
ケ
材
を
主
と
し

束
箕
輪
及
び

巾
箕
輪
の

一
部
に
及
ん
で
ゐ
る
｡

調
布
jT方
法
は
預
め
次
の
如
き
調
布
要

萌

を
定
め
'
‖lj
h

l滋
託
せ
る
調
亜
カ
ー

ド
を
作
タ
'
そ
れ

に
よ
っ
て
野
外
別
報

を
蓬
げ
ね
｡

雷

五
七



(
一
)抹
殺

(
≡
)
土
質

(
五
)密
度

(
也
)竹
幹
太
さ

(
九
)栽
培
の
仕
方

(
二
)
地
形

(
四
)
立
地
面
積

(
六
)竹
幹
長
rb

(八
)初
年
生
本
数

(十
)利
用
方
面

鮮
二
十
二
番

庭
園
に
湛
ゑ
て
鑑
賞
用
と
す
る
釆
度
の
棉
小
面
積
の

も
の
は
除
き
'
他
は
殆
ん
ど
全
部
調
査
し
ね
が
'
本
文

に
於
で
は
立
地
面
積

一
ア
ー
ル
以
上
の
も
の
に
就
い
て

考
察
す
る
乙
と
は
し
た
い
.
竹
薮
の
接
樽
地
帯
に
あ
っ

た
も
の
は
同

一
単
位
と
し
て
取
扱
っ
た
｡
そ
れ
は
革
に

所
有
者
が
異
み
僅
か
の
境
界
が
あ
る
の
み
で
他
の
榛
件

は
殆
ん
ど
相
似
ね
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
地
形

は
大
鰭
の
観
察
は
基
づ
い
て
分
類
を
な
し
､
傾
斜
と
方

(二)

向
は
ク
リ
ノ
メ
ク
ー
を
使
用
し
た
｡
土
質
は
村
の
士
性

調
査
番
を
参
考
と
し
野
外
調
査
に

よ

っ
で
定
に
補
っ

た
｡
立
地
面
積
は
田
畑
等
の
如
き
判
然
た
る
境
界
あ
る

も
の
は
至
っ
て
少
-
'
大
抵
周
囲
は
離
水
と
混
酒
し
て

不
明
瞭
で
あ
っ
た
｡
従
っ
て
面
積
の
賓
測
も
困
難
で
あ

っ
た
か
ら
'
所
有
者
或
は
附
近
の
人
に
そ
の
反
別
を
訊

節

】
統

覚

五
八

き
或
は
目
測
は
よ
っ
て
大
略
を
計
算
し
た
｡
(
五
)
･
(六
)

(
七
)
｡(
A
)
の
四
境
は
各
単
位
地
域
の
林
榊
を
見
て
略

略
そ
の
中
等
の
地
儀
を
選
び
､
方
二
メ
ー
ト

ル
中
は
含

ま
れ
る
も
の
に
つ
き
観
察
し
た
｡
密
度
は
そ
の
個
健
数

を
数

へ
､
長
さ
は
ハ

ン
ド
レ
ゲ
エ
ル
或
は
目
測
に

V.

太
n
は
巻
尺
ほ
て
地

上

1
メ
ー
ト

ル
の
蓮
を
各
個

鰭に

つ
き
測
ら
後
平
均
値
を
計
算
し
た
｡
初
年
産
の
竹
幹

は

一
見
し
て
識
別
し
得
る
故
･tJの
佃
髄
数
を
数

へ
ね
.
戟

培
の
仕
方
は
各
地
方
の
官
姓
に
訪
ね
.
利
用
方
面
は
土

地
の
人
或
は
桶
職
人
に
つ
い
て
間
食
せ
た
｡
植
付
年
代

は
観
察
上
蒐
要
夜
瓢
で
あ
っ
た
が
､
最
近
栽
植
せ
る
も

の
J
外
は
鼎
歯
音
-
そ
の
年
代
も
不
明
の
も
の
が
多
か

っ
た
の
で
此
所
に
は
記
載
し
得
な
か
っ
た
｡
そ
の
結
果

は
第

l
表
の
如
-
で
あ
っ
て
'
厳
密
夜
成
績
は
得
ら
れ

在
か
っ
た
が
大
性
の
状
況
は
知
る
革
が
出
凍
る
か
と
恩

は
る
｡

誰
(
二
)仰
禦

:=村
土
性
調
教
概
要

伊

那
餌
村

飽

食

昭

利

四
年



長
野
嚇
仰

珊
谷
北
部
の

竹
薮

に
就

て

完





希雛;佗_ 所桁(a.) 地形 珊 画す 適 桓庶初輯生本数 長さ(m)太さ(cmー調 査1年月日

65 // 苅五郎 1平 地 - γ 8 8 1Li 7,9,966 〝 樋口 1段丘崖 15oW 5 7 9 7,10,17
67 ノ/ 〟 1 河梓戊 由DE 6 8 ll 〟

68洗好捕村北小河内 5 山政経 359W 12つ臥 妖上6 5 10 20 /′

69 〝 〝 2山 .放 7〇W 謁 芸を王…鮎 5 10 18 〟

70 // // .2曙 にj 60DW 4 7 ll 〟

71 〝 〝 1段丘ぷ皇10'W 8 7 ll 〟
72 〟 〝 1段丘崖 10oE 4 7 ll //

73 〝 〝 4山 政 5DE 3 12 21 〟

74 伊那下書t;村抑JS 1山 放 80-'E 6 4 8 7,12,1
75 〝 〝 3段丘IEi-;--_10つE 3 6 14 〟

76 〝 〝 1 河梓B=t..700W 300秒碇.堪 18 5 7 13 〟

78 〝 〝 10河岸j;:;圭450W 400秒砕､牒 13 2 8 15 〟

79 // 北大Ltf 4河浮出 40DW 350秒硬､壊 20 4 6 12 〟

80 // 羽場 1河粋崖 90ウW 4003501訂j150loワ40110り58;…≡卓100邑賢 妻盲章;7 1 6 6 7,10,30

81 〝 〃 1 路 地 75oW 6 6 8 〟
82 //北大Lt! 3扇状地 20oE 4 10 18 〟

83 〝 〝 8扇状地 20｡E 8 15 20 〟

84 〟 ′′ 12 山 鹿 15｡E 4 16 18 〟

85 〝 〝 1TIT # 70'E 3 10 17 〟

86 〃 〝 1Tll & 50つE 3 4 10 〟
87 〝 〝 10山 焚 80〇W 8 17 23 〟

88 〝 〝 1 山 ;虻 901E 4 ll 15 〟

89 // 〟 8山 放 60qE 4 13 20 〟
90 〟 〟 12扇状地 BOつE 4 15 20 〟

91 tlJ一旦引綱 才▲長汀ー 6扇状地 30つW 4 6 ll 〟

長
野
煤
伊
部
谷
北
部
の
竹
薮
に
裁
て

山
二

六

一



地

球

節
二
十
二
容

三

分

布

状

態

第

一
間
に
よ
っ
て
竹
薮
の
分
布
を
見
る
ほ
'
そ
の
潜

(::;)

る
し

-

地

形
に
制
約
さ
れ
て
ゐ
る
乙
と
が
明
ら
か
で
あ

る
｡
其
の
一
つ
は
尭
相
性
の
淡
谷
は
添
以
且
つ
谷
の
北

側
に
分
布
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
即
ち
飯
沼
川
｡横
川
川
｡

小
横
川
川

｡
喋
底
川
等
の
各
瑛
谷
で
あ
っ
て
､
特
は
小

楯
川
谷
は
於
で
は
そ
の
立
地
面
積
二
〇
〇
ア
ー
ル
に
及

び
断
秋
…伊
北
地
方
の
骨
棟
を
占
め
て
ゐ
る
｡
然
る
は
南

北
性
の
淡
谷
即
ち
辰
野
以
北
の
天
龍
川
谷
と
小
野
川
谷

に
あ
つ
て
は
殆
ん
ど
見
る
乙
と
の
出
凍
老

い
乙
と
は
興

味
あ
る
分
布
現
象
で
あ
る
｡
更
は
其
の

一
つ
は
山
麓
は

第
二
表

地
形
分
顛
末

多
-
'
谷
底
卒
川
面

に
は

節

一
触

三

六

二

を
分
徹
し
て
見
れ
ば
凡
そ
第
二
表
の
如
く
で
あ
る
｡

川
渡
は
立
地
す
る
も
の
ば
約
牛
数
を
占
め
'
次
に
段

第
二
固

傾

斜

分

布

蘭

稀
に
分
布
す
る
rJ
と
で
あ

る
｡
即
ち
大
域
山
塊
南
蛮

木
骨
山
塊
及
び
伊
都
山
塊

の
山
麓
に
は
良
-
聴
連
す

る
も
天
龍
川
沿
岸
の
平
坦

地
昔
に
は
極
め
て
稀
で
あ

る
｡
又
竹
薮
立
地
の
地
形



丘
毘
ほ
あ
る
も
の
も
舶
皆
多

い
,J
と
が
知
れ
る
｡
殆
ん

ど
各
部
が
傾
斜
地
形
で
あ
っ
て
平

坦
地
に
は
柿
で
あ
る

乙
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡
荷
立
地
の
地
形
を
見
る

た
め
に
そ
の
立
地

の
傾
斜
分
布
を
作
っ
た
｡
大
膿
の
地

形
と
よ
-

一
致
し
傾
斜
の
向
も
南
か
南
東
か
商
酉
で
あ

わ
､
他
の
場
合
は
金
-
異
例
で
あ
る
｡
従
っ
て
演
谷
に

分
布
す
る
79
の
は
そ
の
排
列
79
整
然
と
し
て
ゐ
る
O

聖

哀

傾
斜
分
顛
末

聖

表

に
よ
っ
三

品

仰 斜 l倍数‡甘分 比
01-10日 17日 8,5
110-20りE 13114,1
210-30lF 22123,9
310-40つZ 28 ｣30,5-

面
の
傾
斜
角
度
を
見
れ
ば

三
〇
度
乃
至
四
〇
度
の
も

の

が
三
〇
%
も
あ
ヵ
.
義

に
次
い

で二
〇
度
乃
至
三

〇
度
の
も
の
が
二
四
%
あ

っ
て
､
甚
だ
し
-
急
斜
面

に
立
地
し
て
ゐ
る
こ
と
が

考

へ
ら
れ
る
｡
土
質
は
宙

期
水
成
岩
の
崩
壊
土
よ
-
成
る
多
分
は
砂
塵
を
混
入
せ

る
土
壌
が
多
-
'
喋
底
其
の
他
二
三
の
地
鮎
に
於
て
は

火
山
岩
の
崩
壊
土
よ
少
成
る
埴
質
士
で
あ
る
｡
而
し
て

長
野
牌
伊
那
谷
北
部
の
竹
薮
に
就
て

土
嚢
の
大
部
分
は
地
形
と
相
待
っ
て
排
水
は
著
る
し
-

良
好
で
あ
る
｡
轟
地
は
稚
根
の
教
育
恵
-
且
つ
水
枯
病(四

)

東
浦
等
ほ
権
力
易

い
た
め
特
に
竹
に
は
過
し
を

5,と
云

ふ
｡
振
放
高
度
は
八
〇
〇
米
以
下
を
主
と
し
､
九
〇
〇

来
附
近
は
北
大
出
の

一
部
'
小
横
川
淡
谷
の
奥
地
､
小

野
盆
地
の

l
部
飯
沼
に
あ
わ
､

一
〇
〇
〇
釆
以
上
は
絶

無
で
あ
る
｡

以
上
を
椋
合
し
て
考
察
す
る
に
伊
那
谷
の
最
も
塞
冷

夜
気
倍
を
有
す
る
北
部
地
方
に
あ
つ
て
は
'
そ
の
分
布

が
潜
る
し
-
地
形
に
支
配
送
れ
て
ゐ
る
rJ
と
が
再
吟
味

さ
れ
p
ま
乙
と
は
督
熱
を
rJ
と
で
は
あ
る
が
興
味
あ
る

現
象
で
あ
る
｡
云
ふ
ま
で
も
無
-
地
形
と
気
候
と
は
密

接
な
翰
係
が
あ
わ
'
此
の
地
方
の
徽
気
候
の
観
測
が
必

要
で
あ
る
が
未
だ
を
の
資
料
が
無
か
っ
た
の
で
此
所
に

参
考
と
す
る
を
碍
改
ん
だ
｡
最
近
乙
の
地
方
の
数
育
骨

の
事
業
と
し
て
気
象
観
測
を
始
め
た
由
で
あ
る
か
ら
そ

の
結
果
は
期
待
さ
れ
る
｡

前
述
の
如
-
pJ
の
地
方
の
竹
薮
が
特
に
東
西
性
の
谷

の
北
側
に
あ
ヵ
'
且
つ
粕
皆
を
急
傾
斜
を
以
て
南
方
は

宝

六
三



地

球

節

二
十
二
審

傾
斜
す
る
は
'
恐
ら
-
年
中
卓
越
す
る
南
北
性
の
風
件

に
冬
季
の
塞
風
を
避
け
狙
暖
を
保

ね

ん

が

膚
で
あ
ら

う
0
骨
に
強
風
の
替
る
朗
は
竹
の
特
性
と
し
て
､
浅

い

鞭
娘
は
凪
の
た
め
揺
ぎ
易
-
.
符
の
教
生
や
生
長
に
悪

影
響
を
及
す
む
以

て防
風
林
ru
へ
必
要
と
さ
れ
る
が
'

此
の
地
方
に
あ
み
て
は
自
然
の
地
形
が
防
風
の
障
壁
と

･在
っ
て
ゐ
る
｡
又
日
骨
身
が
良
-
排
水
の
良
好
在
る
乙

と
は
殊
に
此
の
地
方
と
し
て
必
須
棟
件
守
あ
る
｡
要
す

(蕊
)

る
に
伊
北
地
方
は
於
け
る
竹
薮
立
地
の
状
態
は
中
林
拳

郎
氏
が

｢
竹
は
東
南
叉
は
歯
向
の
排
水
良
好
夜
綬
傾
斜

地
で
.
両
も
其
の
土
壌
は
磯
質
壌
土
若
し
-
は
砂
質
壌

土
を
最
も
好
む
も
の
で
あ
る
.｣
と
記
述
せ
る
も
の
と
よ

く

一
致
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

更
は
朱
群
の
上
よ
少
見
れ
ば
竹
薮
は
殆
ん
ど
屋
敷
林

で
あ
っ
て
p
或
は
衆
蕗
の
背
費
と
在
与
或
は
其
の
前
景

と
な
っ
て
ゐ
る
｡
又
竹
薮
の
あ
る
は
多
-
は
薯
家
或
は

資
産
家
で
あ
わ
.
荷
寺
に
は
必
ず
つ
き
も
の
と
さ
れ

て

ゐ
る
.
大
域
山
塊
の
寓
麓
辰
野
は
於
て
は
山
鹿
と
段
丘

崖
の
二
列
は
竹
薮
が
分
布
し
､
そ
の
間
に
栄
藤
が
散
在

鮮

1
批

冨

六

四

し
て
ゐ
る
景
観
は
中
央
線
の
汽
革
の
窓
か
ら
も
眺
め
ら

れ
る
｡
又
冬
の
静
か
在
村
h
Tし
て

一
層
平
和
の
趣
を
戚

ぜ
し
む
る
は
p
茅
屋
の
民
家
や

白壁
の
士
減
と
竹
薮
の

み
ど
-
と
が
覇
よ
-
調
和
を
見
せ

て

ゐ

る

こ
と
で
あ

(･:()

る
｡
袋
状
を
な
す
横
川
州
妹
姉
谷
は
多
-
の
竹
薮
を
見

る
の
は
興
味
あ
る
rJ
と
で
あ
る
が
'
殊
に
小
横
川
は
あ

ヽ
ヽ

っ
て
は
潜
高
遠
薄
の
殿
薮
と
し
て
保
護
さ
れ
て
ゐ
た
fJ

と
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
｡
そ
の
頃
小
横
川
の
竹
入
靖

ヽ
ヽ
ヽ

氏

･
小
棒
昇
氏
物
両
家
で
そ
の
薮
守
与
を
仰
付
か
っ
て

ゐ
ね
と
云
ふ
｡
潜
時
の
記
銀
は
よ
れ
ば
紙
面
稀

1
町
九

段
五
畝
二
十

一
歩
内
殿
薮
分
四
段
七
畝
二
十
九
歩
と
あ

也
)

る

〇

･

誰

(
≡
)
小
松
三
郎

木
曾
山
脈
北
部
束
斜
両
に
於
け
る
地
形
と
人
文

に
裁
て

地
球
節

1
四
各
節

一
統

(
四
)中
林
窄
郎

竹
林
の
合
理
的
栽
培
法

三
九
貢

昭
利
三
年

成
美
盤

(
蕊

(
四
)
に
同
じ

1
〇
七
試

(
六
)
八
木
貞
助

上
伊

那
の
地
形
と
自
助
鼎

一
八
貢

大
正
十

五
年

古
今
番
院

(
七
)
小
棒
透
九
郎
氏
の
報
せ
.
に
揺
る



E
I

林
相
に
就
い
て

林
刑
と
云
っ
て
も
植
物
撃
的
の
調
査
を
し
た
の
で
は

な
い
か
ら
ほ
ん
の
概
観
に
就

い
て
遊
べ
る
～fJ"
止
め
る
｡

立
竹
の
密
度
即
ち
竹
薮
の
瞥
開
度
は
笛
の
教
生
や
そ
の

大
小
に
直
接
の
影
響
を
及
す

と
皿
は
れ
る
が
､
調
査
地

域
の
過
中
敷
は
手
入
不
充
分
は
し
て
自
然
に
赦
任
せ
る

も
の
で
所
謂
薮
を
な
し
て
ゐ
る
た
め
､
そ
の
統
計
的
結

果
も
蝕
み
好
成
績
は
望
め
な
か
っ
た
｡
次
表
は
部
落
を

群
位
と
し
節

一
衷
よ
み
計
算
し
た
も
の
で
あ
る
.
密
度

一
ア
ー
ル
に
付

き
三
甘
木
乃
至
玉
石
本
位
は
制
令
は
笛

の
磯
塾
数
多
-
､
七
宵
五
十
本
以
上
は
を
の
磯
座
不
良

と
な
る
や
う
で
あ
る
.
箱
即
ち

一
年
塊
の
竹
幹
数
を
同

一
地
域
内
の
組
竹
幹
数
で
除
し
た
値
を
符
磯
生
率
と
し

て
嚢
中
に
記
入
し
た
｡

符
教
生
率
は
最
高
五
〇
%
よ
少
澱
低

一
一
%
の
ヶ
所

ま
で
あ
っ
滋
が
､
平
均
三
〇
%
以
上
の
部
落
は

1
舷
は

良
林
が
多

い
｡
是
は
地
域
的
に
は
何
等
明
ら
か
で
覆

い

が
可
成
力
人
為
的
の
手
入
如
何
に
依
る
の
で
は
あ
る
せ

い
か
｡
次
に
同
表
に
よ
-
骨
幹
の
長
n
と
太
n
を
知
る

た
め
に
節
三
間
と
第
四
間
む
作
っ
て
月
光
長
さ
と
太
ra

第
四
東

部

群

別

統

計

表

‥

長
野
悌
伊
那
芥
北
部
の
竹
薮
に
就
て

は
賂
比
例
す
る
も
の

も
如
-
'
矢
張
身
前

項
の
地
班
的
好
機
件

の
位
置
に
あ
る
も
の

は
そ
の
生
長
も
ま
ね

良
好
で
あ
る
こ
と
が

雨
間
の
比
較
は
よ
っ

て
肯
か
れ
る
の
で
あ

る
｡
又
北
部
の
小
野

六
五



地

球

第
三
固

竹
幹
長
さ
分
布
図

解

二
十
二
怨

節

.t
班

山式

六
六

最
後
に
此
の
地
方
の
竹
薮
の
特
殊
相
と
旦

雪
へ
る
景

観
は
'
そ
の
竹
薮
中
に
必
ず
落
葉
老
樹
の
二
三
本
を
混

へ
で
ゐ
る
rJ
と
で
あ
る
｡
特
に
そ
の
蕗
薬
樹
の
栗

･
樺

の
規
で
あ
る
rJ
と
は
甚
だ
以
て
注
意
す
可
き
で
あ
る
｡

多
望
地
方
に
あ
つ

ては
冬
季
雪
の
た
め
に
竹
幹
は
被
告

(A)

敬
慕
ひ
る
を
以
て
防
雪
の
施
設
79
必
要
と
さ
れ
る
.
然

第
四
聞

竹
幹
太
n
分
布
間

盆
地
や
川
島
渓
谷
に
あ
つ
て
は
長
n
太
rb共
は
著
し
-

劣
つ
よ
は
ゐ
る
が
p
南
部
に
至
る
ほ
後
払
太
さ
に
此
し

長
さ
の
比
較
的
伸
び
て
ゐ
る
傾
向
は
見
逸
せ
夜

5'
1
つ

の
現
象
で
あ
る
｡
北
大
出
に
於
で
は
両
者
の
生
長
著
し

-
他
を
し
の
い
で
ゐ
る
が
､
ま

た辰
野

･
小
横
川

｡
北

小
河
内
等
ほ
も
相
常
良

い
林
相
を
見
せ
て
ゐ
る
｡

■承



る
ほ
rJ
の
老
木
の
疎
放
は
等
藩
を
防
iI
に
充
分
な
役
割

を
果
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
落
葉
樹
で
あ
る
乙
と
は
冬

季
竹
薮
内
は
陽
光
を
支
障
を
-
投
入
せ
し
ひ
る
た
め
に

好
都
合
で
あ
る
｡

祉

(
A
)
(
四
)
に
同
じ

九
八
fb..<

五

栽
培
及
び
利
用
状
況

栽
牌
に
要
す
る
母
竹
は

1
年
生
か
二
年
生
の
周
囲

一

〇
糎
位
の
太
さ
の
も
の
が
よ
-
､
両
も
碓
竹
雄
竹
の

一

封
が
必
要
と
n
れ
る
｡
雅
竹
と
は
竹
幹
の
第

一
枚
が

一

本
の
も
の
岬
竹
と
は
二
本
の
も
の
を
云
ふ
｡
何
れ
も
四

五
段
の
枝
を
魂
し
そ
の
先
は
斜
に
切
少
去
る
O
植
付
の

時
季
は
八
月
が
良
-
水
髄
法
を
以
て
し
支
柱
を
立
て
J

鷲
-
｡
菅
か
ら

｢
親
に
ま
n
る
は
竹
｣
と
言
は
れ
で
ゐ

る
や
う
に

1
年
毎
に
大
き

い
笛
が
凝
珪
し
や
が
で
立
派

を
竹
薮
と
在
る
｡
筒
は
夏
土
用
ま
で
に
磯
生
せ
る
7g
の

は
成
長
ruせ
そ
れ
以
後
教
生
せ
る
も
の
は
取
除
く
が
普

通
で
あ
る
.
又
早
朝
竹
薮
を
巡
親
し
符
の
莱
先
に
露
の

生
じ
て
ゐ
な

い
も
の
は
除
去
す
る
が
よ
い
｡
こ
れ
は
云

ふ
攻
で
79
夜
-
何
等
か
の
障
害
に
よ
.つ
て
教
育
不
良
の

長

野

煤

伊

那
谷
北
部
の
竹
淡
に
就
て

筒
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
近
年
竹
材
の
需
要
が
頓
に
少

-
在
っ
た
為
､
自
然
栽
培
上
に
79
意
を
用
S
ず
放
任
し

て
あ
る
も
の
の
多

い
こ
と
は
前
述
の
迫

･a
で
あ
る
が
､

そ
れ
で
も
次
の
如
き
竹
薮
は
祁
皆
事
大
も
な
し
従
っ
て

莫
-
L

S,林
相
を

保
っ
て
ゐ
る
｡

＼ノ
)

)

)

)

)

ノヽ
)

､ーノヽ
~ノ

)

7
2

8

4

8
0

7

8
3

C73

7

ワ〟
n
d

3

4

4

5

5

6
7

8

8

′

し

(

(

(

′
t
ヽ

(

(

(

(

(

(

肥

料
と
し

て

は

塵
芥

が

最

も

普
通

で

あ
あ
､
丁
度

1

家
の
芥
捨
場
に
在
っ
て
ゐ
る
｡
鹿
家
に
は
常
に
所
謂
塵

芥
が
頗
る
多
-
且
つ
そ
れ
は
土
砂
温
み
で
あ
る
力
め
竹

(礼
)

薮
を
ど
は
唯

一
の
捨
場
と
さ
れ
る
｡
中
林
孝
郎
氏
は
填

た

｢
塵
芥
は
砂
塵
地
は
施
せ
ば
勅
願
あ
る
も
､
腐
植
壌

土
や
排
水
不
良
の
地
に
施
せ
ば
却
っ
て
客
が
あ
る
｣
と

述
べ
で
ゐ
る
が
'
此
の
地
方
の
地
形

･
土
質
か
ら
見
れ

ば
宛
も
芥
捨
場
に
適
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
.
又
参
禅

や
落
尭
79
よ
-
'
竹
薮
の
後
方
が
山
疏
さ
で
で
も
あ
れ

ば
秋
の
落
葉
を
土
砂
鳴
ら
は
掻

き
落
し

て
凍
て
林
中
に

ヽ
ヽ

散
布
す
る
が
最
も
よ
い
｡
小
横

川
で
は
最
近
鴛
の
JJ
じ

ヽ-1を
施
し
た
所
も
あ
っ
た
が
そ
の
結
果
は
良

い
や
う
で

あ
る
｡
菅
は
馬
の
蹄
が
竹
は
特
効
あ
る
と
言
っ
て
馬
の

芳

六
七



地

球

節

二
十
二
巷

血
牧
場
か
ら
拾
払
集
め
て
散
布
し
た
所
も
あ
っ
た
｡
竹

の
鞭
根
は
地
表
は
近

い
稜

い
所
に
生
育
し
､
新
撤
収
は

常
は
育
鞭
櫨
の
上
部
に
生
育
伸
長
す
る
79
の
で
あ
る
か

(10
)

ら
､
士
人
は
竹
の
栽
培
上
束
婁
夜
作
業
で
あ

る

｡

即
ち

一
面
か
ら

見

れ
ば

土
人
作
業
は
竹
薮
の
菓
新
法
で
あ

る
.
前
記
の
塵
芥
や
落
葉
の
中
に
は
多
畳
に
土
砂
が
混

入
し
て
ゐ
る
の
で

一
つ
に
は
土
人
の
役
目
も
英
し
て
ゐ

る
と
云
へ
る
｡
小
横
川
で
は
iL
凍
よ
わ
後
背
の
山
腹
か

ら
土
砂
を
掻

き
落
し
士
人
h
tL
で
ゐ
ね
｡

竹
の
伐
採

期
は
所
謂

｢
木
六
月
の
竹
八
月
｣
(萄
暦
)

で
秋
の
彼
律
頃
よ
か
整
容
二
月
頃
迄
が
よ
い
｡
竹
幹
は

三
年
壁
頃
に
在
れ
ば
表
面
に
薫
斑
が
壁
じ
'
四
年
目
と

在
れ
ば
相
帯
味
を
帯
び
､
六
七
年
に
在
れ
ば
全
表
面
亦

塊
を
帯
び
て
凍
る
と
云
ふ
｡
桶
屋
等
で
槌
ふ
ほ
は
三
年

乃
至
五
番
生
の
も
の
が
よ
-
､
六
年
を
越
え
た
も
の
は

乙
は
-
在
っ
て
位
以
難

い
相
で
あ
る
｡

竹
の
利
用
は
昔
は
相
皆
に
頗
か
っ
た
｡
導
水
用
の
髄

と
し
て
は

一
般
に
用
以
ら
れ
'
製
糸
工
場
で
も
始
め
は

非
常
に
多
数
使
用
し
た
が
.
銭
管
や
鉛
管
が
是
は
代
は

解
)
雛

六

八

六
八

る
に
及
ん
で
殆
ん
ど
無
用
と
を
-
､
又
桶
屋
で
堅
冗
衣

ヽ
ヽ

無
-
で
は
怒
ら
氾
も
の
で
あ
っ
た
が
是
亦
金
た
が
の
流

布
や
'
栗
に
稲
は
封
す
る
バ
ケ
ツ
等
金
属
製
容
器
の
出

兼
は
依
っ
て
竹
の
利
用
は
車
減
さ
れ
た
戚
が
あ
る
｡
然

し
竹
の
本
氷
の
特
性
を
利
用
す
る
は
あ
-
攻
で
至
億
で

あ
る
だ
け
は
自
家
用
と
す
る
日
用
晶
だ
け
で
も
少
-
は

な

い
｡
次
に
此
の
地
方
で
現
在

利用
さ
れ
て
ゐ
る
範
囲

数
列
馨
す
る
｡

樋
'
物
干
樺
､
旗
棒
'
茸
棚
､
檀
根
'
桶
の
ね
が
､

荒
舘
､
商
館
､
芥
髄
'
蛇
舘
'
茶
椀
寵
､
箕
'
辞
､

壁
材
､
芥
掻
､
ザ
ル
'
ビ
ク
'
第
-
竹
釘
､

小
横
川
で
は
竹
材
の
豊
富
で
あ
る
だ
け
に
へ
そ
の
利
用

方
面
や
販
路
は
就

い
て
も
度
々
研
究
さ
れ
､
村
鹿
骨
の

斡
旋
も
あ
わ
､
或
は
講
師
を
招
き
で
竹
細
工
の
講
習
を

な
し
､
或
は
扇
子
の
骨
を
作
っ
て
名
古
屋
方
面

へ
出
荷

せ
ん
と
L
t
或
は
笛
と
し
て
兼
京
方
面

へ
迭
ら
ん
と
し

た
が
飲
み
良

い
成
績
は
得
ず
ほ
終
っ
た
｡
竹
材
の
軍
債

も
大
正
八
九
年
頃
は
最
も
苗
-

1
園
に
つ
き

一
四
就
任

で
あ
っ
た
が
'
現
在
で
は
三
二
放
伐
で
あ
る
｡



要
す
る
は
此
の
地
方
の
竹
材
の
利
用
は

一
つ
は
前
記

の
自
家
用
と
し
て
の
家
庭
手
工
業
晶
を
得
'

一
つ
は
小

野

･
諏
訪
等
の
竹
姫
の
乏
し
い
地
方
に
僅
か
の
市
場
を

求
ひ
る
の
襟
度
で
十
分
で

は
あ

る
ま
い
か
と
m
心考
す

ら
.
而
し
て
要
n
に
荒
廃
せ
ん
と
す
る
此
の
地
方
幾
多

の
竹
薮
を
し
て
､
よ
-
そ
の
地
糊
的
事
情
を
明
ら
か
ほ

し
以
て
更
生
の
域
に
連
せ
し
め
ん
と
す
る
も
現
下
農
村

の

1
課
題
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