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１
月
６
日

増
富
は
小
淵
沢
か
ら
車

で
50
分
程
、
奥
に
は
瑞
牆
山
、
金
峰

山
を
控
え
た
、
ラ
ジ
ウ
ム
温
泉
と
し

て
有
名
な
温
泉
郷
で
す
。
そ
こ
か
ら

本
谷
川
沿
い
の
遊
歩
道
は
紅
葉
が
素

晴
ら
し
い
こ
と
で
も
有
名
で
す
。
さ

て
！
今
回
は
紅
葉
だ
け
で
は
な
い
、

増
富
の
さ
ら
に
奥
深
い
魅
力
を
感
じ

る
ウ
ォ
ー
ク
に
誘
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

最
初
は
な
ん
と
金
鉱
（
跡
）
探
し
。

興
味
津
々
。
脇
道
を
入
っ
て
い
く
と

「
金
鉱
跡
入
口
」
と
い
う
’
小
さ
な

標
識
が
あ
り
ま
し
た
。
途
中
ま
で
一

応
道
ら
し
い
も
の
は
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の
後
は
道
な
き
道
、
急
登
。
本
当

に
こ
ん
な
急
な
所
に
金
鉱
が
あ
っ
た

ん
だ
ろ
う
か
？
し
ば
ら
く
行
く
と
石

が
ゴ
ロ
ゴ
ロ
集
積
し
て
い
る
斜
面
に

出
ま
し
た
。
「
ズ
リ
場
」
と
言
う
そ

う
で
す
。
穴
を
掘
っ
た
と
き
に
出
て

く
る
石
を
投
げ
捨
て
た
所
だ
と
か
。

も
の
す
ご
い
数
の
石
と
岩
で
す
。

名
前
の
通
り
？
ズ
リ
ズ
リ
と
落
ち
そ

う
に
な
る
の
で
、
慎
重
に
。

し
ば
ら
く
登
っ
て
行
く
と
岩
の
壁

が
行
く
手
を
阻
ん
で
い
ま
す
。
そ
の

手
前
に
細
い
岩
が
裂
け
目
の
よ
う
に

開
い
て
い
て
ど
う
も
、
こ
れ
が
金
山

の
入
り
口
ら
し
い
!?

案
内
人
・
小
山
さ
ん
が
這
い
つ
く
ば
っ

て
中
に
入
っ
て
行
き
ま
す
。
交
代
で

私
た
ち
も
少
し
中
へ
入
っ
て
み
ま
し

た
。
今
は
あ
ま
り
奥
ま
で
は
入
れ
な

い
よ
う
で
す
。

さ
ら
に
進
ん
で
行
く
と
ま
た
鉱
山

の
入
り
口
と
思
わ
れ
る
穴
の
あ
る
岩

の
壁
が
現
れ
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
方

は
人
が
入
っ
て
い
け
る
よ
う
な
大
き

さ
は
な
く
、
入
り
口
か
ら
覗
き
込
ん

で
も
暗
く
て
中
は
見
え
ま
せ
ん
。
他

に
も
何
か
所
が
金
鉱
跡
が
あ
る
ら
し

い
の
で
す
が
、
き
ょ
う
は
こ
こ
ま
で
。

次
の
探
索
目
標
は
『
金
山
彦
命
の

祠
』
で
す
。
こ
の
金
山
彦
命
は
神
話

に
出
て
く
る
鉱
山
を
司
る
神
様
で
、

昔
か
ら
の
鉱
山
に
ほ
と
ん
ど
祭
ら
れ

て
い
る
神
様
の
よ
う
で
す
。
ナ
ラ
や

ヒ
ノ
キ
、
ホ
ウ
の
林
の
広
く
急
な
斜

面
を
あ
ち
こ
ち
登
っ
て
行
き
ま
す
が
、

そ
れ
ら
し
い
祠
は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。

諦
め
て
戻
り
か
け
る
と
向
こ
う
か
ら

年
配
の
男
性
が
歩
い
て
き
ま
す
。

尋
ね
る
と
「
あ
あ
、
そ
れ
な
ら
そ

の
大
岩
の
向
こ
う
に
灯
篭
が
二
つ
あ
っ

て
、
そ
こ
か
ら
上
に
登
っ
て
行
っ
た

と
こ
ろ
が
そ
う
だ
よ
。
で
も
祠
は
壊

れ
て
台
座
が
残
っ
て
い
る
だ
け
だ
よ
」

な
ん
と
！

地
元
の
猟
師
さ
ん
と
の

こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
は
「
こ
の
人

は
増
富
温
泉
の
仙
人
だ
」
と
言
い
合

い
ま
し
た
。

「
仙
人
」
に
言
わ
れ
た
通
り
岩
の

向
こ
う
に
行
っ
て
み
る
と
、
灯
篭
が

確
か
に
二
つ
残
っ
て
い
て
、
見
上
げ

る
と
上
の
方
に
な
に
や
ら
石
を
積
み

上
げ
た
台
座
ら
し
き
も
の
が
見
え
ま

す
。
斜
面
は
ほ
ん
と
に
急
で
、
し
か

も
落
ち
葉
が
積
み
重
な
っ
て
滑
り
や

す
く
、
周
り
の
笹
や
濯
木
に
し
が
み

つ
き
な
が
ら
登
っ
て
行
き
ま
す
。
や
っ

と
の
こ
と
で
、
石
積
み
の
台
座
の
所

に
辿
り
着
き
ま
し
た
。
祠
が
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
は
赤
松
の
倒
木
。

「
よ
く
こ
ん
な
森
の
奥
深
く
、
し

か
も
急
斜
面
に
祠
を
建
て
た
も
の
だ
」

と
感
心
し
つ
つ
、
こ
こ
を
教
え
て
く

れ
た
「
仙
人
」
と
の
偶
然
の
出
会
い

に
不
思
議
な
縁
を
感
じ
る
一
行
で
し

た
。そ

の
後
は
「
針
の
山
」
へ
。
そ
こ

か
ら
流
れ
出
る
「
陰
の
川
」
「
陽
の

川
」
は
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
も
あ
る

ら
し
い
。
さ
ら
に
こ
こ
は
金
峰
山
へ

の
御
岳
道
と
し
て
多
く
の
修
験
者
が

通
っ
た
道
で
も
あ
る
と
の
こ
と
、
ま

だ
ま
だ
興
味
深
い
歴
史
や
文
化
が
人

知
れ
ず
眠
っ
て
い
そ
う
。
ま
る
で
宝

探
し
と
言
っ
た
一
日
と
な
り
ま
し
た
。

春
が
来
ま
し
た
♪

さ
っ
そ
く
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
花
の
便
り
が

届
き
、
腰
が
浮
い
て
し
ま
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
通
信
の
人
気
コ
ラ
ム
「
歩
く
植
物
図
鑑
」
の
今
号

は
「
ガ
マ
」
。
先
生
は
「
長
い
で
す
」
と
心
配
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
が
、
全
文
を
掲
載
し
ま
す
。
一
つ
の
植
物
が
い
か
に
人
間
の

暮
ら
し
と
深
く
結
び
つ
い
て
き
た
か
、
そ
し
て
今
は
ど
れ
ほ
ど
そ

こ
か
ら
遠
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
驚
か
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

今
度
道
端
で
ガ
マ
を
見
か
け
た
ら
、
じ
っ
く
り
見
て
み
ま
す
！
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穂
綿

「
因
幡
の
白
兎
」
と
い
え
ば
、
幼
い

こ
ろ
に
読
み
聞
か
さ
れ
た
赤
裸
の
ウ

サ
ギ
を
思
い
出
す
。
そ
れ
に
小
学
生

の
こ
ろ
学
芸
会
の
劇
に
出
て
き
た
赤

裸
の
ウ
サ
ギ
が
ガ
マ
の
「
穂
綿
」
に

包
ま
れ
て
、
め
で
た
し
め
で
た
し
と

な
っ
た
一
幕
が
目
に
浮
か
ぶ
。

大
国
様

一
、
大
き
な
袋
を
肩
に
掛
け

大
国
様
が
来
か
か
る
と

こ
こ
に
因
幡
の
白
兎

皮
を
む
か
れ
て
赤
裸

二
、
大
国
様
は
哀
れ
が
り

「
き
れ
い
な
水
に
身
を
洗
い

ガ
マ
の
穂
綿
に
く
る
ま
れ
」
と

よ
く
よ
く
教
え
て
や
り
ま
し
た

三
、
大
国
様
の
言
う
と
お
り

き
れ
い
な
水
に
身
を
洗
い

ガ
マ
の
穂
綿
に
く
る
ま
れ
ば

兎
は
も
と
の
白
兎

（
尋
常
小
学
唱
歌

明
治
３
８
年

石
原
和
三
郎
作
詞
）

こ
の
「
大
国
様
」
の
歌
詞
は
古
事

記
に
の
こ
る
神
話
が
出
典
で
、
大
国

主
命
の
話
で
あ
る
。

古
事
記
に
は

䢣

こ
こ
に
大
穴

牟
遅
の
神
、
そ
の
莬
に
教
へ
て
の
り

た
ま
は
く
、
「
今
急
（
と
）
く
こ
の

水
門
に
往
き
て
、
水
も
ち
て
汝
が
身

を
洗
ひ
て
、
す
な
わ
ち
そ
の
水
門
の

蒲
の
黄
を
取
り
て
、
敷
き
散
し
て
、

そ
の
上
に

輾
（
こ
）
い
転
（
ま
ろ
）

び
な
ば
、
汝
が
身
本
の
膚
の
ご
と
、

か
な
ら
ず
差
（
い
）
え
な
む
」
と
の

り
た
ま
ひ
き
。
䢣

と
記
さ
れ
、

「
穂
綿
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

「
蒲
の
黄
」
と
は
花
粉
の
こ
と
で
、

前
記
の
小
学
唱
歌
で
は
大
国
主
命
は

「
䢣
『
ガ
マ
の
穂
綿
に
く
る
ま
れ
』

と
よ
く
よ
く
教
え
て
や
り
ま
し
た
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
皮
を
む
か
れ
て

赤
裸
に
な
っ
た
ウ
サ
ギ
が
敷
き
散
ら

し
た
の
は
、
ガ
マ
の
穂
綿
で
は
な
く

花
粉
で
あ
る
。
赤
裸
の
身
に
振
り
か

け
た
の
も
花
粉
で
あ
る
。
言
う
ま
で

も
な
く
、
黄
色
く
見
え
る
の
は
花
粉

の
他
に
は
な
い
。
雄
花
穂
に
つ
い
て

い
る
受
粉
前
の
花
粉
に
限
ら
れ
て
い

る
。「

穂
綿
」
は
ど
ん
な
代
物
な
の
か
。

真
っ
直
ぐ
立
っ
て
い
る
茶
褐
色
の
柱

状
の
穂
を
見
た
の
で
は
、
と
て
も
想

像
で
き
な
い
。
植
物
図
鑑
な
ど
の
書

を
見
て
も
、
そ
の
多
く
は
円
柱
状
の

穂
の
写
真
や
線
画
は
載
っ
て
い
る
も

の
の
、
「
穂
綿
」
の
詳
細
な
図
は
先

ず
見
当
た
ら
な
い
。
「
穂
綿
」
は
極

め
て
繊
細
に
で
き
て
お
り
、
ガ
マ
の

穂
か
ら
出
て
く
る
と
は
と
て
も
思
え

な
い
ほ
ど
、
特
異
な
形
質
で
あ
る
。

茶
褐
色
の
円
柱
状
に
見
え
る
、
い

わ
ゆ
る
蒲
の
穂
は
、
何
千
何
万
と
い

う
お
び
た
だ
し
い
数
の
種
子
と
綿
が

凝
縮
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
。
種
子
は

い
た
っ
て
小
さ
く
、
１
㎜
に
も
満
た

な
い
小
粒
で
、
そ
の
下
に
長
さ
１
㎝

ほ
ど
の
ク
モ
の
糸
の
よ
う
な
細
い
軟

毛
が
、
十
数
本
つ
い
て
い
る
。
こ
れ



第８１号（２） ２０１６年３月３０日

は
花
被
片
の
退
化
し
た
も
の
で
、
そ

の
毛
が
「
穂
綿
」
で
あ
る
。
ガ
マ
の

穂
の
茶
褐
色
で
ビ
ロ
ー
ド
状
の
円
柱

の
部
分
は
雌
花
の
名
残
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
穂
の
軸
を
中
心
に
つ
い
て

い
る
種
子(

心
皮)
の
先
（
花
柱
）
が

１
㎝
ほ
ど
伸
び
、
そ
の
先
に
残
る
茶

褐
色
柱
頭
の
集
ま
り
で
あ
る
。
こ
の

円
柱
を
「
雌
花
穂
」
と
称
し
、
そ
の

先
の
や
や
細
い
黄
褐
色
の
棒
状
の
部

分
が
花
粉
の
集
ま
り
で
、
「
雄
花
穂
」

で
あ
る
。

雌
花
穂
は
受
粉
が
終
る
と
茶
褐
色

に
な
り
、
晩
秋
に
ほ
ぐ
れ
、
種
子
を

付
け
た
穂
綿
は
軽
々
と
風
に
乗
っ
て

空
中
を
流
れ
て
い
く
。
ま
る
で
煙
が

舞
い
上
が
る
か
の
よ
う
で
、
昔
の
暮

ら
し
で
は
晩
秋
の
風
物
詩
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ

が
家
の
中
だ
と
大
変
な
こ
と
に
な
る
。

昔
を
懐
か
し
み
、
ガ
マ
の
穂
を
花
瓶

に
活
け
て
お
い
た
の
は
良
い
が
、
あ

る
日
の
こ
と
、
に
わ
か
に
穂
が
く
ず

れ
て
、
一
斉
に
穂
綿
が
浮
き
上
が
っ

て
部
屋
中
を
た
だ
よ
う
始
末
、
箒
で

掃
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
と
、
か
え
っ

て
舞
い
上
が
り
、
も
う
電
気
掃
除
機

に
た
よ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

穂
綿
は
ま
さ
に
綿
の
よ
う
で
細
く

軽
い
も
の
だ
か
ら
、
う
っ
か
り
す
る

と
目
に
入
り
、
毛
に
つ
い
た
小
粒
の

種
子
が
角
膜
を
痛
め
る
こ
と
が
あ
る
。

あ
る
い
は
鼻
か
ら
吸
い
込
ん
で
し
ま

う
危
険
も
あ
り
、
穂
綿
の
観
察
に
は

メ
ガ
ネ
と
マ
ス
ク
を
用
い
る
と
良
い
。

ま
た
、
よ
く
燃
え
る
の
で
注
意
を
要

す
る
。

そ
の
軽
い
毛
は
、
も
と
も
と
種
子

を
広
範
囲
に
飛
散
さ
せ
る
た
め
に
進

化
し
た
も
の
で
、
典
型
的
な
「
風
散

布
」
と
言
っ
て
よ
い
。
微
細
な
種
子

は
穂
綿
に
乗
っ
て
、
容
易
に
種
子
を

よ
り
遠
く
ま
で
移
動
さ
せ
、
そ
の
結

果
他
の
植
物
で
は
例
を
見
な
い
ほ
ど

の
広
い
分
布
を
示
し
て
い
る
。
北
海

道
～
九
州
は
も
と
よ
り
、
北
半
球
の

温
帯
か
ら
熱
帯
に
か
け
て
、
さ
ら
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
よ
ん
で
い
る
。

繁
殖
力
は
非
常
に
強
く
、
池
や
沼
の

浅
い
所
に
群
落
を
作
る
、
典
型
的
な

「
抽
水
植
物
」
（
注
１
）
で
あ
る
。

昔
は
至
る
所
に
あ
っ
た
水
湿
地
で
ご

く
普
通
に
見
ら
れ
る
身
近
な
植
物
で

あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

今
に
残
る
新
潟
県
の
「
蒲
原
」
や
滋

賀
県
の
「
蒲
生
」
な
ど
の
地
名
か
ら

も
そ
れ
と
解
る
。
ガ
マ
の
茂
る
原
野

を
開
い
て
田
を
作
っ
た
所
で
は
、

「
が
ま
た
」
「
か
ま
た
」
の
地
名
が

生
ず
る
場
合
が
多
く
、
東
京
大
田
区

の
「
蒲
田
」
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

な
お
、
「
鎌
田
」
の
小
地
名
も
蒲
田

か
ら
転
じ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

２

ガ
マ
の
花
粉

花
粉
を
薬
と
し
て
用
い
た
の
は
赤

裸
の
ウ
サ
ギ
だ
け
で
は
な
い
。
暮
ら

し
の
中
で
も
大
事
な
傷
薬
で
、
奈
良

時
代
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
。

漢
方
で
は
ガ
マ
の
花
粉
を
集
め
た
も

の
を
「
蒲
黄
」
（
ぼ
お
う
）
と
称
し
、

傷
口
に
ふ
り
か
け
る
な
ど
、
止
血
剤

と
し
て
今
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
推
察
す
る
と
、

赤
裸
の
ウ
サ
ギ
の
治
療
薬
は
、
ガ
マ

の
穂
綿
で
は
な
く
、
ガ
マ
の
雄
花
穂

を
敷
き
並
べ
、
そ
の
花
粉
に
よ
る
こ

と
が
充
分
考
え
ら
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
蒲
の
穂
は
、
初
期
の
こ

ろ
（
花
期
）
に
は
、
下
部
の
雌
花
穂

は
緑
褐
色
で
、
ま
だ
穂
綿
は
で
き
ず
、

赤
裸
の
ウ
サ
ギ
の
治
療
に
役
立
っ
た

も
の
は
何
も
な
い
。
一
方
上
部
の
雄

花
穂
は
黄
色
で
、
花
粉
を
盛
ん
に
放

出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ガ
マ
の

穂
の
仕
組
み
を
観
る
と
、
古
事
記
に

記
さ
れ
て
い
る
「
蒲
の
黄
」
は
こ
の

花
粉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

３

和
名
考

今
日
思
い
出
す
「
が
ま
」
と
い
え

ば
、
せ
い
ぜ
い
「
が
ま
の
油
」
か

「
が
ま
ぐ
ち
」
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
こ
れ
ら
は
ガ
マ
ガ
エ
ル
と
の
関

連
は
あ
っ
て
も
、
植
物
の
ガ
マ
と
の

つ
な
が
り
は
な
い
。
植
物
の
ガ
マ
と

日
々
の
暮
ら
し
と
の
深
い
関
わ
り
は
、

今
日
で
は
遥
か
に
遠
く
に
隔
た
っ
て

し
ま
っ
た
が
、
そ
の
歴
史
は
長
く
、

千
年
も
そ
れ
以
上
も
遥
か
昔
に
さ
か

の
ぼ
る
。

「
ガ
マ
」
の
和
名
は
古
く
は
「
カ

マ
」
で
、
葉
や
茎
を
編
ん
で
「
む
し

ろ
」
を
作
る
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と

は
「
組
む
」
が
語
源
で
、
「
ク
ム
」

「
カ
マ
」
「
ガ
マ
」
の
転
化
と
い
う
。

な
る
ほ
ど
、
ガ
マ
の
葉
は
長
く
、
し

か
も
ほ
ど
よ
く
１
㎝
ほ
ど
の
幅
が
あ

り
、
ス
ゲ
よ
り
も
厚
み
も
あ
っ
て
軽

く
、
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
容
易
に
敷

物
が
で
き
あ
が
る
。
夏
の
薄
縁
に
は

適
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
イ
グ
サ
に
よ
る
畳
が
普
及

す
る
ま
で
は
、
ガ
マ
の
葉
は
大
い
に

用
い
ら
れ
、
敷
物
と
し
て
暮
ら
し
に

深
く
溶
け
込
ん
で
い
た
。
宇
都
宮
貞

子
著
「
植
物
と
民
俗
」
に
よ
る
と
、

「
長
野
県
北
安
曇
郡
小
谷
村
の
深
原

で
は
、
近
代
に
至
っ
て
も
『
ガ
マ
ご

ざ
』
を
用
い
て
い
た
と
い
う
。
家
の

中
へ
敷
い
た
ほ
か
、
新
し
い
物
を
一

枚
巻
い
て
用
意
し
て
お
い
て
、
来
客

の
時
に
は
上
が
り
ば
な
の
板
の
間
へ
、

そ
れ
を
サ
ッ
と
広
げ
て
敷
き
、
腰
を

掛
け
さ
せ
て
も
て
な
し
た
」
と
い
う
。

ま
た
ガ
マ
の
茎
は
軽
い
の
で
「
た

ば
き
」
（
後
世
の
脚
絆
、
「
は
ば
き
」

と
も
い
う
）
を
編
む
の
に
向
い
て
い

た
。
か
つ
て
信
州
の
栄
村
で
は
「
ガ

マ
ハ
ハ
ギ
を
昔
よ
く
こ
さ
え
た
で
も
、

こ
れ
は
雪
つ
か
ぬ
し
、
足
軽
く
て
い
ぁ

ん
だ
。
ガ
マ
は
ジ
ク
タ
ミ
に
作
っ
と

い
て
、
そ
っ
く
ら
日
蔭
干
し
に
す
る
。

根
元
か
ら
二
尺
丈
に
切
っ
た
白
れ
と

こ
を
編
む
で
も
、
そ
の
前
に
湯
で
湿

め
し
て
や
あ
ー
っ
こ
く
し
て
、
で
っ

け
の
は
裂
い
て
か
ら
や
ら
ん
だ
。
」

と
言
う
昔
話
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ガ

マ
の
茎
は
ス
ゲ
や
藁
な
ど
よ
り
も
軽

く
、
し
か
も
暖
か
く
て
利
用
し
易
か
っ

た
ら
し
く
、
冬
に
は
専
ら
ガ
マ
ハ
バ

キ
が
重
宝
し
た
ら
し
い
。
信
州
の
中

郷
で
は
、
「
冬
は
ガ
マ
ハ
バ
キ
、
夏

は
ネ
エ
ゴ
ハ
バ
キ
」
と
い
っ
て
、

「
昔
は
ガ
マ
の
茎
で
雨
具
や
脛
巾

（
は
ば
き
）
作
っ
た
ど
も
、
ガ
マ
脛

巾
は
軽
く
て
、
水
し
ょ
ま
（
滲
み
）

ね
し
、
冬
は
の
く
と
い
。
」
と
。

４

暮
ら
し
の
中
で

ガ
マ
と
人
の
暮
ら
し
と
の
関
わ
り

は
深
く
、
ガ
マ
は
草
本
植
物
に
し
て

は
か
な
り
の
有
用
性
に
富
ん
で
い
る
。

生
長
し
た
葉
は
‘
ご
ざ
’
や
‘
は
ば

き
’
を
組
む
素
材
に
用
い
ら
れ
た
。

（
注
２
）
若
葉
は
山
菜
と
し
て
用
い
、

な
お
地
下
茎
も
で
ん
粉
を
含
ん
で
い

る
の
で
食
用
に
し
て
い
た
。
ま
た
前

述
の
よ
う
に
、
花
粉
は
‘
蒲
の
黄
’

と
言
わ
れ
て
傷
薬
に
使
わ
れ
て
き
た
。

花
被
か
ら
変
わ
っ
た
冠
毛
は
‘
穂
綿
’

と
し
て
さ
ら
に
重
用
で
、
体
の
保
温

材
と
し
て
、
ま
た
火
打
石
で
火
を
起

こ
す
際
の
火
口
（
ほ
く
ち
｜
つ
け
木
）

の
材
に
重
宝
し
た
。
火
口
へ
の
利
用

の
歴
史
は
意
外
に
長
く
、
石
器
時
代

か
ら
近
世
に
至
っ
て
マ
ッ
チ
が
普
及

し
た
こ
ろ
ま
で
、
ス
ス
キ
の
穂
、
桐

炭
、
お
が
ら
の
皮
、
キ
ビ
の
茎
、
稲

藁
と
共
に
活
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

ガ
マ
の
穂
綿
は
火
の
付
き
が
良
く
、

旅
行
用
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
、
特
別

に
「
旅
火
口
」
の
名
ま
で
つ
け
ら
れ

て
い
た
。
こ
と
に
‘
刻
み
煙
草
’
の

好
事
家
に
と
っ
て
は
、
必
携
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。
な
お
、
ガ
マ
製
の

火
口
は
ガ
マ
の
茎
か
ら
も
作
ら
れ
、

焼
い
た
茎
の
消
し
炭
を
粉
に
し
た
と

い
う
。
な
か
な
か
念
の
い
っ
た
こ
と

だ
。
さ
ら
に
は
、
ガ
マ
の
穂
か
ら
明

か
り
も
得
て
い
た
。
穂
を
か
わ
か
し

て
油
を
塗
り
、
松
明
（
た
い
ま
つ
）

や
ロ
ー
ソ
ク
の
代
わ
り
に
し
て
い
た

と
い
う
。
因
み
に
茎
と
い
え
ば
、
軽

い
う
え
に
ふ
ん
だ
ん
に
得
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
す
だ
れ
の
素
材
に
好
適
だ
っ

た
と
い
う
。
一
方
穂
綿
の
利
用
は
、

わ
が
国
で
ワ
タ
の
栽
培
が
始
ま
る
以

前
は
、
大
量
に
用
い
ら
れ
て
い
た
に

違
い
な
い
。
寝
具
の
ふ
と
ん
に
は
打
っ

て
つ
け
で
、
ど
れ
ほ
ど
重
宝
し
た
こ

と
か
。
今
日
で
は
「
布
団
」
と
書
く

の
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
が
、
昔
は

「
蒲
団
」
と
書
い
た
も
の
で
、
い
か

に
ガ
マ
が
暮
ら
し
に
深
く
と
け
こ
ん

で
い
た
か
、
そ
の
事
実
を
如
実
に
物

語
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ガ
マ
か
ら
受

け
た
恩
恵
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど

忘
却
の
彼
方
で
あ
る
。
今
一
つ
普
段

の
生
活
の
中
で
見
ら
れ
る
の
は
、
活

け
花
に
添
え
ら
れ
る
蒲
の
穂
で
あ
る
。

そ
れ
さ
え
も
ご
く
稀
で
、
時
に
茶
褐

色
の
穂
が
花
屋
の
店
頭
の
隅
で
す
っ

く
と
立
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
。

（
注
１
）
根
を
水
底
に
お
ろ
し
、
茎
や
葉
の

下
部
は
水
中
に
入
り
、
上
部
を
空
中
に
伸
ば

す
植
物
。

（
注
２
）
ガ
マ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
広
く
分

布
し
、
か
つ
て
欧
州
で
は
葉
を
屋
根
ふ
き
に

用
い
た
。


