
　

昨
年
秋
、
大
発
生
し
た
カ
メ
ム
シ
た
ち
は
、
今
年

大
雪
に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
湿
っ
た

重
い
雪
が
何
日
も
止
ま
ず
に
降
る
だ
ろ
う
。
も
し
か

す
る
と
、
黄
砂
も
大
量
に
降
る
か
も
知
れ
な
い
、
と

彼
等
は
口
々
に
言
っ
て
い
た
。

　

カ
マ
キ
リ
も
ミ
ノ
ム
シ
も
こ
れ
を
知
っ
て
い
た
節

が
あ
る
。
彼
等
は
い
つ
も
よ
り
も
一
段
と
高
い
と
こ

ろ
に
卵
を
生
み
、
巣
を
か
け
て
い
た
。

　

し
か
し
、中
央
気
象
台
は
そ
う
は
言
わ
な
か
っ
た
。

今
年
は
暖
冬
に
な
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
た
。
そ
れ

で
雪
も
少
な
い
だ
ろ
う
と
早
合
点
し
た
小
生
は
愚
か

で
あ
っ
た
。
雪
囲
い
も
ろ
く
に
し
な
か
っ
た
の
で
、

植
木
は
折
れ
る
や
ら
、
軒
端
の
垂
木
も
折
れ
そ
う
で

あ
る
。

　

と
も
か
く
、今
年
は
大
雪
で
あ
る
。
雪
の
重
み
で
、

米
沢
で
は
、
し
に
せ
の
料
亭
や
古
い
機
関
庫
が
倒
壊

し
て
い
る
。
新
庄
や
南
陽
で
は
、
余
り
の
積
雪
に
、

自
動
車
が
誤
っ
て
汽
車
道
に
入
っ
て
い
っ
た
り
し
て

い
る
。

　

私
た
ち
は
自
然
を
余
り
に
も
甘
く
み
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
。
大
雪
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
カ
メ
ム
シ

の
忠
告
に
も
耳
を
か
さ
な
か
っ
た
の
は
、
不
注
意
と

い
う
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
昔
の
人
は
こ
う
し
た
予
兆

に
は
ま
こ
と
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
雲
の
動
き
、
空
の

色
、
高
山
に
残
っ
た
雪
の
形
、
木
々
の
芽
吹
き
や
紅

葉
の
様
を
微
細
に
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
経

験
則
を
積
み
重
ね
て
、
予
兆
と
し
、
諺
と
し
て
、
季

節
の
少
し
の
動
き
を
も
逃
さ
ず
、
田
畑
を
耕
し
、
種

を
蒔
き
、
苗
を
植
え
て
き
た
。
当
た
る
に
せ
よ
、
当

た
ら
ぬ
に
せ
よ
、
予
兆
や
諺
を
重
視
し
て
き
た
の
は

こ
の
た
め
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
心
構

え
が
い
ま
は
失
わ
れ
て
い
る
。

　

先
ご
ろ
、
村
の
人
に
「 
寒  
前 
、
土
用

か
ん 
ま
え

 
後 
」
と
い
う

う
っ
し
ょ

諺
の
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
。
雪
の
降
り
方
は
年
に

よ
っ
て
違
う
。
あ
る
年
は
、
寒
の
季
節
に
入
る
前
、

つ
ま
り
年
の
暮
れ
な
い
し
正
月
早
々
に
ど
か
っ
と
降

り
、
あ
る
年
は
、
冬
の
土
用
が
過
ぎ
て
か
ら
ど
っ
と

降
る
、
と
い
う
意
味
だ
そ
う
だ
。
調
べ
て
み
た
ら
今

年
の
冬
の
土
用
は
一
月
十
七
日
。
と
す
れ
ば
、
今
年

の
雪
の
降
り
方
は
、
ま
さ
に
「
寒
前
」
の
典
型
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
も
う
安
心
、
と
も
行
か
な
い
も
の
ら
し

い
。
雪
と
い
う
も
の
は
、
一
筋
縄
で
は
捉
え
ら
れ
な

い
、
ま
こ
と
に
厄
介
な
も
の
で
あ
る
。
ま
あ
、
用
心

に
越
す
こ
と
は
な
い
。

　

大
雪
の
年
は
豊
作
だ
そ
う
だ
。
そ
れ
で
も
、豊
作
で

は
困
る
と
い
う
人
も
あ
る
か
ら
、世
の
中
な
か
な
か
難

し
い
も
の
で
あ
る
。
あ

る
人
（
同
じ
人
か
も
し

れ
な
い
）
が
減
反
せ
よ

と
言
い
、
同
時
に
食
糧

の
国
内
自
給
率
を
上
げ

よ
と
も
言
う
。
凡
人
に

は
な
か
な
か
理
解
し
に

く
い
難
事
で
あ
る
。

　

雪
の
中
で
生
き
て
行

く
に
は
、
と
き
と
し
て
極
度
の
慎
重
さ
を
必
要
と
す

る
。
甚
だ
し
い
地
吹
雪
の
最
中
、
雪
の
原
を
越
し
て

隣
村
に
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
な
ど
は
そ
の
例
で
あ

る
。
一
面
の
雪
原
を
最
上
地
方
で
は
「
は
で
や
ら
」

と
い
う
。
烈
風
は
四
方
八
方
か
ら
吹
き
募
っ
て
、
表

面
の
粉
の
よ
う
な
雪
を
舞
い
上
げ
、
立
っ
て
い
る
も

の
の
す
べ
て
を
、
下
か
ら
上
ま
で
真
っ
白
に
し
て
し

ま
う
。
ま
る
で
、
白
い
粉
を
ま
ぶ
し
た
よ
う
に
真
っ

白
に
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
最
上
地
方
で
は
「 
白  
粉 

し
し 
ゃ
こ

ま
ぶ
れ
」
と
い
う
。
地
吹
雪
の
と
き
、「
は
で
や
ら
」

を
こ
い
で
来
る
人
は
、
み
ん
な
、「
白
粉
ま
ぶ
れ
」
に

な
る
。
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地
吹
雪
は
前
に
歩
い
て
行
っ
た
人
の
足
跡
を
一
瞬

に
し
て
消
し
、
真
っ 
平 
に
し
て
し
ま
う
。
冷
た
い
烈

た
い
ら

風
は
針
の
よ
う
に
顔
に
突
き
刺
さ
っ
て
く
る
の
で
、

顔
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。で
き
た
に
し
て
も
、

天
も
地
も
も
う
も
う
た
る
雪
煙
り
で
、
あ
た
り
は
ま

る
で
夜
の
よ
う
に
暗
く
な
り
、
西
も
東
も
わ
か
ら
な

く
な
る
。

　

人
が
道
を
失
い
、
際
限
も
な
く
「
は
で
や
ら
」
を

こ
ぎ
回
り
、
つ
い
に
凍
死
し
て
し
ま
う
の
は
こ
ん
な

時
で
あ
る
。
こ
れ
を
最
上
地
方
で
は
「 
吹  
雪 
ど
り
に

ふ 

ぎ

逢
う
」
と
い
う
。「
吹
雪
ど
り
」
は
ま
こ
と
に
恐
ろ
し

い
。
小
生
も
一
度
な
ら
ず
ひ
や
っ
と
し
た
こ
と
が
あ

る
が
、
こ
ん
な
と
き
は
す
ぐ
目
の
前
に
あ
る
電
灯
の

明
か
り
も
見
え
な
く
な
る
。
不
安
の
余
り
、
夢
中
で

「
は
で
や
ら
」
に
踏
み
こ
み
勝
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
道

を
一
歩
踏
み
違
え
て
、「
は
で
や
ら
」
に
足
を
入
れ
た

ら
事
で
あ
る
。
ず
ぶ
ず
ぶ
腰
ま
で
ぬ
か
る
雪
原
を
あ

わ
て
て
こ
ぎ
歩
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
い
く
ら

歩
い
て
も
目
的
地
に
は
到
着
し
な
い
。
吹
雪
に
ま
か

れ
、
疲
労
困
ぱ
い
の
末
、
雪
の
原
に
倒
れ
て
し
ま
う
。

　

翌
朝
、
捜
し
当
て
て
み
る
と
、
彼
が
歩
い
た
の
は

せ
い
ぜ
い
直
径
五
〇
〇　

位
の
と
こ
ろ
を
た
だ
ぐ
る

ぐ
る
回
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
発
見
し
て
驚

く
。
人
の
歩
幅
は
左
右
の
足
で
多
少
違
う
の
で
、
目

標
も
な
く
進
む
と
、
自
然
、
そ
の
足
跡
は
丸
く
な
る

の
だ
そ
う
だ
。「
吹
雪
ど
り
に
逢
う
」
こ
ろ
は
、
人
は

そ
れ
こ
そ
「
白
粉
ま
ぶ
れ
」
に
な
っ
て
い
る
。
新
庄

あ
た
り
で
は
、
の
し
餅
を
焼
き
、
湯
に
く
ぐ
し
て
黄

粉
を
ま
ぶ
し
た
餅
を
「
吹
雪
ど
り
餅
」
と
い
っ
て
、

お
や
つ
に
し
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
ぴ
っ
た
り
の
名

で
あ
る
。「
吹
雪
ど
り
」
に
逢
わ
ず
に
命
を
全
う
す
る

に
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
そ
れ
は
前
に
歩
い
た

人
の
道
を
踏
み
外
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
地
吹
雪
で

足
跡
が
完
全
に
消
さ
れ
る
と
は
言
え
、
前
の
人
が
踏

ん
だ
個
所
は
確
か
に
「
は
で
や
ら
」
と
違
っ
て
固
い

筈
で
あ
る
。
こ
れ
を
足
裏
で
一
歩
一
歩
確
か
め
て
か

ら
慎
重
に
歩
を
運
ぶ
の
で
あ
る
。「
あ
ご
つ
り
道
」
は

馬
の
背
道
の
よ
う
に
歩
き
に
く
い
が
、
そ
こ
だ
け
が

固
く
な
っ
て
い
る
の
が
救
い
で
あ
る
。
前
人
の
足
跡

を
一
歩
一
歩
慎
重
に
確
め
て
歩
を
運
ぶ
。こ
れ
が「
吹

雪
ど
り
」
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
道
で
あ
る
。

　

冬
山
の
狩
人
や
登
山
家
は
、さ
ら
に
慎
重
で
あ
る
。

恐
ろ
し
い
の
は
不
意
の
雪
崩
で
あ
る
。
雪
崩
の
つ
く

個
所
は
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
時
と
し

て
、
こ
れ
ま
で
全
然
つ
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
も
つ

く
か
ら
油
断
で
き
な
い
。
山
登
り
の
ベ
テ
ラ
ン
か
ら

聞
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
は
急
な
雪
の
斜
面
を
上

下
す
る
と
き
、
ま
ず
捜
す
の
は
カ
モ
シ
カ
の
足
跡
だ

そ
う
だ
。
少
々
回
り
道
で
も
、
こ
の
方
が
ず
っ
と
安

全
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
雪
崩
の
つ
き
そ
う

な
と
こ
ろ
で
は
大
き
な
音
を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て

い
る
と
も
い
う
。

　

数
日
来
の
地
吹
雪
が
ぴ
た
り
と
止
ん
で
、
翌
朝
は

一
面
の
銀
世
界
。
広
い
雪
原
が
昇
る
朝
日
に
ま
ば
ゆ

く
輝
く
。
こ
ん
な
と
き
で
あ
る
。
庄
内
地
方
の
山
手

の
雪
原
に
大
小
の
雪
の
塊
が
俵
の
よ
う
な
形
で
、
ご

ろ
ん
ご
ろ
ん
こ
ろ
が
っ
て
い
る
不
思
議
な
光
景
を
目

に
す
る
の
は
。
小
さ
な
雪
の
塊
が
烈
風
に
押
し
ま
く

ら
れ
て
回
転
し
て
い
る
う
ち
に
、徐
々
に
成
長
し
て
、

米
俵
の
よ
う
に
大
き
く
な
る
の
だ
そ
う
だ
。
土
地
の

人
々
は
、
こ
れ
を
「
雪
俵
」
と
呼
び
、
豊
作
の 
瑞 ずい 
兆 

ち
ょ
う

と
し
て
喜
ぶ
。
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