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先
年
北
海
道
で
雪
の
研
究
に
手
を
付
け
た
時
、
日
本
の
昔
の
雪
の
研
究
と

し
て
有
名
な
、
土
井
利
位

ど
い
と
し
つ
ら
の
『
雪
華
図
説

せ
っ
か
ず
せ
つ
』
と
鈴
木
牧
之

す
ず
き
ぼ
く
し
の
『
北 

越 

雪 

譜 

ほ
く
え
つ
せ
っ
ぷ

』

と
を
何
と
か
し
て
手
に
入
れ
た
い
も
の
と
思
っ
て
、
古
書
の
専
門
店
の
方
へ

も
聞
き
合
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
折
悪あ
し
く
ど
う
も
手
に
入
ら
な
い
の
で

困
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
何
思
わ
ず
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
雑
文
の
中

に
書
い
て
お
い
た
ら
、
早
速
そ
れ
で
は
私
の
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
を
御お
頒わ
け

し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
下
さ
っ
た
人
が
あ
っ
た
。

　
一
人
は
秋
田
の
人
で
、  

文    

久  

ぶ
ん
き
ゅ
う

二
年 

大  

槻  

磐  

渓 

お
お
つ
き
ば
ん
け
い

先
生
の
重
刻
に
な

る
『
雪
華
図
説
』
が
送
ら
れ
て
来
た
。
も
う
一
人
は
九
州
の
人
で
『
北
越
雪

譜
』
の
七
冊
揃ぞろ
い
の
大
変
保
存
の
よ
い
本
が
幸
運
に
も
手
に
入
っ
た
わ
け
で
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あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
後ご
間
も
な
く
こ
の
『
北
越
雪
譜
』
の
方
は
岩
波
文
庫

に
出
て
、
手
軽
に
誰だれ
に
も
手
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い

う
本
も
な
か
な
か
面
白
い
も
の
で
あ
る
。
『
雪
華
図
説
』
の
方
は
案
外
立
派

な
研
究
で
、 
天  
保 
て
ん
ぽ
う

時
代
の
日
本
の
自
然
研
究
者
の
仕
事
も
、
よ
く
見
る
と
、

色
々
学
ぶ
べ
き
点
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
特
に
私
に
は
興
味
が
あ
っ
た
。

『
北
越
雪
譜
』
の
方
は
、
昔
の
雪
国
の
生
活
の
記
録
が
沢
山
集
っ
て
い
る
と

い
う
点
で
科
学
的
に
見
て
も
大
切
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
番
大
切
な
所ゆ

以えん
は
、
当
時
の
人
々
の
雪
害
防
止
策
と
、
現
代
の
東
北
や
越
後
え
ち
ご
地
方
の
人
々

の
採
っ
て
い
る
対
策
と
が
、
殆ほと
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
、
現
代
日
本
の
文

化
的
あ
る
い
は
科
学
的
の
施
設
が
、
こ
れ
ら
の
地
方
に
は
殆
ん
ど
及
ん
で
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
分
る
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
そ
う
い
う
話
は
、
雪
国
出
の
政
治
家
な
ど
が
い
わ
れ
た
方
が
適

切
な
の
で
あ
っ
て
、
私
に
と
っ
て
も
っ
と
面
白
く
思
わ
れ
た
の
は
、
『
北
越

雪
譜
』
の
中
の
理
論
的
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る
一
種
の
論
理
学
で
あ
っ
た
。

徳
川
時
代
と
い
っ
て
も
、
天
保
の
頃
に
も
な
れ
ば
、
も
う
西
洋
の
学
問
も
入

っ
て
い
る
の
で
、
特
に
そ
の
頃
の
先
進
者
た
ち
の
頭
の
中
に
は
、
西
洋
学
的

な
物
の
考
え
方
即
ち
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
物
の
考
え
方
が
充
分
は
い
っ
て
来

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
『  

天
地
或
問
珍  

て
ん
ち
わ
く
も
ん
ち
ん
』
の
よ
う
な
本
の
中
の
自

然
現
象
の
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る
広
い
意
味
で
の
論
理
学
は
、
現
在
の
自

然
科
学
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
そ
の
骨
組
に
お
い
て
は
先ま
ず
同
じ
も

の
と
見
て
差
支
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
北
越
雪
譜
』
の

著
者
鈴
木
牧
之
翁おう
は
、
越
後
の 

塩  

沢 

し
お
ざ
わ

の
商
人
で
、
時
々
商
用
で
上
京
し
た
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時
に
当
時
の
い
わ
ゆ
る 

文  

人 

ぶ
ん
じ
ん

雅
客
が
か
く
と
交
ま
じ
わり
を
結
ん
で
は
い
た
も
の
の
、
そ

の
全
生
涯
は
殆
ん
ど
越
後
の
雪
の
中
で
送
ら
れ
た
も
の
と
見
て
差
支
え
な
い
。

　
こ
う
い
う
北
陸
の
片
田
舎
で
育
ち
、
西
欧
の
自
然
科
学
的
な
物
の
考
え
方

か
ら
す
っ
か
り
か
け
離
れ
て
生
長
し
た
人
の
持
っ
て
い
る
「
自
然
科
学
」
の

一
面
を
見
る
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
『
北
越
雪
譜
』
の
よ
う
な
も
の
が
案
外

良
い
資
料
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
私
に
は
こ
の
『
北
越
雪
譜
』

の
中
に
出
て
来
る
論
理
が
、
何
と
な
く
純
粋
に
日
本
的
あ
る
い
は
東
洋
的
な

も
の
と
い
う
気
が
し
て
大
変
面
白
か
っ
た
。

　
第
一
節
は
「
地ち
気き
雪
と
成
る
弁
」
で
あ
っ
て
、
天
地
の
間
に
、
三
つ
の
際
へ
だ
て

が
あ
っ
て
、
地
に
近
い 

温  

際 

お
ん
さ
い

か
ら
地
気
が
昇
っ
て
行
っ
て 

冷  

際 

れ
い
さ
い

に
到いた
っ

て
、
温
か
な
る
気
が
消
え
て
雨
や
雪
に
な
る
と
い
う
話
が
書
い
て
あ
る
。
こ
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の
話
は
、
そ
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
と
温
度
と
熱
の
概
念
と
を
訂
正

さ
え
す
れ
ば
、
す
っ
か
り
現
代
の
科
学
の
説
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て

そ
の
骨
組
だ
け
を
見
れ
ば
、
こ
う
い
う
考
え
方
は
現
代
科
学
と
同
じ
仲
間
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
牧
之
翁
自
身
も
、
「
是これ
余
が
発
明
に
あ
ら
ず
諸

書
に
散
見
し
た
る
古
人
の
説
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此こ
処こ

で
は
問
題
に
す
る
こ
と
も
な
か
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
牧
之
翁
の
論
理
学
が
躍
如
と
し
て
出
て
来
る
も
の
は
、
も
っ

と
地
方
的
の
現
象
の
説
明
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
初
雪
」
の
と
こ
ろ
に
は
次

の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　
　
…
…
そ
も
そ
も
越
後
国
は
北
方
の
陰
地
い
ん
ち
な
れ
ど
も
、
一
国
の
内うち
陰
陽
を

　
　
前
後
す
。
い
か
ん
と
な
れ
ば
天
は
西
北
に
た
ら
ず
、
ゆ
ゑ
に
西
北
を
陰
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と
し
、
地
は
東
南
に
足
ら
ず
、
ゆ
ゑ
に
東
南
を
陽
と
す
。
越
後
の
地
勢

　
　
は
、
西
北
は
大
海
に
対
し
て
陽
気
な
り
。
東
南
は
高
山
連
つ
ら
なり
て
陰
気
な

　
　
り
。
ゆ﹅
ゑ﹅
に﹅
西
北
の
郡
村
は
雪
浅
く
、
東
南
の 

諸  

邑 

し
ょ
ゆ
う

は
雪
深
し
。
…

　
　
…

　
こ
の
文
章
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
陰
陽
の
考
え
方
は
勿
論
支
那
の
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
興
味
の
あ
る
の
は
、
こ
の 

片  

鱗 

へ
ん
り
ん

の
中

に
現
わ
れ
て
い
る
論
理
で
あ
ろ
う
。
先
ず
初
め
に
こ
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い

る
「
ゆ
ゑ
に
」
を
色
々
に
考
え
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
私
に
は
ど
う
も
分
ら

な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
「
ゆ
ゑ
に
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
肝
心
な
定
理
か
仮

説
に
な
る
も
の
と
い
う
の
が
こ
の
場
合
は
、
「
天
は
西
北
に
た
ら
ず
」
「
地

は
東
南
に
足
ら
ず
」
と
い
う
の
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
後
の
越
後
の
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地
勢
と
ど
う
連
絡
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
こ
う
い
う
仮
説
が
ど
う
し
て
必
要

な
の
か
が
な
か
な
か
了
解
出
来
な
か
っ
た
。
勿
論
論
理
自
身
を
今
問
題
に
し

て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
う
い
う
風
に
説
き
す
す
め
て
行
く
方
が
物
事
が

分
り
や
す
か
っ
た
ら
し
い
牧
之
翁
の
頭
の
作
用
が
、
現
代
の
私
た
ち
に
は
呑の

み
込
め
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
れ
は
「
語ご
呂ろ
の
論
理
」
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
論
に
達
し
て
、
さ
っ
さ
と
次
へ
読
み
進
む
こ
と

に
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
仙
台
で
小
宮
こ
み
や
さ
ん
の
御
宅
お
た
く
を
訪
ね
た
時
に
、
丁
度
水
曜
の
面

会
日
に
当
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
席
上
で
何
気
な
に
げ
な
く
こ
の
語
呂
の
論
理
の

話
を
し
た
ら
、
同
席
の
長
谷
川

は
せ
が
わ

君
が
大
変
面
白
が
っ
て
、
「
そ
う
い
え
ば
、

『
北
越
雪
譜
』
の
中
の
雪
中
の
虫
の
と
こ
ろ
に
「  

金    

中  
か
ね
の
な
か

猶なお
虫
あ
り
、
雪ゆ
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中   
き
の
な
か

虫
無
な
か
らん
や
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
」
と
い
う
話
を
し
て
く
れ
た
。

私
は
う
っ
か
り
読
み
通
っ
て
い
た
の
で
、
帰
っ
て
か
ら
早
速
探
し
て
見
る
と
、

な
る
ほ
ど
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
語
呂
の
論
理
の
例
と
し
て
は
、
こ

の
方
が
簡
潔
で
良
い
の
で
、
そ
の
後
は
し
ば
し
ば
こ
の
方
を
借
用
す
る
こ
と

に
し
た
。

「
雪
中
の
虫
」
の
説
は
な
か
な
か
の
傑
作
で
あ
る
。
凡およ
そ
銅
鉄
の
腐
る
は
じ

め
は
虫
が
生
ず
る
た
め
で
、
「
錆
さ
び
るは
腐
く
さ
るの
始
は
じ
め、
錆さび
の
中
か
な
ら
ず
虫
あ
り
、

肉
眼
に
及
ば
ざ
る
ゆ
ゑ
」
人
が
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は 

蘭  

人 

ら
ん
じ
ん

の

説
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
「
金
中
猶
虫
あ
り
、
雪
中
虫

無
ん
や
」
と
い
う
の
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
。

「
雪
中
虫
無
ん
や
」
の
話
は
、
そ
の
時
は
大
笑
い
に
な
っ
て
済
ん
で
し
ま
っ
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た
。
そ
し
て
西
洋
の
自
然
科
学
風
な
考
え
方
の
洗
礼
を
ま
だ
受
け
て
い
な
い

頃
の
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
頭
の
中
を
ち
ら
と
覗のぞ
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
大
変

愉
快
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後ご
よ
く
注
意
し
て
い
る
と
、
こ
の
語
呂
の

論
理
は
案
外
現
代
に
も
色
々
の
所
で
す
ま
し
た
顔
を
し
て
通
用
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
特
に
驚
い
た
こ
と
に
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
現
代

科
学
の
学
会
の
討
論
な
ど
に
も
、
時
々
は
「
金
中
猶
虫
あ
り
、
雪
中
虫
無
ん

や
」
と
全
く
同
じ
論
理
が
出
て
来
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ

う
い
う
論
を
す
る
人
を
、
徳
川
時
代
の
頭
の
人
と
言
お
う
と
い
う
の
で
は
な

い
。
恥
は
ず
かし
い
話
で
あ
る
が
、
現
在
の 
我  
国 
わ
が
く
に

の
科
学
界
は
世
界
の
水
準
を
抜

い
て
い
る
よ
う
に
新
聞
や
雑
誌
な
ど
に
時
々
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
ど
う
も
余よ
所そ
眼め
の
話
で
、
本
当
に
内
部
に
入
っ
て
、
そ
の
学
問
的
地
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位
を
冷
静
に
考
え
て
見
る
と
、
ま
だ
ま
だ
日
本
の
学
問
は
世
界
的
の
水
準
に

達
し
て
い
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
少
し
極
端
に
い
え
ば
、
外
国
に
柿かき
に

種
が
六
つ
あ
る
と
い
う
論
文
が
出
る
と
、
梨なし
に
は
八
つ
あ
る
と
い
う
論
文
が

日
本
で
一
、
二
年
後
に
出
る
よ
う
な
程
度
の
こ
と
が
ま
だ
か
な
り
多
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
か
ら
見
た
ら
、
語
呂
の
論
理
で
も
何
で
も
、
と
に
か
く
一
つ
の

見
識
を
持
と
う
と
い
う
の
は
ま
だ
良
い
方
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
の
三
、
四
年
来
、
日
本
の
気
候
医
学
の
方
面
で
、
空
気
イ
オ
ン
の
衛
生

学
的
研
究
が
一
部
で
盛
さ
か
んに
始
め
ら
れ
た
。
或あ
る
大
学
の
研
究
室
で
は
、
陰
イ

オ
ン
が
、 

喘  

息 

ぜ
ん
そ
く

や
結
核
性
微
熱
に
対
し
て
沈
静
的
に
作
用
す
る
と
い
う
結

果
を
得
て
、
臨
床
的
に
も
応
用
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
陽
イ
オ

ン
は
そ
れ
と
反
対
に
興
奮
性
の
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
て
い
た
。
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と
こ
ろ
が
他
の
大
学
の
研
究
で
は
、
イ
オ
ン
の
生
理
作
用
は
、
陰
陽
共
に
同

一
方
向
の
影
響
が
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
作
用
の
程
度
が
、
イ
オ
ン
の
種
類
に

よ
っ
て
異
こ
と
なる
と
い
う
実
験
的
結
果
が
沢
山
出
て
来
た
。
そ
れ
で
学
会
で
、
こ

れ
ら
の
二
系
統
の
論
文
が
並
ん
で
発
表
さ
れ
た
時
に
は
、 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

盛
な
討
論

が
行
わ
れ
た
。
或
る
理
由
で
そ
の
席
上
に
連
つ
ら
なっ
て
い
た
私
は
、
そ
の
方
面
と

は
ま
る
で
専
門
ち
が
い
な
の
で
極
め
て
暢
気
の
ん
き
に
構
え
て
、
そ
の
討
論
を
聞
い

て
面
白
が
っ
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
こ
う
い
う
の
も
あ
っ
た
。
「
陰
イ
オ
ン

が
沈
静
的
に
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
臨
床
的
に
も
沢
山
の
例
に
つ
い
て

確
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
験
的
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
事
実
と
す
れ

ば
、
陽
イ
オ
ン
が
そ
の
反
対
に
、
興
奮
的
に
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た

疑
う
余
地
が
な
い
」
と
い
う
議
論
が
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
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正まさ
し
く
語
呂
の
論
理
の
適
例
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
う
い
う
立
派
な
学
会

で
の
討
論
を
「
雪
中
虫
無
ん
や
」
と
内
容
的
に
同
じ
も
の
と
い
う
の
で
は
決

し
て
な
い
が
、
論
理
の
形
式
が
同
型
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
勿
論
、
実
際
は
陰
イ
オ
ン
が
沈
静
的
に
働
き
、
陽
イ
オ
ン
が
興
奮

的
に
作
用
す
る
と
い
う
研
究
結
果
を
得
ら
れ
て
、
そ
の
事
実
を
発
表
し
よ
う

と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
聴
衆
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
時
に
、

不
用
意
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
持
っ
て
い
た
表
現
形
式
が
出
て
来

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
風
に
見
る
と
、
語
呂
の
論
理
は
日
本
人
の
頭
の

奥
底
に
か
な
り
強
い
一
つ
の
思
想
形
式
と
し
て
今
も
な
お
残
っ
て
い
る
も
の

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
い
う
例
は
、
勿
論
外
に
も
沢
山
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
或
る
種
の
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政
治
家
た
ち
の
議
論
に
は
、
随
分
激
し
い
語
呂
の
論
理
が
平
気
で
幅
を
き
か

せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
先
年
い
つ
か
汽
車
の
中
で
、
こ
う
い
う
種
類
の
政

治
家
ら
し
い
人
が
、
肥ふと
っ
て  

頑    

丈  

が
ん
じ
ょ
う

な
肩
を
い
か
ら
せ
な
が
ら
、
地
方
の

代
表
者
ら
し
い
人
を
二
、
三
人
前
に
置
い
て
、
盛
に
高
説
を
き
か
せ
て
い
た

の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
丁
度
或
る
大
学
事
件
が
や
か
ま
し
か
っ
た
頃
で
、

そ
の
政
治
家
は
、
大
学
の
「
研
究
の
自
由
」
に
つ
い
て
盛
に
論
じ
て
い
る
ら

し
か
っ
た
。

「
い
く
ら
研
究
の
自
由
だ
か
ら
と
言
っ
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
大
学
令
に
、
国
家

に 

枢  

要 

す
う
よ
う

な
る
研
究
の 

蘊  

奥 

う
ん
の
う

を
極
め
と
あ
る
以
上
、
（
本
当
は
そ
ん
な
こ

と
は
書
い
て
な
い
が
）
国
家
に
害
あ
る
よ
う
な
研
究
を
自
由
に
や
る
と
い
う

法
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
ね
」
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「
い
や
勿
論
で
御ご
座ざ
い
ま
す
よ
。
ど
う
も
こ
の
頃
大
学
の
先
生
も
少
し
図
に

乗
り
過
ぎ
ま
し
た
か
ら
ね
」

「
そ
う
だ
よ
、
そ
う
だ
よ
。
少
し
図
に
乗
り
過
ぎ
て
い
る
ん
だ
よ
、
常
識
で

考
え
た
っ
て
、
国
家
か
ら
金
を
貰もら
っ
て
、
国
家
の
機
関
と
し
て
研
究
を
し
て

い
る
の
に
、
国
家
に
枢
要
な
る
研
究
を
す
る
の
は
、
君
、
当
り
前
だ
よ
」

と
い
う
風
な
話
が
ち
ょ
い
ち
ょ
い
聞きこ
え
て
来
る
。
こ
う
い
う
議
論
は
勿
論
本

当
過
ぎ
る
く
ら
い
本
当
の
こ
と
で
、
何
も
議
論
に
な
る
よ
う
な
問
題
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
議
論
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
語
呂
の
論
理

の
一
つ
の
例
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
場
合
、
問
題
に
な
る
の
は
、
或
る
大
学
の
或
る
教
授
が
、
一
つ
の
研

究
を
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
研
究
が
国
家
に
枢
要
な
研
究
で
あ
る
か
否
か
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の
判
断
を
誰だれ
が
す
る
か
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
従
来
は
そ
れ
を
大
学
の
教

授
の
判
断
に
任
せ
て
お
い
た
が
、
と
か
く
専
門
学
者
に
は
そ
う
い
う
判
断
力

が
少
い
か
ら
、
例
え
ば
監
督
官
庁
の
適
当
な
地
位
の
人
が
そ
の
判
断
を
す
る

こ
と
に
改
め
よ
う
と
い
う
よ
う
な
議
論
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
議
論
に
な
り
得

る
性
質
の
話
で
あ
る
。
「
大
学
は
国
家
の
機
関
だ
か
ら
、
国
家
に
枢
要
な
研

究
を
す
べ
き
だ
」
と
い
う
の
で
は
、
秋
晴
れ
の
日
に
今
日
は
良
い
お
天
気
だ

と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　 

田 

舎 

廻 

い
な
か
ま
わ

り
の
政
治
家
な
ど
が
、
い
く
ら
語
呂
の
論
理
を
ふ
り
廻
し
て
も
、

そ
の
害
は
多た
寡か
が
し
れ
て
い
る
。
し
か
し
責
任
の
地
位
に
あ
る
人
が
、
こ
う

い
う
語
呂
の
論
理
に
耳
を
傾
け
た
ら
、
そ
の
影
響
は
恐
ろ
し
い
。
正
統
に
順

を
追
っ
て
、
そ
の
間
思
考
の
勝
手
な
飛
躍
が
な
い
か
ど
う
か
を
確
め
な
が
ら
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考
え
を
纏まと
め
て
行
く
癖
は
、
日
本
人
に
は
昔
か
ら
少
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
気
が
す
る
。
そ
れ
が
我
国
で
科
学
が
発
達
し
な
か
っ
た
一
つ
の
理
由

で
あ
り
、
ま
た
「
金
中
猶
虫
あ
り
、
雪
中
虫
無
ん
や
」
と
い
う
風
な
議
論
が
、

一
種
の  

諧  
調  
的  

か
い
ち
ょ
う
て
き

な
響
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
耳
に
入
る
理
由
に
も
な
る

の
で
あ
ろ
う
。
現
代
で
は
も
う
西
洋
風
の
科
学
的
な
考
え
方
が
一
部
の
国
民

の
頭
の
中
に
は
根
強
く
行
き
わ
た
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
議
論
を
聞
く
機
会

も
少
く
な
っ
た
。
し
か
し
も
と
も
と
二
千
年
の
間
培
わ
れ
て
来
た
国
民
性
の

癖
は
、
な
か
な
か
急
に
は
頭
の
底
か
ら
抜
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気

も
す
る
。

　
も
っ
と
も
何
で
も
理
詰
め
に
物
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
自
身
が
良
い
こ
と

で
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
た
別
問
題
で
あ
る
。
世
の
中
の
こ
と
は
非
常
に
複
雑
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で
、
そ
う
一
部
の
科
学
者
た
ち
が
い
う
よ
う
に
、
科
学
的
精
神
ば
か
り
で
貫

け
る
も
の
か
ど
う
か
は
私
に
は
分
ら
な
い
。
案
外
語
呂
の
論
理
の
方
が
役
に

立
つ
こ
と
が
多
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
大
砲
や
飛
行
機
を
作
る

方
面
の
基
礎
に
な
る
学
問
の
方
で
は
、
当
分
の
間
は
好
き
で
も
嫌
い
で
も
西

洋
科
学
を
神
妙
に
勉
強
し
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
独
逸
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
頃
ユ
ダ
ヤ
人
を
排
撃
す
る
た
め
に
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
と
か
、
原
子
物
理
学
の
方
面
の
俊
秀
な
学
者
た
ち
と
か
を
追
放
し
て
、

『
独
逸
物
理
学
』
と
い
う
専
門
雑
誌
ま
で
出
し
て
、
大
い
に
独
逸
国
民
的
な

物
理
学
の
隆
興
を
期
し
て
い
る
。
そ
し
て
純
粋
の
ナ
チ
ス
党
員
の
学
者
た
ち

が
結
束
し
て
盛
に
研
究
を
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
公
平
に
見
て
独

逸
の
物
理
学
の
発
展
に
は
余
り
良
く
な
い
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
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る
。
少
く
と
も
こ
の
数
年
来
の
独
逸
の
物
理
専
門
雑
誌
に
出
る
論
文
は
、
一

時
に
ぐ
っ
と
質
が
低
下
し
た
と
い
う
の
は
、
専
門
家
の
中
で
は
一
般
の
評
で

あ
る
。
し
か
し
独
逸
で
は
盛
に
軍
備
を
拡
充
し
て
、
素
晴
ら
し
い
性
能
の
機

械
力
を
得
て
い
る
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
種
の
学
問
の

質
の
低
下
が
そ
う
い
う
応
用
の
方
面
に
影
響
を
あ
ら
わ
し
て
来
る
の
は
、
十

年
と
か
二
十
年
と
か
先
の
こ
と
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
私
は
こ
の
例
を
わ
れ
わ
れ
の
「
盟
邦
」
独
逸
の
政
策
を
悪
く
言

う
た
め
に
挙
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
物
理
学
の
よ
う
な
近
代
工
業
の
基
礎

に
な
る
大
切
な
学
問
の
質
の
低
下
を
犠
牲
に
し
て
も
、
国
内
の
民
族
の
血
を

純
化
し
、
そ
の
結
束
を
固
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
あ
る
独
逸
の
要
路

の
人
々
の
苦
衷
を
思
い
、
か
つ
そ
れ
を
断
行
し
て
い
る
勇
気
を
讃たた
え
る
こ
と
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は
忘
れ
な
い
。
と
に
か
く
大
戦
後
の
あ
の
窮
状
を
打
破
し
て
来
た
独
逸
国
民

に
敬
意
を
表
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、
物
理
の
専
門
家
以
外
の
人

に
は
、
「
独
逸
物
理
学
の 

勃  

興 

ぼ
っ
こ
う

」
な
ど
と
い
う
新
聞
記
事
が
、
何
か
そ
の

学
問
の
大
発
展
を
意
味
す
る
よ
う
な
誤
っ
た
印
象
を
与
え
て
い
る
か
も
知
れ

な
い
の
で
、
そ
の
点
を
注
意
し
て
お
く
に
過
ぎ
な
い
。

　
そ
の
点
に
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
誠
に
幸
い
で
あ
る
。
民
族
の
血
の
純
化

な
ど
と
い
う
こ
と
に
は
何
の
心
配
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
日
本
物
理
学
」

な
ど
と
い
う
も
の
を
慌あわ
て
て
作
る
必
要
も
な
い
し
、
ま
た
幸
い
な
こ
と
に
は
、

そ
ん
な
噂
う
わ
さも
き
か
な
い
で
済
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
他
の
学
問
の
方
で
は
、

例
え
ば
医
学
な
ど
の
方
で
は
、
こ
の
頃
「
日
本
医
学
の
確
立
」
な
ど
と
い
う

こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
専
門
ち
が
い
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
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そ
の
内
容
は
知
る
由
も
な
い
が
、
多
分
そ
れ
は
、
日
本
人
の
体
質
に
応
じ
た

治
療
学
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
か
日
本
意
識
に
眼
覚
め
た
る
医
学

な
ど
と
い
う
の
で
は
な
い
と
思
う
。
独
逸
で
は
魚
は
余
り
喰く
わ
な
い
が
、
そ

れ
は
魚
が
漁と
れ
な
い
か
ら
で
、
何
も
日
本
で
も
そ
の
真ま
似ね
を
し
て
魚
を
喰
わ

な
い
よ
う
に
し
よ
う
な
ど
と
説
く
人
も
な
か
ろ
う
。

「
天
は
西
北
に
た
ら
ず
、
地
は
東
南
に
足
ら
ず
」
と
い
う
風
な
科
学
が
も
し

出
来
た
ら
、
よ
ほ
ど
面
白
い
も
の
が
出
来
上
る
に
ち
が
い
な
い
。
尤
も
っ
とも
こ
れ

は
少
し
冗
談
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
で
な
く
て
も
、
現
代
の
自
然
科
学
は
い

わ
ば
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
考
形
式
か
ら
発
達
し
た
学
問
で
あ
る
と
は
よ
く
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
東
洋
の
特
に
我
国
の
よ
う
に
長
い
間
比
較
的
孤
立

し
て
特
殊
の
文
化
を
も
っ
て
来
た
国
に
、
特
殊
の
科
学
が
誕
生
す
る
可
能
性
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は
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
別
の
科
学
が
出
来
た
ら
、
そ
の
応

用
方
面
も
別
に
開
か
れ
る
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
直す
ぐ
に

現
代
の
機
械
工
業
や
軍
需
工
業
の
方
面
に
、
急
に
は
役
に
立
た
な
い
と
こ
ろ

の
或
る
別
の
も
の
に
な
る
と
考
え
る
方
が
本
当
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
と
に
か

く
、
今
は
我
国
は
未み
曾ぞ
有う
の
非
常
時
局
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

取
り
敢あ
え
ず
は
、
日
本
意
識
に
眼
覚
め
た
科
学
な
ど
に
注
意
を
向
け
る
暇
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
も
独
逸
の
よ
う
に
、
も
っ
と
重
大
な
問
題
、
即
ち

民
族
の
結
束
と
い
う
よ
う
な
緊
急
問
題
に
直
面
し
て
い
る
国
な
ら
ば
、
「
独

逸
物
理
学
」
も
ま
た
や
む
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

は
、
今
の
と
こ
ろ
は
、
西
洋
科
学
を
も
っ
と
取
り
入
れ
て
、
な
お
一
層
強
い

機
械
力
を
産
み
出
す
の
が
当
面
の
つ
と
め
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
が
極ごく
一
部
の
人
で
は
あ
る
が
、
日
本
意
識
に
目
覚
め
た
科
学
な
ど

を
起おこ
そ
う
と
企
て
て
い
る
人
の
中
に
は
、
こ
う
い
う
非
常
時
に
遭
遇
し
て
い

る
際
だ
か
ら
、
特
に
そ
う
い
う
問
題
が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
あ
る
。

そ
う
す
る
と
今
の
話
と
は
ま
る
で
反
対
の
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
誠
に
不

思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

　
今
の
場
合
と
限
ら
ず
、
こ
の
頃
の
世
論
の
中
に
は
、
同
じ
環
境
に
い
て
、

同
じ
目
的
を
持
っ
て
話
を
し
て
い
る
の
に
、
結
論
が
両
者
ま
る
で
反
対
に
な

っ
て
い
る
場
合
が
、
外ほか
に
も
沢
山
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
ど
っ

ち
か
一
方
が
、
語
呂
の
論
理
に
陥
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
だ
と

こ
れ
は
よ
ほ
ど
戒
心
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
十
三
年
十
二
月
一
日
）
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