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だ
に
網
を
張
る
と
、
薄
く
霞
が
か
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
、

カ
ス
ミ
網
と
呼
ば
れ
ま
す
。
特
徴
は
、
網
に
何
本
か
横
糸
が
通

し
て
あ
っ
て
、
た
る
み
が
作
れ
る
こ
と
で
す
。
鳥
が
網
に
ぶ
つ

か
る
と
、
ポ
ケ
ッ
ト
状
の
た
る
み
の
な
か
に
す
っ
ぽ
り
と
入
っ

て
し
ま
う
。
た
る
み
が
浅
い
と
暴
れ
る
鳥
が
抜
け
出
し
て
し
ま

う
の
で
、
捕
る
鳥
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
横
糸
の
位
置
を
ず
ら
し

て
、
た
る
み
の
深
さ
を
調
整
し
ま
す
。

│
│
網
を
仕
掛
け
る
の
は
、
ど
ん
な
場
所
で
す
か
？

山
の
稜
線
の
ピ
ー
ク
と
ピ
ー
ク
の
あ
い
だ
の
低
く
な
っ
た
地

点
、
峠
と
か
ダ
ワ
（
鞍
部
）
が
鳥
の
通
り
道
に
な
っ
て
い
ま
す
。

網
を
張
っ
て
鳥
を
捕
る
場
所
を
「
鳥と

屋や

」
と
呼
び
ま
す
が
、
鳥

屋
は
た
い
て
い
谷
の
奥
ま
っ
た
ど
ん
詰
ま
り
に
あ
っ
て
、
峠
の

頂
上
直
下
が
網
を
仕
掛
け
る
網あ

み
場ば

と
な
っ
て
い
ま
す
。
僕
の
故

郷
で
は
網
の
高
さ
が
二
〜
三
メ
ー
ト
ル
で
、
山
の
稜
線
に
並
行

し
て
何
枚
も
張
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
地
域
や
地
形
に
よ
っ
て

は
も
っ
と
高
く
何
段
に
も
積
み
重
ね
る
よ
う
に
張
っ
た
り
、
同

心
円
状
に
並
べ
て
張
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

鳥
が
く
る
の
は
未
明
か
ら
早
朝
に
か
け
て
の
時
間
帯
が
多
く
、

村
か
ら
鳥
屋
ま
で
毎
日
通
う
の
で
は
大
変
で
す
。
簡
素
な
小
屋

を
建
て
、
猟
師
た
ち
は
鍋
釜
を
持
ち
込
ん
で
シ
ー
ズ
ン
中
は
そ

こ
で
寝
泊
ま
り
し
て
い
ま
し
た
。
捕
る
だ
け
で
な
く
、
囲
炉
裏

一
週
間
も
な
い
く
ら
い
で
、
そ
れ
が
次
々
と
二
週
間
ぐ
ら
い
の

う
ち
に
集
中
し
て
飛
来
す
る
。
だ
か
ら
、
カ
ス
ミ
網
猟
の
猟
期

と
い
う
の
は
秋
の
ほ
ん
の
一
時
期
だ
け
な
ん
で
す
。

│
│
カ
ス
ミ
網
と
は
、
ど
ん
な
網
な
ん
で
す
か
？

大
型
の
張
り
網
で
、
か
つ
て
は
絹
糸
で
し
た
が
、
そ
の
後
は

ナ
イ
ロ
ン
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
木
と
木
の
あ
い

て
「
あ
の
山
の
向
こ
う
に
『
鳥
の
道
』
が
あ
っ
て
な
」
と
、
昔

の
思
い
出
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
祖
父
が
若
い
頃
は
、
秋
に

な
る
と
空
が
真
っ
黒
に
な
る
ほ
ど
の
大
群
で
渡
り
鳥
が
山
を
越

え
て
や
っ
て
き
て
、
ま
る
で
ひ
と
筋
の
道
の
よ
う
に
見
え
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
を
「
カ
ス
ミ
網
」
で
捕
獲
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。

│
│
ど
ん
な
種
類
の
鳥
を
捕
る
ん
で
す
か
？

小
鳥
の
な
か
で
も
比
較
的
大
型
の
ツ
グ
ミ
と
か
シ
ロ
ハ
ラ
と

か
、
ち
ょ
っ
と
小
ぶ
り
の
ア
ト
リ
と
か
、
ヒ
ワ
な
ど
で
す
ね
。

僕
の
田
舎
で
は
十
一
月
初
旬
に
山
の
講こ

と
い
う
山
の
神
を
祀
る

行
事
が
あ
り
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
な
る
と
渡
り
鳥

た
ち
が
越
冬
の
た
め
に
や
っ
て
き
ま
す
。
ど
の
鳥
も
ピ
ー
ク
は

鳥
の
通
り
道
に
カ
ス
ミ
網
を
仕
掛
け
る

│
│
映
画
の
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
「
鳥
の
道
」
と
い
う
言
葉
が

と
て
も
印
象
的
で
、
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
く
ら
み
ま
す
。

こ
れ
は
、
僕
が
子
ど
も
の
頃
に
祖
父
か
ら
聞
か
さ
れ
た
言
葉

な
ん
で
す
。
僕
の
生
ま
れ
育
っ
た
の
は
岐
阜
県
の
南
東
部
、
東

濃
地
方
の
北
端
に
あ
る
東
白
川
村
と
い
う
山
深
い
山
村
で
、
わ

ず
か
な
平
地
を
耕
し
な
が
ら
林
業
や
炭
焼
き
、
狩
猟
な
ど
で
生

計
を
立
て
て
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。
一
緒
に
畑
に
行
っ
て

遊
ん
で
い
る
と
、
仕
事
の
手
を
休
め
た
祖
父
が
山
の
方
を
指
し

映
画
『
鳥
の
道
を
越
え
て
』
は
、
東
濃
地
方
に
「
カ
ス
ミ
網
猟
」
が
文
化
と
し
て
根
付
い
て
い
た
時
代

を
追
い
か
け
た
が
、
同
時
に
禁
猟
に
な
っ
た
後
の
密
猟
と
野
鳥
保
護
運
動
と
の
対
立
も
浮
き
彫
り
に
し

た
。
伝
統
文
化
の
継
承
と
自
然
保
護
は
共
存
で
き
る
の
か
？　
監
督
の
今
井
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

伝
統
文
化
と
自
然
保
護
の
共
存
を
め
ざ
し
て

今
井
友
樹
さ
ん
（
記
録
映
画
監
督
・
株
式
会
社
工
房
ギ
ャ
レ
ッ
ト
代
表
）
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