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大
　
　
町
　
　
便

◆

十

一
月
の
は
じ
め
、
大
町
へ
行
つ
た
。

長
い
間
、
話
ば
か
り
き
か
せ
て
、

一
度
も

連
れ
て
行
っ
た
こ
と
が
な
い
家
内
に
、
秋

の
山
を
見
せ
、「鳥
燒
き
」
を
盤
験
さ
せ
る

の
が
目
的
で
あ
っ
た
。
序
に
家
内
の
姉
と

た
も
行
つ
た
。
と
て
も
い
ヽ
天
氣
で
、
山

々
は
す
つ
か
り
見
え
、
鹿
島
槍
の
布
引
の

方

へ
の
び
た
尾
根
に
は
雲
庇
の
赤
坊
が
顔

を
出
し
て
ゐ
た
。「
鳥
焼
き
」
は
相
川
の
ト

ン
ネ
ル
の
裏
山
で
。
伊
藤
久
之
丞
が
い
つ

も
な
が
ら
、
ニ
コ
ノ
ヽ
し
て
、
女
た
ち
の

勿
繊
や
外
套
や
、
ま
た
握
飯
な
ど
を
持
つ

て
来
て
く
れ
た
。

◇

そ
ん
な
こ
と
は
私
事
だ
が
ヽ
大
町
で
下

車
し
て
封
山
館
の
方

へ
行
く
途
中
、
左
側

に

「
中
部
山
岳
鳩
協
會
」
と
い
ふ
の
が
建

築
を
始
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
三
岡
旭
夫
氏

が
考

へ
っ
い
た
こ
と
で
、
近
木
山
で
の
道

難
が
多
い
が
、
こ
れ
を
防
止
す

る
め
た

に
、
登
山
者
に
伴
書
鳩
を
貸
し
、
遭
難
の

場
合
に
は
是
を
放
つ
―
―
と
い
ふ
の
で
あ

る
。
詳
し
い
話
は
い
づ
れ
報
告
が
あ
る
だ

ら
う
が
、
現
在
建
築
中
の
は
鳩
舎
と
オ
フ

イ
ス
を
兼
ね
た
も
の
で
、
今
月
に
は
出
来

上
り
、
先
づ
三
百
勿
の
鳩
で
訓
練
を
開
始

し
、
来
年
の
登
山
期
に
は
間
に
合
は
せ
や

う
と
の
計
書
。
大
町
は
鳩
の
中
心
と
し
て

最
も
適
営
で
あ
ら
う
。

所
で
、
賞
際
鳩
何
笏
か
を
借
り
て
山
に

り
石

川

欣

一

持
っ
て
入
る
程
に
用
心
の
い
ヽ
人
な
ら
ば

あ
ま
り
所
謂
遭
難
を
や
り
さ
う
に
も
な
い

と
も
思
は
れ
る
。だ
が
、
こ
の
鳩
は
遭
難
の

Ｓ
ｏＯ
ｏＳ
に
の
み
役
立
て
様
と
い
ふ
の
で

は
な
く
、
立
山
か
ら
、
あ
る
ひ
は
針
ノ
木

か
ら
、遠
く
は
槍
ゝ
穂
高
の
頂
上
か
ら
、

一

筆
を
し
た
ヽ
め
家
人
な
り
愛
人
な
リ
ヘ
途

る
と
い
ふ
平
和
的
な
仕
事
も
勿
論
す
る
の

だ
。
僕
は
こ
ゝ
に
改
あ
て
停
書
鳩
の
重
要

性
や
軍
事
知
識
の
育
成
と
い
ふ
こ
と
や
を

説
か
う
と
は
思
は
な
い
が
、
体
書
鳩
の
は

こ
び
方
や
放
ち
方
ほ
至
つ
て
簡
単
で
あ
り

ま
た
面
白
い
も
の
な
の
で
、
そ
ん
な
風
な

興
味
的
な
立
場
か
ら
し
て
も
、
今
度
山
に

入
る
時
は
借
り
て
つ
て
見
よ
う
と
思
ふ
。

山
小
屋
に
も
敷
笏
づ
つ
置
い
て
お
く
必

要
が
あ
ら
う
。
遭
難
信
琥
用
と
し
て
は
、

こ
の
方
が
意
味
が
深
い
か
も
知
れ
な
い
．

◆

そ
れ
か
ら
信
濃
教
育
會
の
北
安
曇
部
會

が
昭
和
八
年
の
春
か
ら
仕
事
に
か
ヽ
つ
て

ゐ
た
地
国
が
出
来
上
つ
て
ゐ
た
。
本
名
は

長
野
縣
北
安
曇
郡
地
方
地
国
で
、
別
名
が

日
本
北
ア
ル
プ
ス
地
方
地
国
。
十
三
高
五

千
分

一
で
陸
地
測
量
部
の
承
認
を
得
て
ゐ

る
。
こ
れ
は
登
山
地
同
で
あ
る
と
同
時
に

學
校
の
生
徒
に
郷
土
地
理
を
教

へ
る
教
材

で
も
あ
る
か
ら
、
費
電
所
、
途
電
線
等
に

電
力
を
記
載
し
た
り
、
中
々
面
白
い
。
詳

し
い
こ
と
は
専
門
家
の
批
評
を
乞
ふ
と
し

て
、
僕
と
し
て
は
こ
の
地
固
を
主
と
し
て

會
歌
制
定
の
提
唱

過
般
大
阪
で
盛
大
に
畢
行
さ
れ
ま
し
た

本
會
三
十
周
年
記
念
大
會
に
出
席
し
て
感

じ
た
こ
と
で
す
が
、
こ
の
機
會
を
も
つ
て

よ
り
好
く
會
員
の
親
睦
を
増
進
せ
し
め
る

た
め
に
、
會
歌
の
制
定
を
提
唱
し
た
い
と

思
ひ
ま
す
が
如
何
で
せ
う
か
。

常
日
は
あ
れ
だ
け
意
義
あ
る
集
會
と
し

て
、
而
も
會
長
を
始
め
幹
部
知
名
の
士
が

多
数
列
席
し
て
居
ら
れ
る
に
か
ヽ
は
ら
ず

我
々
平
の
會
員
に
と
つ
て
は
唯
何

と

な

く
、
あ
は
た
ゞ
し
さ
に
絡
始
し
て
、
今

一

歩
の
所
び
つ
た
η
と
し
た
親
和
の
雰
同
気

を
味
ひ
得
ず
に
散
會
い
た
し
ま
し
た
が
、

潜
し
あ
の
時
に
會
歌
の
合
唱
で
も
あ
つ
た

な
れ
ば
、
記
念
大
會
に
相
應
し
く
全
盤
が

一
つ
に
な
つ
て
喜
び
合
ふ
こ
と
が
出
来
た

の
で
は
な
か
つ
た
で
せ
う
か
。

殊
に
あ
の
日
の
晩
餐
含
は
、
何
所
か
の

名
士
獣
迎
會
の
や
う
に
、
離
れ
ば
な
れ
の

テ
ー
プ
ル
に
長
ま
つ
た
ま
、
主
立
つ
た
人

達
の
挨
拶
交
換
を
傍
聴
す
る
の
み
で
、
三

十
周
年
を
況
ふ
意
味
の
乾
盃
も
な
く
、
時

間
が
迫
つ
た
と
い
ふ
幹
事
さ
ん
の
馨
に
迫

立
ら
れ
て
、
倉
皇
と
し
て
講
演
會
場
へ
馳

付
け
た
や
う
な
有
様
で
し
た
が
、‐
か
ゝ
る

場
合
に
あ
つ
て
も
、
僅
か
数
分
の
餘
裕
を

山

口

秀

次

郎

つ
ぐ
り
上
げ
た
小
學
校
の
若
い
先
生
た
ち

Ｉ
敬
意
を
表
し
、
い
ヽ
地
固
が
出
来
た
こ

と
を
御
紹
介
す
る
に
と
ゞ
め
て
お
１
。

見
計
つ
て
會
歌
を
唱
和
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
ヽ
出
席
者

一
同
が
、
心
を
合
せ
て
麗

意
を
交
歓
し
得
た
の
で
は
な
か
ち
う
か
と

思
は
れ
ま
す
。

引
績
い
て
講
演
會
場
に
於

き
ま

し
て

も
、
閉
會
の
直
前
に
出
席
會
員
が

一
国
と

な
つ
て
會
歌
を
唱
和
す
る
や
う
な
機
會
を

有
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
あ
の
雑
然
た
る
活

動
小
屋
の
絡
演
時
の
や
う
な
空
棋
た
る
氣

持
ち
を
味
ふ
こ
と
も
な
く
、
含
場
揮
尾
の

氣
分
を
引
締
め
て
、
員
に
三
十
周
年
記
念

大
會
と
し
て
の
意
義
を

一
層
緊
密
に
肝
銘

し
得
た
筈
だ
が
…
…
と
思
は
ぎ
る
を
得
な

い
の
で
す
。

こ
の
や
う
な
こ
と
は
、
獨
り
我
が
山
岳

會
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
近
末
多
く
の

山
岳
書
誌
に
記
載
さ
れ
て
居

る
山

と
詈

槃
、
或
は
山
の
歌
な
ど
の
文
献
に
指
示
さ

れ
て
あ
る
や
う
に
、

一
般
岳
人
の
自
然
生

活
を
螢
か
に
す
る
た
め
の
一
要
素

と
し

て
、
切
に
會
員
諸
賢
の
御
考
慮
を
煩
は
し

た
い
と
思
ひ
ま
す
．

な
ほ
私
が
こ
ゝ
に
會
歌
制
定
を
提
唱
す

る
素
因
の
一
つ
と
し
て
、
回
民
歌
謡
の
貧

困
と
い
ふ
問
題
を
添
加
さ
し
て
頂
き
た
い

の
で
す
。

何
事
に
よ
ら
ず
、
世
界
の
一
流
に
伍
し

て
憚
ら
な
い
我
図
で
は
あ
り
ま
す
が
、
唯

一
っ
、
い
ろ
′
ヽ
な
場
合
に
含
衆

一
同
が

明
朗
に
唱
和
し
得
る
や
う
な
、
国
民
歌
議

を
有
た
な
い
こ
と
が
何
よ
り
の
痛
恨
事
だ

と
日
頃
か
ら
思
つ
て
居
り
ま
す
。
こ
れ
に

は
一
通
り
な
ら
ぬ
来
歴
の
あ
る
こ
と
ヽ
思

ひ
ま
す
が
、
結
局
は
過
去
に
於
け
る
文
教

常
局
の
石
頭
と
、
議
者
の
怠
慢
と
、

一
般

會 岳 山 本 日 51 月 ― 十 年 十 利 昭
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一　
家
庭
に
於
け
る
生
活
態
度
の
欠
陥
か
ら
、

一　
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

一　
求
め
ｒ
も
、
望
む
で
も
ｒ
奥

へ
ら
れ
な
い

一　
が
た
め
に
止
む
を
得
ず
、
レ
コ
ー
ド
業
者

．

の
提
供
す
る

『
賣
ら
ん
が
た
め
の
歌
謡
』

．
を
も
つ
て
浦
足
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
現

般
だ
と
思
つ
て
居
ま
す
。

で
此
際
、
関
民
歌
議
の
改
装
と
い
ふ
の

も
ち
と
大
げ
さ
で
す
が
、
少
く
と
も
そ
れ

位
の
意
氣
込
み
で
ま
づ
わ
が
日
本
山
岳
含

の
會
歌

（
希
く
ば
正
副
二
様
）
を
制
定
し

て
頂
き
た
い
の
で
す
．
そ
し
て
是
を
大
小

の
集
會
そ
の
他
時
機
に
應
じ
て
適
用
し
て

頂
け
ば
、
唯
に
含
員
間
の
親
交
を
補
補
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
な

い
て
は
こ
れ
が
軌

範
と
な
つ
て
各
地
方
同
志
の
注
意
を
喚
起

し
、
自
然
を
背
景
と
し
た
簡
素
な
歌
謡
が

次
々
と
上
れ
て
く
る
や
う
に
な
れ
ば
、
期

せ
ず
し
て
山
を
好
む
若
人
達
の
間
に
明
朗

な
歌
犀
が
流
れ
る
や
う
に
な
つ
て
く
る
で

せ
う
．
そ
し
て
こ
の
機
運
が
一
般
祗
會
に

ま
で
進
展
す
れ
ば
、
や
が
て
現
時
の
低
俗

な
流
行
唄
を
駆
逐
し
て
、
新
鮮
な
る
國
民

歌
謡
の
勃
興
を
誘
致
す
る
機
線
と
も
な
る

に
違
ひ
な
い
と
、
秘
か
に
念
じ
て
居
る
次

第
で
あ
り
ま
す
。

な
ほ
會
歌
の
様
式
に
つ
い
て
は
「
前
文

に
希
く
ば
正
副
二
様
と
申
し
ま
し
た
が
、

そ
の
一
つ
は
儀
式
用
と
し
て
相
常
椎
成
あ

る
荘
厳
な
も
の
、
他
は
山
小
屋
な
ど
で
業

し
く
唱
和
し
得
る
や
う
な
軽
い
も
の
二
つ

三
つ
、
い
づ
れ
も
岳
人
の
歌
謡
に
相
應
し

い
素
朴
簡
潔
を
旨
と
し
た
民
諦
風
の
も
の

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
ひ
ま
す
．

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妄
言
多
謝
）

一　
　
　
　
　
　
昭
和
十
・
十
一
・
十
一
記

嶽

富
田
節
齋
翁
と
信
濃
國
「
穂
高
池
之
固

Ｌ
Ｌ

走

笠

原

鳥

丸

こ
ろ
で
あ
る
。

和
歌
「
雲
夕
眺
望
」
は
、
初
各
の
候
、
山

厳

の
白
雪
淡
く
夕
陽
に
映
え
渡
り
、
そ
の

端
麗
、
富
嶽
の
如
き
、
笠
ケ
岳
の
容
姿
を

詠

へ
る
も
の
が
、
故
金
が
遺
米
の
一
な
る

「
飛
騨
國
名
勝
大
概
」
に
録
さ
れ
て
居
る

も
の
。
漢
詩
の
一
は
、
故
分
と
共
に
、
営

時
地
役
人
た
り
し
吉
佳
濃
郷
氏
と
相
た
づ

さ
へ
、　
一
日
ｂ
勝
を
西
北
郊
な
る
見
量
山

に
探
り
、
そ
の
山
麟
、
は
る
か
の
東
天
に

重
量
た
る
ア
ル
プ
ス
の
雄
姿
を
詠
へ
る
も

の
で
同
じ
く
先
生
の
遺
著
な
る

「
自
梼
園

詩
抄
」
に
牧
載
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ

る
。右

の
詩
抄
は
、
故
分
が
高
足
た
る
桐
山

市
郷
、
加
納
弘
徴
雨
氏
の
編
め
る
も
の
で

慶
應
三
年
の
上
梓
、
容
頭
は
、
常
時
の
頂

學
に
し
て
、
故
念
と
親
交
あ
り
し
、
長
三

洲
お
よ
び
支
峯
―
頼
三
樹
二
郎
雨
氏
の
撰

文
を
以
て
か
ざ
ら
れ
て
居
る
．

扱
て
最
後
の
漢
詩
で
あ
る
が
、
こ
は
故

分
が
、
親
し
く
紳
河
内
を
訪
づ
れ
て
そ
の

絶
勝
を
稽

へ
、
か
つ
こ
れ
を
一
葉
の
見
取

国
に
お
さ
め
、
こ
れ
に
自
ら
讃
せ
る
も
の

で
、
少
さ
く
折
り
た
、
み
た
る
国
の
表
に

祗池嶽

信
濃
関
穂
高

之
固

と
明
記
し
て
あ
る
。

用
紙
は
上
漉
き
を
用
ひ
て
構
あ
つ
く
、

牛
紙
版
倍
大
の
大
い
さ
で
あ
る
。

筆
致
極
め
て
優
に
、
凡
な
ら
ぎ
る
こ
と

は
、
ひ
と
し
く
護
者
の
識
す
る
と
こ
ろ
で

あ
ら
う
。

紙
上
自
譜
せ
る
あ
た
り
に
「
上
」
の
一
宇

の
見
ら
る
ヽ
は
、
な
に
か
進
物
を
贈
ら
れ

た
る
折
の
、
反
古
用
紙
を
、
そ
の
ま
、
利

用
せ
ら
れ
た
る
も
の
ら
し
く
、
坐
ろ
に
人

を
し
て
な
つ
か
し
さ
を
覺
え
じ
め
る
も
の

が
あ
る
。

世
上
今
日
、
頻
り
に
俗
化
を
憚
ヽ
ら
れ

る
神
河
内
の
現
況
に
し
て
、
な
ほ
天
下
の

絶
勝
の
地
と
し
て
喧
博
せ
ら
れ
る
も
の
。

ま
し
て
や
人
馬
の
通
行
繁
か
ら
ず
、
員
に

仙
境
と
も
稗
す
べ
か
り
し
な
ら
ん
常
時
の

紳
秘
境
を
詠
ひ
た
る
も
の
。
明
神
の
池
中

青
松
を
生
や
し
、
三
二
、
五
五
、
此
虜
、

彼
虎
に
貼
在
す
る
小
嶋
を
、
か
の
陸
前
の

國
、
松
嶋
の
絶
勝
に
比
せ
る
の
詠
嘆
―

賓
に
此
の
見
販
固
と
共
に
、
世
に
得
難
い

山
岳
研
究
の
好
資
料
で
あ
る
。

た
Ｗ
一
つ
鼓
に
遺
憾
な
こ
と
は
、
見
取

同
作
成
の
年
月
の
附
記
せ
ら
れ
て
居
な
い

こ
と
で
あ
る
。

今
日
で
こ
そ
脚
河
内
と
い
へ
ば
、
そ
の

風
光
宇
内
に
冠
た
る
の
地
と
し
て
、
近
く

は
所
調
中
部
日
本
国
立
公
園
指
定
地
と
し

て
、
そ
の
名
は
餘
り
に
有
名
で
あ
る
け
れ

共
、
分
の
営
時
に
あ
つ
て
は
、

一
般
人
士

の
間
に
於
て
は
、
そ
の
名
は
、
殆
ん
ど
知

ら
れ
て
居
な
か
つ
た
と
い
つ
て
も
、
張
ち

過
言
で
は
あ
る
ま
い
と
お
も
ふ
。

扱
て
か
か
る
常
時
に
あ
つ
て
翁
は
、
何

時
ま
た
何
ん
の
所
用
あ
つ
て
か
、
此
の
紳

秘
境
に
と
赴
か
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
．

私
は
先
づ
、
此
等
の
事
賞
を
知
ら
ん
が

た
め
に
、
ハ羽
の
も
の
さ
れ
た
日
記

な

る

「
幻
中
記
」
「
公
私
目
次
記
」等
に
つ
き
、

詳
細
に
こ
れ
を
調
査
し
た
け
れ
共
、
幻
中

記
に
は
、
か
ゝ
る
記
載
は
更
に
な
く
ゝ

”

山
岳

へ
の
切
な
る
憧
憬
は
、
い
っ
し
か

私
を
し
て
、
そ
の
古
文
献
の
蒐
集
、
並
に

研
究
に
と
こ
ゝ
ろ
を
傾
け
さ
せ
る
や
う
に

な
つ
た
。

わ
け
て
も
私
が
、
我
が
郷
土
、
飛
騨
の

先
人
の
遺
詠
に
こ
ゝ
ろ
を
引
か
れ
る
の
は

人
情
の
常
と
し
て
、
極
め
て
自
然
の
こ
と

で
あ
ら
う
。

い
ま
新
し
く
遺
詠
三
首
を
得
た
る
ま
ゝ

に
、
鼓
に
こ
れ
を
掲
記
し
、
以
て
世
の
山

岳
愛
好
の
人
士
と
共
に
、
そ
の
喜
び
を
分

ち
た
い
と
お
も
ふ
．

詠
歌

一
首

雪
夕
眺
望

し
く
れ
つ
る
雲
は
夕
陽
に
か
つ
は
れ
て

笠
の
み
た
け
に
ゆ
き
そ
つ
も
れ
る

詠
詩
二
首

春
日
同
吉
佳
祀
郷
登
見
量
山
作

笠
岳
槍
峯
復
錫
替
　
眸
端
指
費
幾
犀
顔

逢
天
別
有
漢
糊
雪
　
知
是
越
中
六
一
山

嶽

信
濃
図
、
穂
高
池
之
固
に
題
す

祀

秀
高
連
嶽
映
池
浮
　
厚
狭
清
川
達
祀
流

世
上
不
知
東
海
外
　
山
中
有
此
小
松
洲

右
に
記
せ
る
三
首
の
詩
歌
は
、
そ
の
何

れ
も
、
自
梼
園
、
故
富
田
節
齋
分
の
遺
詠

に
か
ヽ
る
も
の
で
あ
る
。

人
も
知
る
節
齋
翁
は
、
吾
が
郷
國
飛
騨

の
先
賢
、
名
は
謹
彦
。
通
稗
は
稲
大
、
白

桔
囲
お
よ
び
節
齋
は
、
何
れ
も
故
分
の
雅

琥
で
あ
る
。

我
が
関
學
の
偉
傑
、
本
居
宜
長
分
の
逸

足
た
る
荏
名
金
、
購
正
五
位
間
中
大
秀
翁

に
師
事
し
て
関
學
を
修
め
、
博
學
多
識
、

風
に
斯
學
の
隆
盛
に
こ
ゝ
ろ
を
致
さ
れ
、

殊
に
詩
丈
に
長
ぜ
ら
れ
て
は
、
百
方
後
進

の
指
導
誘
資
に
意
を
も
ち
ひ
ら
れ
た
の
で

あ
つ
た
。

か
の
高
橋
泥
舟
、
海
舟
―
勝
安
芳
と
共

に
、
維
新
の
こ
ろ
、
三
舟
と
な
ら
び
構
せ

ら
れ
た
俊
傑
、
鐵
舟
―
山
岡
鐵
太
郎
は
、

そ
の
少
年
時
代
を
、
吾
が
飛
罪
の
山
郷
の

街
に
過
し
、
謹
彦
先
生
に
師
事
、親
し
く
故

本列
の
薫
陶
を
受
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

畏
く
も
、
過
る
大
正
十
三
年
二
月
十
一

日
、
先
帝
陛
下
　
大
正
天
皇
に
は
、
翁
上

前
多
年
の
功
を
思
召
さ
れ
、
紀
元
の
佳
辰

に
際
し
、
従
五
位
迫
贈
の
恩
典
を
賜
は
つ

た
の
で
あ
つ
た
。

明
治
十
年
五
月
三
日
、
惜
し
く
も
病
を

以
て
歿
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

越
前
扁
井
の
上
ん
だ
國
學
の
偉
材
、
橘

曙
覧
と
親
交
の
あ
つ
た
こ
と
は
、
等
し
く

識
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。

享
年
六
十
有
七
歳
、
謀
し
て

「
五
十
白

梼
爾
桑
枝
彦
大
人
」
と
い
ふ
。

高
山
町
の
西
郊
、
上
岡
本
な
る
厳
橿
ケ

岡
は
、
靭
ち
、
故
〈脅
の
奥
津
城
の
あ
る
と
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方
公
私
日
次
記
は
、
弘
化
元
、
二
、
三
、

四
年
、
嘉
永
元
年
及
び
安
政
二
、
三
年
、

そ
れ
に
明
治
六
年
以
降
は
快
本
と
な
り
居

る
た
め
、
惜
し
い
か
な
そ
の
目
的
は
達
せ

ら
れ
な

い
の
で
あ
つ
た
。

無
論
飛
騨
側
よ
り
、
紳
河
内
を
訪
づ
れ

ら
れ
た
も
の
と
前
提
し
て
、
い
ま
往
時
の

常
飛
騨
の
國
よ
り
、
信
濃
の
國

へ
の
交
通

路
を
調
査
す
る
に
、
常
閣
な
る
吉
城
郡
上

費
村
よ
り
、
信
濃
の
図
南
安
曇
郡
へ
入
る

の
に
二
條
の
小
径
が
あ
つ
た
と
考
察
せ
ら

れ
る
。

一
は
往
時
よ
り
信
濃
峠
と
稗
せ
ら
れ
、

紳
坂
村
（
現
稗
紳
坂
）
ょ
り
神
河
内
に
と
到

逹
す
る
も
の
で
、
現
在
中
尾
峠
と
稗
せ
ら

れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

今

一
つ
の
径
路
は
、
不
湯
村

（
現
在
平

湯

よ
り
大
野
川
に
と
通
ず
る
も
の
で
ヽ
往

時
銀
山
峠
と
稿
せ
ら
れ
た
も
の
、
棘
ち
、

現
在
の
安
房
峠
で
ぁ
る
。

私
は
い
ま
、
天
保
年
間
す
で
に
、
紳
坂

村
あ

一
小
支
邑
た
り
し
満
田
Ｅ
に
、
御
番

所
の
設
置
せ
ら
れ
た
事
賞
に
想
到
し
て
、

此
の
間
の
事
情
を
研
究
し
て
み
た
い
と
思

３
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
営
時
信
濃
峠
と

稀
せ
ら
れ
て
居
た
現
在
の
中
尾
峠
は
常
時

に
あ
つ
て
は
、
単
な
る
一
條

の
樵
径
に
過

ぎ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
け
れ
共
、
漸
を
逐
．

ふ
て
、
人
馬
の
通
行
が
、
繁
を
加

へ
る
や

う
に
な
つ
て
来
た
り

乃
で
飛
騨
側
に
於
て
は
．
中
尾
村
外
三

十
有
九
ケ
村
、
信
州
側
に
於
て
は
、
小
倉

村
外
十
有
五
ケ
村
、
棘
ち
、
信
飛
の
関
境

に
近
い
雨
国
の
有
志
者
た
ち
は
、
百
方
協

議
の
結
果
、
信
濃
峠
改
修
の
件
を
決
議
し

こ
れ
を
常
局
に
講
願
し
た
の
で
あ
つ
た
。

時
に
常
飛
騨
國
に
郡
代
た
り
し
大
井
帯
力

永
昌
は
、
早
速
そ
の
意
を
畿
し
、
江
戸
の

勘
定
奉
行
に
伺
済
の
上
先
づ
そ
の
試
み
と

し
て
、
紳
坂
村
の
一
小
支
邑
な
る
前
記
蒲

田
邑
に
、
偶
番
所
を
設
け
、
初
代
の
番
所

詰
と
し
て
、
常
時
高
山
町
の
地
役
人
た
り

し
山
時
弘
泰
氏
を
任
命
し
た
の
で
あ
つ
た

天
保
十
二
年
八
月
の
こ
と
で
ぁ
る
。

山
時
弘
泰
氏
も
亦
、
田
中
大
秀
分
の
高

足
で
、
年
長
の
故
を
以
て
、
簡
翁
よ
り
そ

の
文
机
を
維
承
し
、
學
統
を
つ
ぎ
た
人
で

あ
る
。

弘
泰
氏
等
と
共
に
、
営
時
等
し
く
地
役

人
た
り
し
識
彦
分
は
、
天
保
十
三
年
に
は

早
く
も
年
齢
三
十
有
二
歳
に
し
て
、
抜
か

れ
て
地
役
人
の
頭
取
と
な
ら
れ
た
の
で
あ

つ
た
。

前
掲
の
如
き
事
情
に
徴
す
る
に
、
或
は

公
務
を
帯
び
て
、
此
の
方
面
に
出
張
巡
就

の
そ
の
御
、
新
道
改
修
の
醜
察
を
兼
ね
、

神
河
内
に
と
赴
か
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と

察
す
る
の
で
あ
る
。

文
政
十
二
年
に
、
初
め
て
紳
河
内
に
温

泉
宿
が

一
軒
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
天
保
二

年
に
到
っ
て
も
な
ほ
、
前
記
の
温
泉
宿
は

存
在
し
て
居
た
の
で
あ
る
。

右
の
事
賞
に
徴
す
れ
ば
、
蒲
田
御
番
所

の
設
置
、
韓
ち
、
信
濃
峠
改
修
の
締
に
つ

い
た
、
天
保
十
二
年
に
入
つ
て
も
な
ほ
、

此
の
温
泉
族
宿
は
、
依
然
と
し
て
存
在
し

て
居
た
も
の
と
、
考
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ

２
つ
。右

の
如
告
事
情
を
以
て
こ
れ
を
推
ナ
に

金
が
こ
の
見
阪
同
作
製
の
年
月
は
、
天
保

十
三
年
の
夏
日
、
棘
ち
、
今
を
距
る
こ
と

九
十
有
二
年
前
と
な
る
の
で
あ
る
。

波
々
と
玉
と
く
だ
け
て
湧
出
す
る
清
泉

に
浴
後
、
腕
俗
の
仙
郷
に
、
高
解
の
凍
味

を
掬
し
な
が
ら
、
日
頃
嗜
め
る
酒
盃
を
か

た
む
け
つ
ゝ
、
こ
ゝ
ろ
陶
然
と
し
て
想
を

練
る
分
の
温
容
が
、
雰
髯
と
し
て
、
限
の

あ
た
り
、
見
ら
れ
る
や
う
な
気
が
し
て
な

ら
な
い
一

田
中
大
秀
分
と
親
交
あ
り
し
、
横
山
言

局
氏
記
す
と
こ
ろ
の
、
古
記
録

「
諸
図
大

舞
聞
書
不
思
議
成
事
集
書
」
を
締
く
に
、

「
去
る
年
よ
り
、
初
て
高
原
郷
蒲
田
よ
り

信
州

へ
新
道
作
り
、
道
決
る
、
蒲
川
よ
り

一

牛
里
、
中
尾
焼
峠
登
り
一
里
、
下
り
一
里

一

牛
、
上
川
日
と
中
所
、　
一
里
程
の
手
地
、
　
一

ヽ
―
　
　
　
　
も
、　
、
ハ，
、
、
、　
、
『
、
、
　
一

信
州
の
内
。
湯
出
中
候
に
湯
屋
壷
軒
、
山石

一

岡ヽ、
一
“
訃
とヽ、
１ヽ１、
い
者ヽ、

ヽ、、
一
」肝
一―こ、
大、
一狩
作、
ぃ

一

居
中
候
両
、
従
来
宿
仕
ル
υ
夫
よ
り
ち
よ

一

う
ケ
岳

（
蝶
ケ
岳
）
と
申
登
リ
エ
里
牛
ヽ
　
一

下
り
四
里
餘
程
、
大
ヨ
リ
小
倉
と
中
所

へ

出
、
大
ヨ
リ
松
本
町
二
里
　
蒲
川
ョ
リ
松

一

本
迄
十
三
里
」（
原
文
の
ま
ヽ
、
括
孤
お
よ

一

び
傍
紺
は
筆
者
の
記
入
で
あ
る
）

と
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

右
の
文
中
、
岩
岡
件
久
郎
と
あ
る
は
、
　
一

着
問
村
の
庄
屋
に
し
て
、
そ
の
庄
屋
在
勤
二

中
、
信
濃
峠
の
改
修
を
装
願
し
、
文
政
三

年
よ
Ｊ
天
保
八
年
に
亘
る
、
前
後
二
十
餘

年
間
己
が
全
財
産
を
投
じ
、
家
門
を
過
れ

一

共
入
ら
ず
の
一
大
勇
猛
心
を
以
て
、
そ
の

．

竣
功
に
専
念
隷
力
し
た
人
で
あ
る
。

常
時
、
官
は
そ
の
篤
志
を
賞
し
　
工
事

中
前
後
を
沌
じ
、
金
百
八
拾
五
爾
三
分
靱

百
二
十
俵
の
救
拉
を
な
し
て
居
る
事
賞
が

あ
る
。

そ
の
後
、
安
政
四
年
十
月
の
頃
か
、
中

尾
日
の
御
番
所
は
、
故
あ
つ
て
産
せ
ら
れ

て
し
ま
つ
た
．

現
在
の
中
尾
峠
は
、
道
路
空
し
く
荒
産

し
て
往
年
の
超
誉
の
見
る
べ
き
物
な
く
、

丹
岡
氏
の
功
績
は
空
し
く
な
り
た
る
に
は

似
た
れ
共
、
す
で
に
百
十
有
六
年
前
、
紳

河
内
に
温
泉
宿
を
建
設
し
、
百
方
信
飛
雨

國
間
の
末
往
者
に
多
大
な
る
便
釜
を
典

へ

た
る
も
の
、
氏
や
今
日
の
神
河
内
の
異
常

な
ノ
繁
螢
振
り
を
見
ば
、
以
て
安
ら
け
く

泉
下
に
限
る
べ
く
、
氏
の
事
業
た
る
や
貧

に
紳
河
内
壺
展
の
基
を
な
し
た
る
も
の
に

し
て
、
そ
の
偉
大
な
る
功
績
た
る
や
、
員

に
永
却
不
滅
の
生
命
を
有
す
る
も
の
と
い

ふ
べ
き
で
あ
る
。

附
　
　
記

（
一
）本
見
取
固
は
、
筆
者
の
中
學
時
代

の
恩
師
、
文
波
―
富
田
豊
彦
先
生

の
書
庫
に
於
て
、
発
見
せ
る
も
の

で
、
作
者
謹
彦
分
は
、
先
生
の
御

祀
父
で
あ
る
。

（
二
）横
山
言
局
氏
の
古
記
録
中

「
去
る

年
」
と
あ
る
は
、
天
保
二
年
を
さ

せ
る
も
の
で
、
今
日
よ
り
壼
百
有

三
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。

松
室
了
廟
居
子
の

鞍
嶺
五
首

「
贈
正
五
位
松
室
了
廓
居
士
」

と
斯
う

書
け
ば
、
そ
も

一
盤
な
ん
び
と
で
あ
る
か
、

一
寸
解
り
難
い
こ
と
ヽ
お
も
ふ
。

こ
れ
ぞ
誰
れ
あ
ら
う
、
我
が
飛
騨
の
生

め
る
國
學
の
偉
傑
、
か
く
れ
た
る
草
工
の

士
、
香
木
園
田
中
大
秀
〈笏
そ
の
人
な
の
で

あ
る
。

時
ま
さ
に
盛
夏
の
候
、
山
気
の
費
等
を

誘
ふ
て
切
な
る
も
の
あ
り
、
い
ま
お
も
ひ

出
づ
る
ま
ゝ
に
、
故
分
が
数
多
き
詠
草
の

中
よ
り
、
日
本
ア
ル
プ
ス
乗
鞍
岳
に
開
す

る
遺
詠
の
二
、
三
を
記
し
、
以
て
山
岳
愛

好
の
人
志
の
清
吟
に
供
し
た
い
と
お
も
ふ

ｏ久
方
の
雲
井
に
み
え
し
鞍
ケ
嶺
の

高
ね
に
ち
か
き
山
わ
け
行
く
も

右
は
印
ち
、
故
荏
名
分
の
紀
行
文
な
る

「
枕
の
月
」
に
見
え
る
も
の
で
、
縣
居
八“

加
茂
員
淵
門
下
の
逸
足
な
る
近
江
の
人
、

海
量
法
師
の
飛
騨
来
遊
に
あ
た
り
、
自
ら

親
し
く
案
内
の
勢
を
と
ら
れ
、
岳
麓
な
る

不
湯
温
泉
に
と
、
行
を
共
に
せ
ら
れ
な
折

に
詠
ま
れ
た
も
の
で
、
時
は
文
化
二
年
の

盛
夏
八
月
、
大
秀
時
に
年
二
十
有
九
、
ま

さ
に
そ
の
壮
年
初
期
の
吟
詠
で
あ
る
０

「
枕
の
月
」
は
、
同
年
八
月
二
日
よ
り
十

三
日
に
至
る
、
都
合
十
二
日
間
の
行
族
の

際
を
記
し
た
も
の
で
、
平
湯
、
高
原
を
概

‐
　
‐
　
　
　
　
　
　
　
（二
）
　

（三
）

て
船
津
に
遊
び
、
更
に
安
囲
、
千
光
の
雨

古
刹
を
も
訪
ね
ら
れ
て
居
り
、
又

一
つ
に
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「
高
原
緯
行
」
と
し
て
、
識
者
の
間
に
知

ら
れ
て
，居
る
も
，の
で
あ
る
．

一短
・歌
を
主
と
し
、
そ
の
敦
す
べ
て
三
十

有
七
首
、
何
れ
も
萬
葉
調
の
極
め
て
ち

つ

さ
り
し
た
も
の
で
、
そ
の
文
は
先
づ
、
歌

の
詞
書
と́
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

流
石
に
翁
脱
年
期
の
作
だ
け
あ
っ
て
、

そ
こ
に
い
ひ
知
れ
ぬ
迫
力
が
あ
り
、
歌
と

相
侯
つ
て
よ
く
そ
の
情
景
が
つ
く
さ
れ
て

居
る
。

い
ま
そ
の
一
節
を
見
る
に

「
近
江
國
海
量
法
師
、
七
月
の
は
し
め
よ

り
、
此
の
高
山
の
里
に
物
せ
ら
れ
て
、
み

や
ひ
人
を
と
ぶ
ら
ひ
、
歌
よ
み
、
文
つ
く

り
つ
ヽ
あ
そ
は
れ
け
る
に
、
平
湯
山
の
瀧

い
と
ゆ
か
し
が
ら
れ
け
れ
ば
、
八
月
の
三

日
出
立
け
り
。

ｏ草
枕
け
な
か
き
族
に
あ
ら
な
く
に

放
と
し
い
ヽ
は
ま
う
ら
が
な
し
も

四
日
、
平
湯
の
た
む
け
を
の
ほ
る
。
笹
の

し
け
み
露
い
と
ふ
か
し
。

ｏ久
方
の
雲
井
に
み
え
し
鞍
ケ
嶺
の

高
ね
に
ち
か
き
山
わ
け
行
く
も

（
前
出
）

己
の
時
過
く
る
頃
平
湯
村
に
つ
き
ぬ
。

（
下
略
）

乗
鞍
か
岳

ｏ
お
と
な
ふ
や
駒
の
鈴
む
し
く
つ
わ
む
じ

鞍
か
峯

い
つ
る
月
人
を
と
こ

右
の
一
首
は
、
口
司
姉
小
路
中
納
言
基

綱
卿
の
道
詠
に
か
か
る
、
か
の

「
飛
騨
八

所
の
歌
」
に
、
更
に
翁
自
ら
の
道
定
に
か

あ
さ
ん
づ

ゝ
る
、
乗
鞍
、
没
水
の
二
景
勝
を
枷
へ
、

，新
に

「
飛
騨
十
所
の
歌
」
と
し
て
世
に
と

は
れ
た
も
の
で
、
鞍
嶺
月
夜
の
美
期
を
詠

嘆
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ｏ我
か
宿
の
も
の
と
こ
そ
み
れ
さ
し
の
ぼ
る

鞍
の
高
嶺
の
秋
の
夜
の
月

歌
ね
ｒ
救
翁
が
所
譜
「
千
種
園
入
勝
」
の

中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、

初^
の
荏
名
隠
棲

後
の
作
で
あ
り
、
歌
意
の
如
く
前
者
と
共

に
、
ま
た
月
夜
の
乗
鞍
岳
を
詠
ぜ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

文
化
十
四
年
七
月
、
印
ち
〈″
は
、
年
な

ほ
四
十
有

一
歳
の
批
齢
を
以
て
、
早
く
も

家
誉
を
嗣
子
壽
豊
に
譲
り
、
身
を

一
紳
官

と
し
て
、
高
山
郊
外
の
荏
名
に
際
接
し
、

此
虎
に
於
て
、
専
心
國
學
の
研
究
に
身
心

を
委
ね
、
以
て
尊
王
敬
紳
と
二
大
精
紳
鼓

吹
の
素
志
を
貫
徹
せ
ん
と
期
せ
ら
れ
た
の

で
あ
つ
た
。

か
の
大
件
宿
帽
の
遺
詠
な
る

ｏ
八
千
種
に
草
木
を
植
て
時
毎
に

喫
か
む
花
を
し
見
つ
ヽ
し
ぬ
ば
な

の
古
歌
に
因
ん
で
、
そ
の
閑
庭
に
草
花

を
植
え
て
千
種
の
園
と
命
名
し
、
自
然
に

親
し
み
、
詩
歌
を
件
と
し
て
は
、
只
管
に

詞
藻
を
ね
り
、
時
に
雅
業
を
奏
し
て
は
そ

の
風
懐
を
恣
に
し
つ
ヽ
悠
々
自
適
、
以
て

斯
學
の
興
隆
に
努
力
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ

た
。
爾
来
上
を
絡
る
ま
で
約
二
十
年
、
荏

翁
の
新
生
命
と
も
構
す
べ
く
、
そ
の
偉
大

な
る
事
業
の
大
牛
は
、
此
虎
荏
名
の
閑
居

に
於
て
成
就
し
た
の
で
あ
つ
た
。

印
ち
、「
荏
名
紳
祗
再
興
の
事
」「
維
盤
天

皇
碑
の
建
立
」
等
の
こ
と
は
、
何
れ
も
此

の
間
に
於
て
企
同
せ
ら
れ
、
後
世
物
語
註

解
の
権
威
と
せ
ら
れ
て
居
る
か
の

「
竹
取

物
語
解
」
の
如
き
も
、
ま
た
此
の
荏
名
隠

の

こ

の

活
こ
そ
ｔ
げ
に

秀

月
十
六
日
、
油
焉
と
し
て
長
逝
せ

機
の
草
屋
に
於
て
、
大
成
せ
ら
れ
た
の
で

あ
つ
た
。

分

一
代
の
随
筆
な
る

「
荏
名
舟
子
」
も

ま
た
此
の
郊
外
の
新
生
活
に
於
け
る
貴
重

な
る
所
産
で
あ
る
こ
と
を
念
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．

翁
は
そ
の
草
屋
に
名
づ
く
る
に
、
千
種

の
園
を
以
て
し
た
こ
と
は
、
既
記
の
通
り

で
あ
る
が
、
ま
た
一
つ
に
そ
の
閑
居
は
、

「
月
見
の
屋
」
と
も
稗
せ
ら
れ
て
居
る
．

蓋
し
閑
居
草
庵
の
東
、
は
る
か
の
天
空

に
年
立
す
る
鞍
嶺
の
月
を
愛
で
、
か
ぐ
は

命
名
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

ｏく
ら
が
ね
や
こ
と
木
は
た
へ
ぬ
時
し
く
の

雪
の
下
に
も
松
は
生
て
ふ

ｏ吹
風
の
肇
寒
け
れ
ば
松
か
け
に

人
こ
そ
つ
と
へ
夏
の
夕
く
れ

右
二
首
の
歌
は
、
故
翁
が
随
筆

な

る

「
千
種
の
露
」
容
二
に
見
え
る
も
の
で
、

弘
化
三
年
に
稿
成
つ
た
も
の
で
あ
る
。

弘
化
三
年
と
い
へ
ば
、
大
秀
翁
年
す
で

に
古
稀
に
達
し
た
時
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ

の
歿
年
に
前
つ
こ
と

一
ケ
年
の
こ
と
で
あ

りっ
．笠

弘
化
四
年
二
月
十

一
日
、
越
前
よ
り

婦
園
の
後
病
床
に
臥
し
て
又
起
た
ず
、
同

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

法
統
、
松
室
了
廓
居
士
、
遺
命
に
よ
つ

て
郊
外
江
名
子
な
る
松
室
岡
に
葬
り
．
認

し
て

「
豊
美
豆
穂
八
末
足
穂
大
人
」
と
い

ふ
．墓

標
後
背
の
同
丘
は
、
賞
に
故
分
が
永

限
の
奥
域
で
あ
り
、
診
域
幽
遂
み
ど
り
深

く
し
て
松
籟
常
に
颯
々
、
員
に
故
翡
が
偉

じ

き

容
を
偲
ば
し
め
る
も
の
が
あ
る
。

大
正
四
年
十
一
月
十
日

先
帝
陛
下
　
御
部
位
の
大
典
に
際
し
、

ハ″
生
前
の
偉
功
を
思
召
さ
れ

聖
旨
奨
く
も
　
贈
正
五
位
の
瞬
卜

を
賜

は
ら
れ
、
盛
大
な
る
報
告
祭
の
執
行
せ
ら

れ
た
こ
と
は
、
世
人
す
で
に
周
知
の
こ
と

で
あ
る
。

前
述
　
海
量
法
師
の
飛
騨
来
遊
は
、
同

法
師
七
十
三
歳
の
時
で
あ
る
が
、
な
ほ
批

者
を
凌
ぐ
の
概
が
あ
つ
た
ら
し
く

「
枕
の

月
」
に
次
の
如
く
結
ん
で
あ
る
に
よ
つ
て

も
、
そ
れ
と
推
知
せ
ら
れ
る
も

の
が
あ

る
。「

海
景
法
則

い
と
す
こ
や
か
に
て
、
道

ゆ
く
こ
と
な
ど
若
き
も
の
も
よ
う
せ
す
は

お
く
れ
ぬ

へ
き
勢
な
り
。
さ
れ
ど
ノ
ヽ
齢

七
十
三
の
分
な
れ
は
、

い
た
う
照
り
渡
る

比
頃
の
暑
さ
に
、

い
か
が
あ
ら
む
と
お
ほ

つ
か
な
く
お
も
ひ
つ
る
を
、
そ
れ
も
あ
た

ら
ず
婦
ら
れ
し
こ
と
を
か
へ
す
，て
ヽ
よ
ら

こ
ぶ
」
と
。

（
四
）

同
法
師
は
、
文
化
十
四
年
十

一
月
二
十
日

族
に
出
で
ん
と
し
て
俄
に
入
寂
す
と
記
し

て
あ
る
．

享
年
八
十
有
五
、
そ
の
遺
詠
の
一
首
を

記
さ
ん
に
、

０う
み
ヘ
リ
に
た
ち
な
ら
は
へ
ろ
足
引
の

山
の
自
雲
み
れ
と
あ
か
ぬ
か
も

彦
根
山
の
ふ
も
と
な
る
浦
に
て
よ
め
る

と
附
記
し
て
あ
る
．

（
昭
和
九
、
八
、
二
十

一
日
稿
）

註

一　
所
在
は
乗
鞍
山
麓
平
湯
温
泉
、

平
湯
大
瀧
を
以
て
名
あ
り
０

註
二
　
特
別
保
護
建
造
物
な
る
紅
蔵
あ

る
を
以
て
知
ら
る
。

能
〓
　
憚
説
の
両
面
宿
難
及
び
美
濃
の

奇
人
間
空
法
師
の
鍵
刻
佛
像
を

以
て
名
あ
り
ヽ

誰
四
　
日
本
佛
家
人
名
辞
典
に
よ
る
．

（
笠

原

烏

丸
）

新
雲
の
薬
師
よ
り

拝
啓
其
後
は
全
く
御
無
沙
汰
勝
ち
に
て

失
謹
仕
り
候
皆
々
様
今
夏
は
嚇
か
し
立
派

な
記
録
的
登
山
さ
れ
し
事
と
舞
察
仕
り
候

小
上
夏
に
は
雑
用
の
篤
出
か
け
ち
れ
ず
今

度
機
を
得
て
紅
葉
と
新
雲
の
族
を
試
み
に

十
九
日
夜
行
に
て
出
壼
千
垣
に
て
野
日
外

一
名
を
件
ひ
和
田
川
を
迎
り
途
中
の
紅
葉

を
賞
し
つ
ヽ
マ
タ
ニ
に

一
泊
釜
日
有
峯
に

泊
り
候
が
前
夜
よ
り
立
山
ヤ
ク
ン
上
ノ
岳

等
の
新
雪
に
冠
さ
れ
し
偉
容
に
接
し
楡
快

に
候
釜
日
太
郎
平
上
手
小
屋
に
着
、
笙
日

は
ヤ
タ
シ
登
山
を
試
み
候
が
絡
日
一
紺
の

雲
影
も
な
き
風
も
な
き
稀
に
見
る
快
晴
に

恵
ま
れ
頂
上
に
て
一
時
間
近
く
も
費
し
、

新
雲
に
彙
化
さ
れ
し
見
え
得
る
諸
峯
を
全

部
を
賞
し
よ
い
気
持
に
な
り
、
登
り
三
時

間
下
り
一
時
間
程
に
て
太
郎

小
屋
に
泊

り
、
蜜
日
も
前
日
同
様
の
快
晴
に
て
上
ノ

岳
に
登
山
致
し
午
後
下
山
有
峯
に
泊
り
懇

日
は
飛
騨
に
出
で
大
多
和
、
左
古
を
極
て

上
に
出
で
高
原
映
を
見
て
猪
谷
に
て
車
中

の
人
と
な
り
車
中
よ
り
立
山
連
山
を
眺
め

得
て
富
山
に
出
で
十
五
日
夜
行
に
て
婦
京

仕
り
候
　
勿
々

岩
永
信
雄

十
月
二
十
九
日
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