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琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

二

月

の

針

ノ

本

谷

と

立

山

越

え
吉

　

澤
　
　
一
　

郎

緒
　
　
　
言

去
る
大
二
十
五
年
の
五
月
下
旬
よ
う
六
月
上
旬
に
わ
た
り
、
自
分
は
倉
員
閣
中
菅
雄
氏
と
共
に
立
山
を
越
え
て
手
に

至
う
、
そ
し
て
ス
針
ノ
木
峠
を
越
え
て
大
町

へ
出
た
事
が
あ
つ
力
。
此
の
時
不
に
於
て
日
本
電
力
の
宮
本
氏
よ
う
三
月

に
は
是
非
遊
び
に
末
る
様
に
と
云
は
ね
、
自
分
も
亦
此
の
コ
ー
ス
の
可
能
性
を
確
信
す
る
事
を
得
た
の
で
、
締
京
早
々

此
の
計
書
を
商
大
山
岳
部
員
諸
氏
に
提
出
し
た
。
所
が
皆
は
直
に
賛
成
し
て
ゝ
も
う
大
き
な
山
登
う
も
後

一
年
し
か
在

學
出
黍
な
い
自
分
等
に
は
、
此
が
最
後
と
も
な
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
機
含
と
逃
し
て
は
、
と

い
ふ
詳
で
、
夏
季
の
登

山
も
絡
る
頃
か
ら
密
々
準
備
を
進
め
て
行
つ
た
。
自
分
等
と
し
て
は
他
に
於
て
は
兎
に
角
各
の
北
ア
″
プ
ス
は
初
め
て

で
あ
る
の
で
あ
つ
た
が
、
先
に
慶
應
の
人
々
と
三
月
の
槍
に
行
か
れ
た
田
中
薫
氏
が
進
ん
で
同
行
し
て
下
さ
る
事
に
な

つ
て
萬
事
好
都
合
に
事
は
運
ん
だ
の
で
あ
つ
た
。
學
問
的
な
事
乃
至
奪
崩
に
開
し
て
は
線
て
先
生
に
お
委
せ
し
て
、
自

分
等
は
篤
具
の
方
と
雑
用
と
を
受
持
つ
事
に
し
た
。

は
じ
め
は
芦
眸
よ
う
入
る
豫
定
で
あ
つ
た
が
，
自
分
は
針
ノ
木
谷
の
雲
崩
と
心
配
し
て
反
封
の
コ
ー
ス
を
採
る
事
に

し
た
。
前
述
の
五
月
の
立
山
及
び
針
ノ
本
越
た
に
開
し
て
は
，
法
政
大
學
の

「
山
想
」
及
び
商
科
大
學
の

「
針
葉
樹
」

第
二
琥
と
参
照
せ
ら
れ
度
い
。

食
料
　
平
ノ
小
屋
に
於
け
る
も
の
は
、
日
電
の
宮
本
氏
に
先
年
の
秋
銑
に
十
人
十
日
分
位
の
米
其
の
他
と
あ
げ
て
置

い
て
戴
い
た
の
で
、
大
町
ヒ
出
る
時
に
は
単
に
嗜
好
品
や
畠
曲
小
屋
と
大
澤
小
屋
と
の
分
だ
け
を
買
入
れ
た
に
過
ぎ
な

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

(I`11)



行 凄 月 二 年 三 和 昭

〇
三
ガ
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

い
。
大
澤
小
屋
に
は

一
月
に
早
大
の
人
々
が
残
し
て
行
つ
た
米
が
ま
だ

一
斗
ば
か
う
ち
そ
れ
に
味
噌
も
あ
る
と
い
ふ
の

で
、
可
な
う
安
心
も
し
助
か
う
も
し
た
詳
で
あ
る
。

防
寒
具
　
シ
ュ
ラ
ア
フ
ザ
ッ
ク
や
毛
布
と
か
い
ス
も
の
は

一
切
も
つ
て
行
か
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
大
澤
に
は
蒲
目
が

十
枚
も
あ
る
し
、
平
は
勿
論
完
全
で
、
ス
弘
法
に
は
毛
布
が
澤
山
あ
る
の
で
、
自
分
等
は

一
寸
し
た
夏
の
山
族
の
氣
分

で
、
質
に
簡
単
に
数
枚
の
シ
ャ
ツ
其
の
他
と
手
袋
靴
下
を
用
意
し
た
ゞ
け
で
あ
る
。

器
具
　
ス
キ
ー
修
繕
具
、
ス
コ
ッ
プ
、
ザ
イ
／
、
ビ
ッ
ケ
／
、
ア
イ
ゼ
ン
、
寒
曖
計
だ
け
位
の
も
の
で
あ
つ
て
、
ス

キ
ー
が
全
く
使
用
出
家
な
い
程
度
に
破
壊
し
た
場
合
に
は
、
人
夫
の
持
つ
て
来
た
輸
カ
ン
ジ
キ
で
歩
く
事
に
し
て
置
い

た
。一

行
は
田
中
薫
氏
及
び
商
大
山
岳
部
の
村
尾
金
二
、
松
本
謙
三
、
五
十
嵐
数
馬
の
諸
氏
及
び
自
分
と
、
人
夫
と
し
て

芦
崎
の
志
鷹
縄
之
助
、
佐
伯
伊
太
郎
の
二
人
を
加
へ
、
都
合
七
人
で
あ
つ
た
。
人
夫
の
二
人
は
餘
ウ
名
前
は
知
ら
れ
て

ゐ
な
い
が
、
元
氣
盛
う
の
若
者
で
あ
る
。
は
じ
め
は
宗
作
が
行
く
事
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
三
高
の
人
々
の
葉
師
入

う
に
従
っ
て
行
つ
た
の
で
止
む
を
得
ず
二
人
だ
け
に
し
て
し
ま
つ
た
。
よ
く
考
へ
れ
ば
別
に
案
内
者
を
要
す
る
程
の
コ

ー
ス
で
ヽ
な
い
の
で
あ
つ
た
か
ら
結
局
自
分
等
の
探
つ
た
手
段
は
悪
く
な
か
つ
た
様
に
思
っ
て
居
る
。

一　
大
澤
小
屋
ま

で

三
月
十

一
日
、
晴
。

今
日
は
な
る
べ
く
大
澤
小
屋
曖
で
張
行
し
や
う
と
い
ふ
の
で
午
前
六
時
頃
起
き
て
仕
度
を
や
ウ
出
し
た
が
、
封
山
館

の
方
で
は
明
日
出
残
と
思
つ
て
居
た
と
か
で
、
自
分
等
の
起
き
た
時
に
は
未
だ
家
中
皆
殊
て
居
つ
た
。
大
急
ぎ
で
朝
飯

を
作
ら
せ
、
例
に
よ
う
記
念
撮
影
を
惧
太
郎
氏
に
頼
み
、
当
山
館
を
出
た
の
は
九
時
に
近
か
つ
た
。
田
中
氏
は
都
合
上

一
日
遅
れ
る
の
で
、
大
町
で
待
つ
て
居
る
の
も
面
白
く
な
い
か
ら
先
磯
し
、
大
澤
小
屋
で
ス
キ
ー
を
味
ひ
乍
ら
待
つ
事

(2■2)



に
し
た
の
で
あ
る
。

昨
日
降
つ
た
大
彗
は
大
町
か
ら
で
も
ス
キ
Ｆ
が
は
け
る
程
で
あ
つ
た
が
、
道
も
良
く
踏
ん
で
あ
る
の
で
、
大
出
ま
で

は
指
ぐ
事
に
す
る
。
大
町
を
出
る
と
も
う
周
回
は

一
面
の
雲
原
と
な
つ
て
ゐ
る
。
陽
は
既
に
高
く
、
反
射
光
線
は
遠
慮

も
な
く
雲
眼
鏡
を
透
し
て
苦
し
ま
せ
る
。
相
営
に
重
い
ソ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
の
上
に
ス
キ
ー
を
指

い
で
ゐ
る
の
で
一
町
も

行
か
漁
内
に
全
身
汗
だ
く
ノ
ヽ
に
な
つ
て
し
殺
ふ
。

約

一
時
間
の
後
久
保
の
手
前
の
お
官
の
附
近
に
水
て
一
体
み
す
る
。
す
ぐ
に
咽
喉
が
潟
い
て
く
る
が
さ
ぅ
ノ
ヽ
彗
と

食
べ
る
事
も
出
来
な
い
。
村
人
は
時
節
は
づ
れ
の
登
山
者
の
異
様
な
風
性
と
怪
し
み
ス
眩
し
相
に
見
送
つ
て
居
た
。
久

保
に
至
つ
て
軌
道
に
合
す
る
。
行
手
に
は
運
華
岳
の
実
峯
が
雲
煙
を
あ
げ
つ
ゝ
あ
る
の
が
見
え
る
。
旭
父
岳
の
左
手
の

籠
川
谷
は
存
外
狭
い
威
じ
と
い
だ
か
せ
る
。
問
も
な
く
鹿
島
の
橋
に
な
る
。
夏
な
ら
ば
四
五
人
は
並
ん
で
通
れ
る
の
が

今
は
二
尺
以
上
も
新
雲
が
積
つ
て
居
て
、
中
央
に
一
本
道
が
踏
ん
で
あ
る
だ
け
な
の
で
一
列
に
な
つ
て
渡
る
よ
う
仕
方

な
い
。
右
籠
川
谷
左
高
瀬
の
標
木
の
あ
る
の
は
大
出
の
入
日
の
老
人
夫
婦
が
居
る
茶
屋
の
前
で
あ
る
。

此
庭

へ
末
る
と
体
む
の
が
営
然
の
様
に
七
人
は
獣
つ
て
荷
を
お
ろ
し
て
茶
屋
の
中
へ
入
め
込
ん
で
し
ま
つ
た
。
お
茶

の
お
代
う
と
何
度
と
な
く
や
る
。
此
の
爺
さ
ん
の
日
か
ら
出
る
の
は
山
の
話
で
な
く

「
曖
あ
旦
那
さ
ん
方
驚
く
ぢ
や
あ

う
■
せ
ん
か
、
こ
ん
な
つ
竣
ら
な
い
村
で
も
な
」
か
ら
は
じ
政
つ
て
、
細
々
と
伊
那
谷
で
捕
つ
た
殺
人
鬼
の
事
件
を
そ

つ
ぼ
を
向
き
乍
ら
く
し
や
ノ
ヽ
な
限
と
し
ば
た
ゝ
き
つ
ゝ
話
し
出
し
た
。
自
分
等
に
は
そ
ん
な
事
健
ざ
し
づ
め
用
が
な

い
の
で
籠
川
谷
の
事
と
聞

い
た
が
、
近
頃
人
が
ち
つ
と
も
入
ら
な
い
の
で
わ
か
ら
ぬ
と
い
ふ
頗
る
要
領
を
得
な
い
返
事

で
あ
つ
た
。
然
し
最
近
雨
と
い
ふ
も
の
が
降
ら
な
い
の
で
彗
崩
の
方
は
割
に
心
配
の
無
い
事
だ
け
は
わ
か
つ
た
。

十
時
十
分
此
庭
を
出
て
い
ょ
ノ
ヽ
籠
川
谷

へ
入
つ
て
行
く
。
百
瀬
氏
の
話
で
は
畠
山
小
屋
ま
で
或
は
林
Ｅ
の
役
人
が

入
っ
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
の
で
、
ラ
ッ
セ
ノン
も
無
し
で
済
む
か
と
多
少
頼
み
に
し
て
ゐ
た
の
が
、
も
の
ゝ
一

町
も
末
な
い
内
に
踏
あ
と
も
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
仕
方
な
し
に
ス
キ
ー
を
着
け
、
戦
闘
準
備
に
取
か
ゝ
つ
た
。

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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行 残 月 二 年 三 和 昭

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

標
高
の
低
い
の
と
カ
ン
ノ
ヽ
陽
に
照
ら
さ
れ
る
の
と
で
彗
は
非
常
に
重
く
、
五
六
歩
も
行
け
ば
も
う
先
頭
が
嫌
に
な
つ

て
し
ま
ふ
。
随
分
勝
手
だ
が
天
気
の
い
ゝ
の
が
療
に
鯛
る
。
途
中

一
同
体
ん
で
中
食
を
と
つ
た
の
ほ
籠
川
か
ら
分
れ
た

堰
の
少
し
手
前
で
あ
つ
た
。
籠
川
谷
の
奥
に
連
な
る
後
立
山
山
脈
の
峯
々
は
谷
へ
入
る
に
従
つ
て
順
次
其
姿
と
左
手
に

現
は
し
て
な
る
。
中
食
の
地
描
よ
う
黒
澤
の
出
合
ま
で
は

一
時
間
牛
を
要
し
た
。
出
合
の
す
ぐ
北
側
の
一
〇
二
〇
と
あ

る
所
で
一
度
ス
キ
ー
を
腕
い
で
小
さ
な
徒
渉
を
し
た
。

白
澤
ま
で
は
二
十
分
、
概
し
て
右
岸
と
歩
い
た
。
自
澤
を
出
た
の
が
午
後
三
時
五
十
分
で
あ
つ
た
の
で
、
も
う
大
澤

小
屋
ま
で
は
て
ん
で
問
題
に
な
ら
な
い
。

・畠
山
小
屋
ま
で
と
し
て
も
其
の
位
〕直
を
知
る
者
は

一
人

も
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
鵜
の
目
鷹
の
目
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
た
。
約
五
十
分
の
後
そ
れ
で
も
自
分
は
雑

木
林
の
中
に
屋
根
ら
し
い
彗
の
塊
と
磯
見
し
て
、
其
庭

へ
行
つ
て
見
る
と
や
は
う
そ
れ
は
今
日
の
泊
う
場
た
る
畠
山
の

小
屋
で
あ
つ
た
。
小
屋
の
東
側
が

一
寸
出
て
居
た
が
入
日
は
雲
に
埋
れ
て
居
る
の
で
ス
コ
ッ
プ
を
使
は
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
つ
た
。
小
屋
に
着
い
た
の
は
四
時
牛
で
あ
つ
た
。

内
部
は
賞
に
殺
風
景
な
も
の
で
は
あ
つ
力
が
、

一
夜
の
宿
と
思

へ
ば
我
慢
も
出
来
る
し
、
山
へ
末
て
さ
う
贅
澤
と
云

へ
た
義
理
で
も
な
い
。
裏
表
の
な
い
盤
が
四
五
枚
あ
つ
た
が
こ
れ
だ
け
で
も
可
な
め
温
い
。
人
夫
が

「
豆
腐
の
様
な
」

と
形
容
し
た
の
は
旨
い
と
思
つ
た
。
小
屋
の
位
置
と
し
て
は
夏
季
は
別
に
心
配
も
な
い
が
、
各
季
に
於
て
最
も
い
ヽ
日

標
と
思
へ
る
も
の
は
、
左
岸
の
可
な
う
急
傾
斜
の
末
廣
形
の
澤
で
あ
ら
う
。
自
澤
及
び
扇
澤
の
間
に
あ
の
位
の
ベ
ッ
ト

リ
自
く
な
つ
て
わ
る
澤
は
な
い
。
此
の
澤
の
下
で
水
の
流
れ
の
附
近
を
探
せ
ば
わ
け
な
く
費
見
出
来
る
と
思
ふ
。

夜
は
熱

い
紅
茶
や
コ
ヽ
ア
で
山
の
話
に
花
が
険
く
、
し
か
し
夜
更
に
つ
ね
て
話
の
種
も
な
く
な
る
と
落
ち
て
行
く
先

は
大
抵
相
場
が
き
曖
つ
て
ゐ
る
、
ど
つ
と
笑
馨
が
起
つ
た
う
す
る
。
山
で
は
餘
り
し
か
つ
め
ら
し
い
こ
と
は
禁
物
で
あ

る
。
誰
が
何
係
う
と
頭
か
ら
命
令
的
に
き
め
て
か
ゝ
ら
な
い
で
も
、
吾
々
の
伸
間
で
は
自
然
に
誰
か
ゞ
會
計
）κ
や
め
、

記
録
と
や
り
、
客
具
を
や
る
。
何
も
し
な
い
も
の
ぐ
さ
者
も
出
て
な
る
が
、
そ
に
で
も
支
障
な
し
に
回
滑
に
面
白
く
族
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が
績
け
ら
れ
て
行
く
。

三
月
十
二
日
、
晴
後
曇
。

持
つ
て
家
た
僅
か
ば
か
う
の
防
寒
具
で
は
皆
着
て
し
ま
つ
て
も
高
が
知
れ
て
居
る
の
で
、
夜
中
の
一
時
頃
二
時
頃
は

非
常
に
集
か
つ
た
。
然
し
時
々
人
夫
が
薪
と
た
い
て
呉
れ
る
の
で
自
分
等
は
割
に
良
く
眠
つ
た
方
で
あ
つ
た
ら
う
。
い

つ
も
山
へ
家
る
と
夜
明
け
か
ら

一
時
間
ば
か
う
の
間
が

一
番
よ
く
眠
れ
る
様
な
気
が
す
る
。
外

へ
出
て
見
る
と
陽
は
今

違
華
岳
の
尾
根
か
ら
搭
に
籠
川
谷
を
覗
か
う
と
し
て
居
る
所
で
あ
つ
た
。
今
日
も
亦
晴
天
で
あ
る
。
大
澤
小
屋
うょ
で
は

約
三
時
間
の
行
程
と
聞
い
た
の
で
、
す
っ
か
ら
落
ち
着
い
て
し
■
つ
て
出
残
は
午
前
九
時
頃
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
雑

木
林
雀゙
透
し
て
鳴
澤
岳
か
ら
岩
小
屋
澤
岳

へ
績
く
山
稜
に
雲
煙
の
あ
が
る
の
が
見
え
る
。
此
の
林
を
出
て
小
さ
な
尾
根

を
越
す
と

一
面
に
廣
い
雲
原
に
出
る
。
此
庭
か
ら
扇
澤
我
で
は
す
ぐ
達
す
る
事
が
出
来
る
。
畠
山
小
屋
よ
う

一
時
間
と

三
十
分
で
あ
つ
た
。
五
月
に
家
た
時
は
中
央
に
流
れ
が
出
て
居
て
ス
キ
ア
を
脱
い
だ
の
で
あ
つ
た
が
、
今
は
一
面
雲
に

埋
れ
て
丸
木
橋
た
渡
る
世
話
も
な
い
。
厖
澤
を
過
ぎ
る
と
も
う
ヾ
ん
ノ
、
と
高
度
は
増
す

一
方
で
あ
る
。
そ
し
て
谷
は

盆
ゝ
狭
く
な
る
。
九
石
澤
の
出
合
ま
で
は
約
二
十
分
、
暫
く
休
憩
の
後

一
寸
大
き
な
彗
崩
の
あ
つ
た
ら
し
い
岩
小
屋
澤

を
過
ぎ
る
頃
は
い
つ
の
間
に
か
籠
川
谷
は
も
う
す
つ
か
ウ
埋
つ
て
ゐ
る
の
に
気
が
付
く
。
右
岸
の
尾
根
と

一
廻
う
す
る

と
行
手
に
営
つ
て
マ
ヤ
ク
ボ
が
現
れ
て
家
た
。
最
早
大
澤
も
近
い
の
で
あ
る
。
大
澤
小
屋
の
位
置
を
明
瞭
に
知
つ
て
る

者
も

一
人
も
な
い
が
、
↓
（だ
右
岸
に
大
澤
が
出
て
家
な
い
の
で
安
心
で
あ
る
。
小
屋
の
あ
る
ら
し
い
本
の
生
え
た
蔓
地

が
人
待
ち
顔
に
右
手
に
見
え
る
様
に
な
れ
ば
、
暫
く
に
し
て
谷
は
急
に
左
折
し
、
違
華
岳
か
ら
の
大
澤
を
破
見
す
る
事

が
出
末
る
。
大
澤
は
地
団
を
見
て
想
像
し
た
威
じ
よ
う
は
餘
程
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
小
屋
は
此
大
澤
の
出
日
の
丁
度

封
岸
の
墓
地
に
あ
つ
た
。
勿
論
全
部
埋
っ
て
は
居
る
が
籠
川
谷
に
面
し
た
所
の
一
部
は
、
風
営
う
の
工
合
で
少
し
露
れ

て
ゐ
た
。
丸
石
澤
の
出
合
よ
う
約

一
時
間
牛
。
小
屋
の
上
に
は
特
徴
あ
る
岳
樺
ら
し
い
本
の
枝
に
色
あ
せ
た
布
切
が
縛

う
つ
け
て
あ
つ
た
。
到
着
し
た
の
は
午
後

一
時
十
五
分
前
で
あ
つ
た
の
で
皆
相
営
腹
が
減
つ
て
ゐ
る
。
す
づ
胃
の
腑
を

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

枕 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

蒲
足
さ
せ
て
か
ら
人
夫
と
共
に
小
屋
の
掘
出
し
に
か
ゝ
る
。
は
じ
め
は
北
側
を
掘
る
。
約
二
十
分
位
で
日
本
ア
／
プ
ス

大
澤
小
合
と
書

い
た
標
札
が
出
て
家
た
。
こ
ゝ
で
板
を
三
枚
ば
か
う
は
が
し
て
小
屋
の
内
部
に
飛
び
込
ん
だ
。
比
較
的

雲
は
入
つ
て
居
な
い
。
東
側
の
ガ
ラ
ス
窓
の
所
の
見
営
を
大
腱
つ
け
て
か
ら
再
び
外
に
出
で
叉
掘
出
し
作
業
を
績
け

る
。
約

一
時
間
位
で
完
全
に
入
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
、
今
度
は
荷
物
の
整
理
と
小
屋
内
部
の
難
検
を
は
じ
め
る
。
米

は
約

一
斗
位
天
丼
に
箱
入
う
で
吊
し
て
あ
り
っ
味
噌
も
充
分
で
あ
る
。
そ
し
て
薪
は
三
日
や
四
日
分
位
は
積
み
上
げ
て

あ
つ
た
。　
一
通
う
の
仕
事
が
維
る
と
皆
は
徐
ろ
に
ス
ト
ー
ブ
の
周
囲
に
寄
つ
て
懐
し
い
火
を
享
楽
す
る
。
各
山
に
末
て

小
屋
を
掘
出
し
て
窓
日
か
ら
飛
込
む
と
い
ふ
事
は
全
く
薬
し
い
仕
事
で
あ
る
。
ほ
ん
と
に
日
本
ア
″
プ
ス
ヘ
や
つ
て
末

た
の
だ
と
い
ふ
事
が
泌
々
味
は
れ
る
様
な
氣
が
す
る
。
フ
ト
天
丼
を
見
上
げ
る
と
丁
度
ス
ト
，
プ
の
上
に
煙
出
し
の
穴

ら
し
い
も
の
が
あ
つ
た
の
で
早
速
屋
根
に
整
つ
て
掘
さ
げ
て
見
た
。
約

一
問
位
掘
つ
た
時
に
下
か
ら
煙
の
出
て
来
る
の

に
あ
つ
た
。
ス
ト
ー
プ
で
は
飯
が
炊
け
な
い
の
で
臓
の
方
に
火
を
起
し
は
じ
め
た
が
、
忽
の
内
に
小
屋
中
煙
で
一
杯
に

な
つ
て
し
曖
つ
た
の
で
、
ど
う
に
も
我
慢
が
し
さ
れ
ず
、
こ
れ
幸
と
後
は
人
夫
に
託
し
て
自
分
等
は
ス
キ
ア
を
着
け
て

小
屋
の
壺
地
を
降
う
大
澤
の
方
へ
入
つ
て
見
た
。

二
日
間
の
晴
天
の
篤
彗
質
は
非
常
に
悪
く
な
り
、
谷
が
そ
ろ
ノ
ヽ
冷
え
て
な
る
に
従
つ
て
芦
峻
で
い
ふ
所
謂
カ
ン
バ

リヽ
と
な
つ
て
不
楡
快
極
政
る
。
表
面
だ
け
五
分
か

一
寸
位
固
い
ク
ラ
ス
ト
に
な
つ
て
中
は
サ
ラ
ノ
ヽ
で
あ
る
。
深
く
期

待
し
て
本
た
滑
走
の
快
味
も
途
に
得
ら
れ
な
か
つ
た
。
然
し
大
澤
の
出
日
の
所
を
皆
で
耕
し
て
小
さ
い
乍
ら
も
ダ
ン
ン

デ
ン
作
う
、
畠
ス
キ
ー
術
を
練
習
す
る
。　
一
度
小
屋
に
戻
ウ
タ
飯
を
済
ま
し
て
か
ら
日
の
暮
れ
る
七
時
頃
■
で
腹
こ
な

し
の
運
動
を
績
け
て
居
た
。
明
日
は
ど
う
せ
滞
在
な
の
で
暢
氣
で
あ
る
。
ス
ト
ー
ブ
に
あ
た
め
乍
ら
思
ス
と
も
な
し
に

各
の
大
澤
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
早
大
の
人
々
の
生
活
を
考
へ
て
居
た
。
あ
の
人
達
は
同
じ
此
の
ス
ト
ロ
プ
を
か
こ
ん

で
、
吹
雲
に
明
け
吹
雲
に
暮
れ
る
此
の
山
小
屋
の
中
で
、
針
ノ
木
岳
や
ス
バ
ソ
岳
へ
の
ス
キ
ー
初
登
攀
に
胸
を
轟
か
せ

て
居
た
こ
と
だ
ら
う
。
あ
の
人
達
が
途
つ
た
で
あ
ら
う
業
し
い
山
小
屋
生
活
の
事
な
ど
と
追
想
し
て
行
つ
た
。
今
自
分
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の
手
許
に
は

「
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
」
の
第
五
琥
が
ラ
ン
プ
の
光
に
照
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
。

三
月
十
三
日
、
晴
後
曇
。

書
頃
に
田
中
先
生
は
直
吉
を
連
れ
て
小
屋
に
到
着
し
た
。
祀
父
岳
に
も
岩
小
屋
澤
岳
の
山
稜
に
も

一
日
雲
煙
の
乱
舞

が
績
け
ら
れ
て
居
た
。
赤
澤
は
雪
）ご
へ
良
け
れ
ば
賞
に
素
晴
し
い
ダ
ン
ン
デ
で
あ
ら
う
。
中
央
に
島
の
様
な
突
起
が
出

て
ゐ
る
。
あ
の
谷
が

一
度
に
雪
崩
を
出
し
た
ら
ど
ん
な
に
も
の
凄
じ
い
だ
ら
う
。
そ
し
て
あ
の
谷
か
ら
鳴
澤
岳
へ
赤
澤

岳

へ
と
登
攀
と
試
み
た
ら
ど
ん
な
に
面
白
い
だ
ら
う
な
ど
と
は
考

へ
る
が
、
自
分
に
は
登
つ
て
見
た
い
と
い
ス
氣
は
て

ん
で
起
ら
な
か
つ
た
。
近
頃
め
っ
き
め
山
に
当
す
る
気
持
ち
が
憂
つ
て
家
た
様
で
あ
る
。
た
ゞ
瓢
然
と
彿
往
ひ
歩
く
こ

ん
な
氣
分
で
自
分
は
浦
足
す
る
様
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
大
澤
と
登
つ
て
た
俣
か
ら
尾
根
樽
ひ
に
違
華
岳
の
頂
に
出
る

の
も
面
白
く
叉
可
能
ら
し
く
見
え
た
。

夕
方
に
な
う
霧
が
だ
ん
ノ
ヽ
と
濃
く
な
り
、
グ

ン
ン
デ
も
面
白
く
な
い
の
で
早
く
小
屋
に
戻
ヶ
明
朝
の
仕
度
を
す
る
。

直
吉
が
盛
ん
に
山
の
話
と
し
て
呉
れ
た
。
去
年
針
ノ
木
谷
で
死
ん
だ
人
や
喜
作
の
話
な
ど
。
要
す
る
に
今
日
は
暢
氣
な

一
日
で
あ
つ
た
の
だ
。二

千

小

屋

ま

で

三
月
十
四
日
、
曇
後
晴
。

ふ
と
何
か
の
音
に
限
を
畳
ま
す
と
四
邊
は
ま
だ
闇
で
あ
つ
た
が
人
夫
は
既
に
起
き
て
、
疲
に
は
味
噌
汁
の
鍋
が
か
ゝ

つ
て
居
た
。
直
吉
が
隣
ウ
の
蒲
国
の
中
で

「今
日
は
平
へ
行
く
と
い
ふ
日
ぢ
や
ね
え
、
蒲
圏
の
中
で
ゆ
っ
く
う
寝
て
ゐ

ろ
と
い
ふ
天
氣
だ
あ
」
と
い
ふ
の
が
自
分
の
耳
に
聞
え
て
来
た
時
、　
一
時
に
嫌
な
気
持
ち
に
な
つ
て
、
ス
重
い
蒲
圏
に

も
ヾ
う
込
ん
で
し
唆
つ
た
。
誰
か
ゞ
外

へ
出
て

「
雲
だ
雪
だ
」
と
つ
ぶ
や
く
の
が
又
聞
え
る
。
次
か
ら
次
へ
と
頭
の
中

を
通
過
す
る
も
の
は
成
功
の
喜
び
で
は
な
く
て
悲
憤
の
涙
を
呑
ん
で
大
澤
と
後
に
大
町

へ
引
上
げ
て
行
く

一
行
の
淋
し

〇
一二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

枕 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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二
月
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木
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え
　
吉
澤

い
姿
で
あ
る
。
皆
も
同
じ
思
ひ
と
見
え
て
頭
か
ら
夜
具
を
破
つ
て
何
も
知
ら
な
い
振
う
と
し
て
狸
寝
入
あ
と
や
つ
て
居

る
。
然
し
つよだ
午
前
三
時
で
あ
る
。
夜
明
け
ま
で
に
は
ど
う
天
候
が
憂
ら
な
い
も
の
で
も
な
い
と
、
そ
れ
か
ら
暫
し
の

後
に
一
同
は
起
き
て
朝
飯
を
済

ま
し
て
し
ま
つ
た
。
七
時
頃

で
あ
つ
た
ら
う
外
へ
出
た
直
吉
が
小
屋

へ
飛
び
込
ん
で

木
て

「
だ
ん
ノ
ヽ
良
く
な
る
様
で
す
よ
、
此
の
分
ぢ
や
事
に
依
る
と
越
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
つ
あ^
峠
ま
で
荷
を
指
ぎ

あ
げ
る
だ
け
の
積
う
で
出
か
け
て
御
覧
な
）ご
い
。
後
は
俺
が
引
受
け
る
か
ら
」
と
斯
ふ
い
ス
の
で
皆
は
さ
う
か
と
ば
か

め
窓
か
ら
飛
び
出
る
と
蓮
華
岳
の
方
か
ら
な
る
雲
脚
は
非
常
に
早
い
が
黒
部
側
は
何
と
な
く
晴
れ
て
ゐ
る
様
な
気
が
す

る
。
結
果
は
ど
う
あ
ら
う
と
も
兎
に
角
峠
ま
で
は
出
掛
け
や
う
と
衆
議

一
決
し
て
小
屋
に
戻
り
、
急
い
で
支
度
を
整

ヘ

て
出
螢
の
用
意
と
す
る
。
郡
に
使
う
を
待
つ
友
と
喜
ば
せ
る
篤
に
昨
晩
書

い
た
便
う
の
外
に
二
三
枚
端
書
に
走
め
書
き

ヒ
し
て
直
吉
に
託
し
た
。
彼
が
居
る
の
で
小
屋
の
後
整
理
は
全
部
頼
め
た
の
で
割
合
早
く
出
る
事
が
出
来
た
。
時
に
八

時
。
大
町
へ
一
人
婦
る
直
吉
に
別
れ
を
告
げ
、
懐
し
い
大
澤
小
屋
に
も
再
含
を
胸
に
約
し
、
今
朝
降
つ
た
ば
か
う
の
新

雪
を
踏
ん
で
七
ツ
の
ス
キ
ー
は
峠
の
雲
庇
へ
と
向
つ
た
。

小
屋
の
あ
る
蔓
地
か
ら
そ
の
政
ゝ
疎
林
と
分
け
て
間
も
な
く
自
分
等
は
谷
の
中
央
を
登
る
事
に
な
る
。
直
登
行
も
す

ぐ
無
理
と
な
つ
て
か
ら
は
谷

一
面
に
大
き
な
ジ
グ
ザ
グ
と
描
い
て
行
く
。
ま
だ
雲
崩
の
心
配
も
無
さ
さ
う
で
あ
る
。
所

所
左
右
か
ら
小
さ
い
も
の
は
出
て
ゐ
る
が
ゴ
彗
崩
で
ひ
ど
い
目
に
あ
つ
て
ゐ
な
い
自
分
等
は
少
し
も
恐
ろ
し
い
と
は
思

は
な
い
。
地
国
に
あ
る
右
側
の
岩
壁
の
記
統
の
附
近
に
な
る
と
多
少
傾
斜
が
増
し
て
家
た
様
で
あ
つ
た
。
此
庭
に
右
側

か
ら
落
ち
た
ら
し
い
今
瑣
で
見
た
内
で

一
番
大
き
い
と
思
は
れ
る
雲
崩
の
跡
が
あ
つ
た
。

ふ
と
奥
を
見
上
げ
る
と
、
つ
い
さ
っ
き
ま
で
心
の
内
に
描
い
て
ゐ
た
彗
庇
が
大
き
く
影
を
落
し
て
自
分
等
を
待
つ
も

の
ゝ
様
で
あ
る
。
峠
も
あ
の
す
ぐ
下
あ
た
０
は
可
な
う
急
だ
な
と
思
つ
た
。
大
澤
小
屋
は
既
に
見
え
な
い
。
人
夫
の
名

之
助
は
ア
プ
ラ
シ
の
皮
が
不
完
全
な
馬
中
々
登
る
の
に
苦
ん
で
ゐ
る
ら
し
い
。
皆
は
此
庭
で
暫
く
彼
の
家
る
の
を
待
ち

乍
ら
休
憩
す
る
事
に
し
た
。
彗
崩
の
落
ち
た
傍
は
さ
す
が
に
気
持
ち
が
悪
い
の
で
少
し
上
の
方
に
陣
取
る
。
質
に
理
想

(218)
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的
な
粉
雲
で
あ
る
。
此
の
彗
を
み
す
ノ
ヽ
ア
ザ
ラ
シ
に
ば
か
０
ひ
つ
か
け
て
行
く
の
は
残
念
と
ば
か
う
に
■
だ
二
時
間

も
登
ら
な
け
に
ば
な
ら
な
い
勢
書
な
ん
か
は
全
然
忘
れ
て
し
ま
つ
て
、
思
ひ
ノ
ヽ
に
タ
ー
ン
を
享
楽
す
る
。
上
手
に
出

家
る
と
雪
の
角
と
い
ふ
事
も
知
ら
ぬ
顔
し
て
倉
心
の
笑
を
洩
す
。
同
僚
思
い
の
伊
太
郎
は
身
軽
に
な
つ
て
亀
之
助
の
荷

を
と
う
に
降
つ
た
。
峠
の
頂
に
は
雲
の
去
家
も
劇
し
く
、
ス
雲
庇
か
ら
捲
き
あ
が
る
雲
煙
も
批
槻
で
あ
る
。

斯
く
し
て
三
十
分
位
も
休
ん
で
い
ょ
ノ
ヽ
彗
庇
を
目
標
に
登
高
の
努
力
は
再
び
績
け
ら
れ
て
行
く
。
本
谷
と
マ
ヤ
ク

ボ
と
の
出
合
曖
で
ゞ
も
三
十
分
以
上
は
か
ゝ
る
だ
ら
う
と
あ
せ
ら
ず
に
行
く
。
マ
ヤ
ク
ボ
と
本
谷
と
の
間
に
は
岳
樺
の

少
し
あ
る
小
尾
根
が
あ
る
。
五
月
と
同
様
峠
は
や
は
う
右
手
寄
う
か
ら
容
易
に
登
れ
相
だ
。　
マ
ヤ
ク
ボ
と
の
出
合
か
ら

上
は
急
に
傾
斜
が
度
を
増
し
て
末
た
。
近
い
様
で
遠

い
の
は
い
つ
も
峠
の
頂
で
あ
る
。
時
々
の
立
体
み
に
家
し
方
を
跛

る
。
あ
ゝ
針
ノ
木
峠

へ
家
た
ん
だ
と
い
ふ
何
と
も
云
へ
な
い
威
傷
的
な
思
ひ
が
胸
に
追
つ
て
家
る
。
す
ぐ
眼
の
前
に
横

は
る
岩
小
屋
洋
岳
ｍ
父
岳
、
そ
し
て
そ
の
間
に
悠
々
雲
の
上
に
律
え
る
自
き
双
峯
の
鹿
島
槍
。
籠
川
谷
は

一
面
に
ベ
ッ

ト
リ
と
彗
に
埋
つ
て
居
る
の
だ
。
自
分
を
煩
は
す
何
者
も
な
い
。
誰
に
と
も
な
き
威
謝
の
合
が
泌
み
出
る
の
を
意
識
す

る
。
ま
だ
見
緻
ス
キ
ス
の
谷
々
も
丁
度
こ
ん
な
風
景
な
ん
だ
ら
う
か
と
友
に
問
う
て
も
、
友
は
た
ゞ
あ
ゝ
と
だ
け
で
矢

張
う
喜
び
の
情
を
陰
す
事
は
出
家
な
い
様
に
思

へ
た
。

群
る
に
従
つ
て
猛
ゝ
急
傾
斜
と
な
る
。
デ
グ
ザ
グ
は
成
る
べ
く
大
き
く
す
る
が
そ
れ
で
も
キ
ッ
ク
タ
ー
ン
は
其
度
に

深
き
注
意
を
必
要
と
し
た
。　
一
度
落
ち
れ
ば

一
時
間
位
は
登
う
な
・″ｔ
゛
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
蓮
華
側
に
も
マ
ヤ
ク
ボ

側
に
も
丁
度
い
ゝ
加
減
の
所
に
岳
樺
の
一
群
が
あ
る
の
で
少
憩
す
る
に
は
都
合
が
好
い
。
段
々
と
雲
庇
は
限
前
に
迫

る
。
後
四
つ
後
三
つ
と
次
第
に
減
つ
て
行
く
タ
フ
ン
の
数
は
業
し
み
な
も
の
で
あ
つ
た
。
最
後
か
ら
二
番
目
の
タ
ア
ン

を
選
華
側
で
や
つ
た
時
は
傾
斜
が
可
な
め
急
な
も
の
で
あ
る
か
ら
兎
角
足
許
も
危
険
で
ス
新
彗
も
く
づ
れ
易
い
。
何
と

云
つ
て
も
峠
の
上
に
出
る
に
は
針
ノ
本
側
の
方
を
探
る
の
が
普
通
で
あ
ら
う
。
最
後
の
タ
ア
ン
も
無
事
絡
つ
た
。
最
早

他
念
も
な
い
、
峠
の
頂

へ
、
只
そ
れ
の
み
。

〇

二
月

の
針

ノ
木
谷

と
立
山
越
え
　
吉

澤

枕 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

(1ど
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と
立
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え
　
吉
澤

十

一
時
十
分
、
自
分
は
再
び
雲
の
針
ノ
木
峠
に
立
つ
事
を
得
た
。
ヤ
ッ
ホ
ヽ
―
の
歓
難
は
只
無
限
の
音
波
と
な
つ
て

何
庭
と
も
な
く
湾
え
て
行
く
。
田
中
氏
を
最
後
と
し
て
七
人
は
無
事
に
包
み
切
れ
ぬ
喜
び
を
見
交
は
す
事
が
出
家
た
の

で
あ
る
。
廻
韓
篤
兵
の
そ
れ
の
知
く
峠
よ
う
の
南
望
は
賞
に
雄
大
で
あ
つ
た
。
槍
の
黒
い
尖
峯
は
飽
く
ま
で
四
方
を
腱

し
て
ゐ
る
。
今
も
前
穂
高

一
帯
に
は
具
綿
と
ち
ぎ
っ
力
様
な
雲
が
か
ら
み
つ
い
て
ゐ
る
。
黒
岳
か
ら
赤
牛
へ
か
け
て
は

素
晴
ら
し
く
具
自
で
あ
る
。
鹿
島
槍
は
と
見
れ
ば
落
に
彗
雲
に
姿
を
湾
さ
う
と
し
て
ゐ
る
所
で
あ
つ
た
。
友
は
あ
は
て

て
ヵ
メ
ラ
に
入
れ
る
。
自
分
等
は
何
と
い
ふ
幸
に
恵
ま
れ
て
ゐ
る
事
だ
ら
う
。
此
の
八
千
尺
の
峠
に
立
つ
て
少
し
の
寒

さ
も
威
ぜ
ず
、
宛
然
夏
山
と
同
じ
氣
安
さ
に
漫
る
事
の
出
来
る
の
は
何
と
い
ス
幸
運
兄
だ
ら
う
。
暢
気
に
書
飯
と
た
ベ

て
下
度

一
時
間
の
後
籠
川
谷
に
別
れ
を
告
げ
や
う
と
、
ふ
と
今
家
を
所
と
蹴
ね
ば
自
分
等
の
つ
け
た
美
し
い
シ
ュ
プ
ー

／
が
此
の
頂
うよ
で
績

い
て
ゐ
２
。
サ
ラ
バ
と
未
知
の
谷
、
少
く
と
も
積
雲
期
に
於
け
る
未
知
の
谷
で
あ
る
針
ノ
木
谷
に

滑
め
下
り
は
じ
め
た
。
豫
定
で
は
十
分
か
十
分
で
牛
小
屋
ま
で
達
す
る
事
が
出
家
る
積
う
で
あ
つ
た
が
、
最
初
の
斜
滑

降
を
違
華
側
へ
や
つ
て
見
て
驚

い
た
。
そ
ね
は
他
で
も
な
い
。
典
型
的
の
カ
ン
バ
リ
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
北
側
と

南
側
の
雪
質
の
相
違
、
こ
れ
程
明
瞭
に
区
別
出
家
る
所
は
叉
と
あ
る
政
い
。
案
に
相
違
の
此
の
悪
彗
に
皆
は
果
然
た
ら

ぎ
る
を
得
な
か
つ
た
。
ガ
リ
ガ
リ
バ
サ
バ
サ
と
い
ふ
音
で
は
ス
キ
ー
に
乗
つ
て
ゐ
る
氣
持
は
更
に
起
う
や
う
が
な
い
。

そ
れ
で
ヽ
降
夕
で
あ
る
。
蓮
華
側
の
下
に
は
大
穴
が
横
は
つ
て
ゐ
る
の
で
右
手
に
小
尾
根
を
越
し
て
針
ノ
本
側
の
急
斜

面
を
斜
滑
降
と
キ
ツ
ク
タ
ー
ン
で
滑
つ
て
行
く
。
上
を
見
れ
ば
後
機
の
人
の
大
き
さ
は
最
早
豆
つ
ぶ
位
に
し
か
認
め
ら

れ
な
い
。
矢
張
う
苦
ん
で
居
る
ら
し
い
．
誰
で
も
あ
ん
な
カ
ン
パ
リ
で
タ
ー
ン
を
あ
ざ
や
か
に
や
つ
て
退
け
る
人
が
あ

め
得
や
う
か
。
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
こ
ん
な
雲
の
時
ど
ん
な
廻
ウ
方
を
す
る
だ
ら
う
か
な
ど
と
考
へ
乍
ら

一
生
懸
命
牛
制

動
の
様
な
も
の
を
や
つ
て
行
く
。
時
々
少
し
赤
味
を
帯
び
た
彗
の
所

へ
末
る
、
粉
彗
に
似
た
も
の
で
あ
つ
て
ス
テ
ム
タ

ー
ン
が
氣
持
よ
く
味
へ
る
が
。
そ
れ
も
す
ぐ
絡
つ
て
忽
ち
カ
ン
バ
リ
に
入
つ
て
し
ま
ふ
。
ち
ょ
い
ノ
ヽ
見
え
る
赤
彗
が

ど
ん
な
に
待
た
れ
た
事
だ
つ
た
ら
う
。
如
何
な
る
故
に
陽
も
あ
た
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
所
に
所
々
あ
ヽ
い
ふ
雲
質
が

一　
〇
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残
る
か
は
自
分
に
は
不
可
解
で
あ
つ
た
。
岳
樺
の
一
群
を
過
ぎ
る
と
も
う
俄
然
谷
は
狭
く
な
る
。

叉
此
庭
が
賓
に
滑

め
悪
い
。
狭
く
て
急
で
カ
ン
パ
ソ
で
は
悪
い
も
の
が
三
拍
子
揃
つ
た
も
の
で
あ
る
。
水
は
一
箇
所
も
見
え
ず
に
峠
よ
う

丁
度

一
時
間
の
後
針
ノ
木
の
本
谷
に
出
て
や
つ
と
解
放
さ
に
た
様
な
氣
分
に
な
つ
た
。
流
石
此
の
谷
は
日
営
う
も
悪
い

と
見
え
て
雪
質
は
良
好
で
あ
る
。
ス
キ
ー
の
裏
に
は
少
し
の
蟻
■
着

い
て
は
居
な
か
つ
た
。

夏
季
で
も
登
山
者
が
往
々
に
し
て
迷
ふ
此
庭
の
牛
小
屋
跡
は
積
雲
季
に
於
て
は
筒
夏
此
の
可
能
性

が
あ
る
様
で
あ

る
。幾

度
か
の
韓
倒
に
大
部
腹
の
塞

い
た
も
の
が
出
た
の
で
少
量
の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
口
に
入
れ
、
再
び
ス
キ
フ
に
蟻
を
塗

つ
て
、
約
五
十
分
の
休
憩
の
後
出
凄
す
る
事
に
し
た
。
最
も
危
険
性
の
多
い
の
は
何
と
云
つ
て
も
牛
小
屋
と
大
南
澤
の

間
で
あ
る
。
去
年
の
六
月
四
日
自
分
が
此
庭
を
通
過
し
た
時
に
は
、
至
る
所
に
底
雲
崩
の
凄
い
の
が
出
て
居
て
、
生
々

し
い
大
本
の
折
れ
た
の
が
数
多
く
倒
ね
て
ゐ
る
の
を
見
た
。
然
し
今
は
ま
だ
底
雲
崩
の
時
期
で
は
な
い
。
新
彗
表
居
雲

崩
の
方
も
夜
明
け
に
降
つ
た
だ
け
の
も
の
で
は
た
と
へ
落
ち
て
ヽ
命
に
は
別
般
な
さ
う
だ
。　
一
番
心
配
な
の
は
時
間
の

開
係
上
混
潤
新
雪
表
層
雪
崩
で
あ
る
。
地
固
の
上
か
ら
見
て
ヽ
鉢
ノ
木
岳
南
面
直
下
の
カ
ラ
澤
か
ら
出
る
の
を
最
も
恐

れ
た
わ
け
で
あ
つ
た
。
然
し
幸
運
は
何
庭
ま
で
も
自
分
等
に
恵
ま
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
大
町
に
家
た
時
に
降
つ
た
あ

の
大
雪
以
来
岳
は

一
帯
に
晴
天
績
き
で
あ
つ
た
の
で
、
今
は
全
く
落
ち
る
べ
き
も
の
は
線
て
落
ち
た
後
で
あ
る
の
だ
。

始
め
の
内
は
ス
テ
ム
ボ
ー
グ
ン
と
す
る
程
の
事
も
な
く
、
ど
ん
ノ
ヽ
直
滑
降
で
滑
ク
く
だ
る
。
舟
窪
澤
も
す
ぐ
越
し

て
し
ま
ひ
、
忽
の
内
に
あ
の
大
き
な
岩
の
あ
る
カ
ラ
澤
ま
で
や
つ
て
家
て
し
曖
つ
た
。
舟
窪
澤
か
ら
は
小
さ
な
雲
崩
が

出
て
居
力
様
に
思
ふ
。
カ
ラ
澤
の
出
合
は
想
像
に
反
し
て
不
穏
且
つ
．無
事
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

雲
崩
ら
し
い
も
の
は
大
概
上
の
方
で
停
ま
つ
て
ゐ
る
．
然
し
此
の
邊
か
ら
又
例
の
カ
ン
′ヾ
ソ
が
始
ま
つ
て
末
た
に
は

閉
口
し
た
が
、
峠
の
南
面
程
ぎ
ご
ち
な
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
カ
ラ
澤
の

一
つ
西
の
大
き
な
澤
に
も
雪
崩
は
あ
つ
た

が
谷
ゆよ
で
は
延
び
‘
居
な
か
つ
た
。
午
後
二
時
十
分
に
牛
小
屋
跡
を
出
て
丁
度

一
時
間
に
し
て
大
南
澤
の
出
合
に
着
く

〇

二
月

の
針

ノ
木
谷

と
立
山
越
え
　
吉

澤

琥 二 第 年 二 十 二 箱 岳 山
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〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤
一

事
が
出
来
た
。
此
の
問
谷
は

一
面
に
埋
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
粉
雲
の
み
で
あ
つ
た
ら
三
十
分
も
か
ゝ
ら
ず
に
氣

持
よ
く
滑
つ
て
家
る
事
が
出
家
や
う
。
自
分
等
は
今
度
の
旅
行
に
於
て
天
氣
運
の
良
か
つ
た
代
う
に
は
全
コ
リ
ス
を
通

じ
て
思
ひ
き
う
満
足
の
粉
彗
に
遇
は
な
か
つ
た
の
は
残
念
で
あ
つ
た
。
要
す
る
に
牛
小
屋
跡
と
大
南
澤
の
間
は
思
つ
た

ょ
う
も
雲
崩
の
危
険
性
の
少
な
い
所
で
あ
る
。
谷
の
狭
い
所
は
危
険
性
が
な
く
、
其
の
あ
る
所
は
概
し
て
廣
く
て
避
難

の
餘
地
が
充
分
あ
る
と
云
へ
よ
う
。

大
南
澤
に
着
い
た
時
は
一
時
に
重
荷
が
け
し
飛
ん
だ
様
な
気
が
し
た
。
然
し
賞
際
に
於
い
て
は
此
庭
か
ら
不
哉
で
ゞ

も
可
な
う
気
持
ち
の
悪
い
所
が
あ
る
の
で
あ
つ
た
が
。

大
南
澤
か
ら
立
山
方
面
の
眺
め
も
可
な
ウ
立
派
で
あ
る
。
具
白
な
五
色
ケ
原
、
イ
タ
ド
ソ
尾
根

（御
山
澤
と
中
ノ
谷

と
の
間
の
も
の
、
そ
し
て
中
ノ
谷
か
ら
御
山
澤
に
越
え
る
所
を
イ
タ
ヤ
峠
と
い
ふ
。
志
鷹
爾
三
太
郎
の
話
で
あ
つ
た
が

ヽ
　
ヽ

芦
跡
の
人
は
イ
タ
ド
リ
と
云
へ
ず
に
イ
ク
ロ
ン
と
い
ふ
）
、
龍
王
岳
。
そ
し
て
少
し
西
側
に
よ
れ
ば

一
ノ
越

と
雄
山
を

見
る
事
も
出
来
た
。

十
分
も
休
ん
で
か
ら
い
よ
′
ヽ
‐手
に
向
ふ
。
も
う

一
時
間
も
す
れ
ば
、
宮
本
さ
ん
に
も

一
年
振
う
で
含

へ
る
し
、

里
の
話
も
出
一外
る
と
思
ふ
と
何
だ
か
胸
の
中
が
わ
く
ノ
ヽ
し
て
木
る
。
大
南
澤
か
ら
業
部
ま
で
は
雲
崩
の
方
の
危
険
性

は
少
い
が
其
の
代
う
谷
が
大
部
あ
い
て
居
る
の
で
、
前
と
比
較
し
て
時
間
は
随
分
餘
計
に
か
ゝ
る
。
幾
度
か
ス
キ
ー
も

脱
い
だ
。
右
岸
の
岩
の
記
琥
の
あ
る
附
近
は
淵
や
瀧
の
様
に
な
つ
て
居
て
落
ち
れ
ば
勿
論
助
か
ら
な
い
事
が
わ
か
つ
て

居
る
の
で
、
左
岸
の
急
斜
面
と
ヘ
ゾ
る
時
は
餘
ウ
気
持
が
よ
く
な
か
つ
た
。
ス
キ
ー
を
腕
げ
ば
街
仕
末
が
悪
い
所
で
あ

る
。
左
岸
の
岩
の
記
琥
の
あ
る
邊
う
で
は
亀
之
助
が
重
い
荷
を
措
い
だ
竣
ゝ
、
幸
ひ
流
れ
の
す
ぐ
上
の
所
で
停
う
は
じ

た
が
、
づ
う
落
ち
た
に
は
驚
い
た
。
最
早
不
も
近
く
な
つ
た
。
黒
部
の
本
流
も
つ
い
日
と
鼻
の
間
に
な
つ
て
ゐ
る
。
最

後
に
右
岸
に
移
ら
う
と
し
た
時
に
伊
太
郎
は
丸
木
橋
を
横
に
波
ら
う
と
し
て
ス
キ
ー
を
は
い
た
儘
ザ
プ
ン
と
川
へ
落
ち

て
し
ま
つ
た
。
怪
我
は
無
か
つ
た
が
全
身
び
し
よ
濡
れ
と
な
つ
た
の
だ
か
ら
さ
ぞ
辛
か
つ
た
ゞ
ら
う
と
思
ふ
。
自
分
等

(222`)
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は
其
少
し
上
で
徒
渉
と
し
て
最
後
の
谷
渡
ウ
を
維
る
。
ヤ
ッ
ホ
ホ
ー
を
連
呼
し
な
が
ら
亀
之
助
と
伊
太
郎
の
二
人
は
自

分
の
古
巣

へ
で
も
婦
る
様
に
元
氣
に
ス
キ
ー
を
滑
ら
し
て
行
つ
た
。
封
岸
に
は
人
が
三
人
と
大
が
二
匹
腸
と
こ
つ
ち
を

見
つ
め
て
ゐ
る
。
今
は
平
に
も
釣
橋
が
出
来
て
ゐ
る
の
で
籠
渡
の
世
話
も
な
く
又
徒
渉
の
必
要
も
な
く
ス
キ
ー
を
は
い

た
ま
つ
二

人
ノ
ヽ

い
ゝ
接
排
に
ゆ
ら
れ
な
が
ら
懐
し
い
黒
部
の
左
岸
に
移
る
事
が
出
な
た
。
三
人
の
人
達
は
去
年
も
不

で
越
し
た
重
吉
と
爾
三
太
郎
と
共
弟
の
光
次
郎
で
あ
つ
た
。
去
年
雪
の
創
、
立
山
、
針
ノ
木
と
引
張
つ
て
歩
い
て
呉
れ

た
光
次
郎
の
陽
や
け
し
た
顔
に
は
、
再
含
の
喜
び
が
温
れ
て
ゐ
る
。
浚
づ
ノ
ヽ
と
日
本
電
力
の
小
屋
に
案
内
さ
れ
る
。

宮
本
さ
ん
は
相
憂
ら
ず
の
元
氣
で
挨
拶
も
そ
こ
ノ
ヽ
に
例
の
晴
れ
や
か
な

「
ア
ッ
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
」
を
投
げ
出
さ
れ
る
。

斯
く
し
て
四
時
四
十
分

一
行
は
無
事
に
み
一行
程
の
牛
ば
を
完
成
し
て
不
の
小
屋
に
落
ち
つ
く
事
を
得
た
の
で
あ
つ

た
。

三
　
平
の
小
屋
附
近
と
小
屋
生
活

手
の
小
屋
附
近
と
云
つ
て
も
た
ゞ
ヌ
ク
イ
谷
の

一
部
を
歩
い
た
ゞ
け
で
あ
る
か
ら
黒
部
の
上
流
下
流
に
就
て
は
知
る

所
が
無
い
。
唆
づ
順
序
と
し
て
二
十
四
日
よ
う
三
十

一
日
に
至
る
小
屋
生
活
の
大
概
を
語
ら
う
と
思
ふ
。

若
い
た
最
初
の
日
は
非
常
な
贅
澤
を
し
そ
。
各
季
と
は
い
へ
、
こ
ん
な
山
奥
に
家
て
山
海
の
珍
味
に
舌
鼓
を
打
た
う

と
は
賞
に
意
外
な
事
で
あ
る
。
小
屋
の
主
人
の
宮
本
氏
は
、
自
分
等
が
遅
く
も
十
六
日
頃
に
は
家
る
だ
ら
う
と
毎
日
心

待
ち
に
待
っ
て
居
て
、
旨
い
も
の
を
澤
山
用
意
し
て
置
い
て
下
さ
つ
た
。
松
本
、村
尾
の
雨
氏
は
里
か
ら
上
げ
て
あ
つ
た

物
す
ご
い
洒
を
可
な
う
に
飲
ん
で
酵
ひ
つ
ぶ
れ
て
し
ま
ス
。
最
初
の
夜
は
同
行
の
人
夫
二
人
ヽ
客
人
と
な
つ
て
、
宮
本

氏
や
光
次
郎
及
び
爾
三
さ
ん
達
に
散
迎
さ
れ
、
い
ゝ
気
持
ち
に
な
つ
て
オ
フ
ラ
オ
フ
ラ
と
唄
つ
て
居
た
。
飯
も
済
ん
で

暫
く
す
る
と
花
ガ
／
夕
が
は
じ
ま
る
。
薪
ス
ト
ー
プ
の
あ
る
食
堂
を
出
て
宮
本
氏
の
部
屋
に
隣
る
僕
等
の
部
屋
で
毎
晩

十
二
時
近
く
ま
で
や
つ
て
ゐ
た
。
毛
布
は
豊
富
だ
し
綺
麗
な
雄
も
き
つ
て
あ
る
の
で
、
山
の
小
屋
に
水
た
様
な
氣
分
は

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

一
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行 稜 月 二 年 三 和 昭

Ｃ
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

夏
に
起
ら
な
い
。
が
、
然
し
確
子
窓
か
ら
外
を
見
る
と
黒
部
の
流
れ
は
常
に
耳
許
に
と
ゞ
ろ
き
、
大
南
澤
の
奥
に
は
不

動
岳
の
一
角
が
自
銀
の
如
く
に
冴
え
て
あ
る
。
積
雲
量
は
家
た
時
に
は
十
三
尺
で
あ
つ
た
が
縮

へ
る
時
に
は
あ
の
窓
外

に
あ
る
示
標
は
十
二
尺
を
示
し
て
ゐ
た
。
雨
の
篤
に
そ
し
て
温
度
の
上
つ
た
篤
に
一
週
間
の
間
に
一
尺
減
じ
た
わ
け
に

な
る
。
毎
日
夕
方
に
な
つ
て
ス
キ
ー
に
も
あ
き
、
腹
も
減
つ
て
末
る
と
皆
小
屋
に
戻
つ
て
恭
る
。
可
変
ら
し
い
煙
突
か

ら
は
煙
が
成
勢
よ
く
出
て
ゐ
て
、
も
う
風
呂
の
用
意
さ
れ
た
事
を
知
ら
せ
て
ゐ
る
。
ス
キ
ー
を
腕
ぎ
、
夏
な
ら
ば
梯
子

に
よ
つ
て
達
せ
ら
れ
る
一
寸
し
た

ノヾ
″
コ
ニ
ー
も
今
で
は
彗
面
よ
め
低
い
の
で
そ
こ
か
ら
直
接
に
三
階
に
入
り
、
手
入

れ
を
し
て
棚
に
あ
げ
て
置
く
。
そ
し
て
ど
っ
か
う
と
ス
ト
ア
プ
の
周
囲
に
寝
韓
ぶ
。
湯

へ
入
る
の
は
毎
晩
先
頭
が
田
中

氏
、
そ
れ
か
ら
僕
等
宮
本
氏
人
夫
衆
の
順
で
あ
る
。
黒
部
の
清
流
を
湯
に
沸
か
し
て
入
つ
た
人
も
ま
だ
少
な
い
事
で
あ

ら
う
。
湯
と
出
る
と
暫
く
は
雑
談
に
耽
う
そ
れ
か
ら
夕
飯
に
な
る
。
時
々
宮
本
氏
御
自
慢
の
手
製
の
豆
腐
が
出
る
。
非

常
に
旨
い
ら
し
い
が
豆
腐
の
さ
ら
ひ
な
自
分
に
は
解
ら
な
い
。
宮
本
氏
の
従
事
し
て
居
る
仕
事
は
水
量
水
速
を
統
計
的

に
記
入
し
て
行
く
事
で
あ
つ
て
、

一
週
間
居
る
間
に
機
械
の
名
稗
も
作
用
も
大
部
覺
え
た
。
牛
年
捲
き
の
水
準
機
と
い

ぶ
も
の
は
中
々
に
精
巧
に
出
家
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
自
分
等
は
雑
用
は
人
夫
衆
が
皆
や
つ
て
呉
れ
る
の
で
、
さ
な
が
ら
大
名
生
活
の
様
に
暮
し
て
行

ヽ
事
が
出

末
た
。
全
く
こ
ん
な
暢
氣
な
生
活
は
里
の
者
に
は
了
解
出
来
な
い
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。　
一
番
営
然
で
し
か
も
珍
し
く
威

じ
た
事
は
、
宮
本
氏
等
が
年
琥
の
憂
つ
た
の
を
知
ら
な
か
つ
た
事
で
あ
つ
た
。
宮
津
の
地
震
も
勿
論
知
ら
な
い
。
光
次

郎
の
如
き
は
自
分
の
子
供
が
男
で
あ
る
事
も
始
め
て
知
つ
た
穣
な
わ
け
で
、
全
く
別
天
地
と
い
ふ
威
を
深
く
し
た
の
で

あ
る
。

三
月
十
七
日
．
ヌ
ク
イ
谷

へ
。

さ
し
て
上
天
氣
と
云
ふ
程
で
も
な
か
つ
た
け
に
ど
。
今
日
は
伊
太
郎
を
残
し
て
全
部
が
ヌ
ク
イ
谷

へ
入
る
事
に
し
た

の
で
あ
る
。
夜
明
け
頃
降
つ
た
新
雪
が
ク
ラ
ス
ト
の
上
に
ア
ン
フ
リ
と
乗
つ
て
ゐ
て
気
持
ち
が

い
ゝ
。
午
前
八
時
牛
頃

一　
四
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宮
本
氏
と
先
頭
に
出
残
し
た
。
小
屋
を
出
て
す
ぐ
小
さ
な
尾
根
を
越
じ
ヌ
タ
イ
谷
の
左
岸
に
出
る
。
谷
も
こ
の
邊
は
少

し
割
れ
て
ゐ
る
が
、
も
の
ゝ
一
町
も
行
か
ぬ
内
に
一
面
に
雲
と
以
て
覆
は
れ
た
谷
と
な
る
。
雲
崩
の
出
た
跡
も
可
な
り

あ
る
。
刈
安
峠
の
下
あ
た
う
へ
家
た
時
に
は
天
氣
は
非
常
に
良
く
な
り
、
な
か
′
ヽ
蒸
す
の
で
厚
着
で
は
歩
け
な
い
。

後
を
見
る
と
案
外
の
高
さ
の
所
に
雲
に
捲
か
れ
た
針
ノ
木
岳
が
顔
を
出
す
。
ふ
と
自
分
の
頭
に
浮
ん
だ
の
は
い
つ
も
お

馴
味
の
マ
ッ
タ
ー
ホ
／
ン
の
葛
具
で
あ
つ
た
。
全
く
あ
の
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
ェ
の
威
じ
は
英
の
儘
今
の
針
ノ
木
岳
に
移
さ
れ

て
ゐ
る
様
で
あ
つ
た
。

ヌ
ク
イ
谷
は
階
段
的
に
奥

へ
奥

へ
と
せ
う
上
つ
て
ゐ
る
。
越
中
澤
岳
に
績
く
尾
根
は
殆
ど
皆
北
側
に
雲
庇
を
つ
く
ウ

今
し
盛
に
彗
煙
を
あ
げ
て
あ
る
所
で
あ
つ
た
。
底
無
し
の
晴
塞
に
た
は
む
れ
る
美
し
き
雲
煙
、
谷
を
遡
つ
て
行
く
時
行

手
の
尾
根
に
あ
が
る
具
自
な
雪
煙
と
見
る
の
は
、
各
季
山
に
入
る
も
の
ヽ
他
に
又
と
な
き
憧
憬
の
一
つ
で
な
く
て
何
で

ぁ
ら
う
。
ヌ
ク
イ
谷
の
今
頃
は
大
し
た
危
険
な
彗
崩
の
心
配
は
な
い
様
に
思
へ
る
。
事
に
よ
れ
ば
刈
安
峠
か
ら
落
ち
る

の
は
可
な
う
も
の
す
ご
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
途
中
休
み
ノ
ヽ
で
あ
つ
た
が
小
屋
を
出
て
か
ら
約
三
時
間
の

ァ
ー
″
バ
イ
ト
の
後
僕
等
は
ヌ
ク
イ
谷
の
奥
、
本
挽
山
の
三
角
織
よ
う
北
に
な
ろ
し
た
尾
根
の
西
側
の
澤

（
ヌ
ク
イ
谷

の
大
澤
、
椴
稗
）
の
落
合
の
地
難
に
達
し
た
の
で
あ
つ
た
。
地
国
に
依
つ
て
は
賞
際
の
威
じ
は
少
し
も
兄
出
せ
な
い
。

此
の
澤
は
出
日
は
別
と
し
て

（非
常
に
狭
い
）

一
性
の
威
じ
が
籠
川
谷
の
大
澤
に
似
２
所
が
多
い
。

爾
三
は
此
の
澤
は
夏
に
は
餘
ウ
水
は
な
い
と
云
つ
て
ゐ
る
が
積
雲
期
に
於
て
は
北
斜
面
で
あ
る
関
係
上
雲
質
は
非
常

に
良
好
で
あ
つ
た
。
ブ
ー
ン
と
直
滑
降
で
飛
ば
し
て
ク
リ
ス
チ
ヤ
ニ
ア
を
や
る
と
僕
等
の
使
ふ
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
政

る
で
も
の
す
ご
く
気
持
ち
が
い
ゝ
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
自
分
が
や
つ
て
る
時
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
友
の
と
見
て
ゐ

る
と
廻
韓
後
暫
く
に
し
て
彗
煙
の
中
か
ら
具
黒
い
顔
が
浮
び
出
て
来
る
。
自
分
は
づ
に
乗
つ
て
分
に
過
ぎ
た
直
滑
降
を

や
っ
か
篤
右
足
を
途
に
挫
折
し
て
了
つ
た
。
可
な
う
ひ
ど
く
真
逆
さ
す
に
三
四
度
廻
轄
し
た
け
れ
ど
彗
が
良
か
つ
た
篤

め
ス
キ
ー
は
何
と
も
な
か
つ
た
。
山

へ
入
つ
て
の
直
滑
降
っ
そ
れ
も
飢
暴
過
ぎ
る
程
度
の
も
の
は
賓
に
禁
物
で
あ
る
。

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
洋

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

一
五
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二
月

の
針

ノ
木

谷
と
立
山
越
え
　
吉

澤

人
に
は
誠
め
て
ゐ
る
自
分
で
あ
つ
た
が
故
に
こ
ん
な
事
は
少
し
も
自
慢
に
な
ら
漁
。
此
の
澤
の
出
日
の
封
岸
即
ち
岩
壁

の
記
続
の
間
か
ら
出
る
澤
は
共
の
下
部
に
於
て
非
常
に
大
き
な
手
頃
な
グ
ン
ン
デ
と
思
ス
。
但
南
面
す
る
篤
め
雪
質
は

餘
め
良
好
で
は
な
か
つ
た
。
此
庭
か
ら
奥

へ
は
入
つ
て
見
な
か
つ
た
が
手
の
小
屋
を
根
擦
と
し
て
牛
日
の
プ
ロ
ム
ナ
ー

ド
を
行
ふ
鶯
の
所
と
し
て
は
推
奨
す
る
に
足
る
グ
レ
ン
デ
で
あ
る
事
は
確
信
と
以
て
云
ひ
き
る
事
が
出
家
る
。
殊
に
縮

う
は
三
十
分
も
か
ゝ
ら
ず
に
平
域
で
一
本
の
シ
ュ
プ
ー
／
を
残
し
て
く
る
事
が
出
家
る
の
は
ス
キ
ー
登
山
家
の
み
の
味

ひ
得
ら
る
ゝ
快
威
で
は
無
か
ら
う
か
。

三
月
十
八
日
、
五
色
ケ
原
へ
。

午
前
四
時
頃
起
き
る
。
今
日
は
光
次
郎
と
重
吉
が
牛
年
振
・ク
に
芦
嶼

へ
出
る
日
で
あ
る
。
彼
等
は
今
日
中
に
中
ノ
谷

か
ら
ザ
ラ
峠
を
越
し
温
泉
と
経
て
芦
峡

へ
蹄

へ
る
の
だ
。
自
分
等
が
芦
眸

へ
出
た
日
に
聞
い
た
の
で
あ
る
が
、
手
を
午

前
六
時
頃
出
て
午
後
九
時
頃
着
い
た
と
い
ふ
か
ら
十
五
時
間
ば
か
う
要
し
た
事
に
な
る
。
山
の
男
で
な
け
れ
ば
出
家
な

い
仕
事
で
あ
ら
う
。

五
色
ケ
原
行
き
は
爾
三
太
郎
が
案
内
役
で
午
前
八
時
頃
小
屋
を
後
に
し
て
ヌ
ク
イ
谷
に
向
ふ
。
殆
ど
夏
道
を
通
つ
て

尾
根
の
南
側
を
木
立
を
縫
っ
て
登
る
。
所
々
に
急
崚
な
箇
所
あ
う
。
天
候
及
び
其
の
及
ぼ
せ
る
影
警
に
よ
う
ス
キ
ー
に

て
の
通
過
は
可
な
う
煩
は
し
く
り
刈
安
峠
直
下
の
谷
に
南
面
し
た
所
は
樹
木
も
少
な
く
日
光
の
直
射
の
篤
に
思
は
漁
時

間
を
費
し
て
、
峠
に
着

い
た
の
は
十

一
時
頃
で
あ
っ
た
。
其
の
間
登
る
に
従
ひ
木
挽
の
尾
根
を
経
て
遠
く
三
ツ
岳
赤
牛

岳
等
が
姿
と
あ
ら
は
し
て
来
た
。

峠
の
眺
望
は

一
片
の
雲
も
な
く
、
針
ノ
木
岳
は
其
の
企
容
を
あ
ら
は
じ
ゝ
雄
山
の
山
稜
が
黒
部
に
落
ち
て
行
く
の
が

は
っ
き
０
と
す
る
。
小
憩
の
後
尾
根
を
五
色
ケ
原
へ
と
迎
る
。
此
庭
は
去
年
の
秋
に
か
既
に
道
が
出
来
て
ゐ
る
の
で
あ

る

。幾
つ
か
の
突
起
の
登
う
も
大
し
た
苦
勢
も
な
く
、
彗
は
ゆ
る
み
加
減
で
あ
つ
て
ア
ザ
ラ
ン
の
後
に
入
り
、
ス
キ
ー
は

一
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可
な
め
重
く
な
る
。
途
中
雲
庇
と
二
三
箇
所
過
ぎ
る
。
主
と
し
て
ヌ
ク
イ
谷
に
面
す
る
も
の
ゝ
み
で
あ
つ
た
。
第

一
の

雲
庇
を
よ
け
て
ほ
え
の
少
し
北
側
・乞
哉
い
て
通
つ
た
所
の
み
本
が
出
て
め
て
、
後
は
全
部
園
い
尾
根
の
上
を
業
に
通
る

事
が
出
来
た
。
昨
日
遊
ん
だ
ヌ
ク
イ
谷
の
大
澤
を
具
向
に
見
る
彗
庇
の
下
邊
う
で
中
食
と
と
る
。

尾
根
よ
う
五
色
ケ
原
に
入
る
附
近
は
雪
質
カ
ン
バ
ソ
Ｌ
な
つ
て
ゐ
た
が
左
程
困
難
な
も
の
で
は
な
い
。
五
色
の
小
屋

が
原
の
右
手
の
く
ば
み
に
小
さ
く
見
え
る
。
原
に
入
る
と
彗
は
風
に
よ
う
波
と
う
つ
て
は
居
る
が
締
つ
て
ゐ
て
気
持
の

い
ヽ
も
の
で
あ
つ
た
。
鳶
岳
の
方

へ
少
し
向
つ
た
が
時
間
も
な
い
故
い
ゝ
加
減
の
所
か
ら
降
つ
て
小
屋
に
向
ふ
。
此
の

附
近
に
て
遠
く
自
由
や
富
山
彎
を
望
ん
だ
。
笠
ケ
岳
は
最
ヽ
立
派
に
見
え
た
。
小
屋
は
三
階
は
大
方
出
て
あ
た
が
中
は

す
つ
か
０
雪
で
あ
つ
た
。
風
も
張
く
旦
寒
氣
も
増
し
た
の
で
午
後
三
時
牛
頃
降
ウ
に
か
ゝ
る
。

立
山
温
泉
に
向
つ
た
二
人
の
ス
キ
ー
の
跡
が
遠
く
に
見
え
る
。
ザ
ラ
峠
の
階
近
は
雲
が
固
く
少
し
東
よ
う
に
中
ノ
谷

に
降
つ
て
行
つ
た
。
所
々
に
結
氷
面
が
あ
る
篤
多
少
の
苦
心
と
す
る
。
谷
一」
降

●
つ
い
て
か
ら
は
痛
快
な
る
ボ
ー
ダ
ン

と
直
滑
降
と
味
ひ
得
た
。
然
し
た
ヽ
瀧
の
上
部
ツ
で
ゞ
あ
り
、
瀧
七
無
理
に
ス
キ
ー
で
降
つ
た
時
に
は
最
早
日
中
と
け

た
雪
が
カ
ン
ノ
ヽ
に
凍
つ
て
「
エ
ッ
デ
は
政
る
で
き
か
ず
、
不
喩
快
な
る
滑
降
を
績
け
て
平
ま
で
木
て
し
ま
つ
た
。

先
着
の
松
本
は
午
後
四
時
牛
で
あ
つ
た
。
宮
本
氏
と
爾
三
太
郎
が
小
屋
に
つ
い
た
の
は
そ
れ
か
ら
三
時
間
位
後
で
あ

つ
た
ら
う
。

之
を
要
す
る
に
五
色
ケ
原
行
き
は
、
前
記
の
コ
，
ス
よ
う
ｔ
中
ノ
谷
よ
う
主
色
ケ
原
へ
登
つ
て
越
中
澤
乗
越
か
ら
ヌ

ク
イ
谷
に
降
り
、
平

へ
蹄
着
す
る
方
が
い
ゝ
様
で
あ
る
。

（
五
色
ケ
原
行
は
同
行
村
尾
氏
つ
説
明
に
よ
る
。
自
分
は
右
足
の
痛
手
の
鷲
に
三
日
間
綾
て
ゐ
た
。）

四

立

山

越

え

三
月
三
十

一
日
、
弘
法
茶
屋
へ
。

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

競 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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行 磯 月 二 年 三 和 昭

０
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

今
日
は
少
し
ば
か
う
の
張
行
で
あ
る
。
心
配
し
て
ゐ
た
塞
模
様
も
午
前
三
時
頃
に
毛
布
か
ら
出
て
砧
干
窓
か
ム
兄
あ

げ
た
時
に
も
杢

一
面
の
星
の
夜
で
あ
つ
た
。
叉
今
日
も
自
分
達
は
恵
つょ
れ
た
様
だ
．
宮
本
氏
も
饒
に
起
き
ら
れ
て
何
ル

と
自
分
等

一
行
の
出
費
用
意
に
手
惇
つ
て
下
さ
る
。
自
分
は
ヌ
ク
イ
谷
で
の
足
痛
の
篤
に
爾
三
太
郎
が
板
屋
峠
ま
で
な

て
く
れ
る
事
に
な
つ
た
。
宮
本
氏
の
御
好
意
で
あ
る
。

午
前
六
時
の
出
獲
が
少
し
遅
れ
て
七
時
と
な
る
。
思
ひ
出
深
い
黒
部
に
別
れ
を
告
げ
る
時
が
家
た
。
僕
等
は
宮
本
氏

一
人
を
残
し
て
小
屋
を
出
た
。
不
動
岳
の
一
角
が
南
澤
の
奥
に
ひ
か
る
。

刈
安
峠
績
き
の
小
尾
根
を
ス
キ
ー
を
肩
に
‐ノ
て
越
し
、
中
ノ
谷
に
て
再
び
ス
キ
ー
を
つ
け
、　
一
面
に
雲
に
埋
れ
て
ゐ

る
谷
と
少
し
く
左
岸
寄
う
に
登
つ
て
行
く
。
進
路
が
西
北
に
向
ふ
と
去
年
の
五
月
自
分
と
光
次
郎
と
田
中
氏
が
降
つ
た

ヒ
ラ
が
存
外
急
に
見
え
る
。
そ
の
時
そ
れ
が
篤
に
通
れ
な
か
つ
た
瀧
の
地
織
に
は
、
今
は
す
っ
か
う
彗
が
か
ぶ
さ
っ
て

ゐ
て
多
少
急
傾
斜
で
あ
る
篤
に
ス
キ
ー
を
澱
い
で
直
に
容
易
に
瀧
上
に
達
す
る
事
が
出
来
た
。
高
さ
は
五
六
間
位
な
も

の
で
は
あ
つ
た
が
、
雨
岸
が
狭
く
且
つ
急
な
篤
、
四
月
二
月
の
融
彗
時
に
は
危
険
な
事
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

瀧
の
部
分
を
無
事
通
過
す
る
と
澤
は
右

へ
少
し
曲
つ
て
ゐ
る
。
右
岸
か
ら
小
いい
な
ナ
ダ
レ
が

一
本
落
ち
て
ゐ
力
。
や

が
て
叉
左
に
曲
つ
た
と
思
ム
と
も
の
す
ご
い
雲
崩
の
跡
が
あ
つ
た
。
之
は
左
岸
の
急
峻
な
斜
面
か
ら
出
た
も
の
で
、
谷

一
面
を
埋
め
ゝ
筒
其
の
上
に
右
岸
の
斜
面
に
ま
で
の
し
あ
が
つ
て
ゐ
る
。
雲
崩
の
出
日
は
極
め
て
せ
つ
（
い
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
上
が
屍
般
に
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
て
、
谷
の
中
央
で
は
高
さ
に
し
て
自
分
等
の
文
の
三
倍
は
あ
つ
た
。
ス
キ
ー
の

曖
ゝ
で
は
通
れ
漁
篤
に
肩
に
し
て
渡
る
。
ひ
き
し
ま
つ
て
ゐ
て
宛
然
岩
石
の
上
を
歩
い
て
ゐ
る
様
で
あ
つ
た
。
滉
潤
表

層
肇ヨ
崩
の
一
種
と
見
ら
に
る
。
少
憩
の
後
再
び
前
進
を
績
け
る
。
や
が
て
廣
い
屍
般
形
の
板
屋
峠

（宛
宇
、
御
山
澤
乗

越
の
事
）
の
登
う
に
か
ゝ
る
。
八
時
頃
で
は
あ
つ
た
が
陽
は
既
に
高
く
。
そ
れ
に
南
斜
面
で
あ
る
鶯
餘
計
雲
は
重
く
な

つ
て
末
た
．
南
澤
岳
や
鳥
帽
子
岳
方
面
の
山
が
南
方
に
並
立
す
る
、
氣
味
の
悪
い
彗
崩
の
動
き
が
前
後
左
右
に
見
ら
れ

る
。　
一
度

一
つ
上
手
の
澤
に
非
常
な
騒
音
が
起
つ
た
。
勿
論
雲
崩
で
あ
る
が
ザ
ー
ザ
ー
い
ふ
音
は
餘
ウ
気
持
ち
の
い
ゝ

一
ハ
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も
の
で
は
な
い
。
峠
の
頂
は
下
か
ら
見
え
る
所
で
は
な
く
、

一
度
段
と
な
つ
て
少
し
ゆ
る
い
傾
斜
を
登
ウ
そ
れ
か
ら
峠

の
頂
上
に
出
る
の
で
あ
つ
た
。
去
年
は
光
次
郎
と
二
人
で
こ
ヽ
か
ら
尾
根
を
東
に
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
が
そ
の
時
と
は

随
分
一彗
量
が
違
ス
。
龍
王
岳
が
馬
鹿
に
立
派
に
見
え
る
。　
一
ノ
越
の
所
の
塞
と
彗
の
接
鯛
線
を
見
て
ゐ
る
と
質
に
何
と

ヽ
云
へ
な
い
。
心
の
奥
浚
で
が
青
々
と
澄
ん
で
し
ま
ふ
様
な
気
持
に
な
る
。　
一
同
紀
念
撮
影
の
後
爾
三
太
郎
は
再
び
も

と
な
た
道
ルに不
へ
と
兵
つ
て
行
く
、
僕
の
篤
に
心
配
し
て
黍
て
く
れ
た
爾
三
さ
ん
に
厚
く
お
濃
と
の
べ
る
。
九
時
四
十

五
分
に
こ
ゝ
へ
つ
い
て
約
十
五
分
位
体
憩
の
後
、
そ
れ
ハ
ヽ
ス
キ
ー
と
つ
け
て
御
山
澤
に
降
っ
て
行
く
、
雪
質
悪
く
滑

る
に
は
誠
に
具
合
が
悪
い
。
爾
三
さ
ん
は
僕
等
の
見
え
な
く
な
る
ま
で
峠
の
頂
に
立
つ
て
手
を
振
つ
て
ゐ
た
。

さ
て
御
山
澤
の
谷
底
ま
で
降
つ
て
し
ま
ム
と
登
ウ
に
か
な
う
の
損
を
す
る
の
で
、
約
百
米
突
位
上
の
右
岸
の
斜
面
を

一
ノ
越

へ
と
向
ふ
事
に
し
た
。
可
な
う
に
急
な
斜
面
も
あ
る
。
そ
れ
に
雲
は
釜
ふ
と
け
る

一
方
で
あ
る
か
ら
頗
る
気
持

ち
が
悪
い
。
い
つ
雪
崩
を
起
し
て
一
緒
に
落
ち
て
行
か
な
い
も
の
と
も
限
ら
な
い
。
現
に
先
頭
の
も
の
は
よ
く
ス
キ
ー

幅
の
彗
崩
と
落
し
て
ゐ
た
。
足
下
か
ら
く
づ
れ
行
く
彗
崩
も
谷
に
と
ゞ
く
頃
の
勢
は
大
し
た
も
の
で
あ
る
。　
一
ノ
越
か

ら
約
三
百
米
突
下
、
龍
王
岳
の
東
直
下
で
御
山
澤
は
段
と
な
し
て
ゐ
て
そ
の
上
に
大
き
な
岩
が
黒
々
と

一
つ
ボ
ツ
ン
と

雪
の
上
に
浮
き
出
て
ゐ
る
．
自
分
等
は
そ
の
す
ぐ
近
く
の
龍
王
寄
う
の
斜
面
で
書
飯
と
と
る
事
に
し
た
。
十
二
時
頃
で

あ
つ
た
ら
う
。
板
屋
峠
か
ら
こ
ゝ
へ
な
る
コ
ー
ス
は
具
書
の
前
後
近
く
に
あ
つ
て
は
可
な
ら
の
危
険
性
を
含
む
と
云
つ

て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
今
日
の
様
に
晴
れ
た
日
に
は
街
更
で
あ
る
。
従
つ
て
谷
底
を
遡
る
の
も
餘
程
の
注
意
を
必
要

と
す
る
。
龍
王
岳
の
岩
壁
直
下
か
ら
も
時
々
小
さ
な
彗
崩
の
起
る
の
を
見
た
。
約
四
十
分
の
暢
氣
な
書
食
の
後

一
ノ
越

に
向
ふ
。
廣
大
な
斜
面
、
何
度
も
云
ふ
様
で
あ
る
が
去
年
の
滑
降
を
思
ひ
出
す
。
板
屋
峠
の
登
夕
で
自
分
は
ア
ザ
ラ
シ

を
切
つ
て
し
ま
つ
た
が
職
だ
使
ひ
も
の
に
な
る
の
で
殆
ど
ま
つ
す
ぐ
に
登
つ
て
行
つ
た
。
澤
土
山
と
雄
山
の
間
に
は

一

つ
具
自
な
隆
起
が
あ
る
。　
一
ノ
越
は
其
の
右
手
だ
。
右
足
が
具
合
の
悪
い
篤
皆
に
荷
を
分
指
し
て
貰
つ
て
ゐ
る
の
で
楽

に

一
ノ
越

へ
着
い
て
し
竣
つ
た
。
午
後
二
時
頃
で
あ
つ
た
。
何
は
と
も
あ
れ
室
堂
ば
と
見
れ
ば
薄
氣
味
悪
い
程
大
き
な

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
澤

競 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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７
日
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Ｈ

二
冷三生

，
二月８

ス
フ
η

一丁

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
洋

彗
波
の
う
ね
ウ
の
一
織
に
小
屋
は
屋
根
の
棟
木
の
み
を
見
せ
て
ゐ
る
。
は
じ
め
て
の
人
に
は

一
寸
何
だ
か
わ
か
ら
悪
い

事
と
思
ふ
。
帝
大
の
岡
部
氏
の
一
行
が
多
分
末
て
ゐ
る
だ
ら
う
と
田
中
さ
ん
が
云
ふ
。
暫
く
見
て
ゐ
る
と
屋
根
の
上
の

棒
の
一様
な
も
の
が
四
つ
五
つ
動
き
出
し
た
。
さ
て
は
も
う
黍
て
ゐ
る
な
と
思
醸
乍
ら
オ
ー
イ
と
ど
な
る
．
す
る
と
か
す

か
に
返
事
が
聞
え
た
。　
一
寸
ボ
ー
ダ
ン
を
や
つ
て
見
る
。
今
日
の
行
程
の
内
で
最
も
い
ゝ
彗
質
で
あ
つ
た
。
外
の
連
中

は
雄
山
瑣
で
登
る
豫
定
で
あ
つ
た
が
、
愚
固
々
々
し
て
ゐ
る
と
弘
法
茶
屋
ま
で
骨
が
折
れ
る
の
で
皆

一
せ
い
に
室
堂
瑣

で
降
つ
て
し
曖
ふ
事
に
し
た
。
大
日
岳
の
雪
の
装
を
眼
前
に
し
乍
ら
ど
ん
ノ
ヽ
ボ
ー
グ
ン
を
す
る
。
玉
こ
ろ
が
し
の
や

う
だ
。

浄
土
川
に
降
う
て
し
ま
ふ
と
室
堂
ま
で
一
寸
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
注
意
し
て
浄
土
の
北
斜
面
を
斜
滑
降
し

て
一
度

一
寸
降
つ
て
登
る
と
も
う
室
堂
で
あ
る
（午
後
三
時
）
。　
一
ノ
越
か
ら
見
え
た
一
行
の
人
々
は
帝
大
の
入
澤
氏
波

多
野
氏
外
人
夫
が
七
八
人
で
あ
つ
た
。
岡
部
氏
は
都
合
で
遅
れ
た
ら
し
い
。　
一
行
は
今
し
が
力
弘
法
茶
屋
か
ら
着
い
た

ば
か
う
で
、
人
夫
衆
は
小
屋
の
掘
出
し
に
忙
し
い
。
田
中
氏
と

一
行
と
は
學
習
院
時
代
に
同
窓
で
あ
つ
た
篤
話
が
は
ず

み
、
暫
く
の
休
憩
の
後
午
後
三
時
牛
再
び
弘
法
茶
屋
に
向
つ
て
滑
ウ
は
じ
め
る
。
天
狗
ピ
ラ
附
近
と
暢
氣
に
滑
つ
て
ゐ

る
時
通
に
下
の
爾
陀
ヶ
原
を
離
お
ろ
す
と
原
の
つ
き
る
邊
う
雲
の
海
が
せ
政
つ
て
ゐ
て
何
と
は
な
し
に
日
本
の
山
を
歩

い
て
る
様
な
気
が
し
な
か
つ
た
。
一等
量
に
於
い
て
も
五
月
と
は
大
部
異
り
、
鶏
綴
す
る
針
葉
樹
も
は
る
か
に
少
な
い
も

の
で
あ
つ
た
。
大
日
岳
の
南
面
は
殊
に
そ
れ
が
著
し
い
。
岩
壁
の
露
出
も
あ
ま
う
見
え
な
か
つ
た
。
鏡
石
あ
た
め
の
上

部
で
懐
し
い
創
に
見
入
つ
て
ゐ
る
と
ビ
ッ
ケ
″
を
振
つ
て
鶴
ケ
御
前
の
南
壁
を
よ
じ
た
時
の
氷
と
の
闘
ひ
が
眼
前
に
ち

ら
つ
い
て
来
る
。

追
分
附
近
を
厳
下
す
所
か
ら
急
な
降
う
と
な
つ
た
。
入
澤
氏

一
行
の
ジ
グ
ザ
グ
の
跡
を
見
る
。
ず
っ
と
南
に
高
度
を

利
用
し
て
小
屋
附
近
に
出
た
。
今
は
屋
根
も
見
え
な
い
。
自
分
等
は
小
松
坂
を
横
切
つ
た
事
に
な
る
。
松
尾
の
左
手
に

薬
師
の
頭
が
樹
林
の
上
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
た
。
松
尾
κ
見
る
度
に
板
倉
氏
の
道
難
や
棋
氏
三
田
氏
の
悲
批
な
奮
闘
ｓぎ
思

一一
〇
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ひ
出
す
。
此
の
度

い
爾
陀
原
と
吹
客
と
の
囲
ひ
で
は
到
底
人
間
は
か
な
は
漁
事
ヒ
泌
々
威
じ
る
。
自
分
等
は
何
と
恵
殺

れ
た
事
で
あ
ら
う
。　
一
難
の
雲
も
な
い
青
天
丼
の
下
で
暑

い
ノ
ヽ
と
文
句
を
云
ひ
乍
ら
職
の
と
れ
て
し
ま
つ
た
ス
キ
ー

の
滑
ウ
の
悪
い
の
を
か
こ
ち
つ
ゝ
弘
法
茶
屋
ざ
し
て
降
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
や
が
て
一
寸
し
た
疎
林
を
過
ぎ
る
と
行

手
に
あ
２
つ
て
長
い
一
本
の
棒
が
雪
原
の
上
に
突
き
出
て
ゐ
る
の
を
猫
見
し
た
。
小
屋
だ
。
も
う
五
時
に
近
い
頃
で
あ

つ
た
。
爾
陀
ヶ
原
に
於
け
る
三
月
は
海
に
於
け
る
大
う
ね
う
に
も
等
し
い
も
の
だ
。
賞
際
雲
の
山
と
知
ら
ぬ
も
の
に
も

海
と
よ
う
外
思
へ
な
い
。
部
員
で
す
ら
も
客
具
を
見
て
間
違

へ
て
ゐ
る
の
が
居
た
程
で
あ
る
。
弘
法
茶
屋
は
今
は
下

ヘ

入
る
事
は
出
末
ず
、
窓
か
ら
屋
根
裏
に
這
ひ
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
た
。
存
分
に
水
と
の
み
、
汗
の
も
の

は
す
っ
か
め
畿
い
で
し
ま
つ
て
皆
で
小
屋
の
外
に
出
る
。
や
は
あ
葉
師
岳
は
立
沢
で
あ
つ
た
。

今
日
は
二
月
も
絡
う
の
日
、
そ
し
て
明
日
は
い
よ
ノ
ヽ
暫
く
別
れ
て
ゐ
２
里

へ
出
る
日
で
あ
る
。
最
後
の
山
小
屋
。

自
分
等
は
せ
竣
く
る
し
い
屋
根
裏
に
寝
そ
べ
つ
て
．
人
夫
衆
の
飯
の
仕
度
に
見
入
う
な
が
ら
気
業
に
山
の
讃
美
歌
ルし
口

づ
さ
ん
で
ゐ
た
。
（終
り
）

後
記
。
弘
法
小
屋
か
Ｌ
芦
峙
ま
で
は
あ
主
り
長
く
な
る
か
ら
省
略
す
る
。
材
木
坂
の
奮
道
を
ス
キ
ー
を
か
つ
い
で
降
つ
た
が
彗
”
落
し
穴

（
バ
カ
シ
ア
ナ

と
か
云
つ
て
主
様
に
記
憶
す
る
）
が
あ
る
鷲
闘
つ
た
。
藤
橋
て

一
ぶ
く
し
て
芦
跡
よ
て
三
度
ば
か
り
道
の
破
理
さ
れ
主
所
が
あ
つ
た
鷲
河
原
に
下
り
て
無

事
今
度
の
ス
キ
ー
の
族
は
終
り
を
告
げ
た
。
芦
瞬
で
は
先
に
下
つ
た
光
次
耶
や
重
吉
君
な
ぞ
が
待
つ
て
わ
て
く
れ
た
。
（
昭
和
二
年
九
月

一
日
腕
稿
）

〇
二
月
の
針
ノ
木
谷
と
立
山
越
え
　
吉
洋
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○
笠
ケ
岳
新
登
路
と
打
込
谷
　
田
中

笠

ケ
岳
新
登
路

と
打
込
谷

田
　

中

　

菅
　
雄

笠
谷

に
就

い
て

飛
騨
笠
ケ
岳
の
現
在
の
登
路
は
、
笠
ケ
岳
の
東
方
に
あ
ク
て
高
年
彗
を
以
て
知
ら
れ
た
る
穴
毛
谷
及
錫
杖
岳
の
東
の

ク
リ
ヤ
谷
の
二
谷
と
、
抜
戸
岳
に
績
く
東
北
の
尾
根
と
の
三
つ
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
三
路
は
何
れ
ヽ
岳
の
東
側
に
の

ゑ
あ
う
て
西
及
び
北
側
の
尾
根
や
谷
は
全
然
登
山
者
か
ら
閑
却
さ
れ
て
居
つ
た
。
然
し
之
も
理
由
あ
る
事
で
北
側
の
谷

は
何
れ
も
陰
悪
な
る
双
六
谷
に
落
ち
、
尾
根
は
叉
非
常
に
長
い
。
只
南
両
方
の
笠
谷
だ
け
が
比
較
的
高
原
川
の
人
家
に

近

い
の
で
あ
る
。

然
し
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
地
固
上
最
眼
鏡
で
見
な
け
れ
ば
解
ら
な
い
様
な
小
澤
や
尾
根
が
大
騒
ぎ
さ
れ
て
探
ら
れ

る
今
日
、
槍
ケ
岳
に
於
け
る
槍
澤
の
如
く
、
笠
ケ
岳
の
谷
の
中
で
正
統
浜
と
も
云
ふ
べ
き
こ
の
笠
谷
が
今
迄
餘
ウ
顧
み

ら
れ
な
か
つ
た
と
云
ム
の
は
不
思
議
と
思
は
れ
る
位
だ
。
尤
も
地
理
的
不
便
が
大
に
之
を
助
長
し
て
わ
る
事
は
云
ふ
迄

も
な
い
が
。

扱
て
笠
谷
は
笠
ケ
岳
頂
上
の
南
に
磯
源
し
て
南
西
に
流
れ
る
こ
と
几
そ
三
里
牛
、
笹
島
、
楳
根
間
に
於
て
高
原
川
に

注
ぐ
谷
で
あ
つ
て
、
大
し
た
枝
澤
も
な
く
従
つ
て
水
量
も
少
く
業
な
い
ゝ
澤
で
あ
る
。　
そ
れ
で
昔
は
岳

へ
は
皆
こ
の

谷
を
上
う
、
途
中

一
里

（三
十
六
町

一
里
で
は
な
い
ら
し
い
）
毎
に
石
が
建
て
ゝ
あ
つ
た
等
と
栃
尾
の
宿
の
親
爺
も
云

つ
て
ゐ
た
。
然
し
こ
の
音
と
い
メ、
の
も
甚
だ
漠
然
と
し
て
ゐ
る
が
兎
に
角
大
分
昔
の
事
で
あ
る
ら
し
く
，
最
近
は
途
中

ま
で
は
行
く
が
岳

へ
登
る
人
は
な
い
と
の
事
で
あ
る
。
前
に
地
理
的
不
便
と
云
つ
た
が
此
頃
は
大
分
開
け
て
家
て
富
山

一〓
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鐵
道
の
笹
津
か
ら
船
津
迄
は
か
な
う
度
々
乗
合
自
動
車
が
出
る
し
、
辮
津
か
ら
本
郷
、
長
倉
ヽ
笹
島
、
栃
島
等
を
経
て

一
重
ケ
根
迄
は
一
日

一
同
乍
ら
矢
張
め
乗
合
自
動
車
が
末
る
、
之
は
近
い
申
に
不
湯
迄
行
く
そ
う
だ
。

大
に
笠
谷
に
要
す
る
時
間
で
あ
る
が
上
ウ
に
は

一
日
で
は
ど
う
し
て
も
無
理
だ
、
行
つ
て
行
か
れ
な
い
こ
と
は
な
い

が
矢
張
ウ
鯖
で
も
釣
め
乍
ら
ゆ
っ
く
う
二
日
で
行
く
方
が
よ
い
。
下
う
な
ら
ば

一
日
で
充
分
だ
ら
う
と
思
ふ
。
笠
谷
は

上
る
よ
う
も
寧
ろ
下
つ
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
漁
。

笠

谷

を

湖

る

之
か
ら
今
夏
私
が
棚
行
し
た
時
の
事
と
書
き
綴
つ
て
見
る
。
案
内
は
栃
尾
の
大
倉
排
次
で
あ
つ
た
。

栃
尾
へ
は
東
京
か
ら
ど
う
し
て
も
二
日
か
ゝ
る
、
上
高
地
を
経
て
も
、
安
房
峠
を
越
し
て
も
、
ス
は
富
山
か
ら
般
津

を
廻
つ
て
も
。
で
考

へ
た
末
富
山
か
ら
は
汽
車
賃
や
自
動
車
賃
が
高
い
し
、
上
高
地
は
七
月
で
懲
ウ
て
ゐ
る
の
で
、
結

局
憂
な
路
で
は
あ
る
が
安
房
峠
を
越
し
て
平
湯
か
ら
行
く
事
に
決
め
た
。

夜
行
で
東
京
と
立
ち
、
順
路
ヒ
島
々
か
ら
自
動
車
で
奈
川
波
に
下
さ
れ
た
の
は
午
前
九
時
過
ぎ
だ
つ
た
。
前
川
渡
を

過
ぎ
、
暑
い
道
を
ひ
た
す
ら
進
む
。
天
幕
、
毛
布
ゝ
十
日
間
分
の
副
食
物
等
を
入
れ
た

ソ
ニ
ッ
ク
サ
ッ
ク
は
六
貫
日
以

上
も
あ
っ
て
、
水
力
工
事
の
篤
め
非
常
に
威
じ
の
悪
い
澤
ノ
波
に
つ
い
た
頃
は
可
な
う
疲
れ
て
仕
舞
つ
た
。
で
ヽ
澤
ノ

波
か
ら
は
路
も
そ
ろ
ノ
ヽ
由
に
通
入
る
の
で
気
持
も
幾
ら
か
軽
く
な
る
。
自
骨
道
と
の
分
岐
難
と
過
ぎ
る
と
直
ぐ
夏

小
屋
だ
。
こ
の
小
屋
は
二
間
に
六
問
も
あ

る
大
き
な
も
の
で
あ
る
が
粗
雑
な
板
や
木
皮
で
作
つ
た
堀
立
小
屋
で
名
前
通

め
夏
だ
け
附
近
を
伐
探
す
る
樵
夫
が
泊
る
の
で
あ
る
。
小
屋
に
は
丁
度
十
四
五
の
子
供
が

一
人
居
る
だ
け
だ
つ
た
。
お

茶
κ゙
貰
つ
て
第
二
同
の
蓋
食
を
と
め
乍
ら
色
々
と
話
し
を
す
る
。
樵
夫
等
は
乗
鞍
の
画
南
麓
な
る
高
根
村
の
者
達
だ
そ

う
だ
、
恐
ろ
し
く
遠
く
か
ら
家
る
も
の
だ
と
威
心
し
て
仕
舞
ス
。

こ
の
小
屋
で
泊
め
て
貰
は
う
と
も
思
つ
力
が
少
し
で
も
先
に
行
つ
て
ゐ
る
方
が
よ
い
と
思
ふ
の
で
、
別
れ
を
告
げ
て

０
笠
ケ
岳
新
登
路
と
打
込
谷
　
田
中
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‐○
笠
ケ
岳
新
登
路
と
打
込
谷
　
田
中

小
屋
の
上
の
革
地
を
登
つ
て
行
く
。
正
面
に
は
焼
番
が
非
常
に
高
く
立
浜
に
そ
ゝ
め
立
つ
て
わ
る
、
未
だ
曾
て
こ
ん
な

に
立
派
な
焼
岳
を
見
た
事
は
な
い
。
以
前
赤
石
岳
か
ら
穂
高
の
脇
に
小
さ
な
茶
碗
ヒ
伏
せ
た
様
に
見
え
た
時
の
事
が
思

出
さ
れ
て
、
山
も
見
所
に
よ
つ
て
馬
鹿
に
違
ふ
も
の
だ
と
思
つ

，
。
其
夜
は
そ
ｎ
先
の
地
国
に
水
流
の
あ
る
大
き
な
澤

の
邊
う
で
幕
螢
す
る
。

明
く
に
ビ
今
日
も
中
々
天
気
が
よ
い
。　
一
人
な
の
で
仕
度
も
早
く
、
午
前
七
時
頃
出
残
す
る
。　
一
時
間
牛
も
行
く
と

右
に
中
ノ
湯
に
岐
れ
る
路
が
あ
る
、
中
ノ
湯
か
ら
上
高
地
へ
は
中
々
人
が
行
く
と
見
え
立
派
な
路
だ
。
そ
れ
か
ら
闊
棄

樹
林
と
分
け
て
一
時
間
も
行
く
と
今
度
は
上
高
地
へ
行
く
路
が
岐
れ
て
わ
る
、
そ
し
て
安
房
峠

へ
は
左
へ
南
ゝ
戻
め
氣

味
に
な
つ
て
行
く
。
右
に
納
池
．
左
に
小
船
等
と

い
ふ
非
常
に
車
本
の
生
ひ
繁
つ
か
漏
地
を
見
下
し
つ
ヽ
何
時
か
安
房

峠
の
頂
上
に
ｌｉｌ
る
。
別
に
眺
望
が
あ
る
詳
ぢ
や
な
し
至
つ
て
平
凡
た
峠
だ
。「
左
尾
根
偉
び
に
乗
鞍
岳
に
至
る
」
と
い
ス

道
標
が
あ
る
。
峠
か
ら
は
左
に
長
い
乗
鞍
の
立
派
な
森
林
と
見
乍
ら
長
閑
に
下
つ
て
行
く
。
不
湯
で
は
小
休
み
も
し
な

い
で
一
路
高
原
川
に
添
う
て
下
つ
て
行
く
。
所
々
道
普
講
を
し
て
わ
ろ
。
秩
父
賞
股
下
が
お
出
に
な
る
篤
で
あ
ら
う
。

か
く
て
重

い
荷
と
栃
尾
の
橋
袂
の
林
屋
に
下
し
ン
の
け
午
後
三
時
牛
頃
で
あ
つ
た
。
す
ぐ
丼
次
ケ
・招
ん
で
明
日
の
打

合
せ
を
す
っ
か
う
済
し
を
。

八
月
十
八
日
．
晴
。

い
ょ
ノ
ヽ
笠
谷
を
顔
る
日
で
あ
る
。
宿
を
出
々
の
は
午
前
七
時
少
し
過
ぎ
、
舞
火
と
二
人
で
高
原
川
に
つ
い
て
笹
島

ま
で
下
つ
て
行
く
。
三
年
振
う
で
革
牲
と
履

い
た
の
で
足
も
軽
く
、
ど
ん
ノ
ゝ
．進
ん
で
行
く
。
矢
張
め
靴
よ
う
は
業
だ

と
思
ふ
。
今
兄
、
日
頃
家
等
と
い
ふ
比
軟
的
豊
か
ら
し
い
山
村
を
過
ぎ
、
八
時
十
分
早
く
ヽ
笹
島
に
つ
き
、
附
近
の
茶

店
で

一
服
す
る
。
此
邊
の
言
葉
は
一
寸
解
ム
悪
く
、
途
中
排
次
が
釣
年
を
持
つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
、
擦
れ
違
ふ
内
儀
さ

ん
等
は
皆
「
キ
フ
釣
め
か
ね
」
と
云
ふ
様
に
聞
え
る
。
何
度
聞
い
て
も
そ
う
聞
え
る
の
で
可
笑
し
く
な
つ
て
仕
舞
つ
た
ｃ

駄
菓
子
を
求
め
て
茶
屋
を
出
る
。
地
回
の
小
征
は
丁
度
そ
の
茶
屋
の
脇
か
ら
登
つ
て
ゐ
る
。
陽
の
カ
ン
ノ
ヽ
あ
た
る

一一
回

(2:j基 )



て   に   `谷   :笠

根 尾 檜 る た 見 り よ根 尾 間 の 山 二 笠・ 鍋

影 撮 氏 雄 菅 中 田





草
の
急
斜
面
を
登
る
の
は
中
々
業
で
な
い
、
忽
ち
汗
で
び
っ
し
よ
う
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
。
庭
々
に
羨
焼
の
小
屋
が
あ
る

の
で
路
も
よ
く
踏
』・̈れ
て
あ
る
。
糠
で
す
ぐ
前
に
小
）ｏ
な
尾
根
が
現
れ
る
、
「
あ
の
ダ
ソ

（鞍
部
）
が
山
ノ
紳
だ
」
と
辮

次
が
云
ふ
。
丼
火
は
田
合
の
者
に
は
珍
ら
し
く
蛇
を
怖
れ
る
男
で
、
路
で
ガ
サ
／
ヽ
と
子
が
し
て
蛇
が
通
る
と
鳥
肌
に

な
つ
て
仕
舞
ふ
程
蛇
嫌
ひ
だ
、
そ
の
く
せ
崚
は
手
氣
で
生
で
食
べ
る
と

い
ふ
か
負
面
白
い
。
幌
は
蛇
で
な
い
の
か
と
聞

く
と
鰻
け
昔
か
ら
食
べ
ら
れ
る
と
な
つ
て
あ
る
か
ら
何
で
も
な
い
と
云
ふ
。
私
も
勿
論
蛇
は
好
き
で
は
な
い
が
彼
程
は

怖
が
ら
な
い
の
で
先
に
立
つ
て
行
く
。

山
ノ
紳
に
は
す
ぎ
つ
く
。
こ
ゝ
は
地
国
の
一
〇
〇
七
米
の
庭
で
、
日
の
下
に
は
笠
谷
が
現
は
れ
、
ス
笠
谷
の
進
か
向

ス
に
は
笠
ケ
岳
が
義
然
と
し
て
筆
え
て
ゐ
る
。
凍
し
い
風
に
吹
か
れ
乍
ら

一
体
み
す
る
。

之
か
ら
は
ず
っ
と
下
ク
に
な
る
。
路
は
大
瞳
地
固
通
―
で
笠
谷
迄
は
下
ウ
ず
に
百
米
許
う
上
ルｃ
絡
ん
で
行
く
。
附
近

は
間
葉
樹
林
ｆ
木
だ
谷
ヽ
廣
く

一
継
に
景
色
桃
湊
薄
で
あ
る
。問
も
な
く
右
か
ら
小
さ
な
澤
が
本
る
、　
一
五
五
六
・六
氷

の
三
角
織
の
東
北
の
鞍
部
か
ら
な
る
澤
で
．
カ
ミ
ノ
谷
と
い
ス
。
叉
そ
の
す
ぐ
上
で
封
岸
に
あ
る
澤
（
一
七
五
〇
・四
米

の
三
角
鮎
の
束
の
谷
）
は
ホ
ウ
デ
谷
と
い
ス
。
ホ
ク
デ
谷
の
出
合
の
少
し
上
で
路
は
河
原
に
下
う
て
ゐ
る
。
此
附
近
ヒ

瀬
端
と
云
つ
て
左
岸
に
一
寸
し
た
小
屋
が
あ
る
、附
近
の
本
を
伐
探
し
て
製
板
す
る
小
屋
だ
相
だ
が
人
は
居
な
か
つ
た
。

も
う
十

一
時
に
近
い
の
で
そ
の
少
し
先
の
河
原
で
中
食
と
と
る
。
中
食
シ
済
ま
す
と
舞
火
は
難
の
毛
で
蚊
釣
竹
作
あ
釣

の
用
意
を
す
る
。　
一
遍
河
原
に
下
ウ
カ
路
は
右
岸
に
渡
夕
、
そ
れ
を
絡
ん
で
可
な
う
先
ま
で
つ
い
て
ゐ
る
相
だ
が
、
革

イ
キ
ン
で
暑
い
の
と
、
晩
の
お
業
に
鮨
を
と
う
た
い
の
で
谷
通
し
行
く
事
に
す
る
。
水
量
が
少
な
い
の
で
あ
っ
ち
こ
っ

ち
と
徒
渉
し
乍
ら
進
む
で
行
く
。
艇
て
右
か
ら
イ
ラ
谷

（
一
八
九
七
米
の
尾
根
の
画
北
に
出
る
岩
壁
の
記
競
あ
る
澤
）

が
入
，９
、
少
し
上
で
左
に

一
漢
が
飛
瀑
と
な
つ
て
落
ち
込
ん
で
来
る
。
二

一
九
九
米
の
獨
立
標
高
鶏
の
あ
る
峰
か
ら
機

源
す
る
澤
で
ヒ
ア
ケ
谷
と
い
ふ
ｃ
雨
し
て
こ
の
獨
立
標
高
難
か
ら

一
九
六
五
・八
米
の
三
角
織
に
績
く
尾
根
は
サ
フ
ラ

ザ
コ
と
云
ひ
、
同
じ
く
獨
立
標
高
織
か
ら
南
稿
西
に
延
び
、
ヒ
ア
ケ
谷
と
笠
谷
と
と
分
け
る
尾
根
を
ヒ
ノ
キ
尾
と
い
ふ
。

○
笠
ケ
岳
新
登
路
と
打
込
谷
　
田
中

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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行 職 月 二 年 三 和 昭

０
笠
ケ
岳
新
登
路
と
打
込
谷
　
田
中

辮
次
は
こ
の
ヒ
ア
ケ
谷
の
瀑
で
か
な
ら
の
鯖
を
三
尾
許
う
釣
６
上
げ
た
。

そ
に
か
ら
先
は
Ｅ
岩
累
々
た
る
中
と
足
場
の
宜
さ
そ
う
な
庭
を
選
ん
で
進
ん
で
行
く
、
水
量
が
少
な
い
の
が
何
よ
う

だ
。
問
も
な
く
雨
岸
に
岩
壁
が
現
は
れ
、
谷
が
狭
く
な
つ
て
何
か
悪
場
ｏκ
暗
示
す
る
様
な
景
色
と
な
つ
て
家
た
。
雅
て

右
か
ら
大

ハ
シ
リ
と
い
ふ
吊
懸
谷
が
落
ち
て
家
る
、
地
国
の
笠
谷
の
谷
と
い
ふ
字
邊
う
で
あ
る
。
大

ハ
シ
ソ
を
右
に
見

て
紺
ゝ
谷
が
左
に
同
る
と
世
搭
た
る
者
と
立
て
ゝ
笠
谷
最
初
の
瀑
が
展
開
す
る
ゃ
高
さ
四
間
も
あ
ら
う
か
。

瀑
は
た
か
ら
稿
ヽ
右
に
落
ち
、　
一
寸
ね
じ
れ
様
に
な
つ
て
瀑
壺
に
落
下
し
て
ゐ
る
。
淵
は
叉
中
々
大
き
く
、
紫
紺
色

角
水
が
わ
さ
返
つ
て
ゐ
る
。
舞
次
は
す
ぐ
荷
を
下
し
て
忍
び
寄
る
様
に
瀑
壺
に
近
づ
き
絲
を
投
げ
る
、
投
げ
る
と
同
時

に
驚
が
パ
ッ
と
飛
び
つ
い
て
釣
に
か
ヽ
る
。
見
て
ゐ
る
中
に
雑
作
な
く
五
六
尾
を
釣
上
げ
て
し
哉
ふ
。

こ
の
瀑
は
右
側
を
絡
ん
で
登
る
。
花
間
岩
の
上
に
水
垢
が
つ
い
て
ゐ
る
の
で
滑
る
こ
と
彩
し
い
、
排
火
が
先
き
に
登

つ
て
行
く
。
僅
か
な
草
本
の
根
に
杢
身
を
托
し
て
ヘ
ツ
っ
て
行
く
の
だ
か
ら
危
い
。
排
火
は

「
た
め
ら
っ
て
下
さ
い
よ

ノ
ゝ
Ｌ
と
言
ひ
乍
ら
進
ん
で
行
く
。
瀑
を
越
す
と
ス

一
し
き
め
流
は
緩
漫
と
な
つ
て
行
程
が
捗
る
。問
も
な
く
谷
が
二
岐

す
る
。
地
国
の
笠
谷
の
笠
の
字
の
庭
で
、
左
が
本
谷
で
右
の
は
す
ぐ
ス
分
岐
し
て
左
は
笠
「錫
杖
二
山
間
の
二
四
四
七
米

の
峰
に
至
る
も
の
で
鍋
谷
と
云
び
、
右
は
ク
リ
ヤ
谷
と
い
つ
て
錫
杖
よ
う
磯
源
す
る
の
で
あ
る
。
つ
竣
め
錫
枝
は
そ
の

東
西
雨
面
に
ク
リ
ヤ
谷
と
も
つ
て
あ
る
辞
で
あ
る
。
か
ゝ
る
例
は
珍
ら
し
く
な
く
、
後
立
山
の
赤
澤
や
鳴
澤
、
赤
谷
山

の
プ
ナ
ク
ラ
谷
等
は
失
張
め
そ
う
で
あ
る
。
扱
て
分
岐
路
に
立
つ
て
一
寸
見
る
と
本
谷
の
方
は
狭
く
、
鍋
谷
や
ク
リ
ヤ

谷
の
方
が
度
く
て
大
き
い
が
流
石
に
水
量
は
本
谷
の
方
が
多

い
様
に
見
受
け
ら
れ
た
。
本
日
の
宿
泊
豫
定
地
た
る
岩
小

屋
は
こ
の
雨
澤
間
の
尾
根
に
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
少
し
こ
の
鍋
、
ク
リ
ヤ
の
谷
と
湖
つ
て
か
ら
左
に
念
崚
な
尾
根

と
登
つ
た
、
そ
し
て
三
十
分
も
す
る
と
幅
十
間
ゝ
高
さ
二
十
問
も
あ
る
様
な
大
着
壁
が
現
れ
心
、
岩
小
屋
は
即
ち
そ
の

下
だ
。岩
小
屋
と

い
つ
て
も
深
い
岩
窟
に
な
つ
て
ゐ
る
詳
で
は
な
く
、
ス
高
く
着
が
出
て
ゐ
て
共
下
に
屋
根
を
立
て
か
け

て
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
七
八
人
は
寝
ら
れ
る
大
き
さ
で
、
薦
や
食
器
等
が
置

い
て
あ
る
。
丼
次
は
各
は
こ
の
岩

二
六
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小
屋
を
根
援
に
し
て
玲
羊
や
熊
を
射
つ
た
の
だ
相
だ
。
水
は
す
ぐ
脇
の
岩
か
ら
出
る
の
を
見
で
導
い
て
ゐ
る
、
但
し
量

は
ご
く
少
な
い
。
こ
の
岩
小
屋
は
泊
る
に
は
中
々
い
ゝ
庭
で
あ
る
が
、
夏
は
附
近
に
丈
餘
の
雑
草
が
密
生
し
て
ゐ
て

一

寸
威
じ
が
悪
い
。

夕
食
に
は
途
中
で
釣
っ
て
末
資
鮪
が
料
理
さ
れ
る
、
舞
次
の
具
似
と
し
て
鯖
の
卵
を
そ
の
政
ゝ
何
も
付
け
ず
に
食
べ

て
見
る
、
少
し
も
生
臭
く
な
く
非
常
に
美
味
し
か
つ
た
。
鯖
の
堕
燒
に
鰭
の
お
汁
と
今
度
の
族
は
最
初
か
ら
恵
ま
れ
た

も
の
で
あ
つ
た
。

食
後
は
お
茶
を
入
れ
、
笹
島
で
仕
入
れ
た
駄
菓
子
を
食
べ
乍
ら
舞
次
の
猟
の
話
に
夢
中
に
な
る
。
彼
等
は
各
は
シ
シ

を
追
つ
て
笹
谷
か
ら
金
木
戸
、
遠
く
は
黒
部
の
奥
ま
で
出
掛
け
る
そ
う
だ
。「
各
に
は
是
非
お
出
な
、
夏
ょ
う
ヽ
業
で
而

も
面
白
い
ね
」
と
。

二
人
が
寝
に
就
く
頃
は
、
空
に
は

一
面
に
星
が
輝
い
て
明
日
の
快
晴
を
示
し
て
ゐ
た
。

八
月
十
九
日
、
晴
ゝ
午
後
よ
う
豪
雨
。

今
日
も
天
氣
は
よ
い
。
い
よ
ノ
ヽ
笠
谷
と
登
ウ
つ
め
て
笠
ケ
岳
に
至
る
と
思

へ
ば
身
震
ひ
が
す
る
様
だ
。

午
前
七
時
牛
頃
岩
小
屋
に
別
れ
を
告
げ
る
。
之
か
ら
尾
根
を
越
し
て
笠
谷
に
出
る
の
で
あ
る
。
丈
餘
の
雑
草
を
分
け

て
急
斜
面
を
目
茶
苦
茶
に
登
つ
て
行
く
、
登
ウ
き
る
と
脚
下
に
笠
谷
が
現
は
れ
、
今
度
は
急
斜
面
を
絡
み
乍
ら
笠
谷
目

が
け
て
下
る
。
此
邊
は
笹
と
石
楠
花
の
密
生
で
、
下
に
は
唐
松
や
何
か
の
腐
木
が
あ
り
、　
而
ヽ
急
斜
面
な
の
で
、
滑

る
．、
順
づ
く
、
顔
を
ひ
つ
か
く
、
落
込
む
等
ｂ
賞
に
惨
浩
た
る
も
の
で
あ
つ
た
。
か
ゝ
る
苦
闘
を

一
時
間
以
上
も
績
け

て
か
ら
断
く
笠
谷
に
下

り
つ
い
た
。
何
杯
と
な
く
水
を
貧
う
飲
む
。
こ
ゝ
は

一
五
二
〇
米
の
附
近
で
地
固
に
あ
る
二
つ

の
瀑
は
も
つ
と
下
流
に
あ
る
の
だ
。
可
な
う
立
派
な
瀑
だ
そ
う
だ
が
こ
の
数
を
潜
つ
て
戻
る
氣
に
も
な
れ
ず
、
而
も
雨

岸
の
岩
壁
が
悪
く
て
通
か
上
か
ら
眺
め
る
だ
け
だ
と
い
ス
の
で
見
に
行
く
の
を
止
め
て
仕
舞
つ
た
。

こ
の
頃
か
ら
少
し
天
候
が
面
白
く
な
く
な
つ
て
家
て
、
笠
の
尾
根
に
は
霧
が
捲
い
て
家
た
。
途
中
で
降
ら
れ
て
は
耐

○
笠
ケ
岳
新
登
路
と
打
込
谷
　
田
中

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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行 磯 月 二 年 三 和 昭

０
笠
ケ
岳
新
登
路
と
打
込
谷
　
田
中

ら
な
い
と
少
し
急
い
で
登
る
。
糖
て
左
よ
う
一
漢
が
入
る
、

一
七
六
〇
米
の
附
近
だ
。
も
う
こ
の
邊
に
な
る
と
流
石
に

あ
っ
き
め
水
量
が
減
つ
て
湖
行
も
薬
に
な
る
。
恭
じ
傾
斜
は
急
に
な
わ
小
さ
な
瀑
の
連
績
で
あ
る
。
笠
谷
の
岩
質
は
花

闇
岩
で
あ
る
が
所
々
に
藤
色
に
自
竹
混
ぜ
た
様
な
色
の
流
状
ル」
し
か
岩
が
美
し
く
水
と
調
和
し
て
ゐ
る
。
そ
の
美
し
い

岩
石
の
上
を
僅
か
な
水
が
流
れ
て
は
溜
う
、
溜
つ
て
は
濃
と
な
つ
て
落
下
す
る
、
其
中
ケ
飛
沫
を
洛
び
乍
ら
上
つ
て
行

く
気
持
は
何
と
も
云
は
れ
な
い
り
問
も
な
く
谷
が
三
分
す
る
、
中
央
の
と
右
は
塞
澤
で
、
左
の
み
が
水
が
あ
る
。
我
々

は
具
中
の
澤
と
登
る
、
石
が
ゴ
ｗ
／
ヽ
し
て
ゐ
て
歩
熱
悪
い
。
雨
側
の
尾
根
の
素
沢
ら
し
い
着
壁
が
時
々
霧
の
晴
れ
間

に
現
れ
て
我
々
を
威
嚇
す
る
．
こ
の
頃
か
ら
悪
化
し
″
塞
は
途
に
雨
ケ
落
し
て
家
た
。
艇
て
候
松
が
現
は
れ
午
後
二
時

牛
尾
根
に
立
つ
。
脚
下
の
大
毛
の
雲
が
時
々
見
え
る
。
小
屋
ヽ
近
い
の
で
レ
イ
ン
・
コ
ー
ト
も
出
さ
ず
、
土
砂
降
う
の
中

を
濡
れ
た
ま
ゝ
急
ぐ
。
丹
分
許
う
し
て
頂
上
の
お
宮
に
つ
く
、
眺
望
は
な
い
し
濡
れ
て
寒
い
の
で
小
休
み
も
し
な
い
で

下
る
。
頂
上
か
ら
十
五
分
許
う
し
て
新
設
の
笠
ノ
小
屋
に
つ
い
た
。
こ
の
小
屋
は
地
国
の
笠
ケ
岳
の
笠
の
字
の
左
下
邊

う
で
あ
つ
て
、
本
年
六
月
に
縣
で
建
て
た
の
だ
相
だ
。
勿
論
螢
業
小
屋
で
な
い
か
ら
寝
具
も
食
料
も
な
い
、
只
大
き
な

鐵
鍋
と
ス
コ
ッ
プ
が
置

い
て
あ
つ
た
。
水
は
す
ぐ
下
の
雲
漢
〉κ
使
ふ
様
に
な
つ
て
ゐ
る
。
兎
に
角
之
で
笠
谷
も
湖
ウ
絡

へ
た
と
思
ふ
と
嬉
し
い
、
只
想
像
し
た
よ
う
遜
か
に
容
易
で
、
業
だ
つ
た
の
が
何
だ
か
物
足
う
な
い
様
だ
。
雨
は
依
然

と
し
て
止
政
漁
の
み
か
釜
ゝ
猛
烈
に
な
つ
て
行
く
。

打

込

谷
を

下

る

笠
ケ
岳
及
び
抜
戸
岳
に
源
を
凄
し
、
西
北
走
し
て
金
木
戸
川
に
躍
め
込
む
狭
谷
が
即
ち
打
込
谷
で
あ
る
。
御
能
に
打

込
む
と
い
ス
手
が
あ
つ
て
急
迫
し
た
強
い
看
を
出
す
と
い
ふ
事
は
小
島
鳥
水
氏
が
曾
て

「
山
岳
」
に
書
か
れ
な
こ
と
が

あ
る
が
、
よ
し
御
能
に
か
ゝ
る
手
が
な
い
に
し
て
も
打
込
谷
と
い
ふ
名
が
如
何
に
急
峻
な
る
谷
を
あ
ら
は
し
て
ゐ
る
か

と
い
ふ
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
。

二
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全
く
笠
谷
が
地
形
国
に
現
れ
た
割
に
は
緩
や
か
な
瀑
の
少
な
い
谷
で
あ
る
に
反
し
て
、
打
込
谷
は
岩
壁
の
記
琥
も
な

く
瀑
な
ど
も
な
さ
そ
う
に
思
は
れ
る
が
、
賞
際
は
賞
に
瀑
の
多
い
、
少
し
誇
張
す
れ
ば
瀑
の
連
績
と
い
つ
な
様
な
谷
で

あ
る
。
そ
れ
も
上
流
よ
う
は
寧
ろ
中
流
以
下
金
木
戸
川
と
の
出
合
迄
に
於
て
特
に
然
ク
で
あ
る
。

八
月
十
日
、
曇
。

昨
夜
家
の
豪
雨

（
全
く
こ
の
雨
は
激
し
く
て
、
後
の
話
で
あ
る
が
、
こ
の
雨
の
篤
に
針
ノ
木
峠
は
猛
烈
に
土
砂
を
流

し
て
大
澤
小
屋
は
篤
に
格
れ
た
と
い
ス
）
も
残
う
な
く
舞
ね
て
、
曖
い
太
陽
が
黒
い
穂
高
連
峰
の
上
か
ら
小
屋
を
訪
れ

る
頃
に
な
つ
て
漸
く
目
豊
め
た
。
毛
布
の
袋
か
ら
這
ひ
出
て
見
れ
ば
槍
か
ら
西
穂
高
に
至
る
迄
の
連
嶺
が
逆
光
線
で
黒

い
力
強
い
ア
ク
ト
ラ
イ
ン
を
描
い
て
ゐ
る
。
力

一
杯
深
く
息
を
吸
つ
て
附
近
と
散
歩
す
る
、
そ
し
て
眼
は
自
然
と
本
日

下
る
べ
き
打
込
谷
へ
と
注
が
れ
る
。
然
し
こ
ゝ
か
ら
見
え
る
部
分
は
源
流
だ
け
に
大
し
て
悪
く
も
な
く
比
較
的
平
凡
で

あ
つ
て
、
只
水
量
が
可
な
め
多
そ
う
で
徒
渉
の
困
難
が
思
ひ
や
ら
れ
る
。

美
味
し
い
朝
食
を
経
へ
て
小
屋
を
出
た
の
は
午
前
八
時
過
ぎ
だ
つ
た
。
初
め
て
連
れ
た
人
夫
な
の
で
遠
慮
し
て
ゐ
る

の
を
幸
び
に
何
時
も
朝
寝
し
て
出
螢
は
午
前
八
時
前
後
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。

小
屋
の
裏
か
ら
す
ぐ
打
込
谷
へ
も
下
れ
る
が
（尤
も
路
は
な
い
）
、笠
ノ
小
屋
セ
建
て
ン
時
．材
本
を
運
ん
だ
路
が
西
北

の
尾
根

（
二
四
二
四
・八
米
の
三
角
鶏
あ
る
）
に
あ
る
の
で
其
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
少
し
の
問
板
状
の
花
商

岩
を
下
る
と
す
ぐ
に
恢
松
の
あ
る
尾
根
と
な
る
。
左
の
小
倉
谷
が
霧
の
中
か
ら
時
々
望
ま
れ
る
。
今
自
分
等
が
下
つ
て

ゐ
る
尾
根
と
。
笠
ケ
岳
か
ら
西
方
に
向
ひ
タ
ケ
ゾ

（
二
四
一
七
◆四
米
）
よ
う
北
に
向
ふ
尾
根
と
に
換
つよ
れ
た
谷
と
、
小

島
烏
水
氏
は

「
山
岳
」
第
九
年
第
三
琥

「
飛
騨
雙
六
谷
」
な
る
文
中
に
於
て
小
川
原
谷
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
舞
次

は
確
か
に
コ
グ
ラ
谷
と
云
つ
た
。
小
川
原
は
オ
ガ
ハ
ラ
と
云
ふ
か
又
は
コ
ガ

ハ
ラ
と
讀
む
か
知
ら
な
い
が
、
若
し
コ
ガ

ぜ
フ
と
云
ふ
な
ら
或
は
之
が
訛
つ
て
コ
グ
ラ
に
な
つ
た
と
も
考

へ
ら
ね
る
、
然
し
排
次
の
話
に
よ
う
こ
の
谷
が
非
常
に

岩
壁
の
多
い
と
の
事
か
ら
察
す
れ
ば
コ
グ
ラ
の
ク
ラ
は
〕』げ
の
意
で
は
な
い
か
と
思
ス
。
で
兎
に
角
私
は
耕
次
に
従
つ
て

○
笠
ケ
岳
新
登
路
と
打
込
谷
　
田
中

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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字行

○
笠

ケ
岳
新
登
路

と
打
込
谷
　
諄

中

コ
グ
ラ
谷
と
呼
び
小
倉
の
字
を
宛
て
ゝ
置
く
。
筒
排
次
は
小
島
氏
が
始
め
て
金
木
戸
川
を
湖
行
せ
ら
れ
た
時
に
も
案
内

し
た
者
で
、
此
附
近
の
地
形
に
は
可
な
ら
詳
し
い
人
夫
で
あ
る
。
ど
な
た
か
こ
の
谷
の
名
前
に
つ
き
御
承
知
の
こ
と
あ

ら
ば
御
高
教
壼
仰
ぎ
た
い
次
第
で
あ
る
。

扱
て
こ
の
打
込
。
小
倉
雨
谷
間
の
尾
根
を
僅
か
な
る
路
に
つ
い
て
四
十
分
も
下
る
と
箱
Ｉ
廣

い
尾
根
上
に
、
五
六
寸

角
の
材
木
が
七
八
本
と
可
な
う
の
鋸
暦
や
鈎
層
の
あ
る
庭
に
家
る
、
こ
ゝ
が
即
ち
小
屋
建
設
の
作
業
場
だ
つ
た
の
だ
。

小
倉
谷
で
伐
探
し
て
こ
ゝ
で
制
つ
て
小
屋
ま
で
措

い
で
行
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
ヽ
か
ら
路
は
な
く
な
る
の
で
谷
に
下
る

こ
と
ゝ
し
先
づ

一
服
す
る
。　
こ
ゝ
に
残
し
て
あ
る
七
八
本
の
材
本
に
つ
き
排
火
は
警
林
署
員
の
横
暴
を
鳴
ら
し
て
ゐ

た
。
即
ち
舞
火
等
が
附
近
の
本
を
伐
探
す
る
約
束
の
日
に
立
含
ふ
べ
き
螢
林
署
の
役
人
が
末
な
か
つ
た
の
で
、
遊
ん
で

ゐ
る
の
も
無
駄
と
之
等
の
本
を
伐
探
し
た
、
す
る
と
笠
日
役
人
達
が
登
つ
て
末
て
、
ど
う
し
て
も
彼
等
の
辮
解
を
聴
か

ず
、
断
然
盗
伐
と
認
め
、
始
末
書
迄
提
出
せ
し
め
た
。
そ
の
結
果
之
等
の
材
木
は
小
屋
建
設
に
は
使
用
せ
ず
、
そ
の
儘

腐
ら
し
て
仕
舞
ふ
さ
う
だ
。
役
人
と
い
ふ
も
の
は
兎
角
規
則
づ
く
め
で
下
ら
な
い
事
と
す
る
も

の
だ
と
つ
く
ハ
ヽ
思

つ
た
。

二
十
分
も
其
虎
で
休
ん
で
い
よ
ノ
ヽ
打
込
谷
目
が
け
て
藪
を
分
け
た
。
岳
樺
や
ナ
ナ
カ
マ
ド
の
密
生
し
た
急
斜
面
と

下
る
の
で
滑
る
こ
と
彩
し
い
。
幾
度
も
岳
樺
の
枝
に
足
と
梯
は
雑
た
め
、
苔
の
生
え
た
岩
に
乗
つ
て
尻
餅
を
つ
い
た
ウ

し
て
、
ゾ
ボ
ン
は
泥
だ
ら
け
に
な
つ
て
仕
舞
ふ
。
か
く
し
て
三
十
分
許
う
す
る
と
右
か
ら
水
の
あ
る
細
い
澤
が
木
て
そ

れ
を
下
る
こ
と
に
す
る
、
水
こ
そ
少
け
れ
殆
ん
だ
瀑
の
連
績
な
の
で
全
身
濡
ね
て
気
持
が
悪
く
て
耐
ら
な
い
。
か
ゝ
る

悪
戦
苦
闘
を
二
時
間
も
績
け
て
後
ｏ
漸
く
打
込
谷
へ
と
下
う
つ
い
た
。
こ
ゝ
は
打
込
谷
を
源
か
ら
可
な
う
下
つ
た
庭
で

丁
度
槍
ケ
岳
の
地
国
に
這
入
つ
て
一
分
位
の
庭
で
あ
る
。
こ
ゝ
は
打
込
谷
が
瀧
の
如
く
奔
流
し
て
ゐ
る
庭
で
、
水
量
は

非
常
に
多
く
費
に
立
派
で
あ
る
．
雨
岸
に
さ
し
て
大
き
な
岩
壁
が
あ
る
と
い
ス
詳
で
は
な
い
が
、
河
床
を
形
成
す
る
岩

が
非
常
に
Ｅ
大
な
花
簡
岩
な
の
だ
。
こ
ゝ
か
ら
左
岸
は

一
寸
行
け
な
く
な
る
の
で
直
ぐ
右
岸

へ
腰
ま
で
這
入
つ
て
徒
渉

〓一
〇
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す
る
。
舞
次
は

「
こ
の
水
ぢ
や
本
流
は
中
々
え
ら
い
で
」
と
い
ふ
、
全
く

一
支
流
た
る
打
込
の
上
流
で
こ
れ
だ
け
の
水

ぢ
や
金
本
戸
川
は
ど
ん
な
だ
ら
う
と

一
寸
心
配
に
な
る
。
少
し
右
岸
ル
」上
つ
て
ス
左
岸
へ
渉
る
、
も
う
十

一
時
近
い
の

で
日
営
う
の
い
ゝ
河
原
で
書
食
と
と
る
。
時
々
霧
の
“齊
れ
間
に
黒
部
五
郎
の
方
が
顔
を
出
す
。

之
か
ら
下
は
大
瞳
右
岸
を
通
つ
て
行
く
。
十
貫
目
近
く
の
荷
を
背
負
ひ
乍
ら
石
か
ら
石

へ
と
飛
ん
で
行
く
辮
次
に
は

全
く
威
心
し
て
仕
舞
ふ
。
右
か
ら
な
る
地
国
に
水
流
の
あ
る
澤
は
何
時
の
間
に
か
通
め
過
ぎ
る
。
艇
て
右
か
ら
澤
が
飛

瀑
と
な
つ
て
落
ち
て
家
る
。
各
は
こ
の
澤
を
上
め
ダ
フ
を
越
し
て
雙
六
谷
に
出
る
そ
う
だ
。
賓
際
猟
師
達
の
各
の
活
躍

は
賞
に
目
畳
づム
し
い
も
の
で
、
金
木
戸
で
も
黒
部
で
も
小
さ
な
岩
小
屋
頼
う
に
シ
ヽ
を
追
つ
て
ど
ん
ノ
ヽ
這
入
つ
て
行

そ
ろ
ノ
ヽ
雨
岸
の
岩
壁
が
高
く
な
つ
て
谷
ヽ
急
に
な
つ
て
来
た
。
全
く
打
込
谷
の
悪
場
は
こ
の
邊
か
ら
打
込
の
大
瀑

竣
で
ゞ
あ
る
。
問
も
な
く
下
に
深
が
現
は
ね
て
右
岸
と
絡
む
。
丁
度
其
庭
は
右
か
ら
細
流
が
な
て
ゐ
る
の
で
そ
れ
に
つ

い
て
瀑
壺
の
庭
に
出
る
。
瀑
は
二
段
に
な
つ
て
ゐ
て
、　
一
度
落
ち
て
淵
を
湛

へ
、
そ
れ
が
盗
れ
て
ス
落
下
す
る
。
高
さ

は
大
―
・′て
な
い
が
水
量
が
多
い
の
で
中
々
立
沢
で
あ
る
。
暫
し
Ｅ
岩
の
上
に
腰
を
下
し
て
限
う
な
き
水
の
交
響
薬
と
姿

態
と
に
う
っ
と
う
し
て
仕
舞
ス
。
辮
火
に
促
さ
れ
て
我
に
鯖
り
、
今
度
は
下
流
と
見
る
と
雨
岸
廊
下
を
な
し
瀑
と
釜
と

の
連
続
で
あ
る
。
こ
ゝ
は
各
で
も
高
廻
う
す
る
庭
だ
さ
う
だ
が
、
兎
に
角
駄
目
だ
つ
た
ら
廻
る
こ
と
に
し
て
一
先
づ
谷

通
し
行
つ
て
見
る
事
に
す
る
。
ま
づ
右
岸
の
雑
草
を
少
し
分
け
、
ノ
ロ
の

一
杯
つ
い
た
花
商
岩
の
岩
壁
と
へ
つ
っ
て
行

く
。
笠
谷
で
も
さ
う
で
あ
つ
た
が
此
庭
で
ヽ
幸
な
こ
と
は
概
し
て
岩
が
順
層
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
然
し
問
も
な
く
行
請

つ
て
仕
舞
つ
た
。
即
ち
壁
は
直
立
し
て
居
ウ
下
は
淵
と
な
つ
て
と
て
も
通
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
止
む
な
く
少
し
戻
つ

て
断
然
徒
渉
す
る
こ
と
に
す
る
。
漸
く

一
箇
所
い
ゝ
所
と
見
つ
け
て
巧
く
岩
か
ら
岩
と
渉
つ
た
が
、
そ
れ
で
ヽ
隣
ま
で

濡
ら
し
て
し
ま
ふ
。
か
く
し
て
左
洋
を
少
し
進
む
と
叉
々
岩
壁
の
篤
め
前
進
不
可
能
と
な
つ
て
ス
右
岸
に
徒
渉
す
る
。

ス
瀑
が
現
れ
て
今
度
は
ど
う
し
て
も
捲
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
急
斜
面
を
本
の
根
に
掴
０
乍
ら
登
あ
、

い
ゝ
加
減
の

競 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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庭
か
ら
ス
河
原
に
下
ウ
る
。
こ
ゝ
は
打
込
谷
と
し
て
は
度

い
庭
で
荷
ｆｒ
置

い
て
休
む
、
そ
し
て
ヵ
メ
ラ
だ
け
を
持
つ
て

瀑
攻
で
上
つ
て
行
く
。
然
し
こ
ゝ
か
ら
仰
ぐ
瀑
は
先
刻
捲
い
た
時
す
ヾ
下
に
あ
つ
た
瀑
で
は
な
く
そ
の

一
つ
下
の
瀑
で

あ
る
。
前
の
瀑
は
下
か
ら
は
眺
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

こ
の
瀑
は
瀑
自
身
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
が
淵
は
質
に
立
派
で
あ
る
、
回
く
整
つ
た
形
で
こ
の
瀑
に
は
勿
艦
な
い

位
だ
。
舞
次
も

「
こ
の
淵
が
打
込
で
は

一
番
大
き
い
」
と
云
つ
て
ゐ
た
。

こ
れ
で
打
込
の
難
場
も

一
寸

一
段
落
つ
い
た
形
で
谷
も
廣
く
な
る
。
然
じ
Ｅ
岩
の
配
列
と
水
の
姿
態
と
雨
岸
の
栂
、

唐
檜
、
自
檜
等
の
森
林
と
の
三
者
が
び
っ
た
め
と
訓
和
し
て
気
持
の
よ
い
美
し
い
威
じ
と
起
さ
せ
る
。

之
か
ら
暫
く
下
る
と
最
後
の
大
瀑
が
現
に
る
。
然
し
之
は
比
較
的
業
に
左
岸
を
絡
ん
で
下
る
こ
と
が
出
来
る
。
仰
ぐ

と
賞
に
立
派
な
瀑
で
狭
い
日
か
ら
飛
び
出
た
水
は
直
ぐ
総
ヽ
出
張
つ
力
下
の
Ｅ
岩
に
ぶ
つ
か
つ
て
パ
ッ
と
開
い
て
落
下

し
て
ゐ
る
、
高
さ
は
六
七
問
も
あ
ら
う
か
、
非
常
に
水
量
が
多
い
の
で
雄
大
な
威
じ
が
す
る
。

も
う
こ
ゝ
か
ら
金
木
戸
川
の
出
合
は
評
は
な
い
。
生
惜
夕
立
が
猛
然
と
降
つ
て
家
る
、
雨
具
を
出
す
の
も
面
倒
な
の

で
濡
れ
乍
ら
下
る
。
出
合
迄
は
三
十
分
許
う
で
あ
つ
た
。
流
石
に
金
木
戸
川
は
悠
々
迫
ら
ず
流
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
水

量
は
驚
く
許
ウ
で
明
日
は
之
と
徒
渉
し
乍
ら
瀕
る
の
か
と
思
ふ
と
嫌
に
な
る
。
出
合
の
少
し
下
、
左
岸
に
岩
小
屋
が
あ

る
の
で
そ
れ
に
泊
る
。
す
ぐ
焚
火
と
し
て
徒
渉
と
夕
立
で
濡
れ
た
服
な
乾
か
す
。
辮
火
は
夕
食
の
お
薬
と
と
釣
年
措
い

で
出
掛
け
る
。
小

一
時
間
も
す
る
と
排
人
は
二
十
尾
近
く
の
鮎
を
重
ど
う
に
提
げ
て
家
る
、
流
石
に
笠
谷
の
と
は
違
つ

て
皆
七
八
寸
か
ら
の
大
物
許
め
だ
。
冠
さ
ん
の
紀
行
文
中
に
金
木
戸
川
で
は
殆
ん
ど
鯖
が
釣
れ
な
か
つ
た
様
に
書
い
て

あ
つ
た
が
、
時
期
が
違
ス
の
か
釣
手
の
腕
が
違
ス
の
か
知
ら
な
い
が
、
減
つ
た
と
い
つ
て
へ
未
だ
金
木
戸
川
に
は
相
営

居
る
ら
し
い
。
之
は
翌
日
の
漁
果
に
於
て
ヽ
明
ら
か
で
あ
つ
た
、
而
も
金
木
戸
の
は
業
部
の
よ
め
概
し
て
大
き
い
、
但

し
味
は
ど
う
も
黒
部
の
方
が
い
ゝ
様
に
思
は
れ
た
。

打
込
谷
を
無
事
に
下
つ
た
と
い
ふ
安
堵
と
、
水
量
多
い
金
木
戸
川
を
湖
る
不
安
と
が
滉
清
し
た
頭
も
、
何
時
か
水
馨

一重
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どヽ
子
守
唄
と
し
て
夢
の
國
へ
と
迪
つ
て
い
つ
た
。
（昭
和
二
年
九
月
）

瀧

子

山

の

南

面

沼

井

鐵

太

郎

中
央
線
初
狩

・
笹
子
雨
騨
間
で
北
側
に
時
つ
て
見
え
る
瀧
子
山

（
一
六
〇
〇
米
の
圏
上
、
二
萬
分

一
地
形
固
ｕ
笹
子

村
田
幅
）
は
、
其
北
方
な
る
大
一絹
一ケ
丸

（
一
六
四
四
米
）
と
組
合
せ
て
、
東
京
か
ら
夜
行
列
車
に
よ
る
一
日
の
登
山
に

は
手
頃
な
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
居
る
。

従
来
ゝ
其
登
山
の
道
程
は
北
方
大
容
ケ
丸
よ
う
す
る
尾
根
か
、
或
は
南
束
の
尾
根
道
に
限
ら
れ
た
糠
で
あ
つ
た
。

瀧
子
山
の
頂
か
ら
略
ゝ
南
束
の
方
向
に
幾
つ
も
隆
起
を
見
せ
て
大
鹿
澤
に
下
る
尾
根
は
、
瀧
子
ら
し
い
面
目
を
獲
揮
し

た
重
要
な
尾
根
で
あ
る
が
、
之
を
試
み
る
人
は
殆
ど
無
い
も
の
と
見
え
て
、
私
は
未
だ
其
尾
根
に
開
し
て
一
の
記
録
も

見
出
せ
な
い
。
只
、
最
近
含
員
山
崎
和

一
氏
か
ら
も
同
氏
の
一
行
が
雨
の
日
大
鹿
澤
に
入
つ
て
大
谷
ケ
丸
に
向
ふ
豫
定

の
所
「
誤
つ
て
此
尾
根
に
登
つ
た
事
を
聞
い
た
ば
か
う
で
あ
る
。
其
話
に
よ
る
と
、
此
尾
根
で
は
岩
と
樹
林
と
が
人
を

惜
ま
す
の
で
あ
つ
た
が
、
瀧
子
山
南
面
の
性
質
を
理
解
す
る
に
は
恰
好
な
も
の
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。
兎
に
角
「
谷
の
便

宜
な
地
鶏
か
ら
之
に
取
付
い
て
頂
上
に
向
ス
コ
，
ス
は
相
営
の
興
味
を
以
て
考
察
し
得
る
も
の
で
あ
ら
う
。

私
は
含
員
吉
田
稔
巳
氏
と
共
に
大
二
十
四
年
六
月
初
旬

に
瀧
子
山
南
面
の
崎
壁
に
間
近
く
進
ん
で
、
其
性
質
を
調

べ
、
先
づ
安
全
に

（然
し
部
分
的
に
は
緊
張
味
」″」以
て
）
登
ウ
得
る
コ
ー
ス
を
見
付
け
た
。
即
ち
初
狩
・笹
子
村
界
の
尾

根
の
画
方
の
澤
を
湖
ウ
、
瀧
子
山
最
高
締
の
南
西
の
一
小
峯
か
ら
垂
下
し
た
崖
尾
根
を
行
く
も
の
で
あ
る
。
此
は
案
外

○
瀧
子
山
の
南
面
　
沼
井

三
二

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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昭ｒ
冷三年二月●

一
ヽ

い
０行

〇
瀧
子
山
の
南
面
　
沼
井

容
易
に
取
付
け
て
、
岩
登
夕
の
高
距
も
極
く
僅
か
で
あ
る
し
、
又
、
岩
壁
附
近
の
森
林
は
か
ほ
ど
に
峻
略
な
地
形
で
あ

る
丈
に
、
針
葉
樹
の
混
生
し
た
森
林
も
気
持
よ
く
残
つ
て
、
人
間
の
香
に
遠
く
、
二
其
下
は
ャ
ブ
と
い
へ
な
い
程
に
明

け
て
ゐ
る
。
而
も
登
う
行
く
に
つ
ね
て
山
の
景
物
は
憂
つ
て
家
て
、
倦
怠
を
覺
え
る
様
な
事
は
な
い
。
要
す
る
に
面
白

い
コ
，
ス
で
あ
る
事
が
分
つ
た
の
で
、
一
應
紹
介
し
て
置
か
う
と
思
ス
の
で
あ
る
。

先
づ
初
狩
罪
か
ら
進
む
と
す
れ
ば
、
中
初
狩
、
立
川
原
作
過
ぎ
て
街
道
は
鐵
道
線
路
と
交
叉
す
る
様
に
な
る
。
其
少

し
手
前
か
ら
北
側
に
小
後
が
分
れ
て
、
山
際
と
ト
ン
ネ
″
の
上
の
方

へ
の
ぼ
つ
て
行
く
の
が
剣
然
と
分
る
。
目
的
の
澤

に
は
之
を
行
つ
て
天
紳
甦
の
前
か
ら

一
寸
下
れ
ば
い
ゝ
。
そ
し
て
澤
ル」渡
つ
て
す
ぐ
に
右
に
い
ヽ
道
が
あ
る
か
ら
、
之

を
右
岸
に
つ
い
て
上
る
の
だ
。

や
が
て
道
が
二
岐
す
る
が
、
私
達
は
右
手
に
橋
を
渡
つ
て
行
く
。
此
橋
の
附
近
は
瀧
子
の
南
面
崎
壁
≧
眺
め
渡
す
に

は
恐
ら
く

一
番

い
ゝ
所
で
あ
る
。
之
か
ら
先
に
も
二
三
道
の
分
岐
難
が
あ
つ
て
、　
一
寸
考
へ
）ｏ
せ
ら
れ
る
が
、
初
め
は

戊
る
べ
く
右

へ
よ
く
踏
め
た
方
を
取
つ
て
行
く
。
暫
く
す
る
と
二
萬
分

一
地
形
国
に
示
いさ
れ
た
分
岐
路
に
家
る
。
此
邊

は
瀧
子
山
か
ら
延
び
て
水
た
青
い
尾
根
の
先
端
に
近
く
て
、

一
寸
打
開
け
資
所
で
あ
る
。
桑
が
植
ゑ
て
あ
つ
た
り
、
杉

の
植
林
が
見
え
た
り
し
て
居
る
。
そ
れ
か
ら
先
左
の
道
は
檜
の
植
林
の
間
主
迎
つ
た
め
、
雑
木
林
の
若
業
の
ト
ン
ネ
″

やκ
通
っ
た
う
し
て
も
大
分
上
う
に
な
る
。
道
の
踏
心
地
ヽ
次
第
に
柔
く
な
つ
て
来
る
。
其
頃
は
も
う
青

い
尾
根
の
雨
側

を
可
成
廻
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
か
く
て
初
狩
か
ら
几
そ

一
時
間
牛
で
道
は
落
業
の
下
に
浅
し
て
怪
く
な
う
。
澤
の
く
ば
み

の
様
に
な
つ
て
し
つよ
ふ
。
そ
し
た
ら
左
へ
、
本
澤
の
方
へ
下
う
る
事
だ
。

澤
は
小
じ
ん
唆
う
し
た
湘
澤
で
ゝ
粘
板
岩
と
閃
線
岩
の
ご
ろ
石
が
積
み
重
つ
て
ゐ
る
。
其
奥
に
折
々
岩
峯
を
仰
ぎ
つ

つ
瀕
る
と
、
間
も
な
く
流
水
が
現
れ
、
小
規
模
な
瀧
な
ど
も
あ
つ
て
、
大
分
上
う
と
な
る
。
雨
側
は
若
葉
。
こ
れ
だ
け

で
も
ヤ
ブ
山
の
常
道
と
違
つ
て
原
始
の
匂
の
饉
〈げ
る
、
し
か
も
面
白

い
コ
ー
ス
だ
。
澤
に
下
う
た
所
か
ら
二
十
分
足
ら

一」
四

(1244)



ず
で
著
し
い
二
股
の
地
織
に
な
る
。
此
庭
は
岩
壁
の
あ
る
尾
根
の
起
難
な
の
で
、
私
避
は
ニ
ク
手
に
分
れ
て
、
二
十
分

ば
か
う
左
右
の
澤
を
偵
案
し
た
。
左
の
澤
は
部
分
的
に
著
し
い
落
差
は
な
い
が
ｂ
堆
石
は
少
し
く
ゆ
る
く
、
且
右
廻
ウ

に
迂
廻
し
て
ゐ
る
の
で
、
興
た
な
か
な
い
。
右
股
は
す
ぐ
落
差
を
増
し
、
牛
町
ば
か
め
上
に
奇
抜
な
瀧
が
あ
つ
て
、
其

れ
も
登
れ
さ
う
に
見
え
る
。

共
庭
で
右
方
へ
上
つ
て
ゆ
く
と
、
其
瀧
は
附
近

一
枚
績
き
の
岩

（閃
緑
岩
）

の
内
に
、
と
め
わ
け
水
蝕

の
跡
面
白

く
、
水
は
九
み
あ
る
階
段
の
上
を
さ
ん
ノ
ヽ
と
注
い
で
ゐ
る
。
傾
斜
は
平
均
三
十
五
度
位
。
高
〕い
は
十
米
位
で
あ
つ
た

か
。
水
量
は
少
い
の
で
容
易
に
攀
ぢ
登
る
事
が
出
来
た
。
瀧
の
上
は
し
ば
ら
く
手
と
な
る
が
、
再
び
第
二
の
瀧
が
現
れ

る
。
然
し
其
左
手
に
ナ
ギ
が
入
つ
て
ゐ
る
の
で
、
之
を
登
つ
て
行
く
。
崩
れ
易
・い
所
だ
が
、
ス
タ
ピ
リ
テ
ィ
ー
に
は
大

し
て
関
係
し
な
い
。
か
う
し
て
二
股
か
ら
二
十
分
後
に
、
針
葉
樹
の
稿
ふ
大
き
い
の
が
生
え
て
ゐ
る
尾
根

の
上
に
立

つ
力
。
豫
想
し
た
ヤ
プ
は
下
草
が
な
い
程
な
の
で
喜
ば
し
い
。
西
側
を
見
る
と
、
さ
っ
き
の
左
股
の
支
澤
が
脚
下
極
か

な
所
に
上
つ
て
家
て
、
此
尾
根
の
少
し
先
の
赤
味
が
か
つ
た
岩
壁
に
突
き
営
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
左
股
と
行
き
詰
め
て

も
楽
だ
つ
た
の
だ
。

私
達
は
尾
根
を
少
し
進
ん
で
か
ら
左
手
の
澤
に
下
う
て
、
其
床
ル
」な
す

一
枚
岩
の
上
に
立
っ
た
。
こ
れ
は
傾
斜
几
そ

三
十
度
の
不
面
と
い
つ
て
も
い
ゝ
属
手
な
閃
維
岩
質
の
岩
面
で
あ
る
が
、
珍
し
い
事
に
は
、
こ
の
面
は
岩
層
面
そ
の
も

の
ゝ
露
出
で
、

一
方
に
剥
が
れ
損
つ
た
岩
層
が
重
つ
力
鏡
が
あ
る
。
私
達
は
共
投
を
踏
ん
で
ｂ
手
は
餘
ム
使
は
ず
と
も

上
へ
進
む
事
が
出
な
る
。
外
国
の
山
の
本
で
よ
く
見
た

Ｒ
降
３
こ
は
か
う
い
ふ
も
の
か
と
思
つ
た
。
馬
岩
の
最
上
部
は

高
ざ
三
十
米
位
の
岩
壁
が
俄
か
に
そ
ゝ
め
立
つ
て
ゐ
る
。
其
西
側
は
南
書
式
の
実
岩
の
塊
で
、
其
れ
か
ら
少
し
く
南
方

に
突
出
し
て
垂
直
に
近
い
岩
稜
と
な
り
、
再
び
ひ
っ
こ
ん
だ
所
は
左
曲
う
に
彎
曲
し
た

一
の
崖
溝
だ
。
こ
れ
は
進
か
下

の
道
か
ら
も
よ
く
見
え
る
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
其
右
手
の
壁
は
ス
突
出
て
本
て
、
ビ
ッ
チ
の
稿
ゝ
緩
や
か
な
、
足
溜

う
の
稿
ふ
多
さ
う
な
岩
稜
と
な
る
。

の
瀧
子
由
の
南
面
　
沼
井
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η
”

〓
Ａ４三Ｆイ二三月と

人

ず
ケ
“

行

〇
瀧
子
山
の
南
面
　
沼
井

〓
六

ロ
ー
プ
で
つ
な
が
つ
た
私
達
は
扁
岩
の
最
上
部
で
三
米
餘
の
障
壁
と
の
ぼ
り
、
先
づ
彎
曲
し
た
崖
溝
と
試
み
て
見
た

が
駄
目
だ
つ
た
。
次
に
困
難
の
度
が
進
か
に
少
な
ど
う
に
見
え
た
束
の
岩
稜
を
試
み
た
が
之
も
失
敗
に
婦
し
た
。
其
庭

で
今
試
み
た
岩
稜
の
下
ヒ
更
に
東
に
廻
う
こ
む
と
、
岩
壁
は
や
は
う
績
い
て
ゐ
る
が
、
樹
林
の
影
と
な
つ
て
末
る
。
幸

ひ
餘
め
廻
ら
な
い
内
に
、
薄

い
割
目
が
岩
壁
を
斜
右
上
に
走
つ
て
ゐ
て
、
そ
の
所
々
に
し
っ
か
う
し
た
灌
本
が
生
え
て

ゐ
る
の
と
磯
見
し
た
。
其
木
を
頼
う
に
攀
ぢ
登
る
様
な
事
は
普
通
の
山
登
う
に
も
折
々
遭
過
す
る
状
態
な
の
で
、
先
づ

ロ
ー
プ
の
必
要
も
な
い
と
思
は
れ
る
。
兎
角
し
て
樹
林
の
下
土
を
踏
み
、
私
ど
も
の
失
敗
し
た
岩
稜
の
上
に
出
る
。
尾

根
通
し
ス
は
属
岩
丈
を
通
つ
て
か
ら
、
こ
の
場
所
を
登
つ
て
家
る
と
す
れ
ば
ゝ
ナ
ギ
の
頭
か
ら
二
十
分
位
で
末
ら
れ
る

で
あ
ら
５
。

第
二
の
岩
壁
は
そ
れ
か
ら
二
十
分
を
経
て
接
す
る
事
が
出
家
た
。
此
岩
壁
は
尾
根
の
左
右
に
分
れ
た
も
の
で
、
正
面

は
第

一
の
岩
壁
よ
う
は
逸
か
に
瞼
し
く
、
高
く

（約
四
十
米
）
「物
凄
い
も
の
で
、
多
く
は
上
向
き
に
お
ほ
ひ
か
ぶ
さ
つ

て
ゐ
る
。
其
庭
で
棚
を
っ
た
っ
て
西
側
に
廻
ウ
込
む
と
、
右
手
に
威
じ
の
い
ゝ
、
箱
ゝ
緩
や
か
な
岩
面
が
現
ね
る

（下

方
は
几
そ
六
十
度
）
。
共
上
牛
部
と
の
授
の
部
分
が
大
分
急
峻
だ
が

一
見
し
て
登
れ
さ
う
な
の
で
、
安
心
し
て
中
食
の
箸

を
取
つ
た
。
此
れ
か
ら
谷

一
つ
隔
て
ヽ
西
側
の
尾
根
の
東
南
を
眺
め
る
の
が
い
ゝ
。
樹
は
生
え
な
が
ら
、
失
張
到
る
庭

岩
績
き
で
、
折
し
も
小
鳥
の
歌
に
混
つ
て
猿
だ
か
鳥
だ
か
分
ら
な
い
山
の
化
物
の
叫
率
が
聞
え
た
０
す
る
と
、
人
里
離

れ
た
深
い
奥
山
に
彿
往
し
て
ゐ
る
様
な
気
分
に
な
る
。

食
後
、
筒

ロ
ー
プ
で
結
び
あ
つ
て
、
通
常
の
所
か
ら
岩
に
取
う
付
き
、
右
に
へ
つ
り
、
ス
左
に
返
し
て
ゝ
八
十
度
近

い
境
日
の
急
壁
の
下
に
立
つ
。
試
み
に
其
庭
の
棚
を
尾
根
の
先
端
に
向
つ
て
見
る
と
、
棚
は
落
ち
て
上
の
岩
を
具
に
見

上
げ
る
様
に
な
る
。
そ
れ
で
、
元
通
う
下
か
ら
見
営
つ
け
た
立
岩
の
隙
間
を
互
に
助
け
合
つ
て
攀
ぢ
Ｄ或
る
所
は
頭
を
岩

の
粗
面
に
押
し
つ
け
て
手
懸
う
の
補
助
と
し
た
う
し
て
、
漸
く
に
難
所
を
越
え
る
。
難
所
と
は
い
へ
第

一
の
岩
壁
よ
う

は
通
か
に
安
全
だ
。
然
し
此
上
は
僅
か
な
間
で
あ
る
が
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。
少
し
ば
か
う
棚
と
北
に
歩
い
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て
、箱
ゝ
崩
れ
易

い
急
所
を
例
に
よ
つ
て
後
の
者
が
肩
を
借
し
、
ス
は
曲
つ
た
杖
を
樹
の
幹
に
引
懸
け
て
登
る
パ
元
の
彎

曲
し
た
杖
は
ヤ
ブ
山
の
岩
登
う
で
は
重
賓
な
道
具
で
あ
る
。）
も
う
其
邊
は
純
群
ご
は
な
い
が
、
却
つ
て
悪
い
の
で
、

度
は
右
手
に
僅
か
の
足
場
に
爪
先
を
載
せ
て
二
三
間
へ
つ
う
、
其
れ
か
ら
上
に
割
ロ
ン
」樺
つ
て
安
全
な
尾
根
に
出
る
。

此
の
第
二
の
岩
壁
は
三
十
分
許
う
か
ゝ
つ
た
。
第

一
の
岩
壁
の
小
さ
く
ヽ
威
嚇
的
な
の
に
比
し
て
、
何
だ
か
親
し
み

の
あ
る
、
面
白
い
登
攀
が
出
来
た
の
で
あ
つ
た
。　
け
れ
ど
も
、
第

一
の
岩
壁

こ
そ
ロ
ー
プ
無
し
で
廻
避
す
る
道
が
あ

る
が
、
こ
の
第
二
岩
壁
の
場
合
に
は
餘
程
迂
同
し
な
け
れ
ば
革
獨
行
又
は
口
，
ブ
な
し
は
無
理
で
あ
ら
う
。
哉
し
て
、

こ
の
面
白

い
登
攀
を
除

い
た
ら
瀧
子
山
南
面
の
コ
ー
ス
は
殆
ど
牛
以
上
興
味
を
殺
が
れ
る
で
あ
ら
う
。

第
二
岩
壁
の
上
は
瀧
子
山
の
本
尾
根
迄
岩
ら
し
い
も
の
は
殆
ど
無

い
．
只
、
人
跡
の
稀
な
、
案
外
に
歩
行
の
ら
く
な

森
の
尾
根
だ
。
此
れ
が
叉
威
じ
の
い
ゝ
も
の
だ
つ
た
。
ず
つ
と
登
つ
て
車
場
に
出
て
か
ら
東
側
と
歩
い
て
、
上
め
着

い

た
所
は
頂
上
の
西
南
の
鞍
部
で
、
其
庭
に
粗
末
な
藁
小
屋
な
ど
が
あ
つ
た
。
共
れ
は
岩
登
う
が
経
つ
て
か
ら
几
そ
三
十

分
の
後
の
事
で
あ
る
。

私
は
こ
の
コ
ー
ス
よ
う
の
眺
望
に
開
し
て
何
も
書
か
な
か
つ
た
が
、　
一
言
に
し
て
云
へ
ば
其
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ

つ
た
。
展
望
憂
と
し
て
は
私
ど
も
が
共
日
の
内
に
行
つ
た
大
谷
ケ
丸
を
推
奨
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
瀧
子

山
其
れ
自
身
は
掌
ろ
其
山
頂
に
到
る
道
程
に
於
て
其
特
徴
と
槻
賞
し
、
研
究
す
べ
き
山
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。

附
記
。
瀧
子
山
か
ら
大
谷
ケ
丸
へ
行
く
尾
根
の
ヤ
プ
は
大
し
て
ひ
ど
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
、
叉
こ
う
る
さ
い
も
の
で
あ
つ
た
。
尾
根
露
ひ
そ
の
も
の

も
殆
ど
興
味
の
無
い
も
の
だ
つ
た
パ
此
は
私
達
の
登
攀
線
の
選
び
方
に
よ
つ
て
更
に
強
調
さ
れ
た
事
で
も
あ
つ
た
。）

叉
。
私
逹
は
下
山
の
道
を
曲
り
澤
を
経
て
田
野
村
の
方
へ
取
つ
た
が
、其
澤
は
か
の
大
震
災
で
山
腹
が
恐
ろ
し
く
死
げ
て
ｔ
絶
た
ず
さ
ら
ノ
ヽ
と
崩
れ
、

水
は
雲
母
の
浮
遊
た
濁
つ
て
氣
味
の
悪
い
状
態
を
示
し
て
ゐ
た
。
（
大
二
十
四
年
七
月
初
旬
稿
）

っ
瀧
子
山
の
南
面
　
沼
井

三
七
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行 凄 月 二 年 三 和 昭

雑
　
　
像
　
　
（い
構
川
谷
ょ
薔
木
曾
川
べ
り
へ

雑

　

録

○
槍
川
谷
よ
り
木
曾
川
べ
リ
ヘ

高

畑

棟

材

岳
友
耐
谷
恭
氏
の
祗
父
な
る
人
が
再
工
せ
し
と
い
ふ
脚
谷
峠
に

心
な
か
れ
て
。

美
簿
刈
る
信
濃
の
國
木
曾
谷
の
片
ほ
と
め
な
る
植
川
谷

（
い
は
ゆ
る
奈
良
井
川
漢
谷
）が
、
再
び
絢
爛
の
秋
を
嘔
歌

し
て
ゐ
る
十
月
な
か
ば
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
の
通
か
人

の
世
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
、
森
閑
た
る
槍
川

谷
を
、
川
入
村
の
小
学
な
る
効
淵
ま
で
遡
り
、姥
紳
峠
・紳

谷
山
・群
谷
峠
あ
た
う
の
、
低
い
草
原
つ
づ
き
の
山
征
と
、

心
ゆ
く
許
う
暢
氣
に
歩
い
て
末
た
い
と
の
突
嵯
の
思
ひ
つ

き
で
、
永
夜
の
熟
睡
か
ら
醒
め
も
や
ら
漁
、
こ
の
奈
良
井

村
の
逆
族
た
性
し
く
立
つ
た
。

仰
げ
ぱ
鳥
居
峠
の
北
裏
な
る
お
具
山
の
樹
林
に
、
彩
し

い
樹
氷
が
見
る
目
舷
ゆ
く
光
つ
て
ゐ
ろ
。
そ
し
て
此
の
谷

筋
に
さ
す
よ
ム
朝
霧
の
そ
の
冷
い
こ
と
。
各
の
先
駆
は
も

う
私
や
か
に
忍
寄
つ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
０
よ
い
か
。
早
起

の
家
の
一
二
軒
で
ゆ
ら
ゆ
ら
と
上
げ
て
ゐ
る
炊
煙
と
見
て

は
、
常
の
朝
な
ら
ば
今
頃
は
、
信
州
名
物
大
矩
燿
の
掛
蒲

回
の
中
深
く
に
潜
込
ん
で
ゐ
て
、
園
か
な
夢
路
を
迪
つ
て

ゐ
る
頃
な
る
に
と
、
其
の
曖
さ
う
に
包
ま
つ
て
ゐ
る
己
が

姿
ル」、
偲
ん
で
も
み
た
。
思
ひ
み
れ
ば
自
分
は
今
、
豫
後

い
く
ば
く
を
も
経
緻
性
な
の
で
、
今
日
の
行
程
に
幸
多
か

れ
と
所
ら
ん
許
り
、
い
し
く
も
殊
勝
な
心
に
な
う
す
曖
し

た
の
で
あ
つ
た
。

村
を
離
れ
、
唯
有
る
寂
し
い
些
か
な
墓
地
と
取
園
ん
で

あ
る
、
墓
奥
樹
の
樹
下
な
る
川
浩
び
の
、
櫂
兵
衛
峠
街
道

を
靭
需
分
け
て
、
て
く
て
く
と
行
く
。
馬
糞
の
多
い
の
は

何
庭
の
街
道
筋
も
同
じ
こ
と
乍
ら
、
朝
凛
う
の
た
め
か
今

朝
は
塵
埃
の
舞
立
た
漁
と
い
と
快
く
思
ひ
つ
つ
、
恨
多
き

人
の
魂
と
も
見
え
る
川
霧
が
、
沸
ッ
沸
ッ
と
立
軍
め
て
ゐ

る
奈
良
井
川
の
瀬
せ
ら
ぎ
を
耳
に
し
て
、
或
は
鳥
居
峠
ｂ

峠
山
の
頂
近
く
、
或
は
ス
坊
主
岳
、
天
照
山
の
谷
筋
な
ど

を
濃
く
染
め
て
ゐ
る
霜
葉
と
、
見
上
げ
隊
下
し
て
賞
す
る

三
ハ
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と
問
も
な
く
路
の
傍
ら
に
、
二
三
燈
の
お
地
激
いご
ん
と
共

に
栃
久
保
橋
が
現
れ
、
栃
窪
の
古
屋
を
右
岸
な
る
自
樺
し

げ
き
高
み
に
仰
ぐ
と
雄
て
、
鳥
居
峠
の
隧
道
が
現
れ
る
．

川
は
競
で
一
つ
の
狭
い
深
い
淵
を
っ
く
り
、
緑
水
を
湛

ヘ

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
大
淵
と
か
い
ス
名
勝

（？
）
の
一
つ

で
あ
つ
て
、
性
し
い
車
窓
か
ら
も
瞥
見
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
鐵
橋
の
下
を
通
抜
け
、
銭
路
を
後
ろ
に
し
て

か
ら
街
道
は
俄
に
細
ま
り
、
川
と
少
し
の
距
離
を
保
つ
や

う
に
な
る
。
少
し
行
く
と
封
岸
の
急
暖
に
ち
幾
條
も
の
生

々
し
い
ガ
ン
が
目
を
惹
く
。
地
質
學
上
の
こ
と
は
と
ん
と

知
ら
漁
し
、
つ
＾
た
全
く
の
素
人
眼
で
彼
是
と
記
載
す
る
の

は
、
甚
だ
僣
越
な
沙
汰
で
は
あ
る
が
、
古
生
層
と
い
は
れ

て
ゐ
る
此
の
奈
良
井
川
浩
岸
の
、
蛇
抜
け
な
ど
の
あ
と
の

地
層
・乞
検
す
る
と
、
花
聞
着
、
勁
岩
な
ど
の
少
部
と
，
粘

板
岩
、
硬
砂
岩
、
角
岩
、
石
友
岩
や
輝
緑
疑
友
着
な
ど
の

彩
し
い
露
出
の
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

坊
主
岳

へ
の
登
路
で
あ
る
糠
澤
の
狭
谷
を
埋
め
て
ゐ
る

紅
葉
の
色
は
、
全
く
滴
る
ば
か
ら
の
も
の
で
あ
つ
た
。
封

岸
に
糠
澤
の
人
家
を
眺
め
つ
つ
行
く
と
、
雅
て
路
が
ひ
と

つ
大
き
く
迂
曲
り
、
眼
の
前
に
曲
ソ
淵
な
る
荒
家
の
織
在

す
る
小
部
落
が
順
れ
、
深
林
・清
流
に
哺
ま
れ
て
ゐ
る
四

邊
の
山
水
の
た
た
ず
唆
び
は
、
全
く
見
事
な
も
の
で
あ
る
。

右
岸
カ
デ
ャ
澤
が
本
流
に
注
ぐ
口
元
の
邊
ク
、
瑞
々
し
い

黒
木
を
脊
に
し
て
、
今
落
成
し
た
許
う
の
本
の
香
漂
ふ
と

も
思
は
れ
る
具
新
ら
し
い
水
車
小
屋
が
、

一
と
際
限
を
惹

門
石
澤
と
か
ミ
ゾ
ア
ラ
シ
澤
と
か
い
ふ
小
澤
を
、
左
右

に
途
迎
し
て
行
く
と
問
も
な
く
．
松
ノ
木
澤
を
波
め
、
同

時
に
路
の
具
下
の
桑
畑
の
時
に
、
枝
ぶ
う
面
白

い
柿
の
樹

が
七
八
本
立
つ
て
ゐ
る
表
堕
水

ハ
下
ソ
堕
水
）
の
人
家
ケ
」

見
る
。
此
邊
の
斜
面
は
相
営
に
漿
く
、
頭
上
の
山
腹
か
ら

少
し
向
ふ
の
川
岸
近
く
に
迫
つ
て
ゐ
る
桑
畑
な
ど
も
、
順

る
丹
念
に
手
入
れ
し
て
あ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。

一
腱
こ

の
川
滑
ひ
村
と
い
は
ず
可
な
う
な
山
の
中
の
僻
邑
に
、
迷

込
ん
で
み
て
も
、
迫
に
信
州
は
養
鴛
國
だ
な
と
、
領
け
る

ほ
ど
の
こ
と
屡
ふ
あ
り
、
良
く
猫
額
大
の
地
を
拓
い
て
、

養
鴛
に
は
快
く
こ
と
の
で
き
な
い
桑
の
畑
を
う
哉
い
工

合
に
作
つ
て
あ
る
の
を
見
て
、
い
た
く
威
心
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
。

虚
な
る
心
に
な
う
す
ま
し
た
自
分
は
、
頂
近
く
に
茶
枯

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

雑
　
　
録
　
　
○
構
川
谷
よ
り
木
曾
川
べ
リ
ヘ

一一
九
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行 職 月 二 年 三 和 昭

雑
　
　
録
　
　
○
橋
川
谷
ょ
り
木
言
川
べ
リ
ヘ

れ
た
地
肌
を
見
せ
つ
つ
も
、
滴
る
許
う
の
紅
葉
の
た
め
、

つ

全
山
に
緋
の
衣
で
も
着
け
て
ゐ
る
や
う
な
坊
主
岳
の
容
姿

を
、
悦
惚
と
眺
め
な
が
ら
も
亦
ゝ
頭
上
に
枝
さ
し
の
べ
て

蔽
ひ
か
ぶ
さ
つ
て
な
る
闊
葉
樹
の
黄
紅
葉
に
「
全
然
酔
ひ

し
れ
て
、
ぶ
ら
う
ぶ
ら
ウ
歩
い
て
行
く
と
、
突
然
足
許
か

ら
三
四
物
の
山
鳥
が
笏
一管
高
く
舞
立
つ
た
の
で
、
可
な
う

ど
き
ん
と
胸
に
應
え
た
。
山
中
の
貴
人
と
も
思
は
れ
る
こ

の
彩
％
の
鳥
は
、
人
の
気
配
の
寡

い
往
遠
に
餌
を
漁
つ
て

ゐ
た
も
の
ら
し
く
、
少
し
行
つ
て
唯
有
る
岩
崖
の
鼻
と
ぐ

つ
と
廻
る
と
、
栗
や
山
葡
萄
な
ど
の
質
が
、
道
も
せ
に
堆

い
落
葉
の
中
に
散
乱
し
て
ゐ
た
。
そ
し
て
左
手
の
川
縁
な

る
深
線
の
木
立
の
中
に
在
る
古
び
た
小
さ
い
祠
．
近
郷
近

在
に
名
高
い
奥
堕
水
の
概
詈
様
の
う
し
ろ
の
方
で
、
ほ
ろ

ほ
ろ
と
可
愛
い
馨
を
基
げ
て
ゐ
る
の
も
し
を
ら
し
い
。
五

つ
六
つ
許
う
黙
在
す
る
と
い
ふ
奥
壼
水
の
人
家
は
、
樹
々

の
奥
深
く
埋
れ
て
ゐ
る
が
、
四
邊
は
全
く
給
の
や
う
な
景

で
あ
る
。

恐
ろ
し
く
急
な
山
脚
に
溜
つ
て
逆
落
し
に
落
％
て
ゐ
％

イ
ノ
コ
澤

（五
萬
分

一
伊
那
岡
幅
の
奥
堕
水
の
奥
字
と
水

字
と
の
間
で
本
流
に
注
い
で
あ
る
も
の
）
は
、
そ
の
上
流

で
南
澤

（南
イ
ノ
コ
）
北
澤
（北
イ
ノ
コ
）
と
二
つ
に
岐
れ
、

南
澤
は
戸
澤
山
の
線
稀
あ
る
突
坂

（
二
一
六
〇
米
）
の
頂

近
く
へ
、
北
澤
は
坊
主
岳
の
頂
近
く

へ
、
奥
深
い
林
相
を

み
せ
乍
ら
潜
込

ん
で
ゐ
る
。
あ
た
ら
は
漸
く
森
閑
と
し

て
、
秀
潤
の
筆
色
も
溢
る
る
許
ウ
ゝ
暫
く
は
柚
夫
が
僅
に

雨
露
と
凌
ぐ
笹
屋
の
姿
さ
へ
見
え
ず
、
又
は
い
さ
さ
の
風

も
吹
か
ぎ
れ
ば
、
小
格
ぎ
も
せ
漁
樹
々
の
構
と
、
つ
と
離

れ
て
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
ひ
か
ゝ
る
栃
や
厚
朴
な
ど
の
間
葉
の

あ
やいろ

彩
色
な
ど
に
興
と
覺
え
、
彼
の
名
高
い
俗
諮

「
面
白
い
ぞ

や
木
曾
路
の
族
は
笠
に
本
の
葉
が
舞
ひ
か
か
る
」
な
ど
日

誦
み
つ
つ
「
或
は
寺
谷
、
水
荒
シ
、
蛇
抜
、
大
久
保
な
ど

い
ス
小
澤
を
左
右
に
途
迎
し
、
娠
て
水
も
あ
る
か
な
い
か

の
カ
ツ
澤
を

一
と
跨
ぎ
に
鍮
え
、
こ
ん
も
う
し
た
木
立
の

中
な
る
鎮
守
の
祗
を
右
横
に
葬
ん
で
、
川
入
村
の
小
学
な

る
効
淵
に
入
つ
た
。
奈
良
井
の
宿
を
離
れ
た
の
が
午
前
六

時
、
途
中
で
頗
る
道
草
し
て
ゐ
た
の
で
、
比
の
部
落
に
着

い
た
の
が
九
時
を
少
し
廻
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
た
。

物
淵

へ
末
て
著
し
く
眼
を
な
く
の
は
、
分
厚
な
栗
の
板

葺
屋
根
に
拳
大
の
鳥
石
を
載
せ
、
軒
の
低
く
て
暗
い
、
併

し
木
曾
は
木
ど
こ
ろ
、
遠
に
骨
太
な
木
口
由
々
し
い
家
構

四

〇
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え
の
夫
れ
が
、
狭
谷
の
斜
面

（左
岸
の
）
を
往
遠
か
ら
川

邊
へ
向
つ
て
階
段
状
に
立
拉
ん
で
あ
る
の
と
、
も
一
つ
楢

川
谷
は
此
の
物
淵
の
上
流
で
は
、
古
生
層
の
中
に
縦
谷

と
。
ま
た
下
流
に
向
つ
て
は
横
谷
と
成
し
て
ゐ
る
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。

屋
根
か
ら
屋
根
へ
と
、
樽
ひ
歩
く
思
ひ
で
、
之
曲
す
る

往
進
を
川
岸
に
向
つ
て
ひ
た
下
り
、「石
油
あ
夕
」
な
ど
と

障
子
に
書
付
け
た
、
今
頃
珍
ら
し
く
ヽ
新
ら
し
い
洋
燈
な

ど
を
澤
山
店
先
に
釣
し
て
あ
る
、
雑
貨
店
の
軒
下
に
什
む

と
、
封
岸
に
は
本
流
と
そ
の
水
勢
の
優
劣
を
争
は
ん
ず
る

勢
ひ
で
、
急
崚
な
山
脚
を
馳
下
つ
て
き
て
ゐ
る
戸
澤
と
い

ふ
の
が
、
水
際
立
つ
て
人
の
眼
を
惹
く
。

こ
の
澤
の
両
岸
は
、
針
間
の
美
事
な
混
清
林
な
の
で
、

黒
木
の
中
の
間
葉
樹
の
燃
立
つ
ば
か
う
の
黄
紅
葉
は
全
く

限
の
醒
め
る
や
う
な
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
澤
の
上
流
は

瀑
ま
″
瀑
の
連
績
と
か
に
て
、
漆
黒
な
木
立
の
中
に
飛
沫

と
あ
げ
て
流
れ
せ
め
い
で
ゐ
る
澤
水
は
、
相
営
に
水
量
豊

富
な
も
の
と
思
は
れ
た
。
そ
し
て
若
し
自
分
に
違
あ
ら

ば
、
栃
久
保
、
日
影
カ
ン
烏
、
細
久
保
、
下
ノ
十
八
、
上

ノ
十
八
、
カ
ス
ケ
、
日
沼
、
奥
沼
、
南
澤

（以
上
こ
の
澤

の
左
岸
）
や
、
日
向
カ
ン
烏
。
大
荒
シ
、
シ
ン
ト
リ
（以
上

右
岸
）
な
ど
と
い
ふ
小
深
い
枝
澤
の
人
慣
れ
漁
谷
の
状
況

を
探
つ
て
も
見
た
い
と
思
は
せ
た
の
は
、
費
に
こ
の
奔
流

戸
澤
で
あ
つ
た
。

蹟
の
ど
こ
か
ら
か
、「
ほ
ｌ
い
。
ほ
Ｉ
い
」
と
悠
暢
な
木

下
し
の
盤
が
聞
え
て
く
る
。
戸
澤
が
本
流
に
注
ぐ
と
こ

ろ
、
澤
胡
桃
や
枕
の
木
立
を
背
に
し
．
数
多
の
川
狩
人
夫

が
、
日
向
に
屯
し
て
焚
人
に
あ
た
め
乍
ら
雑
談
に
耽
つ
て

い
ん
む

ゐ
る
。
幹
を
伐
ら
れ
枝
≧
排
は
れ
、
樹
皮
を
引
剥
か
れ
そ

し
て
全
く
の
裸
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
彩
し
い
木
材
が
、
自

に
稿
ゝ
黄
と
帯
び
た
素
肌
七
日
に
曝
し
て
、
書
筒
暗
い
戸

澤
の
落
日
の
四
邊
を
明
る
い
も
の
に
し
て
ゐ
た
。
木
曾
鉱

や
飛
騨
銘
、
手
斧
や
ョ
キ
な
ど
を
振
ふ
憂
々
た
る
伐
木
の

音
に
混
つ
て
、
本
材
と
谷
に
落
す

「
カ
ラ
ー
／
。
コ
ロ
ー

ン
」
の
う
ら
寂
し
い
や
う
な
旋
律
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な

く
響
い
て
く
る
。
時
は
今
し
秋
の
さ
な
か
。
木
曾
八
百
八

谷
で
は
、
運
材
の
一
方
法
な
る
小
谷
狩
が
、
到
る
庭
の
山

蔭
谷
筋
で
行
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
　
　
　
　
と

さ
て
鼓
峻
で
の
川
浩
路
に
は
、
温
い
苦
ｂ
黄
、
褐
．
淡

紅
、
結
な
ど
の
色
と
う
ど
う
、
ま
こ
と
錦
繍
の
美
を
誇
る

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

雑
　
　
鉄
　
　
○
橋
川
谷
よ
り
木
曾
川
べ
り
へ
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雑
　
　
録
　
　
〇
檎
川
谷
よ
り
木
曾
川
ベ
リ
ヘ

「
吾
が
木
曾
の
秋
」
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
瑞
々
し
い
黒
木

立
も
、
な
か
な
か
に
多
か
つ
た
。
そ
し
て
鼓
ま
で
の
漢
谷

の
風
致
は
、
山
遂
と
ま
で
は
ゆ
か
ず
と
も
「
閑
雅
の
趣
は

多
分
に
温
れ
て
ゐ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
併
し
戸
澤
と
具
向

ひ
に
爪
先
上
う
に
な
つ
て
ゐ
る
姥
紳
峠

へ
の
小
雀
は
、
是

は
ま
た
如
何
し
た
こ
と
か
、
暫
時
憩
は
ん
木
蔭
と
い
ふ
程

の
も
の
も
な
い
。
嫌
な
日
向
道
で
あ
る
。

寒
邑
効
淵
の
人
家
も
雅
て
足
許
の
谷
底
深
く
見
え
ず
な

り
、
征
が
漸
く
姥
紳
澤
に
沿
ふ
こ
ろ
ゝ
や
≧
ら
顧
望
す
る

と
、
戸
澤
本
流
の
職
源
す
る
あ
た
う
鉢
久
保

（
一
六
七
七

米
）
の
突
起
を
は
じ
め
、
突
坂
、
コ
イ
ノ
コ
、
曲
ソ
屋
な

る
戸
澤
山

（線
構
）
あ
た
り
、
ゆ
た^
黄
が
か
つ
て
見
え
る

茅
原
美
し
い
五
貫
ロ
ノ
原
や
、
ま
た
そ
の
奥
に

「櫂
兵
衛

此
庭
に
控
へ
た
う
」
と
云
は
ん
ば
か
う
の
権
兵
衛
峠

（
一

五
三
二
米
）
の
低
鞍
部
あ
た
う
ま
で
が
、
懐
し
く
仰
が
れ

る
。芽

萱
の
な
か
に
自
樺
七
八
本
。
馬
頭
湖
世
音
そ
の
他
の

石
碑
三
つ
四
つ
。
そ
し
て
南
北
は
茶
日
、
大
棚
人
か
ら
鳥

居
峠
に
亘
る
尾
根
に
依
つ
て
塞
が
れ
、
東
の
基
に
は
戸
澤

山
附
近
。
西
の
笙
に
は
山
容
豊
か
な
る
木
曾
の
御
岳
。
姥

紳
峠
の
頂
上
は
斯
う
し
た
所
で
あ
つ
た
。
併
し
何
と
い
つ

て
も
嬉
し
い
の
は
東
側
の
植
川
谷
と
、
西
側
な
る
紳
谷
川

と
い
ふ
漢
流
と
の
雨
岸
に
、
べ
っ
と
う
と
纏
う
つ
い
て
ゐ

る
瑞
々
し
い
黒
本
の
林
相
や
、
眼
も
あ
や
な
る
今
を
圧
う

の
霜
業
を
狙
た
こ
と
で
あ
つ
た
。

未
だ
日
の
高
い
の
に
心
許
し
、
妓
か
ら
西
の
瀞
谷
山

（紳
谷
山
と
は
此
邊

一
帯
の
通
稀
）
の
オ
ホ
ク
ボ

（
一
四
九

一
米
）
へ
登
つ
て
み
る
こ
と
に
取
き
め
、
名
も
わ
か
ら
漁

種
々
な
雑
木
の
中
に
、
自
樺
、
山
櫻
、
落
葉
松
、
杜
松
の

数
樹
な
ど
も
混
つ
て
ゐ
る
樹
々
の
茂
み
を
掻
３
分
け
て
そ

の
頂
上
の
叢
の
中
に
立
ち
、
眺
望
ルこ恣
に
す
る
。
峠
か
ら

二
百
十
餘
米
と
背
に
汗
し
呼
吸
を
は
づ
ま
せ
て
家
た
甲
斐

は
あ
つ
た
が
、
鼓
で
は
展
望
叙
景
や
山
名
羅
列
な
ど
は
御

免
蒙
る
こ
と
と
し
、
長
野
名
産
か
う
ん
の
甘
露
煮
の
稗
あ

る
饉
詰
の
蓋
を
開
け
、
そ
の
甘
い
汁
を
吸
ひ
な
が
ら
暢
び

め
と

一
と
体
み
し
、
雅
て
又
姥
紳
峠
に
立
戻
つ
て
、
新
雲

斑
ら
な
木
曾
御
岳
に
見
入
う
つ
つ
、
之
由
の
征
を
紳
谷
川

の
峡
谷
へ
、
ひ
た
下
う
に
下
つ
て
行
つ
た
。そ
の
姿
は
見
え

漁
が
、
し
や
ん
じ
や
ん
と
い
ふ
鈴
の
音
に
和
し
て
、
本
曾

馬
の
病
高
い
噺
き
が
、
足
許
の
谷
蔭
か
ら
聞
え
て
く
る
。雀
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の
端
の
木
天
蓼
の
茂
み
に
は
淡
黄
の
賞
が
澤
山
生
つ
て
ゐ

た
。
山
肌
に
崩
れ
を
見
せ
て
ゐ
る
篤
に
名
が
つ
い
た
か
、

ナ
ギ
ノ
澤
と
い
ふ
小
澤
を
過
ぎ
る
と
川
の
右
側
の
さ
）０
や

か
な
窪
を
拓
い
て
、
大
豆
畑
が
作
つ
て
あ
る
、
そ
し
て
間

も
な
く
今
に
も
潰
れ
て
し
ま
ひ
ど
う
な
雨
三
軒
の
藁
屋
が

順
れ
る
。
明
紳
澤
と
紳
谷
川
と
の
出
合
近
く
の
社
深
く
、

古
色
蒼
然
た
る
祗
が
あ
る
。
折
か
ら
通
か
ゝ
つ
た
雲
袴
の

老
姐
に
、
甦
の
名
を
諏
く
と
、
言
下
に

「
諏
訪
明
紳
さ
曖

を
勘
請
し
て
あ
ら
ず
」
と
教
へ
て
く
れ
た
。

谷
底
の
せ
い
か
落
た
山
國
の
秋
の
な
ら
ひ
か
、
日
ヽ
未

だ
高
い
と

い
ス
に
、
も
う
可
な
，ク
の
冷
や
寒
と
身
に
豊
え

る
。
自
樺
、
科
木
、
山
毛
欅
の
林
相
も
見
飽
き
、
時
た
求

手
近
に
立
頴
れ
る
秋
栞
爽
や
シ
リ
ダ
ン
や
）運
菫
草
な
ど
の

果
賞
を
探
つ
て
も
み
つ
。
少
し
下
る
と
唯
有
る
人
家
の
蔭

か
ら
、
大
き
次
大
が
飛
出
し
て
、
猛
烈
な
勢
い
で
吠
え
か

か
る
。
大
除
け
の
禁
厭
に
も
と
、
駄
菓
子
の
五
六
片
を
投

げ
典
え
て
や
る
と
、
よ
く
し
た
も
の
で
、最
早
悉
皆
味
方
に

な
め
す
ま
し
た
氣
で
、
盛
に
尻
尾
を
振
め
愛
嬌
と
み
せ
て

ゐ
る
。
耳
は
び
ん
と
立
つ
て
尻
尾
は
左
港
、
毛
拉
良
く
色

は
線
じ
て
黒
、
眼
は
銑
い
が
大
相
は
先
づ
佳

い
方
で
あ
る
。

御
岳
山
麓
王
瀧
村
奥
の
さ
る
人
に
飼
れ
て
ゐ
る
純
日
本
犬

そ
ん
な

と
比
べ
て
み
て
も
、
其
慶
に
見
劣
う
は
し
０よ
い
と
思
は
れ

た
。
そ
し
て
此
大
に
も
亦
狂
式
慄
悴
さ
が
ど
こ
と
な
く
表

れ
て
ゐ
る
。
吠
え
ら
れ
た
の
が
機
縁
と
な
り
、
そ
の
飼
主

に
招
じ
込
ま
れ
て
嘘
邊
に
坐
う
、
団
ら
ず
颯
荏
胡
崩
た
っ

ぶ
う
と
串
刺
の
御
幣
併
と
、
他
く
ほ
ど
御
馳
走
に
な
つ
た
。

櫛
と
挽

い
て
生
計
と
建
て
て
あ
る
ら
し
く
、
夫
等
の
材
料

と
も
見
え
る
黄
楊
や
タ
ケ
シ
樺
な
ど
が
、
隅
の
仄
暗
い
所

に
積
重
ね
て
あ
つ
力
。
僻
去
し
た
の
が
午
後

一
時
頃
。

紳
谷
の
部
落
に
家
て
先
づ
思
ひ
出
す
の
は
、
元
藤
の
昔
．

此
庭
紳
谷
の
住
人
古
畑
椎
兵
衛
が
首
唱
に
依
つ
て
、
苦
心

惨
浩
の
結
果
漸
く
拓
か
れ
た
と
い
ふ
機
兵
衛
街
道
の
こ
と

で
あ
る
。
昔
は

「
姥
神
の
一陰
」
と
構
せ
ら
れ
て
ゐ
た
個
所

を
今
で
は
鼻
唄
交
う
で
、
ぶ
ら
少
ぶ
ら
う
上
下
で
き
る
の

も
偏
に
古
人
が
努
力
の
結
果
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
際
路
を
」

見
て
は
、
た
と
ひ
一
瞬
な
め
と
も
．
通
に
威
謝
の
思
ひ
と

寄
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。

征
は
紳
谷
川
を
下
流
へ
追
ふ
も
の
と
し
部
落
の
中
程
で

右

へ
折
れ
る
も
の
と
に
岐
れ
る
。
自
分
は
紳
谷
の
漢
川
と

左
に
見
途
つ
て
右
の
岐
路
に
入
り
、
ひ
た
ひ
た
水
の
フ
モ

雑
　
　
録
　
　
○
檜
川
谷
よ
り
木
言
川
ベ
リ
ヘ

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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行 凄 月 二 年 三 和 昭

雑
　
　
錐
　
　
〇
楢
川
谷
ょ
り
木
曾
川
ベ
リ
ヘ

澤
を
波
つ
て
間
も
な
く
、
う
ね
ノ
ヽ
の
爪
先
上
う
は
始
政

つ
た
。
日
を
負
う
て
木
立
砂
い
峠
路
・乞
片
登
う
に
よ
ち
よ

ち
迪
る
の
は
辛
い
こ
と
だ
と
獨
う
で
歎
じ
な
が
ら
、
暫
く

迂
曲
し
．
小
）ご
な
蛇
抜
の
あ
と
な
ど
渡
越
し
て
行
く
と
依

ひ
ろ
は

然
征
は
、
閥
葉
樹
林
の
間
を
縫
ひ
、
い
つ
ヽ
乍
ら
闊
葉
を

縫
つ
て
吹
い
て
く
る
凍
風
に
、
泌
々
と
有
難
い
想
ひ
と
す

る
。
忽
ち
幾
抱
え
も
あ
る
大
き
な
山
毛
欅
の
も
と
に
達
し

た
の
で
、
　
一
も
二
も
な
く
腰
・κ
卸
し
て
、
　
一
と
息
入
れ

る
。
此
の
本
立
を
ｎ
け
る
と
問
も
な
く
「
右
手
の
塞
に
、

神
谷
山
オ
ホ
ク
ボ
附
近
の
茅
萱
の
斜
面
が
現
れ
、
そ
の
草

原
の
な
か
に
は
、
苫
が
銀
色

の
穂
波
を
う
ね
ら
し
て
ゐ

る
。
又
少
し
上
う
、
馬
蹄
に
掻
乱
さ
れ
た
凸
凹
道
雀゙
迪
う

蓋
す
と
共
に
、
人
饉
の
紳
谷
峠
の
一
端
に
出
た
の
で
あ
つ

た
パ
伊
那
国
幅
に
は
示
し
て
な
い
が
、
標
高
凡
そ

一
一
六

〇
米
）
。頂
上
附
近
は
至
つ
て
不
得
要
領
な
小
廣
い
芽
戸
で

あ
る
が
，
賞
に
晴
々
と
美
し
い
、
柔
い
威
じ
の
す
る
峠
で

あ
る
。
先
頃
の
或
夜
、
奈
良
井
村
の
長
泉
寺
で
の
疲
邊
雑

話
の
折
か
ら
、
奈
良
井
川
の
水
上
に
生
と
う
け
た
Ｎ
と
い

ふ
青
年
が
、
次
の
や
う
に
自
分
に
囁
い
た
。

高
さ
は
て
ん
で
問
題
に
も
な
う
■
せ
ん
が
、
眺
望
は
な

か
な
か
佳

い
所
で
す
ね
。
ほ
ん
に
重
話
や
童
諮
の
本
の

日
紳
か
挿
給
に
で
も
あ
う
そ
う
な
、
夢
の
や
う
な
国
い

低

い
草
山
が
果
し
も
な
く
ｂ
何
庭
迄
も
何
庭
迄
も
績
い

て
ゐ
て
‥
‥
‥
そ
の
黄
が
か
つ
た
狐
色
の
明
る
い
色
彩

に
富
ん
だ
、
全
く
、
な
ご
や
か
な
峠
で
し
て
な
。

同
じ
信
州
生
れ
の
歌
人
、
島
木
赤
彦
さ
ん
を
崇
葬
し
て

ゐ
る
人
丈
け
あ
つ
て
、
峠

一
つ
と
形
容
す
る
に
も
、
自
分

の
や
う
な
が
さ
つ
な
、
ご
つ
ご
つ
し
た
表
現
は
し
な
か
つ

た
事
を
思
出
す
。
そ
し
て
そ
の
木
曾
の
友
の
言
葉
に
唆
か

さ
ね
て
牛
信
牛
疑
で
、
や
つ
て
家
た
自
分
は
、
今
更
乍
ら

朴
訥
な
山
人
の
物
語
に
、
寸
竜
の
疑
ひ
を
挟
ん
だ
こ
と
の

不
明
壼
恥
ぢ
た
の
で
あ
つ
た
。

潤
々
た
る
水
音
も
響
か
ず
、
小
合
の
鳴
聾
も
聞
え
ず
、

午
後
の
日
ざ
し
に
ゆ
ら
ゆ
ら
と
陽
炎
と
揚
げ
て
ゐ
る
、
こ

の
頂
で
、
思
ひ
の
儘
低
徊
氣
分
に
浸
う
、
や
が
て
の
事
に

め
　
ん
づ

腰
な
る
面
桶
を
開
い
て
中
食
の
残
ウ
も
の
に
箸

を
つ
け

る
。
ム
と
見
る
と
、自
分
の
間
近
に
横
た
は
つ
て
涎
を
垂
ら

し
な
が
ら
も
ヾ
も
ざ
と
ひ
た
す
ら
に
草
を
食
べ
て
ゐ
た

一

疋
の
牛
が
、
つ
と
顔
を
上
げ
て
此
方
を
見
た
。
可
哀
想
に

限
の
縁
に
蠅
が
い
っ
ぱ
い
た
か
つ
て
ゐ
る
。
ぢ
っ
と
見
つ

四
四
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め
て
ゐ
る
そ
の
徒
順
し
さ
う
な
柔
い
睡
に
、
随
分
懐
し
い

思
ひ
と
し
た
。
哉
た
奈
良
井
村
で
、

い
つ
も
お
尻
の
形
が

三
角
で
脚
の
短
い
、
毛
の
も
じ
や
つ
い
た
あ
の
本
曾
馬
ぼ

か
う
見
慣
れ
て
ゐ
た
自
分
は
、
ほ
い
木
曾
の
谷
に
も
牛
が

ゐ
た
の
か
い
、
な
ど
と
今
思
つ
て
も
可
笑
し
い
位
営
め
前

の
こ
と
を
気
に
か
け
た
う
し
た
。
そ
の
暢
氣
さ
加
減
も
族

な
れ
ば
こ
そ
と
思
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

自
分
の
ぐ
る
０
は
賞
に
佳
い
、
給
に
も
し
た
い
や
う
な

な
ど
や
か
な
革
山
つ
づ
き
で
あ
る
。　
一
面
に
苫
の
穂
波
が

靡
い
て
ゐ
る
な
か
に
、
女
郎
花
、
松
贔
草
、
桔
梗
．
地
檎

草
稼
ど
の
霜
枯
姿
が
寂
し
げ
で
あ
る
。
併
し
足
許
の
斜
面

に
笈
立
つ
自
樺
の
肌
の
若
々
し
き
、
全
く
健
康
そ
の
も
の

ひ
　

ろ
　
さ
″

の
や
う
で
あ
つ
た
。
正
午
下
う
と
は
い
へ
、
山
國
の
秋
の

陽
ざ
し
は
眩
し
い
が
、
其
夏
の
そ
れ
と
は
異
つ
て
、
い
た

く
皮
膚
を
刺
す
患
ひ
が
な
い
。
風
の
戦
ざ
も
な
く
、
た
だ

ほ
か
ほ
か
と
，
十
月
の
小
六
月
と
は
本
営
に
良
く
言
つ
た

も
の
で
あ
る
。
オ
ホ
ク
ボ
あ
た
う
の
斜
面
に
は
一
面
に
芭

の
穂
が
靡
き
、
そ
の
な
だ
ら
か
な
裾
と
、
自
分
の
坐
つ
て

ゐ
る
と
こ
ろ
に
迄
、
ず
つ
と
緩
か
に
曳

い
て
ゐ
る
。

具
綿
と
ち
ぎ
つ
て
投
げ
た
や
う
な
白
い
雲
が
、
ふ
う
わ

う
と
浄
ぶ
下
に
は
、
鳥
居
峠
の
鼻
に
在
る
気
象
観
測
所
の

自
要
が
、
び
か
び
か
と
光
つ
て
我
眼
を
射
て
ゐ
る
。
そ
し

て
、
風
光
美
を
以
て
は
そ
の
名
海
内
に
鳴
り
、
本
曾
八
百

八
谷
の
水
を
谷

一
筋
に
集
め
る
と
い
ふ
木
曾
川
水
源
地
を

続
る
幾
多
の
山
々
を
眺
め
る
に
は
、
こ
よ
な
き
場
所
の
一

つ
で
あ
ら
う
。

そ
の
本
曾
川
の
本
流
味
噌
川
の
彼
方
に
限
を
や
る
と
、

そ
の
源
流
の
フ
サ
ビ
澤
の
上
に
は
、
そ
れ
を
哺
む
八
森
山

（鉢
盛
山
）
が
、
す
っ
く
と
立
つ
て
ゐ
て
、
そ
の
侍
者
と
も

見
え
る
小
八
森
山
や

一
九
七
五
・
八
米
の
峯
、鍋
冠
、
橋
戸

澤
ノ
頭
な
ど
、
艶
々
し
い
ば
か
う
の
漆
黒
な
木
肌
を
見
せ

て
ゐ
る
。
こ
れ
も
亦
肌
黒
々
と
重
う
合
ス
低
い
前
山
の
う

し
ろ
に
は
、
荒
井
澤
ノ
頭
、
一鵬
澤
山
、
朝
日
山
、
桑
澤
ノ

頭
か
ら
新
介
澤
ノ
頭
、
高
速
山
へ
と
、
高
み
低
み
ｏど
つ
く

り
、
鳥
居
峠
で
ぼ
っ
く
う
と
低
鞍
部
を
描
い
て
ゐ
る
。
こ

の
う
ち
で
も
水
源
八
森
山
を
主
と
し
、
鳥
帽
子
、
鍋
冠
等

へ
の
山
行
は
、
相
営
に
興
味
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思

ふ
。
八
森
山
附
近
の
紀
行
は
自
分
は
未
だ
見
た
こ
と
が
な

い
が
、
日
本
ア
″
プ
ス
第
四
港
の
「飛
騨
雙
六
谷
」
の
條
「最

後
哉
で
取
う
残
さ
れ
た
漢
谷
」
の
附
記
（九
五
頁
）
に
、

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

難
　
　
鉄
　
　
０
橋
川
谷
よ
り
木
曾
川
ベ
リ
ヘ

四
五
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昭ｆ
ふ
■三生

・
二月凄行

雑
　
　
錐
　
　
○
橋
川
谷
ふ
り
木
曾
川
べ
リ
ヘ

霞
澤
山
脈
の
中
に
、
鍋
冠
、
鉢
盛
な
ど
、
器
物
の
名
稀

を
附
し
た
の
は
、
山
形
か
ら
恭
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、

大
瞳
の
山
版
の
特
色
が
、
覗
は
れ
る
。
就
中
鉢
盛
嶽
は

二
四
四
八
米
突
の
標
高
を
有
し
、
山
頂
は
遠
望
し
た
と

こ
ろ
で
は
、
京
畿
の
山
嶽
に
で
も
あ
ウ
ざ
う
な
、
い
か

に
も
穏
和
な
、
き
う
し
て
緩
る
や
か
な
園
味
を
有
し
て

ゐ
て
、
そ
の
岩
質
は
日
本
に
は
珍
ら
し
い
南
雲
母
花
聞

岩
で
あ
る

（下
略
）
。

と
い
ふ
記
事
が
出
て
ゐ
る
。

自
分
は
一
つ
一
つ
拾
ひ
あ
げ
て
み
る
こ
れ
ら
の
山
名
に

も
言
ひ
知
ね
漁
懐
し
み
と
、
登
行
心
と
を
抱
い
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
、
顧
る
は
此
の
蒻
々
し
い
瞳
躯
で
あ
る
。「
木
曾

川
水
源
地
の
山
族
」
。
こ
の
願
ひ
の
果
さ
れ
る
日
は
、
具
に

い
つ
廻
ウ
末
る
こ
と
か
。
藪
原
の
行
を
取
園
ん
で
あ
る
痔

田
疫
固
の
間
を
縫
つ
て
，
Ｓ
字
な
う
に
奔
流
す
る
木
曾
川

ベ
ウ
の
坊
主
山
の
折
―
累
な
れ
る
間
と
っ
古
往
今
家
幾
多

の
人
と
し
て
歩
く
よ
う
他
に
由
な
い
木
曾
の
族
路
の
憂
さ

楽
し
さ
を
味
は
は
じ
め
つ
つ
、
飛
騨
の
高
山
へ
上
ウ
下
ウ

の
十
九
里
、
今
は
昔
、
あ
の
聞
く
も
恐
ろ
し
い
狂
が
或
雪

夜
に
却
つ
て
人
の
生
命
を
救
つ
た
こ
と
も
あ
る
と
い
ふ
、

あ
の
寂
し
い
山
中
の
い
で
ゆ
自
骨

へ
の
道
を
も
含
む
ｔ
そ

の
名
を
聞
く
）゙
へ
族
情
と
唆
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、

一
販

の
野
菱
街
道
は
婉
睡
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

道
官
（童
貫
）山
か
ら
三
澤
、
笹
尾
へ
と
眼
を
移
し
、
思

切
う
性
を
捻
つ
江
筆
る
と
ゝ
大
棚
入
、
水
澤
．
槍
ケ
澤
、

茶
臼
山
な
ど
の
脊
後
に
木
曾
駒
の
一
群
が
、
や
を
ら
雲
中

か
ら
幾
多
の
稜
々
た
る
館
壁
を
現
は
し
て
、
き
も
快
げ
に

秋
光
ルこ洛
び
乍
ら
時
つ
て
ゐ
る
。
と
う
ノ
ヽ
腱
と
草
の
上

に
投
出
し
て
仰
向
に
な
り
、
果
し
も
知
れ
ぬ
紺
青
の
塞
と

仰
ぎ
、秋
塞
晴
れ
て
日
は
高
く
‥
‥
‥
と
、自
分
が
未
だ
幼

い
頃
今
は
亡
き
兄
か
ら
教
へ
て
貰
つ
た
唱
歌
を
思
出
し
て

日
誦
さ
み
、
暫
時
の
間
は
全
く
量
心
に
通
つ
て
し
ま
つ

た
。
秋
だ
。
秋
だ
。
木
曾
の
秋
だ
。
街
道
随

一
の
美
を
誇

る
．
限
の
下
の
山
吹
山
ヒ
彩
る
霜
葉
の
美
は
、
雄
に
寝
こ

ろ
ん
で
ゐ
て
さ
へ
、
誇
ら
し
げ
な
る
そ
の

「
冴
え
」
ｏと
、

ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

人
知
れ
ず
愛
に
体
ら
ふ
、
草
原
っ
づ
き
の
比
の
峠
は
、

ほ
ん
た
う
に
惧
ま
し
い
、
謙
遜
な
、
さ
）゙
や
か
な
、
峠
で

は
あ
る
が
、
先
頃
Ｎ
君
が
囁
い
た
や
う
に
、
そ
の
本
曾
川
水

源
地
を
続
る
、
八
森
山
の
一
群
と
、
花
聞
岩
の
秀
骨
鮮
か

口
六
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な
こ
本
雷
駒
の

一
群
と
を
前
後
に
展
望
す
る
に
は
、
海
に

恰
好
な
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。

い
つ
の
代
、
何
人
の
手
に
援
つ
て
拓
か
れ
た
も
の
か
。

そ
の
速
い
昔
か
ら
こ
ゝ
に
あ
つ
て
、
幾
春
秋
を
進
迎
し
て

ゐ
る
こ
の
峠
も
、

一
時
は
全
く
人
々
か
ら
棄
て
て
顧
ら
れ

ず
、
路
も
壊
れ
は
て
て
、
た
だ
八
重
葎
の
生
茂
る
に
委
せ

て
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。
そ
ね
が
永
い
年
月
ヒ
開

す
る
う
ち
に
っ
奈
良
井
川
水
源
地
や
紳
谷
川
上
流
の
黒
木

立
の
谷
深
く
桃
源
の
夢
園
か
に
暮
し
て
居
麦
曲
人
も
、
漸

く
隣
郷
他
村
と
の
交
渉
が
繁
く
な
る
に
つ
れ
て
、
今
夏
な

が
ら
己
が
蔵
先
の
棄
て
て
顧
な
か
つ
力
此
の
峠
・ｒ
、
ゆ
き

さ
す
る
便
利
に
心
づ
い
た
が
、
窮
村
の
情
な
さ
に
再
工
の

費
用
と
て
も
な
く
、
依
然
不
便
を
忍
ん
で
、
迂
曲
す
る
小

獲
と
紳
谷
川
に
滑
つ
て
下
り
、
山
吹
由
に
面
し
て
、
本
曾

本
流
と
の
出
合
近
く
に
在
る
紳
谷
橋
を
波
う
越
し
て
か

ら
、
豪
原
や
宮
ノ
越

へ
出
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。
併
し

公
私
用
そ
の
他
日
用
品
の
購
求
な
ど
に
は
、
不
自
由
の
多

い
奈
良
井
や
宮
ノ
越

へ
た
ど
ノ
ヽ
し
い
足
と
運
ぶ
よ
う

も
「
こ
の
本
曾
谷
で
も
、
逸
早
く
明
治
文
化
の
恩
澤
に
洛

し
た
と
い
ふ
藪
原
の
宿

へ
出
る
の
が
、
最
も
確
か
な
策
で

雑
　
　
錐
　
　
（り
橋
川
各
よ
り
木
曾
川
べ
リ
ヘ

あ
る
か
ら
、
雨
に
つ
け
風
に
つ
け
て
、
藪
原
へ
の
迂
廻
路

に
は
歎
難
を
洩
ら
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
。

然
る
に
明
治
十
五
年
の
頃
と
か
、
営
時
木
曾
上
松
町
に

住
し
て
居
た
，
神
谷
慕
な
る
人
が
、
風
の
便
う
に
こ
の
歎

聾
を
聞
き
、
紳
谷
峠
と
己
が
姓
と
の
間
に
は
、
必
ず
や
宿

世
の
縁
も
あ
る
な
ら
む
と
の
考
と
、
旦
つ
は
生
れ
な
が
ら

の
義
使
心
と
か
ら
、
固
く
決
心
し
て
自
ら
工
を
起
し
、
荒

康
し
き
つ
て
ゐ
た
此
の
山
征
に
鋤
鍬
の
勢
を
加
へ
て
ｔ
つ

ひ
に
褒
原
の
宿
は
づ
れ
か
ら
、
紳
谷
川
の
谷
底
深
く
息
と

潜
め
つ
つ
あ
つ
た
寒
邑
、
紳
谷
の
傍
ら
な
る
フ
モ
澤
浩
ひ

に
、
馬
曳
き
邁
る
程
の
峠
路
を
作
り
、
多
く
の
人
達
の
歎

葬
ケ
｝除
き
し
な
う
と
い
ふ
。

い
　
ま

現
在
、
上
松
の
町
は
づ
れ
、
本
曾
の
清
流
に
臨
む
と
こ

ろ
、
工
林
院
の
寂
し
い
基
地
の
な
か
に
、
本
曾
川
か
ら
運

び
上
げ
た
と
い
ふ
自
然
の
姿
そ
の
性
の
石
と
墓
標
と
し

て
、
永
遠
の
眠
に
就
い
て
ゐ
る
、
そ
の
か
み
此
谷
き
つ
て

の
仁
使
者
と
謳
は
れ
た
紳
谷
慕
笏
が
名
利
と
よ
そ
の
陰
徳

こ
そ
、
世
に
も
貴

い
も
の
で
は
あ
る
０
＾
い
か
。
そ
の
孫

に
、
劇
務
の
傍
ら
僅
か
な
違
を
惜
ん
で
は
、
慌
し
く
も
亦

泌
々
と
遠
郷
近
隣
の
山
谷
を
さ
竣
よ
ひ
歩
か
れ
る
、
具
摯

四
七
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川
谷
よ
り
木
雷
川
ベ
リ
ヘ

な
る
山
谷
の
巡
謹
者
に
し
て
、
ニ
ス
吾
山
友
達
の
一
人
な

る
含
員
紳
谷
恭
氏
が
ゐ
ら
れ
や
う
と
は
、
自
分
が
木
曾
谷

に
燻
つ
て
ゐ
た
頃
に
は
夢
に
も
知
ら
な
い
事
で
あ
つ
た
。

日
脚
短
い
秋
の
日
は
刻
々
と
木
曾
川
水
源
地
の
進
か
彼

方

へ
沈
ん
で
ゆ
く
。
限
の
下
な
る
藪
原
の
宿
に
、
二
つ
三

つ
灯
が
と
も
さ
れ
た
頃
は
ひ
、
山
は
う
す
紫
に
、
川
は
明
る

い
鉛
色
に
、
そ
れ
も
雑
て
忍
び
寄
る
夕
需
に
包
ま
れ
さ
う

に
な
つ
て
ゐ
る
折
か
ら
、
こ
の
氣
紛
れ
な
街
篠
者
は
，
颯

々
た
る
金
風
に
追
立
て
ら
れ
て
、
つ
と
踵
ル
」返
し
、
元
の

道
を
す
た
す
た
と
紳
谷
の
村
に
下
り
て
行
つ
た
。
紳
谷
川

に
つ
い
て
山
吹
山
の
突
端
に
至
う
、
そ
れ
か
ら
宮
ノ
越
の

宿
に
は
い
う
た
か
つ
た
鶯
で
ぁ
る
。

神
谷
の
人
家
か
ら
洩
れ
く
る
灯
影
を
背
に
し
て
少
し
行

く
と
、
右
手
に
ツ
シ
ロ
澤

・、
フ
シ
デ
澤
、
オ
ホ
ピ
ラ
澤
、

ク
／
ミ
澤
な
ど
が
、
さ
し
交
す
枝
幹
の
奥
に
漂
々
た
る
清

流
の
姿
を
見
せ
て
ゐ
た
。
更
に
進
む
と
、
紳
谷
川
の
左
岸

の
唯
有
る
黒
木
の
中
か
ら
、
こ
の
谷
間
で
は
稿
ヽ
大
き
い

も
の
に
数

へ
ら
れ
て
ゐ
る
大
阿
寺
澤
と
い
ふ
の
が
顆
れ
、

洋
を
噛
む
白
い
飛
沫
が
四
邊
を

明
る
い
も
の

に
し
て
ゐ

た
。
綾

い
て
こ
れ
も
左
岸
に
、
小
阿
寺
澤
と
い
ス
の
を
見

途
る
と
問
も
な
く
、
行
手
に
曲
吹
山
の
大
き
な
懸
崖
が
、

そ
の
裾
な
る
木
曾
街
道
ヒ
腱
し
て
律
え
、
間
葉
樹
は
す
べ

て
、長
に
「
十
三
宿
罪
中
秋
分
の
風
光
佳
な
る
こ
と
、
木
曾

谷
随

一
」
と
い
ふ
な
る
錦
繍
の
美
ケ
誇́
つ
て
ゐ
た
。
紳
谷

橋
は
こ
の
山
吹
山
の
突
端
・“
仰
ぐ
と
こ
ろ
、
神
谷
川
と
本

曾
川
と
の
出
合
近
く
、
本
曾
川
に
架
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の

本
営
に
山
申
の
橋
と
し
て
相
應
し
い
木
橋
で
あ
つ
た
。
宮

ノ
越
の
宿

へ
急
ぐ
身
は
、
こ
の
本
曾
川
が
山
吹
山
の
急
暖

を
廻
ウ
つ
く
し
た
一
端
に
美
し
い
淵
と
つ
く
り
、
本
曾
案

内
記
に
名
勝
巴
ケ
淵
と
も
の
し
て
あ
る
、
そ
れ
を
瞥
兄
す

る
違
も
な
く
山
吹
橋
を
渡
め
越
し
、
會
遊
の
笹
尾
の
峯
が

し
ら
を
、
苦
色
に
染
め
な
し

て
ゐ
る
残
照
に
心
遣
う
っ

つ
、
木
會
川
浩
ひ
の
黄
昏
路
ル
」宮
ノ
越
瞬
に
向
つ
て
ひ
た

す
ら
急
い
だ
の
で
あ
つ
た
。
（大
正
十
三
年
十

一
月
稿
）

附
記
。
本
誌
十
八
年

一
掘
雑
録

「
奈
良
井
附
近
の
山
」
と
題
ず
る
文
中
、

大
棚
入
山
（
五
四
買
上
欄
）
に
オ
ホ
タ
ギ
リ
た
振
但
名
し
た
が
、
ニ
ル
は
小
生

の
錯
議
に
付
、
取
湾
し
て
お
く
。

四
八
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三
峠
山
雑
記

沼

井

鐵

太

郎

大
　
濡
　
澤

大
正
十
三
年
の
九
月
七
日
、
小
沼
で
一
人
下
車
し
た
私

は
大
船
澤
の
様
子
を
聞
か
う
と
思
つ
て
、
下
暮
地
に
前
田

巌
氏
を
訪
ね
た
。
前
田
氏
は
近
頃
よ
く
人
に
頼
書よ
れ
て
三

峠

へ
案
内
す
る
、
け
れ
ど
も
大
濡
澤
減
上
迄
湖
つ
た
事
は

な
い
と
い
ふ
。
丁
度
其
庭
に
居
合
せ
た
村
の
年
寄
か
ら
、

こ
の
澤
ヽ
通
リ
ガ
澤
も
行
け
る
と
保
證
さ
れ
て
、
私
は
安

心
し
た
。
な
ほ
前
田
氏

は
秘
蔵
の

三
峠
山
内
の
古
綸
固

（嘗
て
武
田
久
吉
氏
が
山
岳
倉
小
集
合
で
賞
物
を
紹
介
せ

ら
れ
た
も
の
）
を
出
し
た
う
し
て
、
色
々
の
山
話
を
せ
ら

れ
た
。
其
内
に
前
田
氏
も
進
ん
で
同
行
せ
ら
れ
る
事
に
な

つ
た
の
で
、
午
前
七
時
近
く
、
二
人
連
れ
で
出
懸
け
る
。

最
近
雨
が
多
か
つ
た
の
で
、
こ
の
日
の
快
晴
を
幸
い
に
、

茸
狩
う
の
連
中
が
め
い
ノ
ヽ
籠
を
持
つ
て
同
じ
山
へ
出
て

行
く
。
賑
や
か
な
山
入
う
だ
つ
た
。

七
時
五
十
分
、
達
磨
石
下
の
橋
に
着
。
少
憩
し
て
か
ら

茸
狩
の
連
中
は
本
道
と
、
私
達
は
左
の
道
と
分
け
て
行

く
。
ま
だ
夏
の
勢
失
せ
漁
草
木
の
藪
は
手
入
れ
の
よ
く
な

い
道
と
容
赦
な
く
破
ひ
か
ぶ
せ
て
ゐ
る
の
で
，
直
き
に
迷

っ
て
し
ま
つ
た
。
ャ
ブ
こ
ぎ
は
流
石
に
暑
い
。
兎
角
し
て

道
は
断
念
し
て
澤
に
入
う
こ
む
と
、
不
思
議
や
、
入
口
近

く
で
瀑
と
見
せ
た
水
は
何
庭
に
あ
隠
れ
て
ヵ
ラ
ノ
ヽ
に
な

つ
て
ゐ
る
。

此
れ
か
ら
は
狭
い
潤
澤
の
申
の
容
易
な
岩
越
え
が
始
ま

る
。
ヤ
ブ
か
ら
離
れ
て
か
う
い
ふ
自
由
な
整
ウ
方
は
特
に

面
白
い
。
八
時
牛
、
蝙
蝠
棚
か
ら
の
澤
が
落
合
ふ
。
こ
の

澤
は
奥
行
は
浅

い
が
、
其
の
取
付
が
顔
る
急
な
暖
に
な
つ

て
ゐ
る
。
な
ほ
も
登
る
と
漸
く
限
界
が
開
け
、
潤
澤
は
直

角
に
曲
つ
て
行
く
。
行
手
に
は
フ
ト
フ
の
兄
晴
し
が
恐
ろ

し
く
三
角
に
実
る
。

八
時
五
十
分
、　
一
寸
廣
々
し
た
岩
の
段
に
出
て
休
む
。

小
沼
、
下
幕
地
の
村
々
、
鹿
留
山
、
御
正
艦
山
を
眺
め
る

事
が
出
な
る
。
こ
の
休
場
の
下
に

「岩
松
の
岩
」
と
い
ふ

岩
が
あ
る
と
ノ
ー
ト
に
書
い
て
あ
る
が
、
何
の
事
だ
か
よ

く
記
憶
し
て
ゐ
な
い
。

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

凛
午　
　
鉄
　
　
〇
三
峠
山
雑
記

回
　
ん

(125J)
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雑
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そ
れ
か
ら
十
分
ば

か
う
な
ほ
も

潤
澤
を

登
つ
て
行
く

と
、
右
か
ら
通
リ
ガ
澤
が
落
合
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
通
リ
ガ

澤
は
名
稀
が
瞬
示
す
る
様
に
具
直
な
急
な
澤
で
あ
る
。
此

澤
か
ら
は
少
し
の
水
が
落
ち
て
ゐ
る
。
私
達
は
漸
く
水
つ

い
た
本
澤
を
進
ん
で
、
落
合
の
上
の
大
岩
の
あ
る
体
場
で

息
と
入
れ
た
。
仰
げ
ぱ
中
峠

（？
）
が
丸
額
を
出
し
て
ゐ

る
。
フ
ト
フ
の
見
晴
し
は
今
迄
屡
ゝ
共
の
実
峰
を
見
せ
た

が
、
共
れ
は
全
く
銑
い
も
の
で
あ
つ
た
。

九
時
四
十
分
、
フ
ト
フ
か
ら
末
る
澤
と
の
分
岐
織
に
出

る
。
あ
た

う
の
森
は
最
早
黒
い
。
右
手
が
本
澤

で
あ
る

が
、
共
奥
に
屏
風
岩
の
中
程
か
ら
西
北
の
岩
壁
の
頭
が
飢

杭
協
と
な
つ
て
塞
を
刻

ん
で
ゐ
る
。
そ
の
赤
黒

い
岩
の

色
、
谷
か
ら
の
仰
角
は
い
や
が
上
に
も
岩
山
の
お
ご
そ
か

さ
を
痛
威
せ
し
め
る
。

十
分
問
休
ん
で
本
澤
を
登
る
と
断
く
瀬
々
ら
ざ
が
目
立

つ
て
末
た
。
傾
斜
の
度
も
お
し
な
べ
て
増
え
て
木
た
。
十

五
分
に
し
て
右
手
に
赤

い

ス
ン
ー
ト
様
の
岩
壁
が
現
れ

る
。暫
く
進
む
と
澤
の
内
は
威
じ
の
い
ゝ
林
に
包
ま
れ
る
。

茸
探
う
が
二
人
居
た
。
共
は
本
道
か
ら
堀
蝠
棚
を
経
て
曲

腹
を

へ
つ
っ
て
末
費
者
で
、
獲
物
は
大
し
て
洋
由
無
い
渡

だ
つ
た
。
休
み
乍
ら
話
と
し
て
か
ら
彼
等
は
元
家
た
山
腹

の
林
の
中

へ
這
ひ
登
っ
て
行
つ
た
。
都
合
の
者
は
茸
探
ウ

と
い
へ
ば
緩
や
か
な
松
山
と
思
ふ
が
、
此
は
何
と
い
ふ
力

の
入
つ
た
遊
び
な
の
で
あ
ら
う
。
私
は
隼
ろ
こ
の
様
な
山

と
よ
く
調
和
し
た
生
活
を
羨
ま
し
く
思
ふ
の
で
あ
つ
た
。

其
れ
か
ら
上
の
澤
は
俄
か
に
堆
石
が
と
げ
／
ヽ
し
く
な

る
。
艦
て

二
股
と
な

つ
た
が
、
堆
石
は
多
く

は
不
安
定

で
、
新
し
く

（大
震
災
で
か
？
）
落
ち
た
様
に
見
え
る
。

稿
ヽ
し
ば
し
鬱
陶
し
い
急
な
上
う
と
し
て
ヤ
プ
を
突
さ
抜

け
て
見
る
と
り　
一
つ
の
開
地
に
出
た
。
屏
風
岩
の
下
段
が

よ
く
見
え
る
。
背
後
に
は
こ
の
澤
上
う
で
始
め
て
の
富
士

が
晴
れ
波
つ
て
ゐ
る
。

開
地
の
先
は
狭
く
急
に
な
つ
て
．
つ
い
に
一
つ
の
悪
場

に
突
き
営
つ
た
。
右
手
は
少
し
ゆ
る
ノ
ヽ
の
地
盤
だ
が
、

短
い
の
で
木
・乞
つ
か
み
乍
ら
登
る
。
少
し
上

へ
行
く
と
斜

面
は
廣
く
開
け
、
綬
や
か
と
な
っ
て
ゐ
る
、
其
庭
は
い
っ

も
本
道
か
ら
見
え
る
鼻
の
様
に
伸
び
た
側
尾
根
の
近
く
で

あ
つ
た
。
谷
筋
を
離
れ
て
岩
山
に
立
つ
た
威
じ
は
何
と
も

言

へ
ぬ
快
よ
い
も
の
で
あ
つ
た
。

か
く
て
砂
礫
の
斜
面
を
登
つ
て
登
山
道
に
出
た
の
は
十

工
〇
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時
五
十
分
で
あ
つ
た
。
不
動
ノ
瀑
は
正
し
く
す
ぐ
左
手
に

あ
る
．
達
磨
石
か
ら
三
時
間
か
ゝ
つ
た
わ
け
で
、
普
通
の

登
山
道
を
行
く
に
比
較
し
て
殆
ど
時
間
の
損
失
が
無
い
わ

け
で
あ
る
。
潤
澤
も
水
澤
も
岩
と
越
え
て
行
く
仕
事
は
綱

も
要
ら
ず
、
比
較
的
簡
単
で
し
か
も
面
白
い
。
岩
峰
の
仰

望
は

一
風
憂
つ
た
絶
景
で
あ
る
。
そ
し
て
森
林
に
包
ま
れ

た
澤
筋
と
行
け
ば
、
山
は
ほ
ん
と
に
人
と
抱
い
て
く
れ
る

様
な
氣
持
が
す
る
。

大
船
洋
は
そ
ん
な
所
で
あ
つ
た
。

堀
　
蝙
　
棚

堀
嘔
棚
は

三
峠
山
へ
整
る
本
道
の
左
手
澤

の
内
に
あ

シ

ン
レ
イ

る
。
昔
の
修
行
場
で
神
鈴
ノ
瀑

（神
諄̈
な
ノ
渫
？
）
と
い
ふ

曲
中
随

一
の
幽
迭
な
深
が
あ
り
、
其
れ
へ
行
く
迄
は
馬
止

か
ら
ハ
ラ
バ
ヒ
な
ど
い
ふ
地
織
を

へ
つ
っ
て
行
く
と
い
ふ

の
で
　
■

，
一唆
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
私
は
未
だ
探
勝
の
機

含
を
得
な
い
。
着
永
信
雄
氏
が
前
田
氏
と
共
に
賞
地
踏
食

し
＞
話
で
は
．
紳
鈴
ノ
瀑
は
自
繰
灘
よ
う
も
邊
か
に
立
派

で
、
あ
た
う

一
帯
は
奥
深
い
威
じ
の
よ
い
名
勝
で
あ
る
さ

う
だ
。
澤
と
棚
れ
ば
ア
シ
ダ
ゴ
ヤ
で
、
本
道
に
出
る
わ
け

だ
が
、
澤
筋
は
険
悪
で
あ
る
。
同
氏
達
は
馬
止
か
ら
へ
つ

っ
て
行
っ
て
蝙
蝙
棚
に
達
し
、
そ
れ
か
ら

コ
ブ
ノ
キ
尾
根

を
登
つ
て
直
接
灌
現
堂
へ
行
か
れ
た
の
で
あ
る
。
（時
間
は

午
前
七
時
十
五
分
前
田
氏
宅
凄
、八
時
三
十
分
達
磨
石
、九

時
五
分
馬
上
、
左
手
の
ヤ
プ
を
溜
う
十
時
二
十
分
神
鈴
ノ

瀑
、高
さ
五
丈
程
。
こ
の
邊
人
の
訪
れ
る
こ
と
も
少
な
く
幽

遂
の
気
に
充
ち
て
ゐ
る
。
十
時
四
十
分
螢
っ
尾
根

（
コ
ブ

ノ
キ
尾
根
）
の
藪
“̈
溜
う
、
十
二
時
椎
現
堂
着
。
午
後

一

時
稜
、
二
時
十
五
分
白
絲
ノ
渫
。
三
時
出
残
．
上
幕
地
に

蹄
着
ｏ
岩
永
υ》

山

中

の

名

所

は
其
昔
り
黒
駒
の

セ
ン
セ
ン

古
名
を
ス
、
千
仙

紳
様

（億
紳
）
で

面
と
行
政
上
の

一

詣
は
多
か
つ
た
。

て
参
詣
に
家
力
も

前
田
巖
氏
か
ら
聞

参
詣
と
富
士
曲
の

だ
つ
た
が
、
生
惜
・

■
つ
た
。

三
峠
山

と
格
し
いク

祭
神
は
作

は
黒
駒
方

方
面
の
参

峠
を
越
え

此
れ
は
・

駒
よ
う
の
＾

聞

い
た
様

忘
れ
て
し

紳
座
山
の
奥
ノ
院
で
あ
つ
た

ザ
ン

山
と
い
つ
た
さ
う
だ
。
元
、

あ
つ
た
。
共
常
時
は
三
峠
山

匡
に
属
し
て
ゐ
な
の
で
、
其

又
、
新
郎
新
婦
は
必
ず
八
丁

の
で
あ
つ
た
と
云
ふ
。

い
た
も
の
で
、
共
他
に
よ
黒

噴
人
と
の
関
係
に
就
て
何
か

書
い
て
置
か
な
か
つ
た
の
で

囃
　
　
録
　
　
〇
三
峠
山
難
記
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行 雅 月 二 年 三 和 昭
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然
し
三
峠
山
に
な
ほ
残
る
祠
堂
や
、
名
所
奮
蹟
は
共
れ

か
ら
ず
つ
と
後
の
事
に
関
係
し
て
ゐ
る
。

次
に
今
迄
書
き
洩
れ
た
其
の
名
所
案
・内
を
簡
単
に
記
し

て
見
よ
う
。

光
づ
、
下
暮
地
か
ら
出
て
本
道
を
行
く
と
、
三
峠
山
の

東
績
き
の
山
の
腹
に
、
東
ノ
屏
風
岩
と

い
ス

の
が

見
え

る
。
俗
稀
ラ
ン
ケ
イ
バ
と
稀
し
て
ゐ
る
。
ス
其
附
近
に
猿

山石
と
い
ふ
高

い
岩
が
あ
つ
て
、
其
下
に
十
ｒ
字
に
な
つ
た

山
道
が
あ
ぅ
ノ
ヽ
と
分
る
。

「
山
岳
」
十
八
年
の
三
枕
九
六
頁
上
段
六
行
乃
至
七
行
日

に
記
し
た
北
屏
風
岩
と
い
ス
名
稀
は
、
今
度
は
聞
か
な
い

で
、
共
と
同
物
か
と
思
は
れ
る
オ
ミ
ヤ
ノ
岩
と
い
ふ
名
前

を
聞
い
た
。此
は
東
ノ
澤
右
岸
に
あ
る
も
の
で
、
馬
止
附
近

か
ら
見
え
る
と
云
ふ
。
オ
ミ
ャ
ノ
岩
の
傍
に
は
フ
シ
ノ
ヌ

と
い
ふ
地
締
が
あ
る
。此
れ
等
は
皆
由
家
が
不
明
で
あ
る
。

誰
し
ヽ
第

一
回
の
休
場
で
あ
る
大
山
祗
紳
祗
は
、
俗
稀

オ
ネ
コ
サ
ン
と
稗
し
、
や
は
あ
質
の
守
護
神
で
あ
る
。
山

ノ
紳
と
も
稀
す
る
。

然
る
に
薔
山
ノ
科
と
い
ス
の
が
大
船
澤
に
あ
る
。
此
は

違
磨
石
下
か
ら
澤
に
入
る
と
蝙
蝠
棚
か
ら
の
澤
と
の
落
合

の
手
前
Ｔ

ヽヽＬ′
に
あ
る
も
の
で
、
今
は
堂
も
無
く
て
地
名
の

み
で
あ
る
が
、
共
庭
に
は
赤
松
と
掬
の
大
本
が
生
え
て
ゐ

る
の
で
目
標
と
な
る
。
比
の
薔
山
ノ
紳
は
小
沼
停
留
場
附

近
に
掲
げ
ら
れ
た
三
峠
曲
案
内
国
に
も
記
し
て
あ
る
。

ナ
キ
イ

シ

薔
山
ノ
神
の
上
に
元
、
泣
石
と
い
ふ
瞼
し
い
高
い
岩
塊

が
あ
つ
た
。
此
は
村
の
誰
と
か
い
ス
人
が
上
つ
て
下
―
ら

れ
な
く
な
つ
て
泣
い
て
ゐ
た
と
い
ふ
亘
岩
な
の
で
あ
る

が
、
今
は
た
し
か
こ
ろ
が
つ
て
、
江
か
な
く
て
も
い
ゝ
様

に
な
つ
た
と
云
ふ
。

達
磨
石
か
ら
の
本
道
と
ず
つ
と
整
つ
て
、
御
長
屋
跡
の

上
の
夫
婦
岩
は

一
名
妙
鬼
岩
と
櫓
す
る
。
共
上
は
八
十
八

大
師
の
あ
る
尾
根
と

一
緒
に
な
つ
て
東
峠
と
な
る
が
、
此

東
峠
は
一
名
水
雲
山
と
云
ふ
。
そ
し
て
次
の
申
峠
の
南
尾

根
の
中
程
に
御
舟
石
の
跡
が
あ
る
が
、
十
は
こ
の
御
舟
石

の
上
方
に
本
祗
が
集
か
れ
て
あ
つ
た

（古
絆
固
に
抜
わ
）
．

最
後
に
自
絲
ノ
瀑
は
三
峠
山
本
部
か
ら
は
逸
か
に
南
の

方
に
あ
つ
て
。
宗
教
上
三
峠
と
は
関
係
が
な
い
ら
し
い
。

共
籠
堂
は
可
成
大
声
な
も
の
で
あ
る
。
其
背
後
を
登
つ
て

行
く
と
自
絲
ノ
瀑
の
中
段
邊
よ
う
少
し
く
上
の
部
分
と
同

じ
高
さ
に
達
す
る
。
崖
の
間
に
湊

い
岩
窟
が
あ
つ
て
、
共
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山 子 瀧 る た 見 り よ 方 下 の 屋 鳥 ケ 鶴

む 望 を 山 子 瀧 り よ 間 中 の と 丸 ケ 泄 本 と 屋 鳥 ケ 鶴

影 撮 氏 耶 大 理 暮 木

「
Tm

=

―

ニ

.    |―   ′
''・‐   √
′

||″F
/

: 翌 ‰ i′・警‐‐
・|  

‐‐
lllレ

ー
鋏奪轟.

仄
‐‐‐‐Ｆ‐‐
職

Ｌ

:蜂 ‐]

―

ノず
夕
一





内
に
小
さ
な
祠
が
二
つ
あ
る
。俗
に
自
紳
様
と
稀
し
、信
形

と
荒
佛
の
二
織
め
像
が
安
置
し
て
あ
る
。
此
虎
薔
露
の
紳

な
ん
だ
さ
う
で
．
道
理
で
御
籠
堂
に
オ
ネ
コ
サ
ン
が
奉
納

し
て
あ
つ
力
。
祭
産
に
は
澤
山
な
人
が
集
状
る
と
い
ふ
。

登
山
道
及
び
登
攀
の
コ
ー
ス
に
就
て

技
に
三
峠
山
東
面
の
登
山
道
及
び
登
攀
の
道
程
に
蔵
て

附
言
し
て
見
た
い
と
思
ふ
。

三
峠
山
東
面
の
登
山
道
の
主
な
る
も
の
は
、
達
磨
石
の

本
道
。
フ
ト
フ
に
出
る
尾
根
道

（以
上
下
暮
地
よ
う
）
、自

練
ノ
瀑
を
経
て
登
る
道
及
び

そ
れ
よ
う
夏
に
南
方
の
道

（以
上
上
幕
地
）
の
四
道
が
あ
る
。
此
内
本
道
け
屡
ゝ
説
明

せ
ら
れ
た
か
ら
何
も
い
ス
事
は
な
い
。
只
、
最
近
の
事
情

と
本
道
か
ら
外
れ
た
踏
め
な
い
道
及
び
務
攀
に
就
て
今
迄

の
記
載
七
補
足
し
て
置
か
う
。

八
十
八
大
師
か
ら
東
峠
ルｃ越
え
る
大
畑
行
の
道
が
分
れ

て
ゐ
る
。
最
近
は
こ
の
道
も
よ
く
踏
め
て
道
標
な
ど
■
建

つ
力
。

御
殴
跡
か
ら
異
上
こ
仰
ギ
夫
婦
岩
（妙

´
見
着
）
は
正
面
か

ら
取
付
く
事
は
難
か
ら
う
が
、
裏
側
の
尾
根
か
ら
は
容
易

に
（？
）行
か
れ
る
と
云
ふ
。
此
岩
に
は
元
注
連
細
ケ
・張
つ

た
事
が
あ
つ
た
さ
う
だ
。

序
で
の
事
だ
が
、
こ
の
手
前
（東
）
の
二
つ
の
澤

（
ア
シ

グ
ゴ
ャ
）
は
共
に
非
常
に
暗

い
威
じ
の
す
る
所
で
あ
る
。

此
内
束
の
方
は
す
ぐ
頭
の
先
で
洞
穴
の
様
に
な
つ
て
ゐ
る

が
、
此
は
行
き
つ
哉
う
に
な
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
。
そ
し
て

雨
側
か
ら
洞
穴
の
上
に
出
て
も
共
先
は
興
味
は
な
さ
ど
う

で
あ
る
。
ス
西
の
方
の
澤
は
大
分
上
れ
る
が
、
矢
張
奥
は

渫
が
か
ゝ
つ
て
悪
場
に
な
つ
て
ゐ
る
。
然
し
其
上
に
開
し

て
は
何
も
見
聞
し
た
事
は
な
い
。

中
峠
の
南
尾
根

（前
に
私
が
椛
現
尾
根
と
侵
に
名
付
け

た
も
の
）
は
共
後
風
ゝ
登
山
者
が
登
る
様
で
あ
る
。
そ
し

て
御
舟
石
跡
に
到
る
道
は
二
つ
あ
る
事
が
最
近
分
つ
た
。

一
つ
は
東
側
の
銀
道
で
、
他
は
西
側
‘ノ‐＞
胎
内
く
ゞ
ヶ
式
と

梯
子
と
の
連
続
し
た
も
の
で
あ
る
。

火
に
通
ジ
ガ
澤
は
道
か
ら
上
よ
う
も
寧
ろ
下
の
方
が
物

凄
く
見
え
る
。
此
は
私
ど
も
に
は
未
知
の
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
鮮
風
岩
の
岩
登
り
の
正
路

（尾
根
廻
う
の
道
）

は
、
共
後
凛
ど
も
仲
間
の
も
の
が
通
過
し
て
、
釜
ヽ
安
全

な
、
億
快
な
登
摯
で
あ
る
事
壼
認
め
た
。
他
に
ヽ
登
つ
た

人
が
あ
る
と
見
え
て
、
昨
年
の
春
下
降
に
か
け
放
し
に
し

難
　
　
録
　
　
０
三
峠
山
雅
講
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て
置

い
た
綱
の
輸
は
ぃ
共
年
の
秋
に
は
影
も
見
え
な
か
つ

た
。
大
二
十
五
年
の
春
松
屋
共
服
店
で
催
さ
れ
た
山
の
展

覧
含
に
も
屏
風
着
登
攀
の
篤
具
が
出
品
し
て
あ
つ
た
。
又

共
頃
私
が
二
二
人
の
初
心
者
と
連
れ
て
行
き
、
達
磨
石
の

下
で
朝
飯
ル」
た
い
て
居
た
時
ゝ
綱
と
肩
に
し
て
行
く
學
生

の
組
が
あ
つ
た
。
そ
の
ず
つ
と
前
大
船
澤
を
瀕
っ
て
か
ら

屏
風
岩
の
登
う
に
私
が
前
田
巖
氏
を
案
内
し
て
行
つ
た
事

も
あ
る
。
兎
に
角
屏
風
岩
は
此
邊
の
千
六
七
百
米
級
の
岩

山
の
内
で
最
も
す
ぐ
れ
て
純
粋
な
岩
壁
で
あ
る
。

そ
し
て
山
全
性
の
相
貌
は
、
若
し
上
暮
地
の
街
道
筋
に

立
つ
て
見
る
な
ら
ば
、
東
。中
・西
と
三
峰
が
銑
く
寄
め
合

つ
て
各
々
南
面
の
狭
い
急
な
尾
根
は
大
船
澤
迄
殆
ど
直
線

的
に
下
う
て
ゐ
る
。
共
間
の
澤
間
の
断
落
ｔ
特
に
通
リ
ガ

澤
は
何
物
か
落
下
し
た
跡
の
幻
影
の
様
に
見
え
て
、
私
は

既
に
慣
れ
た
山
な
が
ら
思
は
ず
も
あ
っ
と
叫
ん
だ
の
で
あ

つ
た
。
此
光
景
は
上
暮
地
以
外
で
は
、
そ
し
て
逆
光
線
で

な
く
て
は
味
は
ス
事
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
叉
岩

山
と
し
て
の
荒
涼
た
る
景
は
フ
ト
フ
か
ら
大
船
洋
に
端
的

に
下
う
る
尾
根
道
（後
述
）か
ム
最
も
よ
く
そ
し
て
最
も
力

張
く
望
む
事
が
出
来
た
。

屏
風
岩
は
概
し
て
岩
石
が
堅
硬
で
あ
る
が
、
其
北
西
端

で
は
醗
に
崩
壊
の
状
を
見
せ
も
夏
に
フ
ト
フ
の
方
に
廻
る

に
従
つ
て
脆
蒻
と
な
る
。
フ
ト
フ
の
兄
晴
し
の
岩
だ
け
は

下
か
ら
上
迄
し
つ
か
う
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
南
に
行
く
と

最
早
分
解
物
を
多
く
混
ぜ
て
純
然
た
る
ナ
ギ
に
憂
つ
て
行

く
事
は
注
意
し
て
置
き
た
い
¨

な
ほ
最
近
下
幕
地
の
方
面
の
人
の
手
に
よ
つ
て
屏
風
岩

の
端
か
ら
フ
ト
フ
と
両
峠

（三
峠
山
最
高
路
）
の
交
叉
粘

に
登
る
近
道
が
作
ら
れ
た
。

序
で
に
小
沼
停
留
場
に
あ
る
案
内
間
の
ま
ゝ
小
沼
分
離

よ
う
山
中
各
地
へ
の
里
程
と
掲
げ
て
兄
よ
う
。

山
祗
紳
祗
前
迄
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
町

一
七
問

府
戸
尾
入
Ｈ
一逸
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
町
三
六
問

達
磨
石
一通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
町
五
九
聞

大
山
一通
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
里
二
町

一
六
間

石
割
明
紳
迄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
里
九
町
七
問

八
十
八
大
師
迄
　
　
　
　
　
　
一
里

一
六
町
五
二
問

雄
現
離
迄
　
　
　
　
　
　
　
　
一
里
三
二
町
三
三
間

不
動
ケ
濃
迄
　
　
　
　
　
　
　
　
一
里
二
五
町
八
問

頂
上
迄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
里
二
八
町

一
三
間

三
日
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八
十
八
大
師
よ
う
着
屋
槻
番
迄
　
　
　
二
町
三
〇
問

椎
現
就
よ
う
御
船
石
迄
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
間

な
ほ
フ
ト
フ
に
あ
る
河
口
方
面

へ
の
分
岐
路
に
は
最
近

左
の
文
字
を
記
し
た
道
標
が
建
っ
た
。

右
河
口
村
約
二
十
分
行
群
、
途
中
国

ノ
自
瀧

ァ
リ

糠
一就
浅
問
神
激

フ
経
テ
河
日
湖

フ
モ
ー
タ

ー
ボ
ー
ト

（河
日
村
役
場

こ
′、
五
隻
ノ
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
ア
リ
）
ニ

テ
鵜
ケ
島
廻
ソ

（鵜
ケ
崎

ニ
ハ
太
古
時
代
ノ
土
器
矢
尻

等
ア
リ
叉
鳥
類
ノ
生
態
的
研
究
ノ
好
適
地

《狭
キ
面
積

二
約
百
種
棲
息
シ
ア
ソ
》）船
津
吉
田
精
進
各
方
面
二
至

／
。左

山
競
道
路
フ
降
リ
テ
船
津
上
幕
地
方
面
二
至

／
。

な
ほ
叉
頂
上
に
登
ウ
か
け
る
所
か
ら
山
腹
を
巣
鷹
山
の

方
へ
よ
い
道
が
通
じ
た
が
、
共
分
岐
路
に
新
し
い
お
堂
が

建
て
ら
れ
た
。
此
は
河
日
方
面
か
ら
の
も
の
で
ゝ
た
し
か

熊
野
三
甦
と
し
て
あ
つ
た
。

そ
れ
か
ら
頂
上
で
は
新
し
く
三
角
粘
の
格
と
組
ん
で
ゐ

た
。
此
は
震
災
後
の
測
量
に
閣
聯
し
た
も
の
で
あ
る
。

僣
て
次
に
下
幕
地
か
ら
フ
ト
フ
に
出
る
尾
根
道
は
、
大

山
祗
紳
就
の
先
、
シ
ョ
ノ
澤
を
左
に
見
て
達
磨
石
へ
の
中

問
か
ら
左

へ
入
る
も
の
で
あ
る
。
小
沼
の
案
内
国
に
も
尾

根
の
中
頃
に
側
面
貌
望
壷
な
る
名
稀
あ
り
、
三
峠
岩
山
の

景
ヒ
見
る
に
最
も
都
合
の
よ
さ
さ
う
な
位
置
な
の
で
、
最

近

（大
正
十
五
年
五
月
）
之
を
下
っ
て
見
た
。
フ
ト
フ
の

分
れ
道
か
ら

一
時
間
餘
で
ら
く
に
大
船
澤
の
ほ
と
う
に
出

る
事
が
出
恭
た
。
割
に
雑
本
の
茂
つ
た
尾
根
で
快
開
と
い

ふ
氣
分
の
眺
望
は
得
ら
れ
な
か
つ
た
が
、
三
峠
の
地
形
と

研
究
す
る
に
は
快
く
べ
か
ら
ざ
る
路
で
あ
る
（前
述
）。

之
ヒ
逆
に
登
る
の
は
苦
し
み
の
方
が
多
い
し
、
小
路
の

分
れ
も
往
々
あ
る
か
ら
得
策
で
は
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
。

白
絲
ノ
瀑
と
経
て
フ
ト
フ
の
南
方
へ
出
る
道
は
、
今
は

尾
根
迄
道
作
う
と
し
た
の
で
顔
る
容
易
に
な
つ
た
。

そ
れ
か
ら
山
岳
十
八
年
の
三
枕
所
載

「
三
峠
山
の
岩
登

う
に
就
て
」
の
後
註
に
、
大
船
澤
か
ら
ク
ヮ
ク
リ
ン
ボ
ク

と
い
ふ
荒
澤
に
つ
い
て
登
れ
る
様
に
記
し
た
が
ゎ
此
は
先

づ
物
好
き
な
登
攀
で
あ
る
の
で
、
立
派
な
道
だ
と
思
つ
て

は
い
け
な
い
。

避
磨
石
下
か
ら
大
船
澤
に
入
る
道
は
手
入
れ
ヽ
よ
か
ら

ず
迷
い
易

い
の
に
．
小
沼
停
留
場
附
近
に
掲
げ
々
案
内
固

に
は
大
船
澤
か
ら
直
接
被
現
に
到
る
登
山
道
を
記
し
て
あ

脱 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

雑
　
　
鋒
　
　
０
三
峠
山
雑
記

五
エ
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た
こ

゛
撃

一丁

雑
　
　
鉄
　
　
○
日
原
川
本
流
を
降
る
記

る
。
其
後
山
慣
れ
な
い
者
が
行
つ
て
ヽ
間
違
は
な
い
様
に

な
つ
た
ら

文
句

は
な
い
が
、
兎
に
角
注
意
と
要
す
ふ
事

だ
。

フ
ト
フ
の
小
屋

此
の
小
屋
は
離
報

「
御
坂
山
塊
」
の
附
記
に
書
い
て
置

い
か
。
夏
季
大
學
が
湖
畔
で
始
ま
つ
た
後
河
目
村

の
方

で
、
建
て
た
も
の
で
、
下
幕
地
方
面
の
計
豊
は
先
猛
越
さ

れ
た
形
だ
。
然
じ
私
達
か
ら
い
ふ
と
，
此
の
小
屋
の
位
置

が
ひ
ど
く
気
に
い
ら
な
い
。
あ
の
色
と
ゥ
ノ゙
ヽ
の
秋
草
の

険
き
乱
れ
る
フ
ト
フ
の
原
、
其
の
東
に
戦
し
た
お
ご
そ
か

な
岩
壁
、

一
望
に
見
え
る
自
峰
赤
石
の
大
山
脈
、
其
等
の

あ
る
が
ま
ゝ
の
美
し
い
階
調
と
こ
の
一
つ
の
人
工
物
で
も

つ
て
全
く
ぶ
ち
こ
は
さ
れ
た
。
小
屋
で
ヽ
萱
と
東
ね
た
さ

ゝ
や
か
な
も
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
僅
か
千
七
百
米
級
の
可

愛
い
ゝ
山
に
し
て
は
人
間
臭
が
有
め
過
ぎ
る
、
大
き
過
ぎ

る
木
造
う
な
の
だ
。
ま
し
た
共
内
に
入
れ
ば
菱
酒
や
サ
イ

ン
如
を
開

い
で
ゐ
た
。
そ
ん
な
も
の
は
山
に
家
て
は
寧
ろ

毒
素
だ
。
不
動
ノ
渫
が
何
の
篤
に
あ
る
の
か
。
宣
博
の
篤

な
ら
麓
で
名
所
篤
真
で
も
賣
ろ
が
い
ゝ
。
そ
し
て
小
屋
は

ど
う
し
て
も
尾
根
か
ら
し
ウ
ぞ
け
る
が
い
ヽ
。

陶
記
　
最
近
ｂ
河
口
湖
時
小
立
村
て
聞
い
た
話
に
「
三
峠
山
は
昔
は
河
日

山
及
び
浅
川
山
と
呼
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
。
か
う
い
ふ
山
の
呼
び
方

は
方
々
に
例
を
見
る
も
の
て
「
私
ど
も
は
之
を
代
名
詞
並
に
取
扱
ひ
．
山

の
異
名
と
し
て
ＩＥ
名
の
下
に
す
ぐ
書
き
連
れ
る
に
は
少
し
く
簾
躇
す
る
も

の
で
あ
る
。
（
大
二
十
四
年
八
月
稿
大
二
十
二
年
八
月
迫
補
）

○
日
原
川
本
流
を
降
る
記

吉
　
澤
　
一　
郎

大
五
十
五
年
の
四
月
、
秩
父
病
の
再
機
と
共
に
友
人
の

友
田
氏
と
二
人
で
堕
山
か
ら
柳
澤
峠
Ｄ
大
切
峠
を
経
て
搭

監
峠
に
在
る
東
京
市
の
小
屋
に
一
治
し
、
そ
し
て
翌
日
（
四

月
二
十
五
日
）
は
尾
根
通
り
を
雲
取
ま
で
や
つ
て
な
た
の

で
あ
つ
た
。
自
分
が
井
監
峠
へ
達
し
た
道
は
三
ノ
瀬
か
ら

西
ぅ
卸
ち
唐
松
尾
の
南
面
の
澤
で
あ
る
朝
日
谷
の
西
尾
根

を
登
り
、
新
し
い
林
道
に
合
し
て
か
ら
夫
に
従
ひ
東

へ
向

つ
た
の
で
あ
る
。落
合
の
藤
原
製
材
所
の
主
人
の
話
で
は
、

大
常
木
山
三
角
描
か
ら
東
北
に
丼
戸
澤
と
権
谷
と
の
落
合

に
出
て
ゐ
る
尾
根
を
天
目
尾
根
と
云
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
。

さ
て
自
分
等
は
雲
取
で
は
山
頂
附
近
に
野
宿
と
き
め
て

五
六
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及 (景遠央中)他其冠鍋 (景中端右)山遠高・峠居鳥るめ望りよ峠谷紳
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末
た
の
に
、
猟
師
の
造
つ
た
俄
小
屋
が
三
角
織
の
東
下
に

あ
つ
た
の
で
非
常
に
喜
ん
だ
。
簡
そ
の
上
に
大
き
な
彗
漢

が
大
雲
取
洋
に
面
し
た
斜
面
にヽ
残
つ
て
ゐ
た
の
で
水
に
も

不
便
を
威
じ
な
か
つ
た
。
大
雲
取
洋
と
は
自
分
が
便
宜
上

五
高
分

一
日
の
雲
取
山
と
記
入
し
て
あ
る
山
の
字
の
東
に

あ
る
日
原
川
に
落
ち
る
澤
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
郡
村
誌
に

唐
松
谷
の
上
流
を
小
雲
川
と
い
ふ
と
あ
る
か
ら
、
大
雲
取

澤
が
あ
つ
て
も
い
ゝ
だ
ら
う
と
思
ふ
。

夜
も
段
々
明
け
て
末
た
糠
だ
が
、
昨
管
か
ら
の
雨
が
、

濃
霧
と
憂
う
中
々
湾
え
相
も
な
い
。
そ
れ
で
も
午
前
六
時

頃
に
は
瀬
く
風
も
少
し
出
て
家
て
霧
ヽ
薄
ら
ぎ
、
尾
根
上

に
あ
る
針
葉
樹
が
は
っ
き
う
し
て
本
た
。
野
宿
と
き
め
て

あ
き
ら
め
て
ゐ
た
の
に
思
は
ず
こ
の
小
屋
に

一
夜
の
雨
を

避
け
得
た
の
は
賞
に
嬉
し
か
っ
た
。
結
束
し
て
出
か
け
た

の
は
六
時
四
十
分
。
頂
上
よ
う

一
寸
切
明
を
見
失
つ
て
少

し
東
に
そ
れ
た
の
で
西
へ
持
き
加
減
に
残
彗
の
凍
つ
た
上

を
行
く
と
や
が
て
明
瞭
な
切
明
に
出
る
事
が
出
家
た
。
お

影
で

一
、
八
〇
〇
米
突
の
鞍
部
に
着
い
た
の
は

一
時
間
後

で
、
三
年
ば
か
め
前
に
弟
と
二
人
で
な
て
迷
ひ
、
途
に
引

返
し
た
後
自
着
の
頭
が
す
ぐ
前
に
見
え
た
。

約
十
分
の
体
憩
後
、
七
時
五
十
分
、
い
ょ
ノ
ヽ
今
度
の

行
の
目
的
た
る
日
原
川
へ
向
つ
て
降
う
は
じ
め
た
。
友
人

は
割
合
暢
氣
に
考
へ
て
居
た
様
だ
が
、
自
分
は
未
知
の
澤

を
降
る
な
ど
は
随
分
飢
暴
だ
な
と
前
途
に
多
少
の
不
安
と

抱
い
て
居
た
、
下
る
時
高

一
失
敗
し
た
場
合
の
用
心
に
鞍

部
に
あ
る
立
本
に

「
大
正
十
五
年
四
月
二
十
六
日
日
原
川

へ
降
る
。
商
大
吉
澤
友
田
」
と
鉛
筆
で
書
き
し
る
し
て
置

い
た
が
今
頃
は
も
う
浦
え
て
し
ま
つ
た
事
だ
ら
う
。

暫
ら
く
の
間
は
急
な
所
は
な
い
。
叉
水
も
な
い
。
所
々

に
尾
根
上
に
あ
る
様
な
二
寸
位
の
釘
の
打
つ
て
あ
る
標
本

が
あ
つ
た
が
、
日
原
で
聞
い
た
ら
、
あ
に
は
官
地
と
民
地

と
の
境
界
標
で
あ
る
と
い
ふ
事
で
あ
つ
た
。
八
時
七
分
残

彗
よ
う
流
れ
出
る
水
に
出
あ
つ
た
が
そ
れ
も
す
ぐ
伏
流
と

な
つ
て
了
ふ
。
八
時
十
五
分
北
側
よ
う
澤
が
末
て
ゐ
て
少

し
ば
か
め
水
が
流
れ
て
居
２
．
こ
れ
は
常
に
流
れ
て
ゐ
る

澤
ら
し
い
か
ら
、
水
に
困
つ
た
時
は
鞍
部
か
ら
此
慮
す
で

家
る
事
を
お
す
ゝ
め
し
た
い
。
約
二
十
五
分
も
か
ゝ
れ
ば

末
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
八
時
牛
出
回
の
右
に
大
き
な
岩
の

あ
る
澤
が
北
か
ら
落
ち
て
居
た
。
少
し
降
る
と
今
度
は
南

四
十
度
西
か
ら
澤
が
家
る
。
八
時
四
十
分
岩
の
間
を
過
ぎ

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 曲

雑
　
　
録
　
　
○
日
原
川
本
流
を
降
る
記

二
七
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し
た

羅

一
一丁

雑
　
　
錐
　
　
の
日
原
川
本
流
を
降
ろ
記

る
と

一
寸
し
た
河
原
へ
出
た
。
小
度
河
原
と
で
も
云
ふ
ベ

さ
か
。
少
し
深
い
淵
と
な
つ
て
ゐ
た
篤
、
左
の
尾
根
と
登

つ
て
ス
河
原
に
降
う
て
体
む
。
九
時
四
分
。
鞍
部
に
居
た

頃
は
多
少
天
気
の
性
復
す
る
見
込
み
が
あ
つ
た
が
、
此
庭

へ
末
る
と
も
う
そ
ろ
ノ
ヽ
瞼
悪
の
徴
を
示
し
て
本
た
。
瀑

に
ぶ
つ
か
つ
た
の
で
右
ケ
“溺
ん
だ
。
之
が
最
初
に
出
合
つ

力
濃
で
あ
る
。
九
時
牛
北
ょ
う
小
澤
が
末
る
。
暫
く
行
く

内
に
本
流
は
段
々
狭
く
な
つ
て
俄
然
右
へ
曲
つ
て
居
た
。

比
の
時
霰
が
豪
雨
の
様
に
猛
烈
に
降
つ
て
来
た
。
本
流

は
約
二
尺
位
に
な
つ
て
両
岸
の
岩
の
間
を
落
ち
ゝ
先
は
小

さ
い
諜
に
な
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
。
こ
ゝ
で
南
ぐ
眼
の
前
に

あ
る
尾
根
を
乗
越
し
て
ス
河
原
を
偉
は
つ
て
行
く
。
霰
は

途
に
雹
と
憂
つ
て
し
ま
つ
た
。
雨
岸
が
迫
つ
て
樹
が
重
な

ら
合
ひ
、
嫌
に
陰
氣
だ
な
と
思
ひ
乍
ら
行
く
。
と
、
左
側

に
細
雀
ら
し
い
も
の
が
見
た
た
の
で
、
登
め
か
け
る
と
右

手
に
大
き
な
澤
が
落
ち
合
つ
て
ゐ
る
の
を
磯
見
し
た
。
九

時
五
十
五
分
。

之
が
雲
取
三
角
描

か
ら
東

へ
走
る
尾
根
の
南
側
の
澤

で
、
自
分
が
大
雲
取
澤
と

呼
び
度
い
と
思
ス
も
の
で
あ

る
。
此
の
澤
の
落
ち
日
は
小
さ
な
濃
と
な
め
本
谷
の
中
央

に
は
上
の
不
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
形
の
岩
が
あ
る
。

こ
れ
か
ら
は
ス
暫

ら
く
の
間
河
原
を
ど
ん
／
ヽ
歩
け

る
。
十
時
四
十
五
分
、
ガ
ン
の
澤
が
右
か
へ
落
ち
て
ゐ
る
。

此
の
頃
に
は
も
う
雹
は
知
ら
ぬ
間
に
雲
と
な
つ
て
し
ま
つ

て
ゐ
た
．
前
途
の
見
込
み
篤
立
た
ず
、
こ
の
陰
氣
な
谷
間

で
シ
ン
ノ
ヽ
と
大
雲
に
降
う
込
め
ら
れ
る
の
は
あ
曖
め
喩

快
な
気
持
ち
は
し
な
い
。

幅
の
廣

い
渫
を
右
か
ら
降
う
る
と
本
流
は
ス
直
角
に
左

へ
曲
つ
て
、
そ
の
先
は
例
の
如
く
狭
ま
う
、
歩
け
相
も
な

い
の
で
こ
ん
ど
は
右
か
ら
末
て
ゐ
る
尾
根
の
夕
″
ミ
を
さ

し
て
登
る
。
乗
越
す
所
に
着
が
二
本
出
て
ゐ
る
。
降
う
は

恐
ろ
し
く
急
で
、
本
流
は
い
や
に
下
に
見
え
る
．
注
意
し

て
降
り
、
平
な
河
原
ヒ
樽
は
る
と
叉
淵
に
出
合
ふ
。
の
ぞ

き
込
ん
だ
ら
左
側
の
方
が
湊
さ
う
な
の
で
ザ
ブ
ノ
ヽ
入
つ

た
が
磨
ま
で
つ
か
つ
て
閉
日
し
た
。
友
は
つ
瑣
づ
い
て
危

く
ず
ぶ
濡
れ
に
な
る
所

で
あ
つ
た
。
そ
の
内
に
雲
が
や

み
、
陽
が
出
て
家
た
の
で
す
る
で
開
放
さ
れ
た
様
な
気
持

ち
に
な
る
。

正
午
ス
深
さ
う
な
淵
に
ぶ
つ
か
つ
た
の
で
左
へ
登
る
。

こ
れ
は
随
分
登
つ
た
。
屡
ゝ
右
へ
翔
政
ム
と
は
し
た
が
、

菫
ハ
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如
何
に
ヽ
足
場
が
悪
い
の
で
断
念
し
、
約
百
米
上
か
ら
、

登
つ
た
所
と
は
背
中
合
せ
の
斜
面
を
深
い
笹
に
さ
へ
ぎ
ら

れ
乍
ら
滑
う
降
り
、
午
後
十
二
時
四
十
五
分
再
び
河
原
ヘ

迪
ウ
つ
き
、
幸
ひ
陽
も
出
て
ゐ
る
の
で
書
食
を
と
る
事
と

し
、
焚
火
を
起
し
て
濡
れ
た
性
を
乾
し
た
。
地
国
に
一
、

七
〇
八
米
突
の
峯
か
ら
東
北
に
派
出
し
た
等
高
線
の
数
字

の
記
入
し
て
あ
る
尾
根
の
北
側
の
洋
は
．
自
分
等
の
降
ウ

カ
河
原
の
少
し
上
流
に
落
ち
て
ゐ
る
ら
し
い
。

書
飯
に
大
部
時
間
を
費
し
て
、
出
残
し
た
の
は
午
後
二

時
十
分
で
あ
つ
た
。
直
ぐ
深
に
ぶ
つ
か
つ
た
が
こ
れ
は
容

易
に
越
せ
た
。
二
時
十
五
分
深
い
淵
に
出
遇
つ
た
の
で
、

右

へ
登
う
か
け
る
と
人
の
通
つ
た
跡
ら
し
い
も
の
が
あ
つ

た
の
で
、
ど
し
ノ
ヽ
登
つ
て
了
ふ
。
百
米
突
ば
か
め
登
る

と
再
び
下
る
ら
し
い
踏
跡
が
あ
る
。
之
を
と
る
と
叉
河
原

に
出
た
。
焚
人
の
跡
は
猟
師
の
も
の
ら
し
い
。
遇
然
に
も

こ
ヽ
は
長
澤
谷
と
本
流
と
の
落
合
で
あ
つ
た
。
二
時
五
十

五
分
。
暫
ら
く
こ
ゝ
に
体
み
、
篤
異
な
ど
を
と
つ
て
居
た

が
、
塞
具
合
が
悪
く
な
う
相
に
な
つ
た
の
で
出
職
す
る
。

歩
お
出
す
と
も
う
雹
が
遠
慮
も
な
く
頭
か
ら
ぶ
つ
か
つ
て

家
る
。
し
か
も
中
々
お
い
そ
れ
と
は
河
原
を
通
る
事
は
出

末
な
い
。
も
の
す
ご
い
深
淵
と
濃
と
岩
壁
の
篤
に
前
途
は

閉
さ
れ
て
了
つ
た
。
両
岸
と
ヽ
岩
壁
を
へ
つ
る
事
は
困
難

と
い
ふ
よ
う
不
可
能
ら
し
い
の
で
、
再
び
降
つ
て
家
た
径

を
登
う
か
へ
し
、
い
ゝ
加
減
の
所
か
ら
逸
か
下
に
淵
と
の

ぞ
み
な
が
ら
溺
み
は
じ
め
た
。
勿
論
藪
の
中
で
あ
る
。

途
中
友
が
憂

な
も
の
が
向
側
に
見
え
る
と
い
ス
の
で
、

ふ
と
眼
と
や
る
と
成
程
憂
な
も
の
が
見
え
る
。
立
山
で
慶

應
の
三
田
氏
が
見
た
の
は
煉
瓦
塀
だ
が
こ
れ
は
又
門
構

ヘ

の
ト
ン
ネ
ル
だ
。
小
屋
の
如
き
も
の
ヽ
畠
も
見
え
る
。　
ハ

一ノ
そ
ろ
ノ
ヽ
錯
豊
を
起
し
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
か
と
心

配
は
し
て
見
る
が
ど
う
し
て
ヽ
小
屋
と
畠
だ
、
考
へ
て
見

れ
ば
錯
覺
た
起
す
程
自
分
の
身
撻
は
政
だ
條
件
が
揃
つ
て

ゐ
な
い
筈
だ
。
塞
腹
の
わ
け
で
も
な
し
、
雹
は
降
つ
て
る

が
吹
彗
で
は
な
い
。
後
で
わ
か
つ
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は

錯
豊
で
も
何
で
も
な
く
、
正
兵
正
銘
の
フ
サ
ピ
小
屋
で
、

唐
松
谷
の
束
の
小
澤
ナ
グ
リ
澤
の
上
に
あ
る
ら
し
く
、
日

原
の
人
が
こ
ゝ
ま
で
家
て
フ
サ
ピ
を
育
て
、
ゐ
る
と
の
事

で
あ
つ
た
。

幾
度
も
下

へ
降
う
か
け
た
が
、
其
の
度
に
下
に
見
え
る

の
は
河
原
で
は
な
く
て
深
い
淵
で
あ
つ
た
。
や
が
て
大
き
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雑
　
　
録
　
　
０
日
原
川
本
流
を
降
る
記

な
瀑
の
上
に
出
た
。
今
自
分
等
の
居
る
所
は
一
度
滑
れ
ば

間
違
ひ
な
し
に
其
の
瀑
壺
に
は
ま
つ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
糠

な
所
だ
。
上
へ
も
下

へ
も
行
か
れ
ず
、
進
退
谷
ま
つ
て
し

ゆよ
つ
た
が
、
勇
氣
と
振
ひ
起
し
て
へ
つ
る
事
に
し
た
。
ふ

と
気
が
つ
く
と
先
の
小
屋
ら
し
い
も
の
は
何
庭

へ
か
見
え

な
く
な
つ
て
、
其
の
代
め
本
谷
に
橋
ら
し
い
も
の
が
架
つ

て
ゐ
る
の
を
見
出
し
た
。
ょ
し
！
　
彼
庭
政
で
行
け
ば
ど

う
に
か
な
る
だ
ら
う
と
決
心
し
て
下
へ
降
ウ
は
じ
め
た
。

着
の
上
に
違
す
る
事
が
出
来
て
今
降
ウ
て
来
た
所
と
兄
あ

げ
る
と
身
性
が
ゾ
ク
ノ
ヽ
す
る
。
濃
は
と
振
う
か
へ
れ
ば

迫
つ
た
陰
氣
な
岩
壁
の
間
か
ら
も
の
す
ご
い
音
を
立
て
ゝ

落
ち
て
ゐ
る
。
太
い
丸
木
の
橋
に
辿
ウ
つ
い
た
の
が
四
時

五
分
で
あ
つ
た
。
こ
ね
で
雲
取
の
鞍
部
よ
う
こ
ゝ
ま
で
、

聾
飯
の
時
間
を
除
く
と
七
時
間
か
ゝ
つ
た
わ
け
に
な
る
。

此
の
橋
の
す
ぐ
下
の
所
は
即
ち
唐
松
谷
の
落
ち
口
で
、
や

は
う
濃
ヒ
馬
し
て
ゐ
た
。
つ
ま
う
日
原
方
面
か
ら
は
こ
ゝ

哉
で
立
派
な
道
が
あ
る
の
で
あ
る
。
橋
の
西
側
で
道
が
二

岐
し
て
ゐ
る
。　
一
つ
は

フ
サ
ビ
小
屋
へ
行
く
も

の
ら

し

く
、
他
は
噺
松
谷

へ
入
る
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
ヽ
か
ら
日

原
瑣
で
は
可
な
ム
長
か
つ
た
。
七
時
三
十
五
分
や
つ
と
山

上
屋
の
嬢
傍

へ
坐
う
込
む
事
が
出
来
た
。

要
す
る
に
日
原
川
の
本
谷
は
長
澤
谷
と
唐
松
谷
と
の
間

が
問
題
で
あ
つ
て
、
残
う
の
部
分
は
少
し
澤
に
経
験
あ
る

人
な
ら
困
難
し
な
い
と
思
は
れ
る
。
然
し
雨
谷
の
間
は
人

間
業
で
は
岸
と
通
る
事
は
不
可
能
で
あ
ら
う
。
地
固
の
記

載
の
簡
単
な
の
に
今
更
乍
ら
果
れ
て
し
政
ふ
。

次
に
蛇
足
乍
ら
日
原
ま
で
の
事
を
少
し
書
き
加
へ
る
。

午
後
四
時
牛
、
右
雲
取
山
道
ｂ
左
唐
松
谷
道
と
書

い
た
道

標
を
見
る
と
前
者
は
北
々
西
に
向
つ
て
登
つ
て
ゐ
る
。
こ

れ
は
長
澤
谷
を
横
切
つ
て
ゐ
る
相
で
あ
る
が
、
日
原
の
宿

の
主
人
の
話
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
つ
た
。

午
後
五
時
四
十
分
、
右
天
祀
紳
祗
参
道
Ｄ
左
雲
取
道
ｂ

雲
取
へ
約
二
里
、
長
澤
山
麓
約

一
里
牛
、
唐
松
山
約
二
里

牛
と
あ
る
道
標
を
見
た
が
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
天

祀
神
激
と
は
地
国
に
自
石
紳
離
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

孫
曾
谷
に
つ
く
前
に
天
凪
紳
祗
裏
参
道
と
書

い
た
道
標

も
あ
つ
た
。

地
固
に
大
日
谷
と
あ
る
は
日
原
邊
ウ
で
は
小
川
谷
と

い

ふ
方
が
普
通
ら
し
い
。
大
目
谷
と
云
つ
て
も
妙
な
顔
を
し

て
ゐ
た
。
大
日
堂
が
あ
る
か
ら
大
日
谷
で
も

い
ゝ
で
せ
う

六
〇

(270)



ト

澪
41

れ`

ト

シ

団

景

沖

鎌

印

三

日

１

一ヌ

腋

汁

壼
ご
ｏぎ

絆
戸
ヽ
ト

Ｆ

ざ

い
一
ヽ
い

‐

卜

「

“♂
腎

X
沖゛

ご
」
一Ｆ
Ｉ

―

―

ミ

ー

ー
ー

ム

ｏ
Ｆ

ｌ

ｖ

N

■

汁

き

静

↑

―

止

電

´
Ｉ

Ｔ

い

ヽ

√

―

‐

ヽ

８

ぎ

―

―

―

い

ｏ

ぎ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ヽ

ぎ

鴇

Ｆ

挙 糞

が｀ヾてヽ

1,"\ttl

|ヽ

おユ

汁ン

トネ

麟ト

那+Vト

汁

ヽ｀
ヽ■■

Ｘ

汁

か議

義

ト

ト

キ

　

′ヽ

ゆ

韮

静

N)〇_
6ぶ=
°い

ま

)片 」

∽

8ぎ
♪、
)|くヽ

】ド《
ゝ

`冬,ごく

そ一讐
C'プ

お1 ゝ
1灘tま

・
′・

出 心

島 い

4テ
―
■
Ｉ
Ｉ

ム
】Ｖ
ｌ

喩

芦
ゆ

>

づ細`卜滑哺掬
鬱





脱 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

と
云
つ
て
ゐ
た
。

三
峯
固
幅
の
日
原
川
と
あ
る
日
の
字
の
所

へ
落
ち
る
の

は
八
町
（宛
字
）
谷
で
あ
る
と
い
ふ
。

秩
父
大
宮
国
幅
に
あ
る
一
、
二
七
六
米
突
の
獨
立
標
高

路
を
有
す
る
尾
根
の
画
の
も
の
は
鷹
業
谷
で
、
五
日
市
固

幅
の
鷹
巣
山
は
あ
れ
で
も
い
ゝ
も
の
ら
し
く
想
へ
る
。

○
西
　
　
澤

里
（　
田
　
正
　
夫

山
岳
第
十
七
年
二
掘
に
既
に
書
上
氏
の
紀
行
が
あ
り
ま
す
。
今
更
山
岳

の
紙
面
を
徒
費
す
る
の
も
と
思
は
れ
ま
す
が
ゝ
氏
は
茸
狩
り
の
の
ん
き
な

逍
逓
て
ぁ
つ
て
も
か
な
り
か
ら
ん
で
通
ら
れ
た
や
う
で
す
。
そ
れ
で
す
か

ら
、
澤
を
出
来
る
だ
け
忠
貧
に
歩
い
た
記
録
と
し
て
案
内
代
り
と
思
つ
て

か
き
ま
す
。
よ
つ
て
甚
だ
無
味
乾
燥
て
あ
り
ま
せ
う
。

子
酉
川
の
落
合
の
小
屋
で
、
前
日
案
内
に
た
の
ん
で
お

い
た
日
原
登
氏
に
お
こ
さ
れ
て
、
勿
々
に
朝
飩
と
す
曖
し

て
、
西
澤
の
落
合
に
は
い
つ
た
の
減
午
前
七
時
牛
で
あ
つ

た
。
天
氣
晴
朗
。

大
久
保
澤
の
瀧
か
ら
、
石
扉
と
す
れ
す
れ
に
開
い
た
や

維
　
　
錐
　
　
○
西
澤

う
な
西
澤
の
間
と
は
い
れ
ば
、
直
に
魚
止
淵
が
迎

へ
て
く

れ
る
。
右
側

（以
下
常
に
上
流
と
む
い
て
左
右
と
い
ふ
。
）

の
石
扉
の
外
側
よ
う
斜
め
に
瀑
の
落
日
の
上
に
で
る
。
し

か
し
落
口
に
つ
ゞ
い
て
三
段
に
な
つ
た
飛
諜
と
二
つ
の
淵

が

一
丈
程
下
に
み
え
た
。
直
に
淵
の
下
に
お
う
た
か
つ
た

が
、
獲
氏
淵
の
上
ま
で
か
ら
み
な
が
ら
つ
れ
て
ゆ
く
。
か

く
し
て
、
全
く
西
澤
の
中
に
融
け
こ
ん
で
了
つ
た
氣
が
す

る
。
八
時
十
五
分
。

石
こ
ろ
の
少
し
あ
る
河
原
が
五
分
ほ
ど
つ
ゞ
い
て
、
な

め
が
再
び
出

て
く
る
。
し
か
し
そ
の
間
雨
岸
は
全
く
急

で
、
塞
、
尾
根
な
ど
の
こ
と
は
考
へ
に
浮
ば
な
か
つ
た
。

此
の
成
じ
は
、
大
淵

（長
七
ケ
笙
）
書
へで
は
憂
ら
な
か
つ

た
。
な
め
に
は
順
々
に
七
つ
程
の
淵
と
た
ゝ
へ
て
ゐ
た
。

再
び
河
原
が
出
て
、
澤
が
右
折
す
れ
ば
鎌
倉
淵
が
か
ゝ

っ
て
ゐ
る
。
右
側
と
よ
ぢ
る
。
し
ボ
き
に
ぬ
れ
る
位
で
あ

る
。
上
う
き
つ
て
ぢ
き
に
左
側
に
う
つ
る
。
そ
こ
に
瀧
と

な
し
て
、
小
澤
が
岩
の
上
を
ち
ょ
ろ
ち
ょ
る
と
す
べ
う
お

ち
て
ゐ
る
。
水
の
中
を
五
十
米
程
よ
ぢ
て
，　
一
段
、
段
に

な
っ
て
ゐ
る
下
で
右
に
か
ら
み
出
す
。
そ
の
下
は

一
枚
岩

で
当
岸
ま
で
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
。
之
と
か
ら
ま
ず
に
ゆ
く
た

六
一
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行 職 月 二 年 二 和 昭

雑
　
　
録

　

〔
）西
澤

め
に
は
数
十
尺
の
縄
を
要
す
る
と
い
ふ
。

一
枚
岩
は
二
三

町
つ
ゞ
い
た
ら
う
。
そ
の
経
で
、
急
に
左
折
す
る
。
折
れ

る
出
鼻
を
下
る
。
下
つ
た
と
こ
ろ
は
石
こ
ろ
の
あ
る
い
ゝ

な
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
流
よ
う
家
た
な
ら
こ
の
上
う

は
仲
々
み
つ
け
難
い
だ
ら
う
。
も
ど
っ
て
み
れ
ば
、
鎌
倉

淵
の
上
ま
で
、
雨
岸
の
一
枚
着
の
底
は
御
影
石
の
樋
の
如

く
碧

い
水
と
た
ゝ
へ
て
、
淵
が
な
ら
ん
で
あ
る
。

ゆ
る
や
か
な
な
め
は
次
第
に
石
こ
ろ
を
増
し
急
に
右
曲

す
る
。
つ
き
あ
た
う
に
は
、
ざ
れ
を
お
し
出
し
た
小
澤
が

あ
る
。
水
も
少
し
あ
る
。
ざ
れ
に
よ
っ
て
つ
ヽ
ま
れ
た
淵

が
あ
る
。
淵
に
は
数
丈
の
瀑
が
と
び
こ
ん
で
ゐ
る
。
五
淵

に
と
ど
い
力
の
で
あ
る
。
早
い
が
午
飯
と
く
ふ
。
お
し
だ

鴻
れ
た
本
の
根
の
下
で
焚
火
し
て
茶
と
の
む
。
十
時
四
十

五
分
よ
う
十
二
時
裁
で
体
む
。

五
淵
は
殆
ど
か
ら
哉
ず
に
水
の
右
側
に
そ
つ
て
上
る
。

第

一
の
淵
の
落
日
の
五
六
尺
上
に
切
う
は
ら
つ
た
あ
と
ら

し
い
通
れ
よ
う
な
と
こ
ろ
が
み
え
た
が
登
氏
は
、
夫
よ
う

も
っ
と
下
を
斜
め
に
と
っ
つ
い
て
落
日
の
十
尺
程
下
に
で

る
。
岩
の
割
目
に
つ
い
て
、
政
っ
す
ぐ
に
上
る
。
第
二
の

淵
は
落
日
に
つ
ゞ
い
て
之
を
か
こ
む
な
め
も
右
側
を
通
れ

る
。
第
二
の
淵
の
瀧
は
手
た
い
廣

い
落
日
か
ら
簾
の
や
う

に
流
れ
落
ち
て
ゐ
る
。
之
ヽ
右
手
に
つ
い
て
の
ぼ
る
。
第

三
．
第
四
と
次
第
に
小
さ
く
な
っ
て
く
る
。
か
は
い
ら
し

い
。
親
は
し
い
澤
だ
。
十
年
も
の
間
畏
催
し
て
ゐ
た
の
が

き
ま
う
が
悪
い
。
な
め
に
た
ゝ
へ
ら
れ
た
淵
は
ぐ
ん
ゞ
ん

奥

へ
と
誘
惑
す
る
。
知
ら
ぬ
う
ち
に
右
山
す
れ
ば
不
動
ノ

瀑
が
落
ち
こ
ん
で
ゐ
る
。
暗
い
ま
で
に
扶
ウ
Ｒ
か
れ
た
岩

の
中
に
淵
は
躍
動
し
て
ゐ
る
。
此
の
瀑
ヽ
岩
の
わ
れ
め
と

よ
ぢ
上
る
。
不
動
の
奪
像
と
い
ふ
穴
の
前
に
下
め
立
つ
。

大
き
な
岩
の
こ
ろ
が
う
だ
し
た
河
原
と
上
れ
ば
、
最
後
の

瀑
が
あ
る
。
不
遜
で
は
あ
る
が
、
「
と
ゞ
め
の
瀑
」と
よ
ん

で
み
た
。
あ
な
が
ち
語
呂
も
悪
く
な
さ
さ
う
だ
。

之
と
か
ら
む
た
め
右
側
の
尾
根
と
こ
す
。
上
ウ
十
分
。

尾
根
か
ら
は
丁
度
正
面
に
大
机
Ｄ
小
机
の
岩
峰
が
突
死
と

し
て
律
え
て
ゐ
る
の
が
み
え
た
。
普
通
は
等
高
的
に
か
ら

ん
で
ゆ
く
の
だ
が
と
い
ス
の
と
、
小
澤
に
つ
い
て
下
ウ
る
。

瀧
が
あ
つ
た
。
之
は
左
側
を
上
る
。

之
か
ら
河
原
も
出
て
、
澤
は
普
通
の
も
の
と
な
る
。
雨

側
に
木
立
も
で
て
末
て
、
そ
の
下
と
く
ゞ
る
こ
と
も
で
き

る
。
大
淵
の
近
く
に
な
れ
ば
傾
斜
も
ゆ
る
く
な
る
。
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大
淵
は
や
つ
ば
ウ
西
澤
で

一
番
大
き
く
直
後

一
二
町
は

あ
ら
う
。
な
め
の
上
を
渫
涼
と
し
て
す
ベ
ウ
お
ち
て
く
る

水
と
た
ゝ
へ
て
廣
い
河
原
に
つ
ゝ
ま
れ
て
ゐ
る
。
漁
師
の

小
屋
掛
も
あ
る
。　
一
時
間
ほ
ど
休
ん
で
茶
を
喫
む
。

此
の
上
に
筒
大
殺
淵
と
も
う

一
つ
の
淵
と
が
あ
る
が
、

や
れ
や
れ
と
し
た
氣
持
で
、
快
い
疲
勢
を
味
ひ
な
が
ら
唐

澤
の
落
合
ま
で
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
、
此
の
奥
に

「
べ
ん
が

ら
」
の
山
を
開
く
た
め
に
、
道
普
請
の
人
夫
五
六
人
が
小

屋
掛
け
し
て
夕
食
の
用
意
と
し
て
ゐ
た
。

之
か
ら
は
雀
の
ま
ゝ
に
ゆ
く
。
地
国
に
あ
る
雀
で
あ
ら

う
。
三
分
ば
か
う
で
あ
ざ
み
澤
に
は
い
つ
て
ゐ
た
。
澤
を

十
五
分
ほ
ど
遡
っ
て
左
側
の
京
洋
と
の
間
の
尾
根
の
低
く

な
つ
た
と
こ
ろ
で
之
に
上
る
。
尾
根
を
通
つ
て
等
高
的
に

窪
を
か
ら
む
で
か
ら
京
澤
に
下
る
。
そ
こ
に
は
國
師
参
詣

の
小
屋
が
あ
る
。
午
後
六
時
。

京
の
澤
の
水
で
継
を
清
め
て
、
う
ま
い
飯
を
く
ふ
。
釜

澤
を
通
つ
て
以
来
、
毎
日
の
や
う
に
業
し
み
に
し
て
語
ウ

あ
っ
て
ゐ
た
二
人
は
、
宿
望
を
途
げ
え
ら
れ
た
安
心
で
静

か
な
眠
に
つ
く
。
蟻
燭
の
焔
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ゆ
ら
め
い
て
焚

人
の
煙
紫
に
こ
め
て
い
つ
た
。

訂
　
正

第
二
十
二
年
第

一
競
固
版
十
五
の
温
生
ち
固
版
二
十
五
の
乾
生

と
あ
る
生
は
性
の
誤
。

団
版
三
十
六
の
小
隆
地
は
小
隆
』
の
誤
。

封

一
五
二
頁
間
版
黒
田
正
大
の
四
字
は
山
口
珪
次
と
訂
正
す
。

雑
　
　
録
　
　
つ
西
澤

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

大
三
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行 我 月 二 年 三 和 昭

雑
　
　
様
　
　
Ｏ
北
ア
ル
プ
ス
針
木
峠
の
惨
事

○
北
ア
〆
プ
ス
針
木
峠
の
惨
事

【
松
本
登
日
早
組
田
大
準
山
岳
部
長
専
門
葛
法
科
三
年
生
近
藤
正
君
外
十
名

ｌｔ
去
月
十
七
日
北
ア
ル
プ
ス
針
ノ
木
峠
の
大
澤
の
小
屋
を
根
擦
埴
と
し
て
越

年
ｔ
元
旦
の
初
日
の
置
を
蓮
華
岳
の
要
上
で
見
る
べ
く

大
澤
小
屋
に
滞
在
じ

た
が
十
九
日
以
来
大
吹
雲
と
な
り
廿
日
午
前
十

一
時
ご
ろ
漸
く
小
や
み
と
な

つ
た
の
で
こ
の
機
に
乗
じ
小
屋
を
出
豪
ス
キ
ー
練
習
に
赴
く

途
中
ス
パ
リ
岳

か
ら
百
甘
の
如
き
番
を
立
て
ヽ
大
奪
崩
が
襲
ひ
茶
り

一
行
十

一
名
は
忽
ち

埋
没
、
そ
の
内
近
藤
正
君
の
み
辛
く
も
逃
れ
て
雲
の
中
か
ら
は
ひ
出
し

留
守

小
屋
に
あ
る
有
明
人
大
組
合
の
大
和
由
松
に
念
報
し
、
大
和
と
雨
名
協
力

し

て
雲
に
埋
ま
つ
た
適
難
者
の
中
六
名
だ
け
を
午
後
四
時

に
至
つ
て
辛
く
も
掘

出
し
た
、
し
か
し
天
僕
再
び
猛
悪
と
な
り
加

へ
て
日
沼
と
な
つ
た
の
で

作
業

を
中
止
し
た
が
ず
で
に
長
時
間
を
経
過
し
て
ゐ
る
の
で
四
名
は
凍
死

し
て
ゐ

る
も
の
と
見
ら
れ
て
あ
る
、

一
方
堀
り
出
し
た
六
名
は
大
澤
小
屋
に
収
容
じ

暖
を
と
ら
し
め
大
和
江
藤
爾
名
は
大
尺
の
積
尊
を
泳
ぐ
が
如
く

廿

一
日
午
前

四
時
牛
大
町
封
山
竹
に
到
著
し
て
急
を
告
げ
た
の
て

大
騒
ぎ
と
な
り
、
大
町

署
と
封
山
備
と
で
人
夫
廿
餘
名
を
集
め
午
前
十
時
牛
封
山
備
の
百
瀬
孝
男
氏

組
指
揮
と
し
て
大
澤
小
屋
に
念
行
し
た
が
積
彗
深
く
し
か
も
軟
雲
と
て
進
行

意
の
如
く
な
Ｌ
ず
ｂ　
一
行
は
廿

一
日
畠
山
小
屋
に
泊
じ
翌

一
日
に
大
澤
小
屋

に
到
著
す
ふ
豫
定
で
、
夏
に
念
を
聞
い
た
早
大
山

岳
部
第
二
班
は
十
一
日
午

前
十
時
牛
大
町
勤
山
常
に
到
著
し
直
に
現
場
に
向
つ
た
、
な
ほ
信
濃
山
岳
會

及
び
大
町
清
防
組
百
餘
名
も
十
名
の
山
案
内
と
共
に
現
場

へ
急
行
し
た
、
縣

か
ら
は
面
島
摯
務
部
長
中
園
誰
含
課
主
事
等
大
町
に
来
た
り

捜
査
隊
を
指
揮

し
て
わ
る
。

【
松
本
覆
】
大
和
人
大
と
と
も
に
大
町
に
駈
け
つ
け
た

一
行
の
リ
ー
ダ
ー
近

藤
正
君
は
語
る

『
十

一
名
は
ス
キ
ー
練
習
を
す
る
鴛
大
澤
小
屋
を
廿
日
午
前

十

一
時
に
出
て
行
く
と
十

一
時
牛
に
大
音
響
と
共
に
雲
煙
が
越
つ
■
、
雲
崩

が
薬
た
と
い
ふ
の
で
ス
キ
ー
を
棄
て
、
逃
げ
や
う
と
し
た

が
ず
で
に
そ
の
時

は
何
れ
も
雲
の
下
敷
と
な
つ
て
め
た
、
そ
の
中
で
河
津
静
重
君

が

一
人
僅
の

距
麟
で
無
事
て
あ
つ
た
か
ら
自
分
は
雲
の
中
か
ら
引
出
さ
れ

大
和
人
夫
と
三

名
で
無
我
夢
中
で
四
名
を
漸
く
掘
り
出
し
た
。

残
り
の
四
名
は
ど
う
し
て
も

堀
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
の
み
か
雲
崩
が
危
険
な
上
に
日
浅
と
な
り
や
む
を

得
ず
自
分
は
人
大
を
つ
れ
て
急
を
報
告
に
来
た
次
第

で
あ
る
今
と
な
つ
て
は

賓
に
他
の
諸
君
に
中
し
わ
け
が
な
い
、
本
年
八
月
中
大
暴
風
雨
の
際

に
針
ノ

木
峠
、蓮
華
岳
、
ス
バ
リ
岳
の
山
崩
れ
の
た
め
に
針
ノ
木
の
雲
漢
が
泥
を
流
し

こ
れ
が
た
め
奪
漢
の
地
形
を
か
へ
て
ゐ
在
の
に
氣
が
付
か
な
か
つ
た
の
が
原

因
て
ぁ
る
、
堀
り
出
し
主
五
名
の
う
ち
江
口
君
が
指
先
に
凍
傷
を
負
つ
た
ほ

か
は
た
い
し
た
負
傷
も
な
く
小
屋
で
体
戴
後
間

も
な
く
元
氣
を
回
復
し
た
か

ら
或
は
再
び
迪
難
地
に
引
き
返
し
て
救
助
作
業

を
や
つ
て
わ
る
か
も
知
れ

ぬ
、
二
時
牟
ま
で
山
は
非
常
に
静
か
で
あ
つ
た
か
ら

作
業
に
は
好
都
合
と
お

も
は
れ
る
が
な
に
し
る
な
だ
れ
の
あ
つ
さ
が

ひ
ど
い
の
で
掘
り
出
し
は
容
易

て
あ
ら
ま
い
』
と
。
な
ほ
捜
査
除
が
大
町
に
戻
る
の
は

二
日
午
後
二
時
牛
の

豫
定
。

早
大
山
岳
部
で
は
廿

一
日
正
午
ご
ろ
大
町
か
ら
の
悲
報
に
接
し
部
長
大
島

難

　

報

六
四
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教
授
同
第

一
高
等
學
院
山
岳
部
長
崎
田
教
授
は

中
島
山
岳
部
員
外
二
名
を
伸

ひ
午
後
三
時
五
十
分
上
野
資
列
車
て
現
場
に
急
行
し
た
。

【
松
本
瓶
信
部
三
十

一
日
電
話
】
早
稲
田
大
學
山
岳
部
員

一
行
十
一
名
は
去

る
二
十
五
日
信
濃
大
町
封
山
舘
に
一
泊
し
、
笠
十
六
日
朝
南
安
曇
郡
有
明
村

の
山
岳
案
内
人
大
和
由
松
（
三
二
）
か
案
内
と
し
て
封
山
館
主
の
弟
百
瀬
孝
男

君
を
同
行
し
て
同
地
を
出
壺
、
五
里
牛
の
道
を
ス
キ
ー
で

進
み
針
ノ
木
峠
の

麓
に
あ
る
大
澤
小
屋
に
い
り
自
炊
じ
な
が
ら
毎
日
山
岳
ス
キ
ー
の
研
究
を
行

ひ
つ
ヽ
あ
つ
た
が
ｂ
三
十
日
午
前
十
一
時
頃
大
澤
小
屋
の

上
方
約
五
丁
の
ス

コ
ー
プ
で

一
行
十

一
名
が
そ
ろ
つ
て
ス
キ
ー
練
管
中
大
雲
崩
の
た
め
に
全
部

埋
浸
さ
れ
た
が
そ
の
う
ち
雲
を
漫
く
か
ぶ
つ
れ
河
津
静
重
君
（
二
十
二
）
が
や

つ
と
は
ひ
だ
し
小
屋

へ
な
ど
り
つ
き
急
存
告
げ
た
の
で

小
屋
の
番
人
や
案
内

人
が
願
つ
け

一
緒
に
な
つ
て
雲
を
掘
っ
て
漸
く
六
名
を
救
ひ
だ
し
れ
が

左
の

四
名
は
夕
方
ま
で
か
、
つ
て
も
衰
見
出
来
ず
や
む
な
く

三
十

一
日
午
前
五
時

大
町
の
宿

へ
引
あ
げ
て
大
町
警
察
署
へ
か
く
と
念
報
し
た
の
で

直
に
山
に
明

る
い
人
夫
並
に
干
村
湾
防
組
員
を
も
つ
て
捜
索
隊
を
つ
く
り
警
察
器
を
つ
け

て
急
派
し
た
、
死
亡
せ
る
も
の
と
絶
望
さ
れ
て
わ
る
四
名
は
左
の
如
し

東
京
市
外
戸
塚
町

諏
訪
五
三
更
科
方

早
大
経
済
科

一
年
　
山
　
本
　
勘
　
次
（
二
二
）

市
外
高
間
寺
九
二

代
々
木
山
谷
二
〇
三

早
大
理
科
一
年
生
　
家
　
村
　
貞
　
治
（
二
二
）

上

原

武

夫
（
二
〇
）

三
十

一
日
午
後

一
時
出
一獲
ｂ
畠
山
小
屋
に
一
泊
じ
元
旦
早
朝
針
ノ
木
に
向
ふ

か
ら
死
性
登
掘
に
着
手
す
る
の
は
二
日
朝
と
な
る
豫
定
で
あ
る
、
千
村
か
ら

針
ノ
木
ま
て
は
積
雲

一
文
五
六
尺
に
達
し
雲
崩
が
頒
々
と

起
る
危
険
な
場
所

て
あ
る
か
ら

一
同
は
決
死
的
覺
悟
て
赴
い
た
。

【
松
本
電
話
】
遭
難
現
場
よ
り
十
三
時
間
餘
を
費
し
て
下
山
し
急
を
大
町
署

に
報
じ
た
近
藤
正
君
と
案
内
者
大
和
由
松
君
は
へ
と
ノ
ヽ
と
な
つ
て
大
町
封

山
館
に
牛
は
死
せ
る
も
の
ヽ
如
く
月
を
構

へ
て
ゐ
る
が

記
者
に
封
し
て
近
藤

君
は
次
の
如
く
語
つ
た

『
三
十
日
朝
大
吹
雲
を
胃
し
て

根
擦
地
の
大
澤
小
屋

を
出
癸
し
小
屋
上
の
ス
ロ
ー
プ
て
ス
キ
ー
練
警
中
同
十
時
四
十
分
頃
ご
う
ご

う
た
る
吹
雲
が
起
つ
た
、
そ
の
頃
は
風
が
す
こ
ぷ
る
張

く
物
す
ご
い
吹
雲
の

音
を
聞
い
た
時
は
単
に
風
の
音
か
と
思

つ
て
わ
た
と
こ
ろ
、
ア
ツ
と
思
ふ
ま

に
幅
二
町
餘
の
谷

一
ば
い
に
な
つ
た
地
底
雲
崩
が
襲
ひ
か
、
り
、
固
い
古
い

雲
や
柔
か
い
新
し
い
彗
が
共
に
押
さ
れ
て
見
る
ノ
ヽ
二
丁
牛
程
も
下
に
押
し

流
さ
れ
て
爽
て
一
時
は
意
識
を
失
ひ
ま
し
た
が
暫
く
し
て
気
が
つ
い
■
時
自

分
の
月
は
四
十
五
度
位
の
傾
斜
で
立
埋
め
に
な
つ
て
わ

ろ
こ
と
が
わ
か
り
ま
′

し
た
の
で
ｂ
す
ぐ
私
は
呼
吸
も
出
来
な
く
な
り
ま
し
た
の
で

吐
く
息
を
少
し

く
吸
ふ
息
を
大
き
く
し
、
幸
ひ
に
雲
の
上
に
出
て
わ
た
右
腕
を

延
ば
し
て
動

か
し
ま
し
た
の
て
雲
が
ゆ
る
み
幾
分
口
許
が
自
由
に
な
つ
た
の
て

漸
く
善
通

の
呼
吸
が
出
来
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
た
め
勢
ひ
を
得
て
全
月
に
力
を
い
れ

て
見
ま
し
た
が
、
何
し
ろ
ス
キ
ー
を
は
い
て
わ
る
の
み
な
ら
ず

手
足
が
凍
た

る
の
で
大
率
を
だ
し
て
呼
び
ま
し
■
が
答
へ
る
も
の
が
な
い
の
て
、
こ
れ
は

皆
も
や
ら
れ
た
、
こ
れ
で
は
と
て
も
助
か
る
見
込
み
は
な
い
と

あ
さ
ら
め
ま

し
た
と
こ
ろ
が
紳
の
助
け
か
傍
を
通
行
す
る
人
が
あ
る
の
で

漸
く
掘
だ
し
て

も
ら
ひ
助
か
り
ま
し
た
、
幸
ひ
に
七
名
は
救
助
さ
れ
ま
し
た
が

全
男
凍
傷
を

府
下
井
荻
町
上
荻
窪

一
四

四

五

第

一
高
等
學
院

撃
科
二
年

第

一
高
等
學
院

理
科
三
年

‘

開
　
　
七
　

耶
（
二
三
）

干
村
敦
援
本
部
の
警
察
官
沿
防
除
人
夫
百
餘
名
か
ら
成
る
救
援
除
の
人
々
は

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

雑
　
　
報
，・′．
　

〇
北
ア
ル
プ
ス
針
木
峠
の
惨
事

六
五
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万
日

イ
オ三年二月ｇ

礼
届

一
一丁

４
１

爆キ　
　
様
　
　
〔
北
ア
ル
プ
ス
針
水
峠
の
惨
事

負
ひ
夏
に
ス
キ
ー
お
よ
び
靴
を
雲
に
奪
は
れ
た
の
で

全
く
活
動
力
を
彙
ひ
下

山
不
能
と
な
つ
た
の
て
他
の
六
名
は
な
ほ
小
屋
に
止
ま

つ
て
ゐ
る
も

一
番
さ

き
に
救
つ
た
の
は
彗
の
か
む
り
方
が
少
か
つ
た
河
津
静
重
君
で

同
君
が
救
助

の
た
め
い
ろ

ノ
ヽ
活
動
し
わ
れ
ノ
ヽ
は
救
は
れ
た
の
て
あ
り
ま
す
、
友
は
と

見
れ
ば
ス
キ
ー
の
先
き
が
僅
に
雲
の
上
に
出
て
あ
る
の
や
片
手

だ
け
だ
し
て

ゐ
る
の
や
氷
よ
り
固
い
雲
に
理
つ
て
ゐ
る
も
の
等
惨
た
ん
た
る
も
の
て
い
づ

れ
も
堀
だ
し
た
時
は
既
に
生
色
な
く
六
名
は
偶
死
の
状
態
て
あ
つ
た

の
で
顔

や
男
性
を
摩
擦
し
て
漸
く
息
を
吹
き
か
へ
し
た
の
で
あ
り
ま
ず
、
残
り
の
四

名
は
雲
崩
の
中
心
の
も
つ
と
も
雲
の
固
い
と
こ
ろ
に
理
ま
つ
た

た
め
ほ
と
ん

ど
掘
だ
し
よ
う
も
な
い
の
て
や
む
な
く
六
人
だ
け
小
屋
に
収
容
し
て
救
援
を

求
め
る
た
め
に
僕
と
案
内
人
と
が
午
後
三
時
に
出
褒
し
て
十
三
時
間
休
み
な

し
に
歩
い
て
大
町
に
着
い
た
次
第
で
す
残
念
な

が
ら
四
名
は
到
底
生
き
て
は

な
り
ま
せ
ん
』
と
暗
涙
に
む
ぜ
ん
て
わ
た
。

早
大
山
岳
部
で
は
四
年
前
よ
り
毎
冬
ス
キ
ー
除
を
組
織
し
積
雲
の
山
岳
に

登
り
山
小
屋
に
と
も
つ
て
ス
キ
ー
練
習
と
山
岳
登
山
を
し
て
来
た
が
今
年
は

そ
の
四
同
日
で
早
大
ス
キ
ー
除
と
し
て
か
う
し
た
遭
難
事
件
は
初
め
て
ヽ
あ

る
、
今
年
は
去
る
十
五
日
か
ら
開
山
方
面
に
ス
キ
ー
練
習
に
出
か
け
て
二
十

三
日
蹄
京
、
笠
二
十
四
日
夜
か
ら
二
月
七
日
ま
で
の
約
十
四
日
間
山
に
と
も

る
豫
定
て
近
藤
正
（
大
學
、
政
治
科
ゝ

一
年
生
）
君
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
江
日

親
造
〔大
、

政
ｔ
一
）
富
田
英
雄
（
同
上
〕渡
部
公
千
（同
上
）
山
田
次
耶
（
大
法
、

こ
河
津
静
重
〔第

一
高
等
學
院
文
科
、
二
年
）
並
に
今
回
逍
難
し
た
開
ｔ
耶
、

上
原
武
大
、
山
本
勘
次
、
家
村
貞
治
の
四
名
を
加
へ
た

全
部
十

一
名
は
二
十

四
日
午
後
十
時
牛
飯
田
町
騨
を
大
町
に
向
け
―１１
癸
し
た

も
の
で
あ
る
ゝ
大
島

早
大
山
岳
部
長
、
崎
踏
第

一
高
等
學
院

山
岳
部
長
ｌｔ
三
†
一
日
午
後
上
野
稜
ヽ

で
現
場
に
急
行
し
た
が
交
々
語
る
。
『
今
朝
八
時
頃
大
町
封
山
館
に
わ
る
一
行

の
リ
ー
ダ
ー
近
藤
君
か
ら
「
邁
難
急
援
頼
む
」
旨
の
第

〓
電
を
受
取
り
ま
し

た
、
今
年
の
春
も
早
稲
田
山
岳
部
て

二
名
犠
性
者
が
出
ま
し
た
の
に
氣
の
毒

て
た
ま
り
ま
せ
ん
ｂ
か
う
し
た
こ
と
が

一
般
の
ス
キ
ー
熱
、
登
山
熱
に
悪
影

奪
を
お
よ
ば
さ
ぬ
や
う
に
、
く
れ
た
ヽ
も
所
つ
て
ゐ
ま
す
。』

山
岳
部
に
達
し
て
わ
る
情
報
に
よ
れ
ば
、

別
項
松
本
通
信
局
電
話
の
如
く

二
十
六

日
朝
大
町
封
山
館
を
出
豪
し
大
澤
小
屋
に
む
け
て
登
つ
て
行
つ
ｌｌ

が
、　
そ
の
夜
は
小
屋
ま
て
着
け
ず
畠
山
に
一
泊
し
、
二
十
七
日
大
澤
小
屋
に

到
着
し
ゝ
い
よ
い
ょ
雲
山
の
生
活
を
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、

大
澤
小
屋

は
五
千
尺
の
高
所
に
あ
り
付
近
は
例
年

一
文
乃
至
二
丈
の
積
雲

が
ぁ
り
奪
崩

の
非
常
に
多
い
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
學
生
逹
は
山
小
屋
の
生
活

を
中
心
に
北
ア
ル
プ
ス
の
名
所
て
ぁ
る
針
ノ
木
峠

を
は
じ
め
蓮
華
、
ｍ
父
ケ

岳
等

へ
む
け
て
ス
キ
ー
登
山
を
な
す
豫
定
て
あ
つ
た
も
の
て
ゝ
學
生
が
大
雲

崩
に
遭
難
し
た
前
日
は
北
ア
ル
プ
ス
は
非
常
な
吹
雲
て
あ
つ
た
。

【
松
本
電
話
】
生
存
者
七
名
の
う
ち
下
山
し
た
近
藤
君
を
除
く
六
名
は
目
下

大
澤
小
屋
に
収
容
し
て
あ
る
が
彗
崩
の
た
め
約
二
三
時
間
も

生
理
と
な
つ
て

ゐ
■
の
で
、
い
づ
れ
も
顔
面
お
ょ
び
手
足
等
の
露
出
し
て
わ
る
箇
所
に
凍
傷

を
負
ひ
う
な
り
な
が
ら
救
援
除
の
到
着
を
待
ち
わ
び
て
わ
る
の
て

大
町
封
山

館
に
滞
在
中
の
早
大
山
岳
部
員
森
田
勝
彦
外
二
君
は

六
人
分
ス
キ
ー
用
具
お

よ
び
食
糧
品
を
携
帯
し
て
三
十

一
日
午
前
十

一
時
針
ノ
木

へ
向
つ
た
、

一
行

は
元
日
午
後

一
時
頃
現
場
に
到
着
す
る
は
ず
．

（
昭
和
三
年

一
月

一
日
東
京
朝
日
新
聞
）

【
松
本
電
話
】
北
ア
ル
プ
ス
針
ノ
木
峠
麓
大
澤
小
屋
付
近
て
地
底
奪
崩
の
た

め
埋
れ
さ
れ
た
早
稲
田
大
學
山
岳
部
員

一
行
十

一
名
を
救
助
す
べ
く
三
十

一

六
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日
信
濃
大
町
を
出
褒
し
た
大
町
警
察
署
員
干
村
清
防
組
青
年
国

の

一
除
百
餘

名
は
一
日
朝
漸
く
現
場
に
到
着
、
大
澤
小
屋
に
選
難
し
て
居
る
生
存
者
河
津

静
重
外
五
名
の
凍
傷
手
営
を
加
へ
て
居
る
が
江
口
親
造
ゝ
富
田
英
雄
の
雨
君

は
可
な
り
重
い
が
い
づ
れ
も
元
氣
を
回
復
し
て
め
て
直
に
一
行
を
通
難
現
場

延
案
内
し
上
、
か
く
て
執
護
除
百
餘
名
の
人
々
は
一
日
午
後
二
時
頃
か
ら
手

に
シ
ヤ
ベ
ル
を
振
つ
て
雲
崩
を
か
き
山
本
勘
次
（
二
二
）
外
三
名
の
死
盤
姿
掘

に
か
ゝ
つ
た
が
雲
崩
は
邁
難
後
夏
に
二
三
同
製
薬
し
た

事
と
見
え
て
雲
崩
の

上
に
雲
崩
が
重
な
り
死
澄
の
埋
没
地
艤
さ
へ
見
営
が
つ
か
な
く
な
つ
て
を

り
ゝ
薄
暮
ま
て
に
漸
く
谷

一
ぼ
い
埋
て
居
る
二
町
幅
の

雲
崩
を
谷
底
か
ら
山

に
向
つ
て
約
七
間
ほ
ど
が
き
分
け
た
が
途
に
何
者
も
一綾
見
す
る
に
至
ら
ず
同

自
の
作
業
を
中
止
し
た
。

【
松
本
電
話
】
大
澤
小
屋
に
休
養
し
て
わ
た
生
存
者
波
邊
君
外
五
君
は
救
援

の
た
め
現
場
に
急
行
し
た
同
僚
山
岳
部
員
度
瀬
氏
等
に
護
ら
れ
て

二
日
午
前

八
時
大
澤
小
屋
出
姿

一
路
下
山
の
途
に
つ
い
た
。　
正
午
頃
畠
山
小
屋
に
着
き

同
所
ま
で
出
迎
へ
主
大
島
早
大
、
崎
田
第

一
高
等
學
院
各
山
岳
部
長

そ
の
他

の
同
仕
と
出
合
ひ
無
言
の
ま
、
し
ば
し
相
擁
し
て
男
泣
き
に
泣
く

様
は
劇
的

シ
ー
ン
で
あ
つ
■
ｏ

一
日
は
凍
傷
を
負
う
て
は
居
る
が
元
氣
わ
う

盛
で
畠
山

小
屋
か
ら
馬
そ
り
に
乗
フ
同
僚
四
名
の
〓
崩
に
埋
ユ
ろ
針
ノ
木
峠
を
振
返
り

午
後
四
時
牛
大
町
封
山
館
に
い
り
町
醤
師
の
手
営
を
受
け

面
會
謝
経
の
上
静

養
し
て
居
る
。
曲
麓
平
村
大
出
ま
で
出
迎
へ
主

記
者
に
封
し
雨
手
の
凍
傷
も

痛
セ
し
い
渡
邊
君
は
語
る
。　
一
行
は
電
光
形
に
二
列
と
な
つ
て

ス
ロ
ー
プ
を

登
ら
ん
と
し
て
居
る
と
き
彗
崩
に
襲
は
れ
の
で
す
、
埋
液
さ
れ
た
の
は
全
く

一
瞬
間
で
、
あ
つ
と
思
ふ
間
に
僕
は
意
識
不
明
と
な
り
や
が
て
意
識
を
回
復

し
た
と
き
さ
て
は
や
ら
れ
た
な
と
思
つ
た
位
で
し
た
、
僕
は
立
つ
た
ま
ヽ
理

つ
て
わ
た
の
で
、
雨
手
を
ぐ
ツ
と
頭
の
上
に
さ
し
伸
し
て

〓
を
ゆ
る
め
か
す

か
な
が
ら
呼
吸
し
て
あ
る
と
雲
の
上
に
出
て
あ
る
僕
の
手
を
河
津
君
が
掘
り

だ
し
て
く
れ
た
の
で
す
、
雲
崩
な
後
で
調
べ
る
と
針
ノ
木
叶

一
帯
は
大
き
な

も
の
て
谷

一
ば
い
を
埋
め
て
居
り
門
君
の
埋
波
地
鮎
は
不
明
で
す
。

【
松
本
電
話
】
二
日
の
姿
掘
作
業
は
午
前
中
大
吹
雲
の
た
め
中
止
し
午
後
晴

れ
間
を
見
て
着
手
し
て
わ
る
が
到
底
登
掘
覺
東
な
く
馨
解
ま
で

待
つ
事
に
な

る
か
も
知
れ
な
い
。
捜
索
除
は
百
徐
名
で
大
澤
小
屋
お
よ
び
付
近
の
石
室
を

宿
所
に
あ
て
ヽ
居
ろ
が
寒
気
は
零
下
二
十
度
で
悩

ま
さ
れ
て
わ
る
、
三
日
か

ら
は
干
村
借
間
消
防
組
三
十
徐
名
も
参
加
し
最
後
の
努
力
を

試
み
る
事
に
竃

つ
て
あ
る
パ

一
月
二
日
東
京
朝
日
新
聞
）

【
松
本
電
話
】
北
ア
ル
プ
ス
の
早
大
生
邁
難
現
場
は
三
日
も
早
朝
か
ら
救
護

除
百
餘
名
の
手
に
よ
り
埋
液
死
盤
の
癸
掘
に
着
手
し
た
が
、
何
し
ろ
現
場
は

雲
の
深
さ
二
丈
五
六
尺
に
達
し
て
め
る
上
時
々
雲
崩
の
恐

れ
が
あ
る
の
で
作

業
進
ま
ず
、
三
日
午
後
四
時
か
ら
信
濃
大
町
封
山
館
の
投
資
本
部
て
急
に
早

大
側
、
遺
族
側
、
警
察
側
の
再
度
の
協
議
會
を
開
い
た
結
果
埋
没
者
の
死
構

装
掘
は
天
侯
険
悪
の
た
め
到
底
作
業
維
績
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら

三
日
を
も

つ
て
一
ま
づ
救
護
除
全
部
を
山
か
ら
引
揚
げ
る
こ
と
に
な
り
、

居
残
つ
て
ゐ

た
鈴
木
外
六
名
と
そ
の
他
の
人
夫
も
同
日
午
後
五
時
山

か
ら
大
町
に
蹄
米
じ

た
、
封
山
館
の
捜
査
本
部
も
多
分
四
日
を
も
つ
て
切
あ
げ

死
性
の
資
掘
は
そ

の
よ
ゝ
に
し
て
置
き
雲
解
け
を
待
つ
て
初
夏
の
六
月
頃
再
び
作
業
を
開
始
す

る
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
、
登
．掘
作
業
に
従
事
し
た
早
大
生
森
間
君
は
大
町
に

帰
爽
し
て
語
る
。
『
三
日
ば
か
り
の
大
規
模
な
登
掘
も
た
れ

の
も
の
と
も
わ
か

ら
ぬ
頭
髪

一
本
を
獲
見
し
た
の
み
で
死
性
の
一稜
見

さ
れ
る
ま
で
ヒ
の
髪
の
毛

を
記
念
し
て
埋
没
者
の
め
い
藤
を
所
り
ま
ぜ
う
』
と
せ
う
然
と
し
て
わ
た
。

難
　
　
報
　
　
の
北
ア
ル
プ
ス
針
木
峠
の
惨
事
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行  機  月 二  年  三  和  昭

ヽ
一　
　
‐‐―、‐一　
　
０
葛
ア
ル
プ
ハ
針
木
峠
い
惨
事

（
一
三
五
日
東
京
朝
日
新
聞
）

早
大
山
岳
部
の
難
明
書

わ
が
山
岳

ス
キ
ー
史
上
最
初
の
惨
事
、
千一崩
の
犠
牲
に
世
人
の
批
評
紛
々

れ
る
に
封
じ
早
大
山
岳
部
は
適
難
員
相
調
査
死
犠
捜
索
、
迫
悼
、財
務
の
四
委

員
會
を
組
織
し
善
後
策
を
講
じ
つ
ヽ
あ
つ
た
が
、
今
度
の
疲
難
事
件
は
最
近

漸
く
職
達
の
緒
に
つ
い
た
わ
が
ス
キ
ー
登
山
界
に
お
よ
ぼ
ず

影
響
甚
大
な
る

に
顧
み
未
知
て
あ
つ
た
正
博
前
後
の
奪
崩
に
迪
通
せ
る
事
賃
の
風
相
、
そ
の

後
の
庭
置
に
つ
い
て
五
日
午
後
六
時
欄
門
堂
に
お
い
て

大
島
部
長
四
谷
藤
田

雨
先
輩
生
存
者

一
同
よ
り
半
明
書
を
姿
表
し
種
々
説
明
す

る
所
が
あ
つ
た
、

筒
徹
底
的
な
る
科
学
的
研
究
ほ
遮
日
調
査
委
員
か
ら

螢
表
さ
ユ
る

は
ず
で

あ
る
。
ま
た
犠
牲
者
の
追
悼
倉
は
二
十
九
日
記
念
講
堂
で
行
ふ
豫
定
で
あ
る
。

葬
　
　
明
　
　
書

時
　
　
昭
和
二
年
十
二
月
二
十
日
午
前
十

一
時
頃

場
所
　
長
野
縣
北
安
曇
郡
籠
川
谷
′、赤
石
澤
と
本
谷
と
の
出
合
付
近
）

天
候
　
千一時
々
張
風
あ
り

気
温
　
撰
氏
零
下
七
度
最
低
氣
温
零
下
九
度

気
腱
　
六
一
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
小
屋
の
高
度

一
ゝ
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）
氣

温
氣
藤
は
午
前
十
時
頃
の
拠
測

リ
ー
ダ
ー
近
藤
正
指
導
の
下
に
ス
キ
ー
お
よ
び
登
高
法
の
練
管
を
目
的
と

し
中
食
を
大
澤
小
屋

（十
二
月
二
十
七
日
よ
り
一
月
八
日
ま
で
滞
在
の
豫
定
）

に
引
返
し
て
と
る
豫
定
に
て
十
時
牛
頃
小
屋
を
出
褒
し
本
谷
を
電
光
形
に
登

高
し
ボ
石
澤
と
の
出
合
付
近
を
波
邊
、
近
藤

（
常
に
第
二
位
に
あ
り
）
家
村
、

江
日
、
上
原
、
開
、
山
本
、
富
田
、
山
田
、
有
田
、
河
津
の
順
序

に
て
進
行

中
近
藤
は
異
様
な
風
の
音
に
似
た
音
響
を
開
争
奪
崩
を
直
覺
し
上
方
を
見
あ

げ
「
来
た
来
た
」
と
叫
ぷ
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
奪
崩
に
襲
は
れ
巻
込
ま
れ
顛
落

し
つ
、
一
丁
乃
至
四
丁
押
流
さ
れ
下
牛
男
の
埋
波

に
止
つ
た
河
津
、
有
田
の

外
全
部
埋
没
さ
れ
た
。

◇

自
力
に
て
は
ひ
出
た
河
津
、
有
田
は
手
首
の
出
て

わ
た
も
の
あ
る
ひ
は
頭

を
出
す
こ
と
の
出
来
た
も
の
を
探
し
て

順
次
掘
り
だ
し
　
一
―
賛
掘
さ
れ
た
も
の

と
更
に
捜
索
登
掘
に
従
事
し
最
後
に
雨
棋
の
ひ
も

二
寸
程
が
雲
面
に
出
て
わ

た
付
近
キ
掘
＝
既
に
気
絶
ぜ
る
江
口
を
発
掘
し
た
、　
そ
の
問
山
田
ぼ
近
藤

り

命
に
よ
口
営
時
小
屋
に
残
つ
て
わ
た
人
夫
大
和
に
急
報
し
・Ｉ
、
山
田
が
小
屋

に
到
着
し
少
時
後
時
計
は
十
二
時
四
十
分
を
示
し
て
わ
た
、
大
和
は
直
ち
に

シ
ヤ
ベ
ル
を
持
つ
て
税
楊
―■
赴
き
近
藤
そ
の
他
と

共
に
現
場
を
捜
索
し
た
が

七
名
の
費
掘
さ
れ
た
範
田
が
長
さ
三
丁
に
わ
れ
る
上
に
行
方
不
明
の
四
名
の

埋
淮
個
所
を
推
定
し
得
べ
き
何
物
を
も
雲
面
に
壼
見

―
・″得
ず
大
町
へ
念
■
ず

べ
く
近
藤
、
大
和
の
二
名
が
大
澤
小
屋
を
出
嶺
し
た
。

◇

大
町
警
察
署
に
お
い
て
は
暑
員
、
清
防
組
員
、
青
年
園
員
等
の
非
常
召
集

を
行
ひ
捜
索
除
を
組
織
し
て
本
部
を
野
口
ま
で
進
め
活
動
を
開
始
さ
れ
た
元

ユ
朝
ま
で
に
は
大
島
崎
晏
購
山
岳
部
長
を
始
め

先
輩
部
員
の
ほ
と
ん
ど
全
部

が
爽
投
さ
れ
大
澤
小
屋
の
牧
客
力
に
限
度
の
あ
る
こ
と
、
本
部
よ
り
現
場
ま

て
全

一
日
を
要
す
る
こ
と
の
た
め
に
最
初
の
登
掘
作
業
を

開
始
ぜ
ろ
は
元
ユ

の
朝
で
既
に
数
尺
の
増
積
奪
を
見
、
掘
る
上
に
積
ろ
新
奪
の
た
め
登
掘
作
業

の
困
難
釜
々
加
は
リ
シ
ヤ
ベ
ル
、
お
―
リ
ン
グ
も
何
等
の
手
懸

り
を
得
ず
か

っ
一
月
、
二
月
お
よ
び
二
月
の
中
旬
に
力、
け
て
積
學一量
を
増
す
の
み
な
る
こ

来
ハ

(2丁8)
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な
ク二可二ふ

轟、
キ轟二・．け

に
鷹
リ

と
よ
り
し
て
規
し
く
現
場
に
あ
つ
た
警
察
署
長
ゝ
遺
族
先
輩
達

の
協
議
に
よ

り
三
日
午
後
捜
索
を
一
時
中
止
じ
涙
を
の
ん
て
引
場

げ
る
こ
と
、
な
つ
た
。

◇

然

‐ン早
大
山
岳
部
が
大
三
十
三
年
十
二
月
以
来
三
ケ
年
の
経
統
に
よ
る
自

信
と
慣
電
な
る
準
備
ｂ
科
學
的
諄
究
の
結
果
に
な
つ
た
計
譲
を
も
つ
て
し
た

る
に
も
拘
ら
ず
貸
山
岳
部
否
全
日
本
ス
キ
ー
登
山
史
上
最
初
の
悲
じ
む
べ
き

出
来
事
を
ひ
き
起
し
た
こ
と
に
封
し
革
に
結
果
よ
り
な
ぜ
る
軽
卒
な
る
非
難

批
列
あ
る
ひ
は
誤
解
を
受
く
る
こ
と
は
到
底
忍
び
得
な
い
所
で
あ
る
、
故
に

恨
重
に
徹
底
的
に
調
査
研
究
し
て
脊
一山
界
並
に
祀
會

一
般
‐１
公
表
す
る
こ
と

が
女
々
の
義
務
て
あ
り
叉
貴
さ
犠
牲
者
の
露
を

慰
む
る
根
本
的
の
も
の
て
あ

る
こ
と
を
信
じ
て
居
る
ｃ
（
一
月
十
日
東
京
朝
日
新
聞
）

○
大
雲
崩
で
四
戸
埋
没

【
機
父
特
富
】
十
四
日
午
後
六
時
浦
山
村
度
河
原
部
落
に
大
き
な
〓
崩
わ
り

同
“
安
藤
石
松
、
十
沼
す
∴
ヽ
、
上
林
さ
だ
、
篠
出
ま
さ
の

四
家
屋
十
七
■
埋

初ぼ
．
す
ゞ
ハ
長
女
い
れ
（
一
七
）
さ
だ
（
六
五
）
の
雨
名
即
死
．
石
松
ｒ
（
一
）

他
六
名
重
傷
。
こ
の
惨
事
に
村
役
場
ｔ
員
青
年
回
線
出
で

救
動
作
業
中
、
簡

六
十
五
戸
危
険
の
た
め

一
部
落
全
員
谷
に
避
難
ぜ
じ
め
響
戒
中
で
あ
る
こ
（
二

月
十
六
日
東
京
朝
日
新
聞
）

○
會
員
通
信

△
ハ
月
十
二
日
か
ら
蕉
峡

な
立
´
て
ゝ
立
――～
か
ら
剣
ュ
猫
叉
、

モ
勝

・
山
の

族
、
プ
ナ
ク
ラ
各
か
ら
伊
折

へ
下
り
、

二
十
三
日
露
熊

し
ま
し
た
ｃ
黒
部
ヘ

雑
　
　
報
　
　
の
大
奪
崩
で
四
戸
埋
淑
　
〇
會
員
数
信

も
と
思
ひ
ま
し
た
が
家
郷
か
ら
の
招
状
で

名
残
を
惜
ん
で
、
来
る
十
月
中
旬

の
高
山
乃
至
白
骨
方
面
へ
の
湯
の
族
を
思
ひ
つ
い
て

露
宅
し
よ
し
た
。
蘇
映

は
今
全
く
中
秋
で
す
ゝ
中
天
の
噴
姻
と
外
輸
の
山
々
の
維
青
と
放
馬
と
の
情

景
も
叉
格
別
で
す
、

一
度
先
生
の
御
来
訪
を
得
た
く
存
じ
ま
す
、
先
日
田
村

博
士
と
二
日
の
山
の
旅
を
し
ま
し
た
。
（
昭
和
二
年
九
月
下
旬
北
田
正
三
）

△
領
豊
山
か
ら
大
日
岳
烏
帽
子
岳
に
遊
び
、
赤
谷
口
湯
ノ
干
温
泉

へ
下
ろ
豫

定
で
爾
十
四
耶
か
ら
新
潟
高
校
の
石
本
君
と
六
月
五
日
に
登
出
し
た
が
、
翌

日
か
ら
天
僕
悪
愛
、
手
も
足
も
出
ぜ
ず
に
頂
上
の
小
屋
で

籠
居
二
日
に
及
び

し
も
先
途
の
見
込
立
た
ず
、
依
て
三
国
岳
劇
ヶ
峯
か
ら

川
入
へ
下
山
、
玉
川

赤
各
両
方
面
か
ら
昨
年
遅
く
道
を
苅
つ
た
こ
と
が

確
質
に
引
つ
た
。
流
石
ほ

傾
豊
積
算
量
の
大
な
る
こ
と
驚
く
ば
か
り
、
頂
上
は
燃
料
不
足
で
あ
る
。

次
―■
は
東
大
の
安
藤
君
と
現
軽
に
三
貫
目
ば
か
り
の
リ
ニ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
背

負
ひ
ゝ
足
駄
て
赤
谷
日
か
ら
登
山
ｂ
玉
川
下
り
を

ガ
ン
バ
”
通
し
た
、
爾
方

面
と
も
道
は
大
に
よ
く
な
り
た
り
ｂ
笏
越
園
境
線
を
縦
走
ぜ
ん
と
ぜ
し
も
ｂ

ヽ
れヽ
は
一
寸
油
断
が
出
来
ぬ
の
で
や
め
た
。
午
後
は
い
う
も
曇
ら
の
で
算
と

藪
の
連
綾
に
見
通
し
が
利
か
ず
、
尤
も
間
口
し
た
。
第

一
日
、
午
前
十
時
赤

谷
輝
下
車
、
細
雨
ゝ
萩
の
花
喚
け
る
を
見
る
、
大
釣
橋
横
格

へ
午
後
十
二
時

十
三
分
着
、
飯
豊
川
右
岸
を
湖
る
、
全
部
橋
あ
り
も
澤
り
名
及
里
程
い
小
札

あ
り
、
五
時
温
泉
着
。
土
地
の
人
戯
れ
て
ヤ
ツ
ト
温
泉
と
い
ふ
、　
一
日
で
ヤ

ッ
ト
着
く
の
故
な
り
と
ｂ
大
天
幕
張

リ
ガ
ス
ラ
イ
ト
を
用
ふ
、
三
食
附

一
油

一
日
五
十
錢
、
人
夫
賃
二
日
、
良
案
内
者
な
し
。
第
二
日
、

午
前
六
時
十
五

分
出
套
、
八
時
四
十
分
不
動
濃
を
封
岸
に
見
る
、　
九
時
五
十
分
赤
澁
洋
、
十

一
時
十
三
分
セ
ン
ダ
ク
澤
（
小
屋
あ
り
）
午
後
三
時
牛
烈
越
鯛
境
、
四
時
御
手

洗
池
ゝ
大
冨
雨
め
り
鳳
強
く
霧
深
く
大
残
雲
て
見
通

し
ｔ
利
か
ず
、
寒
さ
と

六
九
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行 機 月 二 年 三 和 昭

確
　
　
輩
　
　
０
含
員
通
信

任
松
に
苦
じ
め
ら
れ
、
六
時

五
十
分
御
西
岳
通
過
、
九
時
牛
頂
上
小
屋
着
、

嵐
静
ま
り
て
月
上
る
。
大
抵
の
人
は
セ
ン
グ
ク
小
屋
に
油
り
て
墾
朝
出
稜
じ

午
後
三
時
頃
頭
上
小
屋
に
着
く
と
の
事
な
り
。
第
二
日
晴
天
ミ
ャ
マ
ウ
ス
ユ

キ
草
多
し
、
費
球
山
、
針
目
尾
根
を
下
ら
も
十

一
時
二
十
分

一
三
二
〇
米
三

角
鮎
着
、
暑
く
し
て
ト
ン
ヤ
多
く
飛
び
交
ふ
。
午
後

一
時

二
十
分
大
″ム
澤
中

食
。
崎
山
澤
を
合
せ
た
玉
川
キ
徒
渉
し
、
カ
イ
ラ
ギ
澤

湯
澤
を
波
り
、
小
玉

川
温
泉
（
領
輩
温
泉
）
着
円
時
、
湯
洋
を
中
に
し
て

二
十
餘
の
小
屋
建
ち
並

ぶ
。
第
四
日
午
前
五
時
二
十
分
出
登
、
十

一
時

大
里
峠
頂
上
、
下
つ
て
構
某

‐１１
泉
よ
り
縣
道
へ
出
で
下
川
日
に
至
り
、
大
よ
り
自
動
車
に
て
坂
町
葬
に
至

り
汽
車
に
て
新
潟
に
鏑
ろ
ご
（
九
月
二
十
五
日
藤
島
源
太
耶
）

△
拝
啓
。
九
ＩＪ
二
十
四
日
の
夜
行
に
て
鳳
鳳
山
塊
の
織
走
を
や
り
ま
し
た
ｏ

折
柄
の
運
体
に
て
列
車
は
法
外
め
混
雑
、
小
生
と
常
員
山
田
多
市
氏
と
令
弟

の
二
人
か
ら
ふ
じ
て
席
を
得
ま
し
た
、
主
崎
下
車
で
同

一
コ
ー
ス
を
志
し
た

の
は
他
に
敷
組
織
勢
三
十
人
近
く
で
其
夜
の
北
小
室
小
屋
は
ま
る
て
盛
夏
の

富
士
石
室
の
や
う
な
混
雑
て
し
た
、
墾
朝
は
午
前
三
時
十
分
小
屋
職
。
賽
の

河
原
て
日
の
出
を
見
ま
し
た
。
天
候
は
中
分
な
き
快
晴
て
近
く
白
峯
三
山
、甲

斐
駒
其
他
江
中
ず
に
及
ば
ず
、
遠
く

木
曾
駒
ｂ
御
嶽
、
乗
鞍
、
槍
穂
高
ま
で

一
望
の
下
に
あ
り
ま
し
た
。
た
ゞ
中
腹
以
下
は
終
日
漠

々
た
る
雲
海
に
妨
げ

ら
れ
て
め
て
ゝ
野
呂
川
の
源
谷
を
覗
き
見
る
こ
と
を
許

さ
れ
な
か
つ
た
の
は

遺
憾
と
云
へ
ぱ
云
へ
ま
す
、
秩
父
方
面
も
其
り
せ
い
か
、
朝
の
う
ち

金
峯
、

朝
日
岳
が
、　
一
寸
見
え
た
だ
け
で
し
在
。
先
日
富
士
と

一
緒
に
降
彗
し
た
ら

し
い
の
が
同
ノ
岳
頂
上
附
近
に
自
く

光
つ
て
見
え
ま
し
た
、
業
師
ケ
岳
か
ら

の
降
り
に
も
ｔ
ホ
ン
ノ
の
少
し
清
え
残
つ
た
の
が
あ
り
ま
し
な
、

一薔
青
木
湯

跡

へ
降
り
切
つ
た
時
、
前
面
の
ガ
ン
を
熊
が

二
匹
登
る
の
を
稜
見
し
ｂ

一
同

大
群
に
叫
ん
だ
の
で
奴
さ
ん
達
、
砂
か
ら
ず
硬
独
し
て
一青
一は
右
へ
切
れ
て

叢
林
の
中
に
逃
げ
込
み
残
る

一
匹
は
永
い
問
か
ゝ
つ
て
、
吾
々
の
翠
に
教“
ろ

か
さ
れ
乍
ら
、
や
う
や
う
ガ
レ
の
頭
へ
姿
を
清
し
ま
し
た
、
近
く
で

出
合
つ

た
ら
大
犠
なヽ
騒
動
で
す
が
離
れ
て
わ
た
の
で
、
飛
ん
だ
お
景
物
で
し
た
。

■
母
石
村
か
ら
鳥
居
峠

へ
か
、
ろ
迄
の
橋
が
落
ち
て
わ
る
と

聞
い
て
小
武

川
水
電
の
ト
ロ
道
を
往
復
共
行
き
ま
し
た
が
、
大
艶
な
せ
同

の
や
う
で
す
。

続
は
無
く
と
も
徒
渉
は
困
難
で
な
か
つ
た
と

韮
崎
罪

へ
鯖
着
し
て
ｂ
他
の
組

の
人
逹
か
ら
聞
い
て
惜
し
く
思
ひ
ま
し
■
。
（
九
月
二
十
九
日
本
村
久
太
耶
）

△
去
る
十
日
、
入
映
日
野
春
韮
崎
に
遊

び
甲
府
に
一
油
甲
斐
山
岳
會
の
有
志

と
含
談
す
。
昨
十
三
日
早
朝
甲
府
を
出
嶺
、
壼
山
よ
り
大
菩
薩
峠
に
登
る
、

晩
秋
の
山
路
誠
に
結
構
、
日
川
谷
に
下
り
嵯
崚
熙
岐
来
に
一
泊
、
本
目
甲
府

に
出
て

夜
行
に
て
賜
京
の
積
、
何
れ
其
節
。
（
十
四
日
朝
鍍
果

に
て
大
木
猪

之
吉
）

△
小
生
去
る
九
月
十
九
日
ｂ
革
月
上
野
豪
の
終
車
に
て

昨
年
松
本
氏

一
行
の

難
行
い
た
さ
れ
侯
上
越
境
の
山
々
を
左
記
の
行
程
を
以
て
踏
破
仕
り
侯

ヘ
ビ

乍
簡
単
御
報
告
中
上
僕
．

翌
二
十
日
の
夕
暮
頃
、
湯
洋
に
二
十
分
程
延
着

し
た
る
鶯
、
土
樽
村
行
の

軽
便
に
間
に
合
ず

一
泊
。

二
十

一
日
。
晴
。
策
れ
て
問
合
ぜ
置
き
侯
剣
持
政
吉
氏
宅
に
立
寄
り
小
生

の
到
着
を
得
首
し
て
待
ち
居
り
し
林
惇
次
（
二
九
）
創
持
干
治
（
三
七
）
の
雨
人

を
連
れ
午
前
十

一
時
二
十
分
同
宅
か
職
足
蓬
峠
に
午
後
二
時
四
十
分
清
ｂ
利

根
川
水
源
地
の
山
々
の
眺
望
誠
に
素
晴
く
存
じ
申
候
。
午
後
五
時
三
十
分
茂

倉
岳
手
前
に
露
誉
。

二
十
二
日
。
曇
、
雨
。
午
前
七
時
五
十

分
露
書
地
登
、

一
ノ
倉
、
谷
川
富

七
〇
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士
、
薬
師
岳
は
霧
の
中
に
攀
ず
、
十

一
時
五
十
分
越
後
富
士
の
山
頂
に
達
し

候
頃
稚
ζ
霧
も
晴
‘
行
手
め
山
々
を
望
見
す
る
を
得
候
、
其
の
夜
は
毛
度
澤

鞍
部
よ
り
少
々
上
州
側
に
降
り
た
ら
虎
に
暮
螢
、
細
雨
と
相
成
り
中
候
ｃ

二
十
三
日
。
時
々
晴
。
氣
づ
か
ば
れ
僕
雨
も

夜
明
け
頃
や
み
午
前
七
時
稜

足
仙
の
倉

（
三
の
字
山
）
十
時
五
十
分
着
、
暫
時
休
息

い
た
し
干
標
山
よ
り

大
源
大
山
ゝ
三
関
山
と
殊
に
甚
だ
し
き
藪
を
港
り
て

午
後
五
時
五
十
分
三
闊

峠
に
出
で
維
現
堂
の
前
に
て

一
同
拍
手
を
打
ち
中
候
。
そ
れ
よ
り
晴
が
り
の

路
を
提
灯
の
光
を
頼
み
に
と
も
ず
れ
ば
清
入
つ
て
了
ひ
そ
う
な

澤
憾
ひ
を
法

師
温
泉
長
壽
館
に
迪
り
着
き
候
ひ
し
は
七
時
三
十
分
頃

と
存
じ
侯
。
釜
Ｂ
山

人
避
は
越
路
に
小
生
は
墾
々
日
の
二
十
五
日
に
鏑
東
仕
り
侯
。
林
憾
次
は
中

々
の
名
案
内
に
て
終
始
七
貰
日
程
の
荷
を
背
負
中
侯
。
（
十
月
三
日
小
島
染
之

助
）

△
御
通
信
中
上
侯
。
「山
岳
」
二
十

一
年
二
焼
所
載
沼
井
氏
の

「十
二
ヶ
岳
と

鬼
ケ
岳
」
の

一
文
は
殊
の
外
興
味
深
く
舞
見
致
侯
。
遊
意
坂

り
に
し
て
同
行

者
識
索
す
る
も
待
ち
切
れ
ず
ゝ
二
十
二
日
朝
飯
田
町
よ
り
大
月
に
向
ひ
候
。

吉
田
へ
は
電
車
よ
り
乗
合
自
動
車
が
宜
し
く
汽
車
毎

に
通
ひ
居
り
候
。
近

末
、
山
村
僻
地
に
至
る
迄
自
動
車
使
の
有
之
事
は
驚
ろ
く
ば
か
り
に
て
、
こ

ヽ
吉
田
を
中
心
に
し
て
、
大
月
に
、
精
進
に
、
御
殿
場

に
と
至
ら
ぎ
る
な
き

有
様
に
御
座
候
。
大
月
吉
田
は

一
時
間

（
賃

一
、
０
０
）
御
殿
揚

へ
は
一
時
間

牛
（
賃

一
、
九
〇
）
に
て
音
目
を
想
ひ
て
そ
の
利
便
の
程
隔
世
の
感
有
之
侯
。

然
し
自
動
車
に
て
走
り
過
ぎ
て
は
浩
達
の
風
景
賀
値
が

低
落
し
た
る
や
う
思

は
れ
て
何
や
ら
気
の
毒
に
覺
え
侯
。
伸
々
三
ツ
峠
山
麓
や
、
山
中
の
宿
あ
た

り
は
自
動
車
に
て
飛
ば
す
所
に
は
無
之
僕
。
さ
り
と
て

今
と
な
り
て
は
到
庄

荷
を
背
負
ひ
て
歩
く
の
愚
に
堪

へ
ず
、
畢
党
吾
等
は
奥
叉
奥

へ
と
心
掛
く
る

ほ
か
途
は
な
く
、
ヽ
れヽ
も
時
流
と
あ
れ
ば
致
し
方
無
之
侯
。
船
津

ょ
り
長
資

へ
も

乗
合
の
モ
ー
タ
ー
船
運
航
致
し
層
り
結
局
三
浦
屋
迄
上
踏
ま
ず
に
参
り

候
．
聖
代
の
像
澤
と
云
へ
唯
恐
ろ
し
き
程
な
り
。
河
口
湖

よ
り
の
御
坂
山
脈

の
眺
め
は
鬼
ケ
岳
以
西
を
望
み
得
ぬ
恨
み
あ
れ
ど
最
も
批
快
な
る
も
の
に
御

座
侯
。
か
く
て
宿
に
着
き
し
は
二
時
牛
な
れ
ば
、
軽
瘍
ｌ■

ス
テ
ツ
キ
打
ち
振

り
段
和
山
に
登
り
候
。
先
づ
隧
道
脇
を
鳥
坂
上
に
押
し
上
り
、
鞍
部
よ
り
左

へ
尾
根
上
を
憾
ひ
二
十
分
に
て
山
頂
に
達
し
僕
。
中
分
な
さ

山
道
に
て
宿
り

者
も
こ
の
道
が
最
も
よ
じ
と
申
し
候
。
頂
上
は
東
西
に
長
く
綾
や
か
な
る
芝

原
に
て
小
松
と
落
葉
松
の
風
趣
格
別
面
白
く
遊
山
場
と
し
て
絶
好
の
地
に
御

座
候
ｃ
位
置
と
し
て
精
進
の
パ
ノ
ラ
マ
に
優
れ
、
富
士
山
は
申
ず
に
及
ば

ず
ｂ
五
湖
の
線
て
を
竹
磁
な
し
猶
嬉

し
き
は
十
二
ケ
岳
ぅ
鬼
ケ
岳
を
手
に
と

る
如
く
仰
期
し
得
る
こ
と
に
候
。
叉
峯
上
を
西
に
篠
ひ
下
れ
ば

鳴
澤
は
ず
れ

の
紅
集
一畳
に
出
づ
ろ
可
く
ゝ
ヒ
れ
は
樹
海
北
端
の
藤
崎
と
共
に
近
峰
開
か
れ

た
ろ
新
ら
し
き
遊
覧
客
向
き
の
名
勝
地
と
か
、
猶
東
に
大
嵐
よ
り
村
界
を
上

る
も
の
と
合
せ
て
三
つ
は
何
れ
も
縣
設
に
力、
ゝ
る
山
麟
邁
路
の
由
聞

き
及
び

侯
。
頂
上
に
二
等
三
角
貼
有
之
、
折
柄
秋
の
日
に
自
ベ
ン
キ
輝
き
居
り
候
。

概
し
て
手
入
よ
ろ
し
く
心
地
よ
く
候
。
長
演
の
三
浦
屋
は
道
路
ょ
り
入
り
た

る
黙
よ
ろ
し
く
ト
ン
ネ
ル
向
ふ
の
西
湖
の
家
よ
り
却
つ
て
落
着
き
候
。
ヽ
のヽ

附
近
の
山
歩
き
に
は
先
づ
ｌ
の
家
の
他
無
之
候
Ｊ
亭
主
の

一
気
風

め
る
も
寧

ろ
好
感
を
懐
き
侯
。

毎
朝
午
前
八
時
に
行
を
出
で
て
鳥
坂

・
別
名
鳥
居
峠
）
の
書
道
―■
入
り
峠

上
よ
ＩＪ
右

へ
笹
ケ
峯
に
向
ひ
侯
．）
尾
根
上
の
一
筋
道
何
の
煩
ひ
も
な
く
候
）

三
分
之
二
登
り
た
る
稿
々
干
か
な
る
地
貼
よ
＝
左
に
眺
む
ろ
御
澤
奥
め
岩
峯

と
黒
木
交
り
の
間
葉
樹
の
秋
色
は
今
が
見
頃
に
て
給
も
及
び
難
し
と
思
ひ

難
　
　
＝
　
　
Ｏ
倉
員
類
信

被 二 第 年 二 十 二 第 岳 山
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僕
。
ナ
。時
間
十
分
笹
ケ
峯
の
二
等
三
角
業
に
立
ち
中
し
候
。
こ
の
邊
春
二
月

頃
来
ら
ば
と
一
人
憧
が
れ
候
。
こ
ゝ
よ
り
の
河
口
湖
の

眺
望
は
素
時
ら
し
く

去
り
難
く
覺
た
侯

へ
共
漸
く
雲
低
く
風
騒
が
し
く
そ
ヾ
ろ
前
途
の
急
か
ら
れ

ば
愈
ヽ
ニ
ツ
山
の
険
に
向
ひ
侯
３
漸
く
に
し
て
十

一
時
十
五
分
十
二
ケ
岳
頂

上
に
イ
辮
営
を
開
き
僕

へ
ど
も
霧
釜
こ
深
く
楽
し
み
し

眺
望
か
逸
し
候
こ
と

残
念
１１
僕
。
此
虎
に
は
河
口
湖
畔
保
勝
會
に
て
立
て
た
る
役
の
小
角
に
関
す

る
札
あ
り
、
そ
の
文
を
面
白
く
讀
み
侯
。
ほ
か
に
大
石
側
は
新
ら
し
き
木

造
の
小
計
、
西
湖
側
に
件
岩
を
刻
み
て
造
り
し
高
さ
三
尺
徐
の
石
祠
あ
り
も

何
れ
も
雨
乞
に
は
露
騎
灼
然
た
る
由
。
孵
ろ
き
た
る
は
後
者
が
鉾
岩
造
り
の

事
に
て
昔
時
西
湖
村
よ
‐―
大
力
の
者
の
み
洋
技
な
し
、
洋
同
と
な
く

脊
負
ひ

■
げ
、
し
か
も
敷
崩
登
り
て
は
交
代
し
つ
ヽ
完
成
し
ろ
由
、
如
何
に
も

心
地

よ
き
話
に
僕
は
ず
や
、
情
し
き
哉
先
年
大
石
村
の
自
痴
者
戯
れ
に
こ
れ
を
全

部
谷
へ
突
き
落
し
た
る
際

一
部
は
迩
に
見
付
け
得
ず
し
て
今
代
ふ
ろ
に
木
材

を
以
つ
て
修
復
さ
れ
居
り
侯
。
頂
上
よ
り
牛
丁
程
東
に
南

へ
西
湖
へ
下
る
道

も
立
派
１１
見
ら
れ
候
。
一総
じ
て
十
二
ケ
岳
東
西
の
悪
場
も
山
厳
道
路
開
設
の

御
蔭
か
氣
―■
せ
し
程
の
事
も
な
く
た
や
て
く
通
過
致
し
候
。
成
程
こ
の
湯
は

晴
天
な
ら
ば
極
め
て
始
ま
し
き
散
歩
道
に
候
は
ん
。
中
節
刀
へ
は
標
杭
に
教

は
り
て

一
寸
寄
り
道
致
し
侯

へ
ど
も
、
霧
中

一
人
歩
き
の
寂
し
く

分
け
て
も

山
競
Ｌ
樹
木
最
早
冬
山
の
姿
な
れ
ば
、
北
飾
刀
は
省
略
し
て
引
き

返
し
鬼
ケ

岳

へ
と
念
ぎ
僕
。
鬼
の
手
前
の
鞍
部
に
て
し
よ
い
び
く
を

脊
負
ひ
た
る
五
人

の
男
１１
逢
ひ
候
３
岳

ヘ
カ
フ
ハ
ギ
と
云

ふ
茸
を
採
り
に
参
り
た
る
に
て
何
れ

も
ず
で
に
三
四
貫
目
獲
り
た
る
に
■
驚
ろ
き
候
こ
十
二
ケ
岳
北
裏
の
谷
を
下

り
■
大
石
に
鋳
〓わ
な
り
と
中
し
居
り
僕
こ

鬼
ク
岳
の
岩
峯
に
達
ゼ
し
は
正
に
一
時
、
最
後
の
期
待
と
せ
し

眺
望
を
得

ざ
る
の
み
か
霧
四
邊
を
立
ち
ヒ
め
雨
さ
へ
降
り
出
し
け
れ
ば

南
に
二
つ
の
隆

越
を
割
愛
し
て
鍵
掛
峠
に
向
ひ
侯
。
山
議
道
路
は
流
石
何
虎
迄
も

歩
き
よ
く

績
き
て
東
は
船
津
よ
り
三
ツ
峠
の
南
足
根
に
始
ま
り
、

西
は
王
岳
を
越
へ
て

綺
進
に
至
る
延
長
十
八
里
と
か
、
誠
に
好
個
の
遊
山
道
路
に
御
座
候
。
鬼
ケ

岳
ふ
り
鍵
掛
峠
の
途
中
に
て

（
地
固
に
示
せ
る
一
峯
の
西
寄
り
に
て
―

根

湯
に
で
其
虎
を
ヨ
ド
上
と
中
し
居
り
候
）
コ
メ
ツ
ッ
ジ
の
見

真
な
る
を
資
多

見
付
け
雨
中
も
構
は
ず
、
そ
の
中
の
兎
が
葉
を
喰
は
ざ
り
し
や
ぅ
な
の
を
二

三
本
持
ち
蹄
り
候
。
盆
裁
に
仕
立
て
な
ば
仲
々
宜
し
か
る
可
く
存
じ
侯
。

鍵

掛
峠
は
湖
水
地
方
よ
り
甲
府
へ
の
近
道
に
て
立
派
な
る
道
に
て
、
鍵
掛
の
名

の
起
り
た
る
鶯
宿
側
の
難
所
も
今
は
音
の
夢
―二
相
成
侯
。
三
時
牛
根
場

の
演

ょ
リ
モ
ー
タ
ー
船
に
て
西
湖
村
に
渡
＝
候
。
秋
雨
薫
然
と

降
り
し
き
り
寒
冷

均
に
泌
み
て
堪
え
が
主
く
湖
邊
の
風
物
寂
と
し
て

岳
渡
ろ
嵐
の
諄
を
恐
ろ
し

く
聞
き
入
り
侯
。
三
浦
屋
も
今
脊
は
客
な
く

驚
燈
の
光
り
晴
き
心
地
致
さ
れ

侯
。
明
日
は
天
氣
次
第
に
て
御
坂
、
女
坂
を
経
て
真
野
澤
か
笹
子
瞬
に
下
る

可
ぐ
侯
。
（
長
演
に
て
十
月
二
十
二
日
夜
ｃ
村
越
Ｅ
次
）

△
舞
啓
。
十
五
日
午
後
新
宿
出
発

同
日
七
時
過
日
原
へ
到
着
致
し
翌
日
は
雨

の
鷲
鐘
乳
洞
及
び
小
川
の
大
瀑
を
見
物
し
て
東
京
ふ
り
の
友
人
を
待
ち
、
十

七
日
朝
の
内
は
小
雨
な
る
も
舞
る
ヽ
見
込
有
之
候

へ
ば

張
力
二
人
を
連
れ
豫

定
の
如
く
白
石
棘
泄
裏
参
道
よ
り
立
岩
下
に
至
り
脚
泄
裏
よ
り
尾
根
簿
ひ
に

て
梯
子
坂
を
下
り
其
夜
は
長
澤
谷
の
一
支
流
岩
茸
谷
の
小
屋
に
一
泊
仕
候
。

小
屋
は
破
れ
果
て
居
り
候
も
雨
露
を
凌
ぐ
に
は
充
分
に
有
之
候
。

十
八
日
、
無
上
の
快
晴
に
て
午
前
八
時
小
屋
を
出
覆
日
蔭
谷
を
週
り
、　
二

問
尾
根
よ
り
芋
ノ
未
ト
ツ
ケ
ヘ
登
り
直
に
自
岩
山

へ
往
復
致
し
、
年
後

一
時

二
十
分
雲
取
山
頂
へ
着
し
中
候
、
眺
望
を
恣
に
し
た
る
後
小
雲
取
に
て
ゴ
ン

七
二
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工
尾
棋
ふ
リ
ロ
原
へ
欝
る
張
力
と
別
れ
。
小
生
等
は

七
ツ
石
ふ
り
小
袖
川
を

下
―′
て
鴨
澤
に
至
り
夜
九
時
牛
氷
川
村
三
河
姪
へ
技
宿
仕
僕
。

十
九
日
．
午
前
十
時
出
資
小
留
浦
よ
り
大
田
和
峠
を
越
へ
戸
岩
を
見
物
の

上

‥′Ｆ。日
市
よ
り
露
京
仕
候
。
（十
月
二
十
三
日
長
谷
川
長
次
郎
）

△
拝
啓
。
新
雲
の
山
と
紅
葉
を
賞
し
■
く
十
月
十
三
日
夜
行
飯
田
町
扉
姿
十

四
日
信
州
大
町
に
到
り
、
黒
岩
直
吉
外
二
名
の
人
大
を
鷹
ひ

そ
の
日
鹿
島
川

を
測
り
大
冷
澤
に
野
螢
、
墾
日
新
雲
の
上
を
鷹
島
槍
を
極
め
棒
小
屋
澤
源
流

の
導
上
に
野
営
、
十
六
日
棒
小
屋
澤
二
俣

へ
氷
れ
る
雲
と
岩
石
の
上
を
漸
く

下
つ
て
野
誉
ゝ
十
七
日
は
棒
小
屋
二
供
の
小
屋
場
ょ
り
下
流
は
東
満
道
を
下

り
鰯
澤
中
央
部
の
「
ツ
ル
ギ
の
大
瀑
」
を
封
岸
よ
り
見
物
し
て
戻
り
、
そ
の
日

は
新
越
洋
二
供
の
小
屋
場
に
野
奮
、
ヽ
ヽ
の
日
ま
て

天
侯
思
ば
し
か
ら
ず
途
に

雲
と
な
り
十
八
日
起
き
出
づ
れ
ば
高
山
白
彗
に
破
は
れ
樹
氷
の
美
し
さ
と
そ

の
下
に
つ
ゞ
く
紅
業
の
幽
麗
さ
に
驚
嘆
致
し
侯
。

紅
葉
を
賞
し
新
彗
の
立
山

の
ア
ル
プ
ス
の
如
き
景
、
下
席
下
の
縦
親
ｔ
赤
澤
の
唆
峰
の
雲
の
姿
な
ど
に

陶
鮮
し
て
赤
澤
に
下
り
、
御
前
澤
よ
り
干
ノ
小
屋
へ
着
泊
翌
日
下
廊
下
ｂ
二

十
日
に
は
上
廊
下
の
一
部
を
見
物
、
二
十

一
日
針
ノ
木
澤
大
南
澤
附
近
に
野

誉
．
二
十
二
日
大
町
二
十
三
日
需
京
致
し
侯
。

新
維
の
美
し
か
り
じ
如
く
黒
部
川
の
紅
葉
は
棒
小
屋
新
越
御
前
澤
附
近
を

中
心
と
し
て
賓
に
光
彩
を
放
ち
居
り
侯
、

木
挽
澤
附
近
の
大
漢
谷
一
杯
に
光

り
散
る
紅
業
の
仕
親
黒
部
の
紅
葉
を
知
ら
ざ
る
も
の
は
ま
た

紅
葉
を
話
る
は

如
何
か
と
さ
へ
思
は
れ
侯
。
（
十
月
二
十
四
日
、
大
町
封
山
館
に
て
冠
松
次

耶
、
岩
永
信
雄
）

△
十
月
十
四
日
の
夜
行
で
東
京
を
強
ち
、
十
五
日
は
田
口
ふ
り
杉
野
澤
を
維

て
笹
ケ
峰
牧
場
泊
．
翌
日
は
員
川
を
湖
つ
て
焼
山
往
復
ｂ
十
七
日

は
牧
勁
よ

リ
ュ
川
、

ニ
グ
ロ
川
を
波
り
ｂ
水
洋
川
を
緩
て
黒
姫
山
の
画
鞍
部

を
通
り
大

統
よ
り
柏
原
に
出
て
露
京
し
ま
し
た
ｏ

笹
ケ
峰
３
』典
川
、
天
狗
原
山
ょ
り
乙
見
山
峠
に
か
け
て
の
紅
葉
は
全
く
素

晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
、
寒
さ
も
叉
激
し
く
十
三
日
か
に
は
牧
場
に
も
少
し

降
雲
が
ぁ
つ
れ
そ
う
て
す
ゝ
焼
山
は
勿
論
か
な
り
の
雲
て
冬
景
色
を
塁
し
て

居
り
ま
し
た
。
（
十
月
二
十
日
田
中
菅
雄
）

△
井
啓
。
小
生
去
る
十
月
二
十
一
日
上

野
酵
・登
湯
構
管
、
湯
の
小
屋
及
び
狩

小
屋
澤
出
合
に
泊
り
３
狩
小
屋
洋
を
湖
り
至
佛
岳
に
至
り
、
黎
澤
を

下
つ
て

尾
瀬
ケ
原
に
出
て
十

一
月
四
日
鯖
京

い
た
し
ま
し
た
。
狩
小
屋
澤
は
相
営
に

瀧
も
あ
り
新
雲
に
苦
し
め
ら
れ
約
七
時
間
を

要
し
ま
し
た
。
猪
澤
の
下
り
は

二
時
間
牛
て
し
た
。

藤
原
の
上
の
原

一
帯
及
び
至
佛
岳
は
冬
季
ス
キ
ー
を
。使
用
す
れ
ば
可
成
リ

面
白
い
所
と
思
は
れ
ま
す
。
（角
田
吉
夫
）

雑
　
　
報
　
　
〇
會
員
耗
信

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

七
〓
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行 磯 月 二 年 三 和 昭

會
　
　
報
　
　
○
第
二
十
日
大
會
記
事

會

　

報

○
第
二
十
日
大
會
記
事

昭
和
二
年
十
月
九
日
、
本
含
第
二
十
同
大
含
を
赤
坂
Ｅ

溜
池
三
含
堂
に
於
て
午
後
六
時
か
ら
開
催
し
た
。
講
演
は

小
島
鳥
水
氏
の

米
國
の
大
手
洋
岸
に
於
け
る
山
岳
に
就
て

と
題
す
る
も
の
で
、
八
十
枚
の
ス
ラ
イ
ド
と
使
用
し
、
二

時
間
に
亘
ウ
て
縦
横
に
快
辮
を
振
は
れ
、
多
大
の
威
銘
を

聴
衆
に
典

へ
た
。
氏
は
工
金
銀
行
支
店
長
と
し
て
北
米
加

州
の
ロ
ス
ア
ン
ジ
ニ
″
ス
と
桑
港
と
に
在
留
十
二
年
の
久

し
き
に
及
ん
だ
の
で
、
其
間
に
シ
ィ
エ
ラ
・
ネ
バ
グ
や
キ
ャ

ス
ケ
ー
ド
山
脈
の
諸
山
猛
探
ら
れ
、
此
年
の
四
月
に
鯖
朝

さ
れ
た
ば
か
う
で
あ
り
、
ス
三
含
堂
は
本
含
で
大
含
と
催

す
際
に
は
幾
年
か
績
け
て
含
場
と
し
て
家
た
も
の
で
あ
つ

た
が
、
大
震
災

り
篤
に
暫
く
中
絶
の
上
む
な
き
に
至
っ

た
、
そ
れ
が
此
年
鐵
筋
混
疑
土
の
立
派
な
建
物
と
な
つ
て

更
生
し
、
再
び
含
場
と
し
な
つ
た
詳
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

新
知
見
を
公
開
す
る
に
こ
の
新
館
を
以
て
し
た
こ
と
は
、

誠
に
ふ
さ
は
し
い
次
第
で
あ
つ
た
と
い
へ
る
。

室
は
三
階
の
中
講
堂
で
、
講
演
に
先
立
ち
、
之
に
開
係

あ
る
氏
所
蔵
の
国
書
及
大
小
の
篤
具
其
他
を
室
内
に
陳
列

し
て
、
午
後

一
時
か
ら
展
覧
に
供
し
た
。
中
に
就
て
、
瑞

西
の
博
物
學
者
で
ス
氷
河
研
究
の
先
覺
者
の

一
人
で
あ

る
ア
ガ
シ
先
生
や
一ノ
イ
ン
ダ
″
教
授
の
氷
河
に
開
す
る
著

書
と
共
筆
蹟
、
ラ
ス
キ
ン
氏
の

「
近
世
蓋
家
」
の
山
岳
論

の
初
版
等
は
人
目
を
な

い
た
。
冠
松
次
郎
氏
の
出
品
せ
る

黒
部
の
篤
具
敷
十
枚
も
、
今
夜
黒
部
の
活
動
篤
具
を
映
篤

す
る
の
で
人
の
足
を
止
め
る
。
カ
ラ
コ
ラ
ム
山
脈
の
霧
王

で
と
中
心
と
し
た
十
萬
、
二
十
六
萬
及
百
高
分

一
の
印
度

地
目
と
篤
具
と
を
配
し
た
木
暮
理
太
郎
氏
の
出
品
は
、
如

何
に
ヒ
マ
ー
ラ
ヤ
山
脈
の
規
模
の
大
き
い
か
を
知
る
に
好

い
参
考
で
あ
つ
た
。

午
後
六
時
十
分
、
木
幕
幹
事
開
合
の
鮮
を
述
べ
、
小
島

氏
は
壇
に
上
つ
だ
。
講
演
は
先
づ
北
米
山
岳
の
配
列
を
読

き
、
次
で
大
手
洋
岸
に
於
け
る
シ
ィ
エ
ラ
ｏ
ネ
バ
タ
及
キ
ャ

七
”
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班 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

ス
ケ
ー
ド
雨
山
脈
に
就
て
概
評
を
試
み
、
花
闇
岩
よ
め
成

る
シ
イ
エ
ラ
●
ネ
バ
タ
と
新
火
山
岩
よ
う
成
る
キ
ャ
ス
ケ
ー

ド
と
と
比
較
し
て
、
前
者
を
日
本
北
ア
／
プ
ス
に
警

へ
る

な
ら
ば
、
後
者
は
御
岳
火
山
版
な
ど
に
営
る
可
き
も
の
な

ら
ん
と
述
べ
、
今
や
米
国
で
は
漸
く
火
山
に
注
目
し
之
を

珍
重
す
る
様
に
な
つ
た
事
は
、
大
山
国
の
吾
々
に
は
楡
快

な
こ
と
で
あ
る
と
結
ば
れ
、
そ
れ
よ
う
映
書
に
就
て
、
氏

の
登
攀
さ
れ
た
キ
ャ
ス
ケ
ー
ド
山
脈
の
諸
山
を
説
明
し
、

タ
コ
マ
官
土
の
構
あ
る
ン
ニ
ア
ー
山
ょ
う
フ
ッ
ド
山
に
及

ぼ
し
、
日
本
人
と
し
て
の
べ
Ｆ
カ
ー
山
の
初
登
山
談
を
最

後
と
し
て
壇
と
降
ら
れ
た
。

次
に
冠
幹
事
指
導
の
下
に
文
部
省
の
活
動
篤
具
隊
が
撮

影
し
た
黒
部
峡
谷
二
巷
が
映
篤
さ
れ
る
。
黒
部
の
活
動
篤

具
は
他
に
も
あ
る
が
、
文
部
省
の
も
の
は
現
在
で
は
下
廊

下
の
核
心
に
最
も
近
づ
い
て
撮
影

し
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
従
つ
て
最
も
深
く
黒
部
を
知
る
こ
と
を
得
る
も
の
で

あ
る
。
同
省
で
は

一
切
他
に
貸
す
こ
と
と
し
な
い
の
で
あ

る
が
、
特
に
本
含
の
篤
に
末
場
し
て
映
篤
さ
れ
た
こ
と
は

威
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
深
奥
な
る
峡
谷
と
壮
大
な

る
岩
壁
と
、
力
張
い
水
の
姿
態
と
は
略
ば
、
遺
憾
な
く
篤

し
出
さ
れ
て
、
身
は
親
し
く
黒
部
を
族
し
て
あ
る
威
が
あ

つ
た
。

斯
く
て
含
を
開
ぢ
た
の
は
午
後
九
時
牛
で
、
家
會
者
は

含
員
外
を
合
せ
ゝ
殆
ど
四
百
名
で
あ
つ
た
。

Ｏ
第
三
十
八
日
小
集
含
記
事

昭
和
二
年
十

一
月
二
十
七
日
午
後

一
時
よ
う
、
麹
町
Ｅ

紀
尾
井
町
清
水
谷
皆
香
園
に
於
て
開
催
、
左
の
講
演
が
あ

つ
た
。芋

木
ノ
ト
ッ
ヶ
を
中
心
と
し
て
　
長
谷
川
長
次
郎
氏

芋
木
ノ
ト
ッ
ク
と
い
ス
の
は
郡
村
誌
に
在
る
山
名
で
、

武
蔵
通
志
の
山
岳
篇
に
は
芋
ノ
木
ト
ッ
ヶ
と
な
つ
て
ゐ
る

が
、
軌
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
か
、
現
今
で
は
此
名
は

日
原
で
は
知
つ
て
ゐ
る
人
も
な
い
ら
し
い
の
で
、
聞
き
質

す
こ
と
も
容
易
で
な
い
と
い
ふ
。
或
は
秩
父
方
面
の
構
呼

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
郡
村
誌
の
記
事
に
抜
れ
ば
五
萬

分

一
三
峰
固
幅
の
自
岩
山
（
一
九
二
丁
二
米
）
の
南
に
接

す
る

一
九
六
〇
米
の
日
と
有
す
る
山
が
そ
れ
で
あ
る
、
つ

ま
う
自
岩
山
の
最
高
難
と
稀
し
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。

氏
は
日
原
方
面
か
ら
白
石
紳
甦
を
経
、
長
澤
谷
に
出
で
ゝ

(285)
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會
　
　
一致
　
　
０
東
京
ふ
け
見
ゆ
る
山
の
略
固

七
六

行 職 月 二 年 三 和 昭

之
に
登
ら
れ
た
ヽ
の
で
、
附
近
の
地
勢
や
澤
の
名
に
就
て

詳
細
に
読
明
）０
れ
た
。
此
附
近
は
藪
に
閉
日
し
て
近
づ
く

人
ｔ
な
か
つ
た
の
だ
か
ら
っ
以
後
の
登
攀
を
志
す
人
に
好

い
参
考
と
な
つ
た
。
大
に

東
京
ょ
う
見
ゆ
る
由
に
就
て
　
　
木

暮

理
太
郎
氏

は
、
氏
が
多
奪
苦
心
し
て
作
製
さ
に
た
東
京
よ
う
見
ゆ
る

山
ガ
ス
ケ
ッ
チ
中
、
最
ヽ
興
味
あ
る
も
の
や
、
山
名
の
疑
は

し
い
も
や
．
ス
は
輪
郭
の
錯
綜
し
た
も
の
等
に
就
て
廓
大

せ
る
ス
ケ
ッ
チ
に
擦
ウ
て
所
信
と
述
べ
ら
れ
、
最
近
の
晴

査
談
と
共
に
参
考
と
な
る
多
数
の
篤
具
を
も
示
さ
れ
た
。

衛
ほ
氏
は
之
を

一
繹
め
に
し
て
出
版
さ
ね
る
意
志
で
あ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。

営
日
の
末
含
者
は
長
谷
川
長
次
郎
。
長
谷
川
孝

一
、
酒

井
忠

一
、
山
田
力
、
品
田
豊

一
郎
、
山
崎
和

一
、
木
村
久

太
郎
、
大
熊
保
夫
、
磯
貝
藤
太
郎
「
村
越
匡
次
、
木
村
堀

吉
．
川
崎
吉
敷
、
芋
川
稔

一
、
堀
亀
雄
、
吉
田
竹
志
、
野

口
末
廷
、
岩
井
三
郎
、
原
田
保
之
助
、
小
林
三
郎
、
菅
沼

連
大
郎
、
性
々
供
雄
、
波
邊
漸
、
笠
原
潤
二
郎
、
山
田
多

市
、
別
所
梅
之
助
ゝ
岡
田
喜

一
、
松
井
幹
雄
、
川
日
敏
郎
、

矢
島
華
助
、
鈴
木
勇
、
西
川
囲
彦
、
山
本
六
三
郎
．
山
口

成

一
ゃ
小
島
染
之
助
、
本
多
友
司
．
飯
塚
篤
之
助
　
岩
永

信
雄
、
西
岡
俊
雄
、
冠
松
次
郎
、
鳥
山
悌
成
、
藤
島
敏

男
．
高
頭
仁
兵
衛
ｂ
別
宮
貞
俊
、
木
幕
理
太
郎
の
四
十
四

氏
に
し
て
、
別
に
含
員
外
の
家
含
者
が
八
名
あ
つ
た
。

Ｏ
東
京
よ
り
見
ゆ
る
山
の
略
固

東
京
よ
う
見
ゆ
る
山
の
ス
ケ
ッ
チ
は
、
本
誌
第
八
年
第

二
競
に
中
村
清
太
郎
氏
筆
の
東
京
郊
外
池
袋
よ
う
望
め
る

秩
父
群
山
、
第
九
年
第

一
琥
に
木
暮
理
太
郎
氏
筆
の
東
京

愛
宕
塔
上
よ
う
望
め
る
大
井
川
奥
山
、
第
十
年
第

一
枕
に

同
じ
く
木
暮
氏
筆
の
東
京
近
郊
赤
笏
墓
よ
う
望
め
る
浅
問

山
ョ
ノ
男
性
山
マ
デ
が
掲
載
さ
れ
て
ゐ
る
外
、
未
だ
他
に

新
し
く
費
表
さ
れ
た
も
の
を
知
ら
な
い
。
恐
ら
く
無

い
の

で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
水
路
部
山
嶽
含
で
は
含
員
小
倉
伸
吉

氏
と
介
し
て
之
と
出
版
し
た
い
か
ら
と
筆
者
の
一
人
木
暮

幹
事
に
曖
で
照
含
し
て
来
た
の
で
、
本
含
に
て
は
別
に
差

支
な
き
も
の
と
認
め
、
木
暮
氏
は
自
筆
の
も
の
は
勿
論
中

村
氏
の
も
の
も
誤
れ
る
箇
所
や
山
名
等
を
訂
正
し
て
其
旨

を
答

へ
た
。
同
含
で
は
此
等
に
東
京
近
郊
多
摩
川
垂
地
よ

あ
望
め
る
箱
根
出
と
丹
洋
山
及
東
京
よ
う
見
ゆ
る
山
の
分
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虎
＂
互

ャ
ぅ

ペ
ダ 年 十 二第＾岳 山

臼
耳
義
山
岳
會
は
千
九
百
二
十
七
年
十一
月
五
日
附
を

以
て
本
合
に
害
を
寄
せ 、
恐
ら
く

承
知
あ
る
ま
竺か
と
前

盗
さ
し
て
同
合
が
既
に
二
年
前
に
再
典
し
て
戦
前
の
活
勁

を
胆
緒
し
て
ゐ
る
旨
と
述
べ 、
止
む
な
く
中
絶
し
て
ゐ．Ie

蔽
交
と
再
び
新
に
す
る
喜
を
設
さ 、
以
前
の
如
く
出
版
物

の
交
換
と
行
ひ
た
く 、

最
近
の
分
を
別
封
に
て
御
目
に
か

0
内ヰ
森山
岳
含の
復
活
0
蕊

含出只
紹
介

含
,'‘

 
9
9
 

14..
 

0
白
耳
義
山
岳
會
の
復
活

ゃ

七

同 弔
心 同 弔 同 同 同

0
新
入
會
員
紹
介

•
•
9
.

,

.

,
9
1
,

1
↓
 

喜

喜
へ 、
四
六
全
版
約
半
戟
大
に
領
め
て
出
版
し 、

一
け
る

よ
ぅ
て

〈昇

嘉亨

雰 。
尚

鵞
鸞

翌

小
倉
氏
よ
り

二
十
枚
本
合
に
寄
阻
＄
れ 、
且
希
睾
者
に
は

岡
書
と
紛
失
し
た
の
で 、
前
か
ら
の
雑
誌．歪
欲
し
3
と
思

質
捜
十――
志き
に
て
頒
つ
と
の
事
で
あ
っ
た
か
ら 、
第
三
十

令か 、
ど
う
い
ふ
條
件
で
誤
つ
て
呉
れ
る
か
知
ら
し
て
珀

八
同
小
梨
倉
の
庶
上
に
其
岡
を
掲
げ 、
希
望
者
に
は
本
合

け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
と
附
け
加
へ
て
あ
っ
た 。
之
に
耐
し

に
て
取
次
ぐ
旨
と
述
べ
た
所 、
多
数
の
申
込
者
が
あ
っ

て
本
令
か
ら
も
相
店
の
返
術
を
狡
し
出
し
た 。
但
し
「
山

だ
然
る
に
其
後

小倉
氏
か
ら
六
十
枚
t
寄
服
さ
れ
た
の

岳」
の
残
部
が
な
い
の
で
先
方
の
折
角
の
希
辺
を
滴
す
こ

で 、
先
着
の
申
込
者
に
は
送
料
だ
け
に
て
そ
れ

人＼
郵
送

と
の
出
来
な
い
の
代
甚
だ
逍
懺
で
あ
る
C

し 、
尚
ほ
二
百
枚
の
培
刷
と
依
禎
し
た
る
に 、
一
枚
五
錢

に
て
引
受
ら
れ
た 、
そ
れ
で
希
望
者
に
は
郵
税
共一
枚
九

錢
に
て
頒
ち
得
る
こ
と
ヽ
な
っ
た 。
但
し一
人一
枚
限
り

に
願
ひ
た
竺
本
含
は
小
倉
氏
の
厚
意
に
深
く
戚
謝
す
る

次
第
で
あ
る 。

昭
和
二
年
十
月
及
十一
月
の
幹
事
令
に
て
入
合
を
許
可

苔
れ 、
正
泌
の
手
綬
¥]
経
て 、
合
員
と
な
ら
れ
た
方
々
をj

左
に
紹
介
す
る 。

奇
艮字
済
破

(287)
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郎
氏

五
十
凪
芳
雄
氏

伊

東

俊

旅
氏

米

谷

稔
氏

晶
野
偽
太
郎
氏

食且
旅
紛
失
の
屈
出
に
よ
り 、

規
定
に
従
ひ
て 、

貪只
に
新
樅
披
と
登
條
し
た 。

-
0
万
四
（
烈ハ
0
七）

大
阪
市

大

中

椋

三

従
つ
て
合・只
穿
六
0
七
披
は
無
致
と
な
っ
た 。

左
の
諸
氏
か
ら
退
食＂
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で 、

手
組
と
了
し
た 。

昭
和
二
年
十
n
十
四
日
附（
六
五
二）
兵
庫
縣

同

(-
五
六）
東
京
市

同 同 同

〇
退

（
四
八i
l
-

)

束
京
市

（一
七
七）
東
京
府

セ

ー
、

ピ

ー
・
ワ

ー
ン

ン

氏

野
崎
孵
太
郎
氏

那
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戦
氏

西
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健

治
氏
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會

者

0
會
員
章
再
交
附

岡 同

左
記

郎
氏

直
に
其

同 同同同同同同

（一
右
四）
東
京
府

+
n-
E'
五
8
伯（i
ミ
ニ
）
京
京
市

十：
月
十
口
附ハ
即
七
二）
兵
廊
低

十
二
月
八
日
附ハ
四
0
二
）
屈

十
二
ij
十
二
日
附（
七――――-)
同

十
二
月
二
十
ふユ
日
附（
七
二
六）
秋
旧
偲

昭
和
三
年
-
JJ
四
日
店
芦
三
八）
東
京
市

-
Jj
二
十
四
8
粉（
二
四
七）
同

.
i・
Ii

0
會
員
の
訃
報

本
合
は
謹
ん
で
哀
悼
の
意

正

木

多

左
記
令ぃぃ只
の
訃
報
に
接
し 、

を
表
す

。
昭
和
二
年一
月
八
日
逝
去

（
八
六
九）

昭
和
二
年
十一
月
十
八
日

（
七
七一
）

大

坂

泰

芥
氏

正，不
氏
の
訃
報
は
合
且
栢
山
光
太
郎
氏
よ
り 、

大
塚
氏
の

訃
報
は
令
且
高
畑
椋
材
氏
よ
り

通
知
せ
ら
れ
た
り 、

雨
氏

の
御
好
窃々
ふ
謝
す し

吉
氏

(288)



○
大
塚
泰
亮
君
を
憶
ふ

澄
み
に
澄
ん
だ
具
各
の
塞
ｃ
彗
か
つ
ぐ
秩
父
の
連
嶺
は

今
日
も
ひ
ね
も
す
、
晴
や
か
な
顔
を
見
せ
て
ゐ
る
。
秩
父

秩
父
、
私
は
貧
し
い
過
去
の
山
族
を
顧
る
毎
に
久
懸
の
秩

父
と
想
ひ
、
そ
し
て
ま
た
秩
父
の
山
谷
に
封
し
て
憧
憬
以

上
の
或
る
親
し
み
を
意
識
し
て
ゐ
た
今
は
亡
き
山
友
達
ゝ

大
塚
恭
亮
粛
ヒ
憶
ふ
。

日
を
夜
に
縫
い
で
の
い
と
も
遊
し
い
請
負
的
登
山
の
流

行
（Ｐ
）
し
て
ゐ
る
今
日
，
あ
の
聖
地
巡
謹
に
ヽ
似
つ
か
は

し
い
敬
虔
な
態
度
を
以
て
、
静
か
に

「
山
」
を
欣
求
雄
讃

し
て
ゃ
ま
な
か
つ
た
「
泰
ち
や
ん
」
こ
と
大
塚
恭
亮
君
は
、

明
治
三
十
五
年
の
春
栃
木
縣
栃
木
町
の
豪
家
に
長
男
と
し

て
生
れ
、
雨
親
の
寵
を

一
身
に
鐘
め
て
育
っ
た
。
長
じ
て

慶
大
豫
科
に
入
學
し
、
私
の
弟

（良
材
）
と
親
し
く
交
る

や
う
に
な
つ
て
か
ら
間
も
な
く
山
登
め
の
趣
味
を
覺
え
、

互
に
教
へ
合
ひ
働
ま
し
合
ひ
乍
ら
進
み
、
そ
の
頃
の
若
い

山
仲
間
の
多
く
が
試
み
た
や
う
に
君
も
亦
、
華
々
し
い
ピ

ー
タ
ハ
ン
タ
ー
と
し
て
上
州
の
武
奪
山
≧
は
じ
め
、
北
の

槍
、
立
山
、
創
な
ど
ス
は
南
の
甲
斐
駒
、
仙
丈
、
自
峯
三

會
　
　
報
　
　
う
大
輩
泰
売
若
を
強
ふ

山
、
鋸
岳
尾
根
樺
ひ
な
ど
を
瞳
励
し
、
そ
の
成
功
と
牧
め

る
毎
に
晴
や
か
な
山
信
と
隻
々
と
、
都
の
友
の
許

へ
斎
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
の
ち
君
の
山
に
封
す
る
翻
照
方

法
が

一
段
と
進
み
深
め
ら
れ
て
か
ら
は
、
寧
ろ
絶
頂
よ
う

も
漢
谷
へ
、
雪
よ
う
も
深
林
へ
と
の
希
ひ
が
著
し
く
な
つ

て
き
た
も
の
か
、
一蒐
に
は
漢
谷
濃
讃
者
の
一
人
と
な
う
す

ま
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

君
が
ピ
ー
ク
メ
ン
タ
ー
と
し
て
の
、
斯
く
も
華
や
か
な

行
き
方
を
棄
去
つ
た
こ
と
は
、「
曲
岳
」
の
第

一
秩
父
波
と

精
讀
し
て
か
ら
後
の
こ
と
に
局
す
る
で
あ
ら
う
が
、「
登
高

行
」
第

一
年
に
掲
げ
ら
れ
た
田
部
さ
ん
の
、「
山
は
如
何
に

予
を
影
響
し
つ
ゝ
あ
る
か
」
の
一
文
が
、
よ
う
張
い
動
機

と
な
つ
た
に
相
違
あ
る
ま
い
と
、
私
は
信
じ
て
ゐ
る
。

大
正
十
年
の
春
、
偶
と
し
た
機
縁
か
ら
田
部
いご
ん
や
木

暮
さ
ん
の
御
恭
力
に
依
つ
て
．
滞
う
な
く
日
本
山
岳
會
に

入
含
で
き
た
、
営
時
の
君
の
喜
慌
は
質
に
筆
紙
に
蓋
し
難

い
ほ
ど
の
も
の
が
あ
つ
た
。
勿
論
私
た
ち
兄
弟
も
亦
同
じ

慶
び
に
浸
つ
た
の
で
あ
る
。

秩
父
西
澤
湖
行
の
可
否
が
漸
く
私
た
ち
山
仲
間
の
話
題

に
の
ぼ
る
や
う
に
な
つ
た
大
正
九
年
の
秋
十
月
牛
ば
、
君

琥 二 第 年 二 十 二 第 岳 山

島
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行 職 月 二 年 三 和 昭

會
　
　
報
　
　
○
大
環
泰
亮
君
を
憶
ふ

と
同
年
輩
の
山
伸
間
の
多
く
が
北

へ
南
へ
と
憂
身
を
や
つ

し
て
ゐ
る
頃
に
、
君
が
い
し
く
ヽ
芹
澤
の
廣
瀬
次
信
・度
信

の
兄
弟
を
連
れ
、
二
股
か
ら
入
つ
て
魚
止
ノ
瀑
、
七
ツ
釜
等

の
紳
秘
を
探
う
つ
ゝ
京
ノ
澤
小
屋

へ
の
湖
行
を
完
全
に
途

行
し
て
國
師
岳

へ
向
つ
た
記
録
は
、
君
の
極
端
な
筆
無
精

か
ら
覧
に
世
に
出
る
こ
と
な
し
に
埋
れ
て
し
つ
（
っ
力
が
、

之
は
洵
に
特
筆
に
値
す
べ
き
事
賞
で
あ
る
と
思
ふ
。
事
も

な
げ
に
語
る
そ
の
湖
行
成
功
談
は
と
も
あ
れ
、
君
の
ヵ
メ

ラ
に
牧
め
ら
れ
た
七
ツ
釜
附
近
そ
の
他
の
篤
真
を
、
営
時

私
は
全
く
驚
異
の
眼
を
以
て
飽
か
ず
眺
め
入
つ
た
こ
と
を

想
ひ
起
す
．
そ
の
頃
に
は
全
然
不
可
能
と
政
で
云
は
れ
て

ゐ
た
西
澤
の
湖
行
も
、
最
早
易
々
た
る
も
の
と
な
り
、
そ

の
記
文
も

「
山
岳
」
に
よ
つ
て
世
に
紹
介
さ
れ
た
今
日
、

身
び
ゐ
き
の
謗
と
免
か
れ
得
漁
か
も
知
ね
な
い
が
、
私
は

こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
誰
へ
よ
う
も
先
づ
第

一
に
、
君
に

封
し
て
蒲
膝
の
慮
謝
と
捧
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

桂
倶
業
部
。
そ
れ
は
沼
井
、
岩
永
ぃ
別
宮
、百
瀬
（慎
）
っ

大
塚
そ
の
他
の
諸
兄
に
よ
つ
て
緒
ば
れ
た
と
こ
ろ
の
友
愛

に
充
ち
た
、
麗
し
い
山
の
あ
つ
曖
う
で
あ
つ
た
。
そ
し
て

こ
の
合
で
試
み
た
大
蛇
尾
洋
湖
行
や
三
峠
岩
登
ん
な
ど
の

研
究
的
由
行
に
は
君
も
亦
仲
間
の
一
人
と
し
て
行
どヽ
共
に

し
、
責
際
哉
め
に
よ
く
歩
い
た
や
う
だ
。
君
が
大
蛇
尾
澤

で
徒
渉
を
試
み
て
ゐ
る
際
．
偶
々
足
を
滑
ら
せ
て
ざ
ん
ぶ

と
許
ウ
激
流
の
中
心
へ
引
込
載
れ
て
し
ま
つ
た
刹
那
に

は
、
迫
に
一
行
の
猛
者
連
も
顔
色
を
憂

へ
た
程
で
あ
つ
た

が
ゝ
君
は
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
背
負
つ
た
儘
自
ら
水
中
に
身

を
沈
め
、
そ
の
儘
の
っ
し
ノ
ヽ
と
水
底
を
通
歩
い
て
難
な

く
封
岸
に
辿
着
い
た
と
い
ふ
逸
話
を
残
し
て
る
が
、
斯
う

し
た
事
件
に
直
面
し
た
折
の
沈
勇
ぶ
う
に
は
私
も
亦
心
か

ら
敬
意
と
表
し
て
ゐ
る
。
時
に
は
斯
か
る
御
愛
嬌
の
失
敗

な
き
に
し
も
非
ず
で
は
あ
る
が
、
元
よ
う
君
の
・ノ
ク
ニ
ッ

ク
は
非
常
に
正
確
な
も
の
で
あ
っ
て
。
そ
の
発
羊
に
も
似

た
軽
快
に
し
て
二
つ
正
確
な
足
ど
う
は
南
の
鋸
岳
縦
走
の

際
な
ど
に
は
完
全
に
職
揮
さ
れ
た
と
み
え
、
此
庭
ぞ
と
ｖ

ふ
難
場
と
い
つ
も
鼻
唄
交
う
の
氣
易
さ
で
す
い
す
い
と
渡

う
越
し
て
し
ま
ふ
の
で
、
さ
す
が
健
脚
自
慢
の
案
内
者
で

あ
る
戸
壺
の
竹
澤
長
衛
も
全
く
唖
然
た
ら
ぎ
る
を
得
な
か

っ
た
と
篠

へ
聞
く
。

夏
山
ば
か
う
が
登
山
窮
極
の
目
的
で
は
な
い
と
の
考
ヘ

か
ら
で
か
、
君
は
何
時
の
間
に
や
ら

一
と
通
う
の
山
岳
ス

〈
０
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キ
ー
術
を
省
得
し
て
ゐ
た
。
ま
た
私
た
ち
兄
弟
の
知
ら
漁

間
に
こ
っ
そ
う
と
や
っ
た
単
獨
山
行
も
、
十
二
ケ
岳
（刊
瑶

解
舞
崎
郷
券
賜
の
）
と
は
じ
め
幾
つ
も
あ

る
や
う

で
あ

つ
た

が
、
九
州
阿
蘇
山
便
う
と
最
後
と
し
て
、
私

へ
の
山
信
は

暫
く
途
絶
え
て
し
曖
っ
た
。

大
正
十
四
年
の
春
慶
大
を
卒
業
し
て
郷
里
へ
婦
う
直
に

多
繁
な
家
業
に
従
事
し
た
篤
め
、
山
行
は
愚
か
讀
書
の
違

も
な
い
や
う
な
始
末
と
聞
き
、
通
に
そ
の
健
勝
を
所
う
乍

ら
日
を
途
つ
て
ゐ
る
う
ち
、
昨
秋
十

一
月
十
八
日
に
君
は

忽
然
と
逝
っ
て
し
ま
っ
た
、
享
年
二
十
有
六
。

こ
の
夜
頃
心
鎮
め
て
秩
父
奥
山
に
思
ひ
を
馳
せ
、
そ
の

大
古
の
如
う
な
静
寂
を
慕
ひ
つ
ゝ
あ
る
の
時
、
た
っ
た

一

人
で
獣
々
と
そ
の
山
谷
を
逍
ひ
あ
る
い
て
ゐ
る
君
の
自
面

痩
躯
が
茫
平
と
し
て
眼
の
前
に
現
れ
て
く
る
。

亡
き
友
よ
。
唯
こ
の
後
も
世
と
共
に
あ
ら
ん
限
り
、
私

は
い
ま
の
此
の
悲
し
み
を
胸
に
秘
め
て
、
君
の
霊
と
相
携

へ
、
君
が
生
前
最
も
好

ん
で
ゐ
た
山
の
唄
を
高
唱

し
乍

ら
、
曾
遊
の
山
谷
或
は
ま
た
未
知
の
山
谷

へ
、
寂
し
い
ひ

と
う
族
を
績
け
て
ゆ
き
た
い
と
希
て
ゐ
る
。

（
昭
和
三
年

一
月
　
高
畑
棟
材
）

○
含

務

報

告

昭
和
二
年
十
月
九
日
午
後

一
時
よ
う
赤
坂
溜
池
三
會
堂

に
於
て
幹
事
含
を
開
き
、
入
含
申
込
者
の
詮
衡
を
行
つ
た
。

出
席
幹
事
　
別
宮
、
冠
、
米
暮
、
槙
、
高
頭
、
鳥
山
、
藤
島
〔委
任
）。

昭
和
二
年
十

一
月
二
十
七
日
午
前
十
時
よ
う
麹
町
匠
清

水
谷
皆
香
園
に
於
て
幹
事
含
を

開
き
左
の
件
と

協
議
し

た
。

城
、
海
澤
、
辻
村
、
志
賀
諸
氏
の
追
悼
式
を
攀
行
す
る
件

絡
つ
て
入
含
申
込
者
の
詮
衡
を
行
つ
た
。

出
席
幹
事
　
高
頭
、
別
宮
、
鳥
山
、
冠
、
藤
島
、
米
暮
．

○
交
換
及
寄
贈
固
書
目

第
十
四
年
第
六
、
八
、

十
、十

一
、十
二
続

第
十
五
年
第

一
耕

第
二
年
第
九
、
十
糖

第
七
年
十
一
、
十
二

月
、
第
八
年

一
月
琥

拾
月
、
拾
壼
、
拾
式

月
。
新
年
特
韓
続

山

着い　
霧
鬱特針
一翻

ア
／
カ
ウ
趣
味

管

　

見

　

録

旅キ
ヤ

ム
ピ

ン
グ

日
本
ア
ル
カ
ウ
會

大

阪

管

見

誰

東
京
ア
ル
カ
ウ
會

ジ
ヤ
バ

ン
・
キ
ヤ

ム
プ
●
タ
ラ
プ

東

京

野

歩

路
會

曾
　
　
報
　
　
○
會
務
報
告
○
交
換
及
寄
贈
日
書
目
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行 凄 月 二 年 三 和 昭

會
　
　
報
　
　
○
交
換
及
寄
晴
日
書
目

含
　
　
　
　
報

信
濃

山
岳
會
報

第
二
巻
第
十
三
琥

第
四
年
十
糖

第
四
年
第
十

一
霧

第
二
年
十
月
琥

大
橋
国
書
館
第
二
十

一
同
年
報

ツ

ー

リ

ス

ト

族山
【
・こ
　
ス
　
キ
　
ー

ｈ
Ч霧

　
　
の
　
　
旅

や
　
　
　
　
　
ま

針

　

葉

　

樹

甲
南
高
等
學
校
山
岳
部
報
告
　
創
刊
続

山

　

　

　

　

　

行

　

第
八
年
第
二
琥

み

行
　
第
一
韓

跡
　
壼
年
大
、
七
銃
。
二
年

一
親

ム
ノ　
第
一
年
十
一
月
親

Ｆ
”

蜜
［ｏ
“
一”
”
”
Φ
”
Ｚ
。　
Ｎ
ｏ
凱
・

】り一〇
く
“
Φ
　
」＞
Ｈづ
い●
Φ
・　
ョ「
〇
】
ｏ　
Ｎ
∞
―
一ワ
一。　
∞
・

脚
ォ
い∽す

Ｏ
①
Ｈ
Ｑ
〓
σ
卜
】，
・
ｏ

Ｈ
Ｆ
〓
”
・
ｏ
い　
く
ｏ
】・
Ｘ
Ｆ
く
Ｈ
‐

Ｚ
“
８
ｏ
９
‐ド
ｏ
・

∪

“
〓
【
①
〓

Ｕ

図
ｏ
“
『
ω
一
ｏ
口
】
“
一
”

魚
①

Ｑ
”
け
”
【
口
●
Ч
”
”

卜

●
Ч

】
困
一凶

図
Ｆ

コ
ヽ
日
Ｈ
Ｉ
ソ
Ｆ
】
”邸

・　
∞
∞
〇

・　
∞
∞
ヾ

”

け

，
ｏ
Ｆ
Ｏ
『
①
い

く
「ｏ

】
ｏ

ｕ
ｎ
凶
【
Ｘ

丁
Ｚ
，Ｏ

Ｆ

Ｑ
・

０
。

・、日
Ｆ́

・Φ
　
り
Ｒ
Ｏ
ｇ
５
↑
”
浄
●
①
①
弓
・
　

Ｊ
ヽ
Ｏ
【

・
　

ｕ
【
【
】
パ
ー
】
％「
〇
・
　

ド
μ

こ
　

μ
Ю

い
　

ド
∞

・

く
ｏ
Ｆ

Ｘ
Ｘ
Ｉ
Ｚ
ｏ
・
」
・

↓

Ｆ
①

の
ｏ
ｏ
”
〓
ω
Ｆ

一〓
『ｏ
鰤
“
鷲
ュ
●
ｏ
ｏ
目
。目

的

Ｑ
】
“
ぴ

〕
ｏ
“
Ｈ
椰
”
ご

く
．ｏ
Ｆ

＝
∞
―
】́
「
〇
・　
μ
Ｏ
へ

。

”
“
〓
〇
〓
コ

魚
“

Ｑ
】“
げ

＞
】■
・

”
①
Ｈ”
Φ
）
Ｎ
。ｍ
い
Ｌ
Φ
一
Ｚ
Ｏ
・
ヾ
・

弓
ｒ
ｏ
０
８
”
郵
り
ｒ
い０
”
Ｈ
〕
〇
“
唱
口
”
Ｆ

く
Ｏ
【・
Ｆ
Ｘ
Ｘ
ｉ
Ｚ
Ｏ
・
♪

Ｑ
・

∪
い①
＞
】も
①
３
Ｆ
Φ
ω
＞
【づ
Φ
ず
Ｆ
ｏ
＞
】鬱
ｒ
Ｈ
Ｈ
ＨＩ
Ｚ
，０

。
ド
〇
い
い
い
・
ド
Ｎ
・

日
Ｆ
ｏ
ゝ
Ｅ
Ｕ
】●
〇
〕
〇
“
弓
”
ｐ
】い
く
▼ｏ
Ｈ・
】
ｎ
【
一Ｘ
【Ｘ
一
Ｚ
，ｏ

・
Ю
∞
Ｑ
・

Ｚ
．”
一
“
弓
”
】

Ｈ
目
ω
けＨ
Ｏ
Ч
い　
く
▼ｏ

】
・　
】
ｎ
】閤
く
，Ｈ
Ｈ
Ｉ
Ｚ
．ｏ

。　
か
。

み 含 倉 山 族 み

岳  な
や

含  か

曖 報 報 報 行 み

第
二
年
十

一
、第
四
年
一
琥

第
二
琥

第
七
琥

第
十
五
年
六
続
、

第
十
六
年
一
競

第
四
巻
第
十
、
十

一
、

十
二
糖
第
五
巷
第

一
琥

第
七
十
六
、
七
十
八
琥

第
二
年
第
二
琥

第
九
年
第
二
十
六
琥

第
二
十
二
琥

第
二
琥

東

京

登

山

含

信

濃

山

岳

會

東
京
み
な
か
み
會

東
京
旅
行
ク
ラ
ブ

岳
　
歯
科
讐
専

卸

開

東

山

岳

會

一け
ン
シ
ヤ
イ
ン
一̈
一

東

京

山

嶺

會

大

橋

固

書

館

ジ
ヤ
バ
ン
ｏ
ツ
ー
リ

ス
ト
・ピ
ユ
ー
ロ
ー

日
本
旅
行
協
會

山
と
ス
キ
ー
の
會

甲

斐

山

岳

會

霧
　
の
　
旅

會

筒

墓

山

岳

部

一
橋

山

岳

部

甲
南
高
等
學
棟
山

岳
　
　
　
　
　
部

城

南

山

岳

會

山 歩 山

山 テ

タ

峰
リ

親

和

マ
ウ

ン
ト

會 曾 部倶

八
二

(292)



山岳一昴二十二一↑
‘第二Ｌ」Ｌ

鋤
彰

↓

『
”
〓

”
口
“

↓

い
８

・ぴ
ｏ
Ｈ
〓
口
Φ

・

Ｚ
．ｏ

・

Ｈ
ｏ
ヽ

》

ド
〇
〇

・

月
″ゴ

ｏ

り
【
”
μ
【
一
ｏ

Ｏ
一
“
σ
　

”

“
〓
Φ
〓
口

２
，ｏ

ｏ　
ド
①
∽

”　

μ
Ｏ
Φ

》

ド
ヽ
Ｏ

・

ド
ヾ
卜

ｏ○
本
含
規
則
抜
率

（奎
十
三
年
九
月
奎
）

第
二
條
　
本
倉

ハ
山
岳

二
開
ス
ル
研
究
ア
ナ
ス
フ
以
テ
ロ
的
ト
ス

第
二
條
　
本
會
ハ
第
二
條
ノ
主
旨

二
基
キ
機
開
雑
誌
『山
岳
』
ヲ
職
行
ス
、
叉

時
宜

ニ
ヨ
リ
別

二
臨
時
叉
ハ
定
時
ノ
出
版
物
ヲ
登
刊
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
ン

第
五
條
　
本
會

ハ
會
長
ヲ
戴
カ
ズ
幹
事
若
干
名

ヲ
置
キ
テ
一
切
ノ
會
務
フ
虎

理
セ
ン
ム

第
十
條
　
本
會
會
員
フ
別
チ
テ
正
含
員
及

ビ
名
替
會
員
ト
ス
、
名
春
倉
員

ハ

幹
事
含
ノ
決
議

ニ
ヨ
リ
テ
推
薦
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十

一
條
　
正
會
員

タ
ラ

ン
ト
欲

ス
ル
者

ハ
會
員
三
名
ノ
紹
介
フ
以
テ
住

所
、
姓
名
ゝ
年
齢
及
ビ
職
業
ヲ
記
ン
タ
ル
中
込
書
ヲ
事
務
所

二
途
付
ス
ペ

ン
、
但
シ
紹
介
者
ノ
一
名

ハ
本
會
評
議
員
タ
ル
フ
要
ス

（
入
含
中
込
用
紙

ハ
事
務
所

二
備
付
ケ
ア
リ
）

第
十
二
條
　
入
含
ノ
許
否
ハ
幹
事
會
ノ
決
議

ニ
ョ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
三
條
　
入
含
許
可
ノ
通
知
二
接
ン
タ
ル
者
ハ
直

二
入
會
金
五
同

〓
會
費

ヲ
添

へ
排
込
マ
ル
ベ
シ

第
十
四
條
　
正
倉
員
ハ
含
費
年
金
六
園
フ
毎
年
二
月
末
日
迄

二
納
付
ス
ペ
キ

モ

ノ

ト

ス

第
十
五
條
　
正
會
員

ニ
シ
テ
一
時

こ
金
百
日
以
上
ヲ
納
付
ン
タ
ル
者
ハ
爾
後

會
員
籍
ヲ
有
ス
ル
間
ハ
曾
費
納
付
ノ
義
務
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス

會
　
　
報
　
　
０
本
會
規
則
抜
率
○
投
稿
規
定

現
任
幹
事
八
名

別
宮
　
貞
俊

棋
　
有

恒

評
議
員
十
七
名

小
島
　
久
太

中
村
清
太
耶

山

川
　
獣

藤
島
　
敏
男
　
　
冠
　
松
次
耶

高
頭
仁
兵
衛
　
　
鳥
山
　
悌
成

武
田
　
久
吉
　
　
高
野

三
校
　
守
博
　
　
辻
本

及
現
任
幹
事
八
名

Ｏ
投
稿
規
定

一
、
曾
員
は
勿
論
會
員
以
外
の
何
人
も
投
稿
随
意
の
こ
と
。

一
、
用
紙
は
牛
紙
牛
枚
大
．
天
地
左
右
を
あ
け
、
毎
紙
片
面
の
み
に
字
盤
明

瞭
に
認
め
、
各
行
二
十
二
字
詰
と
し
ｂ
毎
紙
同

一
行
数
の
こ
と
。
（
但
し
原

稿
用
紙
は
事
務
所
へ
申
込
次
第
迄
に
御
途
り
し
ま
ず
）

一
、
　

「
。
「　
」

（　
）

等
は
各

一
字
霊
宛

と
し
、
行
を
夏
む
る
時
は
一

字
下
げ
の
こ
と
。

一
、
地
名
に
は
片
優
名
を
振
り
、
漢
字
不
明
に
し
て
営
字

を
な
す
時
は
そ
の

旨
を
括
弧
内
に
明
記
す
可
き
こ
と
。

一
、
ス
ケ
ツ
チ
は
複
製
の
際
誤
記
、
脱
漏
等
の
虞
あ
る
を
以
て
ゝ
豫
め
本
誌

面
に
適
せ
る
大
き
に
調
製
あ
り
た
き
こ
と
。

（但
し
其
儘
嘉
具
版
に
附
し
得
る
も
の
は
大
さ
随
意
）

一
、
原
稿
は
左
記
宛
御
途
附
の
こ
と
。

東
京
市
本
郷
匠
駒
込
蓬
衆
町
三
一　
　
　
　
　
「山
岳
」
編

輯

所

筒
ほ
編
韓
に
闘
す
る
用
件
は
総
て
前
記
宛
御
照
倉
の
こ
と
．ハ

三
木
暮
理
太
耶

沼
井
蟻
太
耶

（在
墓
海
）

満 鷹
丸 蔵

田 近
部 藤

重 茂
治 吉

(293)



昭
和

三
年

二
月

二
十
五

日
印
刷

昭

和

三
年

二
月

二
十

八

日
登

行

||

著

　

作

権

所

　

有

稜

　

一買
　
所

【定
慣
金
壼
園
式
拾
鏡
】

新

潟

縣

三

島

郡

深

オ

村

深

澤

編
輯
条
職
行
者

　

　

高

頭

仁

兵

衛

東
京
市
紳
田
匠
美
土
代
町
二
丁
目

一
番
地

印
　
刷
　
者
　
　
　
　
島

　

　

　

連
　

太

　
郎

東
京

市
芝

Ｅ

高

輸

南

町

三

十

番

地

職

行

所

　

　

日

本

山

岳

會

振
替
口
座
東
京
四
八
二
九
番

東
京
市
紳
田
匡
美
土
代
町
二
丁
目

一
番
地

印
　
刷
　
所
　
　
　
　
一二
　

　

　

秀

　

　

　

舎

東

京

市

紳

田

匡

表

紳

保

町

東
　
　
　
京

　

　

　

堂



河

野

齢

蔵

著

▼
菊
版

二

一
二
頁

▼
ク
ロ
ー
ス
装
函
入

▼
挿
固
五
十
六
固

▼
定
債
式
園
八
拾
錢

▼
途
料
納詢
式
拾
七
袋

本
書
の
著
者
が
博
物
研
究
家
に
し
て
ス
、
登
山
の
灌
威
者
た
る
事
は
凡
そ
山
岳
を
研
究
す

る
者
山
を
愛
す
る
人
の
普
く
知
る
所
で
あ
る
。
本
書
に
於
て
は
山
に
開
す
る
全
部
に
亙
つ

て
廣
く
記
載
さ
れ
た
。
内
容
を
四
篇
に
分
ち
、
第

一
篇
に
於
て
山
岳
の
地
形
及
び
地
質
に

つ
き
、
第
二
篇
に
於
て
高
山
の
気
象
に
つ
き
、
第
二
篇
に
て
は
高
山
植
物
の
分
布
及
び
生

態
に
つ
き
、
第
四
篇
に
て
は
高
山
動
物
の
種
類
及
び
生
態
に
つ
き
て
、

一
カ
著
者
の
責
験

観
察
に
基
き
て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
、
机
上
の
研
究
に
よ
つ
て
作
つ
た
も
の
と
は
大
い
に

其
選
を
異
し
て
居
る
。
特
に
貴
重
な
る
山
岳
動
植
物
の
篤
員
及
着
色
篇
生
固
に
よ
つ
て
作

つ
た
全
頁
大
の
精
巧
な
る
挿
圏
は
此
種
の
書
に
は
未
だ
嘗
て
見
ぎ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

刊 新 最

田 紳 京 東

町 保 紳
電

力

圏 翻

■
■
■
■
■

店 書 波 岩1的顧
番
番

□
気

象

叢 科

書 學
(5)

八 〇 一 二
九 〇 一 二

學

岡

田

武

松

著

菊
版

一
一
三
二
頁

定
便
七
園
五
拾
銭

途
料
書
留
汁
六
銭



鼻
［摯
岡

田

武

松

著

〔釉

晴
▽
別
刷
固
版

一
六
日

▽
挿
固

二
六
七
日

▼
菊
剣

一
一
三
二
頁

本
書
は
気
象
學
を
李
易
に
説
述
し
て
あ
る
が
、
必
ず
し
も
通
俗
と
は

▼
タ
ロ
ー
ス
装
函
入

▼
定
債
七
園
五
拾
錢

▼
途
料
訥識
参
拾
六
錢

銘
を
打
た
な
い
、
要

専
門
家
に
も
可
な
り

張
つ
た
企
望
が
何
程

分
ち
、
第

一
篇
に
は

解
繹
を
篤
し
、
第
二

刊 新 最
す
る
に
一
般
の
讀
者
に
も
無
論
向
く
程
度
で
あ
る
が
、
去
り
と
て
叉

は
役
に
立
つ
様
に
著
述
し
た
い
の
が
著
者
の
企
望
で
あ
つ
た
、
此
慾

ま
で
賓
現
し
た
か
は
是
は
讀
者
の
批
剣
に
任
せ
る
。
全
巷
を
三
篇
に

一
般
気
象
學
を
論
じ
、
主
と
し
て
物
理
學
の
見
地
か
ら
気
中
現
象
の

篇
に
は
天
氣
學
を
論
じ
、
先
づ
天
氣
に
就
い
て
詳
説
し
天
氣
と
天
候
の
豫
知
の
方
法
を
述

べ
、
第
二
篇
に
は
氣
候
學
を
読
き
、
気
候
の
要
素

因
子
、
型
式
、
気
候
帯
を
論
じ

Fヨ ^

藤硬

後
に
動
植
物
景
象
を
記
述
し
て
あ
る
、
大
う
し
て
本
文
中
よ
り
に
敷
式
を
出
来
る
だ
け
省

き
、
開
讃
を
容
易
な
。ら
し
め
、
そ
の
代
り
に
敷
理
に
堪
能
な
る
も
の
の
篤
に
は
、
巻
末
に

第

一
附
録
と
し
て
数
理
の
解
説
を
加
へ
た
、
ス
内
容
の
資
料
の
出
典
を
明
か
に
し
て
研
究

家
の
便
に
す
る
篤
め
に
引
用
文
献
を
第
二
附
録
と
し
て
掲
げ
て
あ
る
。

（
著
者
）

□

講 気
話 象

螢
〓
0
″
仁

掘

り
話

（ｙ
）
藤

原

険

干

著

四
六
判
四
〇
〇
頁

定
債
式
園
式
拾
錢

途
料
書
留
拾
八
銭

田 神 京 東

町 保 市中
番○四二六二京東替振

店 書 波 岩番 八 〇 一二l訥話 電
番 九 〇 一二 j円段 九

綴冒
爾]□
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附
　
録
　
○
樽
前
火
山
群
及
山
麓
干
原
植
物
誌
要

9 西田彰三 夕張山販植物分布論。 本L幌博物學含々報、第 7

窓 71頁及第 8港 136頁。

10 大井上義近 樽前山噴火賓況調査報告。震災豫防調査會報

告、第 64競、1909年。

11 竹内 亮 手稲山森林植物景観及分布に就きて。北海道林

業含報、第 16港、1918年。

12 竹内 亮 樽前火山彙に於ける植物景観の憂遷に就きて。

植物學雑誌、第 37巻、161頁、1923年 。

13 竹内 亮 構前火山彙の地形及植物景観。 山岳、 第 17

4F:、 204 『署、 1924 イド。
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5摘  要

1 本稿は樽前火山群及び山麓手原の植物景観の概要、所産維

管東植物目録及び植物群の構成について記:2Lし たるものなう。

2 植物景観は便宜上平原帯 と山丘地帯 とに二大別し更に山丘

帯に於ては喬本帯、灌木帯、裸出帯に分けて記述し、更に構前山地

の火山活動 と植物景凱憂遷の関係についての大要を記,こ13した う。

3 本地域内に生ずる維管東植物は 101科 369属 674種に達

し、面積の割合に比較的多数と包擁せ う、而してこは本地域に於

ける生態的條件の多;I蒙 なることがその最も重要なる原因なるが如

し。               (1927年 2月頑岡に於て)

二
λ

蒔
属文

1 原田秦 大彗火山彙森林帯の生態學的研究。北海道林業含、

1925 ∠■。

2 小泉源一 日本高山植物匠系の 曲末及匠系地理。植物學雑

誌、第 33巷 192頁、1919年 。

3 工藤訪舜・吉見辰三郎 苫小牧演留林野生植物調査報告。

北大演留林研究報告、第 4琥。

4 工藤赫舜 北樺太植物調査書。薩吟嘆軍政部、1924年。

5  ,,   北海道の植物景観 (英文)。 日本植物學輯報、 第

2 倦 、 209 頁 、 1925 年 。

6 宮部金吾 。三宅勉 樺太植物誌。樺太醒、1915年

7 中井猛之進 すみれ雑記。植物學雑誌、第 36港、1922年。

彰 三 後方羊蹄山植物分布状態二就キテ。札幌博物學

含々報、第 4巻 31頁、1911-12年。
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を示せ ウ。更に一局中5種以上を有するものを多数のものよう順

次排列すれば次の如し、

スグ属 40種、タデ馬 13種、スミン属 12種、ヤヘムグラ

属 11種、ヤブソフツ属 (DryOpteris)8種 、 ィチゴツナギ

属 (poa),ヰ 属 (Juncus)7種、ヒ″ムシロ局 (Potamotton),
フトヰ局 (SCirpuS), ヤナギ属、ィチゴ局、モミデ周 6種、

クラボシ属、 ノガリヤス属 (Calama『Ostis), キジムシロ局、
アザ ミ属 5種

にしてその数量的構成の内容は北海道及南千島全艦のものの傾向

と甚だ相似た るを見た う。こは本地域が小面積なるにかヽはらず

海岸の平原 よう山丘地の裸出帯迄も包含 し立證的に憂化多 く、多

種多様の生態的條件を具備して種々の植物の繁茂を導びきたるに

起因するものなるが、更に樽前山の過去に於ける激烈なる大山活

動は屋々多大なる裸出地を形成して四方 よう植物の侵入に好機を

典へ、しか も植物繁茂期なる春夏の候に於て多燥温暖なるは一層

植物の生育に利便を典へよつて以てか くの如 く比較的豊富なる内

容を有する植物群を構成するに至れるものの如し。而して山丘地

に於ける現在の植物景観はすでに記述したるが如 くこれを老成型

と幼稚型 とにE別 し得たるが前者に於てはすでにネマガリダタの

繁茂甚 しく他の植物の生育を阻害すれども後者に於てはネマガリ

ダケの侵入未だ甚しからずして樹林下の蔭地に生育し得る種々の

植秒の生育を促がせること、手原帯に於て廣大なる凛原の癸達は

スグ科植物の機生を促がしたるが如き注目すべき事項なう。

又老成型植物景観に於ては他の山地に於て比較的普通にしてし

かも本E域に稀なる植物を見る事屋々にして、オホバ夕ヶシマラ
ン、カタクリ、アゾマイチグヽテソ′`プシヽオタフクジユサクヽ
ホンノヾ カラマツ、 コキン′ヾィ、クゾ、 フク ロシダ、 シシガシラ等

その例 な う.
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(297) 昭 和 三 年 二 月 職 行

事
夕張山脈植物目録によれlf 86科 516種 。

§大雲火山彙植物目銀によれtで 79科 493種なり。

ニ
ニ

b

C

|

t

|

l

く

|

ヽ

|

ヽ
|

ヽ

裸 子 植 物

被 子 植 物

単 子 葉 類

双 子 葉 類

古生花被匡

後生花破匡

2科 4風 5種
93科 345属 625種 (548種 3亜種 86憂
種 1亜憂種 5憂型)

15科 94局 197種 (178種 2亜種 27憂種

1亜憂種 1憂型)

78科 251局 428種 (370種 1亜種 59憂
種 4憂型 )

55科 149属 261種 (224種 39憂種)

23科 102属 167種 (146種 1亜種 20憂

種 4憂型 )

d

今北海道本島及南千島に於ける植物の線数 (5)と 比較するに科

に於ては 132科中 101科 (76,52%)種 に於ては 1627種中 674

種 (41,38%)に達し夕張山脈 (9)栄 及大雪火山彙 (1)§ 等に比し

て、比較的小面積なるにかかはらず多数の科種に互れることを示

せ う。

それ等の内 5局以上を包有する科を多数のものよう順次排列す

れば:久の如し。

クヮホン科 32局、 キク科 25属、 ユソ科 20局、ラン科 20

局、′ヾラ科 19局、セリ科 17属、ゥラボシ科 15属、′ヽク

カ科 12局、 シャクナグ科 12局、ウマノアシガタ科 9属、
スグ科 8属、 セキチク科 8届、ユキノシタ科 7属、 ゴマ

′ヽグサ科 7馬、ナタネ科 6局、 リンダウ科 5局、キキャク

科 5属
なるが今 10種以上を有する科を多数のものよう順次排列すれば

スグ科 57種、 クフホン科 53種、 キク科 45種、′ゞラ科 34

種、 クラボ シ科 30種、ユ リ科 29種、 ラン科 28種、 セ リ

科 19種、 ウマノアシガタ科 18種、′ヽク カ科 18種、タデ

科 17種、 シャクナグ科 17種、 マメ科 15種、セキチク科

■2種、ユ キノンタ科 12種、ス ミン科 12種、 アカネ科 12

種、 ヰ科 10種、 ナタネ科 10種



665 Crepis iapO面 ca Benth.オニタビラコ、平地。

666 Hierasium umbenatum L.ヤ ナギタンポボ、不地。

667 Taraxacum platycarpum H.Dahlst.タ ンポボ、平地。

668 Lactuca Raddeana Maxim.ヤマニガナ、二地及不地の草

地 。

669 L.  laciniata Makino.アキノゲシ、平地の草原。

670 L.  denticulata Maxim.ヤ タシサウ、山麓の林縁草

地 。

671 L.  dentata Makino vaL Thunber」i Kudo.ニガナ、

丘地及平地の草地。

fOrm.alpicOla Kudo.タ カネニガナ、上部裸出

帯。

var.albi■ ora Mよ ino.シ ロバナニガナ、丘地及

平地の草地。

672 L.  sねlonifera Benth.et Ⅱ00k.Lメ ヂシバリ、丘地

及平地の荒地。

673 SOnchus Oleacous L.ノ ゲシ、ケシアザミ、不地。

674 S.  arvensis L.varo uliginosus Trautv.ハ チチャウ

ナ、平地の荒地。

4 樽前火山群及山麓干原所産維管束

植物群の構成

前記植物目鎌に記載したる植物の線数は 101科 369属 674種

(586種 3亜種 95憂種 1亜憂種 3憂型)に達せるがその分類

上の所属の大要と示せば次の如し。

羊 歯 類 6科 20属 峯 種 (33種 9憂種 3憂型)

顧 花 植 物 95科 349属 630種 (553種 3亜種 86憂種

1亜憂種 5憂型)

a
|

l
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おrm.resedttlia Takeda。 ホリパノラトコヨモ

ギ、丘地及平地の草原。

A.  Keiskeana Miq.イ ヌヨモギ、丘地及平地の草

原。

A.    vulgaris L.varo kamtSChatim,BeSS.:工・ガヨ日E

ギ、丘地及不地の草原。

A.  Sね 1leriana Bess。 シロヨモギ、海岸の砂地。

Peねsites iapOnicus Miq.var.giganteus Makino.ア キタ

ブキ、山丘地及平地。

Cacalia delphiniお lia Sieb.et Zucceモ ミヂサウ、モ|ミ ヂ

ガサ、丘地の樹林。

Co kamtschatica Kudo.ミ ミカウモリ、丘地の樹林。

Ce hasttta L.var.glabra Ledeb.ョ プスマサウ、丘

地の樹林。

SenesiO vulgaris L.ノ ボロギタ、手地の荒地。

S.  palmatus Pall.ハ ンゴンサウ、ナナツパ、丘地又

は平地の樹林又は草地。

Se nemorensis L.キ ラン、山丘地樹林の縁。

Cirsium arvense ScOp.vare setosum Ledeb.ェゾノキツネ

アザミ、丘地スは平地の荒地。

Co  pendulium Fisch.エゾノタカ7ザ ミ、不地。

C.  pectinatuln A.Gray.:ェ プノサハアザミ、丘地及

李地。

C.  Grayanum Nakai.マ ルバノヒレアザミ、丘地及

不地。

Ce  yezoanum Nakai.ェ ゾノノアザミ、平地。

Sausurtt iapOnica DC.Lメ ヒゴタイ、丘地及平地の草原。

Gerbera Anandria Schultz_Bipp.セ ンポンヤリ、ムラサキ

タンポポ、丘地の草地。

Picris iaponica Thunb◆ カウプリナ、丘地及平地の草地。

654

652

653

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

“
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629 Lobeha sessilifOlia Lamb.サ ハギキヤウ、:手地の繰原。

Compositae キタ科

630 Eupatorium iapOnicum Thunb.ヒ ヨドリバナ、不地の草

原。

631 Eo    sachalinense MakinO.ヨ ツパヒヨドリ、山丘

地及不地の樹林或は草原。

632 E.   Lindleanum DC.サ ハヒヨドリ、山麓:の凛地。

633 SolidagO Virga_aurea L.ア キノキリンサウ、山丘地及不

地の草地。

634 Aster trinervis ROxb.vare adustus Ma対m.ヤ マシロギタ、

丘地又は平地の草地。

635 A.scaber Thunb。 シラヤマギタ、丘地又は平地の草地。

636 :Erigeron kalntschaticum:DC.var.hirsutuIIL Fr.Schm. EE

リムカシヨモギ、丘地の樹林o

637 Anaphalis margaritacea Benth.et IIook.・ ヤマハハコ、山

丘地及手地の樹林又は草原。

638 Gnaphalium diginosum L.ヒ メチチコグサ、不地の路傍。

639 1nula salicina L.カ センサウ、丘地又は不地の草原。

640 1. britanica L.エ リフグルマ、平地。

641 Carpesium triste Maxim.ミ ヤマヤブタバコ、丘地の樹林。

642 Adenocau10n adOhaerescens Ma対m.ノ ブキ、丘地の樹林。

643 Bidens tripartita Lo var.pinnatifolia Turcz.1エ リノタウ

コギ、平地の滉地。

6“ Achinea sibirica Ledeb.ノ コギリサウ、丘地及平地の草

原。

645 Matricaria ambigua Miyabe.シ カギタ、ギンカウライ、海

岸の砂地。

6“ Arttm慧 a iapnica Thunb。 フトコヨモギ、丘地及手地の

草原。
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616 Diervilla MiddendOriana Carr.ウ コンウリギ、上部の樹

林よう裸出帯に及ぶ。

617 Do  iaponica DC.タニウリギ、上部の樹林。

▲dOXaCe" レンブタサウ科

618 Adoxa mOschatellina L。 レンプタサウ、山丘地の樹林。

VderlanaCeae ラミナヘン科

619 Patrinia gibbOsa Maxiln.マ ルバノキンレイタフ、山丘地

の樹林。

620 P.  vil10sa Juss.フ トコヘシ、丘地及不地の草地。

621 Po  scabiosaefolia Fisch.ラ ミナヘシ、丘地及手地の

草地。

CuCurbitaCme ウリ科

622 Schizopepon bryoniaeお hus Maxim.ミ ヤマニガウリ、山

丘地漢流附近に多し。

623 Gymnostemma pedttum Bl.ァ マチャザル、山丘地:(自老

墓 )。

CampanulaCeae キキャウ科

624 Campanula lttircttpa Cham.イ ハギキャゥ、上部裸出帯、

稀に塞澤≧樽ひ下部帯に降下せ う。

625 Adenophora Thunbergiana Kudo.おrmo genuina Kudo。

ツリガネニンジン、不地の草原。

626 Peracttpa ciocaeoides H.Feer.タ ニギキャゥ、 山丘地の

凛地。

627(bdOnOpsis lanceOlata Bentho et H00k.ツ ルニンジン、二

地及平地。

28 Co   ussu五ensis Hemsl.パ アップ、平地の草原。

ロ
ハ



RubiaCeae アカネ科

597 Asperula OdOrata L.タ ルマバサウも丘地樹林。

598 Ga〕ium Aparine L.ャヘムグラ、手地の草原。

599 Ge trinoriforme KOm.タルマムグラ、
′
丘地。

600 G.  bnchypodium Maxi111.キ タムグラ、丘地樹林。

601(i  gracile Bge.ヨ ツバムグラ、lll丘 地の樹林。

602 G. trin(lum L.ホ リバノヨツパムグラ、山丘地の樹

材こっ

603 Go pseudo―aspellum Makino.オ ホバノヤヘムグラ、

平地。

604 G. pandomnl Maxim.ミ ヤマムグラ、山丘地の樹林。

605 G. verunl L.ヵ ハラマツパ、二地及手地の草原。

606G. boreale L.var.kamtschaticum Maxim.ェ リキ翼

タサウ、丘地。

607 G. kamtschaticum stelleF.ヨ ツパムグラ、山丘地樹

林。

608 Ge intermedium Kudo.ォ ホキスタサウ、山丘地樹林。

CaprHoliaCeae `ス ヒカザラ科

609 Sambucus latipinna Nakai varo Miquelii Nakai.1オ 滞ψヾ ニ

ハ トコ、コプノキ、丘地及平地。

610 Vibwnuln pubinerve Bl.カ ンポタ、丘地の樹林。

61l Ve   Wrightii Miq.ミ ヤマガマズミ、山丘地の樹林。

612 Ve   diLtatum Thunb.ガ マズミ、山丘地の樹林。

613 V.   furcatun■ Bl。 オホカメノキ、山丘地の樹林。

614 LO五cera cOerulea L.タ ロミノウゲヒスカグラ、丘地及不

地の開放地、特に滉地。

615 1:」 .     Chamissoi Bge. var. SaChlinenSis Kudo。  ミ́』二′ヾ

ナヘウタンポタ、丘地樹林及手地の凛原。
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目
夫

SCrOphulariaCeae ゴマノハグサ科

583 Linaria]aponica Miq.ウ ンラン、海岸の草原。

584 Penttstemon frutescens Lalnb.タルマイサウ、イハプタロ、

上部の裸出帯。

585 聖Lm.ulus nepalensis Benth.v ar.iaponica Miq. ミもブ粛蓄

“ザキ、丘地の燥地。

586 VeЮ nim americana Schwerin.ェ リノカハヂサ、丘地スは

不地の小川。

587 Phterospermum iaponicum Kanitz.コ ンホガマ、山麓の樹

林スは草地。

588 Euphrasia mollis Wettst.ェリコゴメゲサ、平地の草原。

589 Pedicdaris respinata L.シ ホガマギタ、シホガマサウ、二

地又は平地の草地。

5" Po   yezoensis Maxim.ェ リシホガマ、丘地又は平

地の車地。

Lentibulttiaceao タスキモ科

駒l UtriCularia amniS Wight.ム ラサキミミカキグサ、平地の

瀑原。

592 Uo   iaponitt MahnO.タ ェキモ、平地の池沼。

593 Uo   intermedia Hayne.コ タ翼キモ、不地の池沼。

PhrymaCeae ハヘ ドタサウ科

594 Phryma lepね stachya L.ハヘ ドタサゥ、丘地の樹林 .

PlantaJnaCeae オホバコ科

595 Phntago maior L.v冨 .asiatica Dcne.ォ ホバコ、丘地及

平地。

596 P.  kamtschttica Link.ェ リオホバコ、丘地及平地

の草地。



564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

A. ciliata Bge.カ ヒジンドウ、平地の草原。

Teucriuln Miquelianum Kudo.ツ ルニガタサ、丘地又は

草地。

Scutellaria ussuriensis Kudo.エ リタツナミサウ、丘地。

Se   depondens Maxim.ヒ メナミキ、丘地スは平

士Lσ)7薫1士L。

Se   Schmidtii KudO.ナ ミキサウ、海岸の草原。

Agastache rugosa OK.カ ハミドリ、丘地の樹林。

Prunella vulgaris L.var.iapOnim Kudo.エ リウリポゲ

サ、海岸の草原。

Stachys iapo五 ca Miqo form.glabra Kudo.イ ヌゴマ、丘

地又は平地の車地。

satureia ёachslinensis Kudo. 丘 :地叉 同:平士也。

So  chinensis Brig.タ ルマバサウ、丘地又は手地。

LycOpus parvi■orus Maxim.エ リンロネラムグリ又は平地の

燥地。

Lo  Maackianus Kom.ヒ メシロネ、丘地の燥地。

L.  lucidus Turcz.シ ロネ、丘地の燥地。

Mentha sachalinensis Kudo.エ リハタカ、丘地又は平地。

Mosla grosseserrata Maxim.ヒ メジリ、 ミリカウジュ、丘

地又は平地 。

EIsholtzia Patrini Garcke.ナ ギナタカウジュ、丘地開放地

又は平地の畑地等に多じ。

Plectranthus inaexuS Vahl。 ヤマハタカ、丘地。
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Solanaceae +7ffi
581 Solanuln Dulcainala:L. vare macrocarpum Maxiln.  17Jレ

パ ノホ ロシ、丘地。

582 Se  nigrum L.イヌホホツキ、丘地及平地。
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550  So      bilnaculata I:Iook

地叉 |■ 平地。

551  ][Ialenia,sibirica iBOrklh,。

552 Menyanthus trifoliatla I」 .

沼。

Labiatae

563 Aiuga yezoensis Maxim.

et Thoms. 7 ,rrF, fl|. E

ハナイカリ、丘地スは平地。

ミツガシハ、山麓スは平地の池

ハタカ科

ニシキゴロモ、丘地の樹林。

Aselepiadaceae タウワタ科

ガガイモ、丘地スは不地の553  Metaplexis iaponica Makino.

草地 。

554 Cynanchum caudatum Maxim

草地。

イケマ、丘地又は平地の

COnv01▼ulaCeae l嗣レカ「″に科

555 Calystegia Soldanella R.Br.ハ マヒルガホ、海岸の砂地。

556 C.   sepiuln R.Br.Lルガホ、平地の草地。

557 Cuscuta iaponica Choisy。 ネナシカザラ、丘地の草地。

BOrraJnaCeae ムラサキ科

558 Tournefortia sib澁 Ca L.ス ナビキサウ、海岸の砂地。

559  :Miertensia lnaritilna G. ]Done subspe asiatica ira.keda. ′ヽ

マベンケイ、海岸の砂地 (祗墓 )。

560 Callicarpa iaponica Thunb.ム ラサキシキブ、丘地の樹林。

VerbenaCeae タマツプラ科

561 Clerodendron triChOtOmuln Thunb.タ サギ、山麓の樹林。

562 Caryopteris diVariCata Maxim.カ リガネサウ、丘地又は平

地の草地。四
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536 L.

平地

clethOides Duby.ラ カトラノラ、丘地スは平

地の草地。

537 L.    vulgaris L.ヒ ロハノタサレグマ、丘地スは平

地の燥地。

538 NaumburJa thyrsiaora Duby.ヤ ナギ トラノラ、山麓手地

の燥地。

539 Trientahs eurOpaea L.vare arctica Ledebe =ド ソマ「トリサ

ウ、平地の燥原。

StyraCaCeae エゴノキ科

540 Styrax Obassh Sieb.et Zucc。 ハタウンポタ、ハビロ、山

丘地樹林。

OleaCeae モタセイ科

541 Fnxinus 10ngicuspis Sieb et Zucc.ア ラグモ、コバノトネ

リコ、山丘地樹林。

542 F.  mandshurica Rupr.ヤ チダモ、手地の燥原。

543 Syringa iaponica Decne.ハシドイ、丘地の樹林。

544 Lygustrum yezoonse Nakai.ェ ゾイボタ、丘地の樹林。

GentianaCeae リンダウ科

545 Craufurdia iaponica Sieb.et Zucc。 ツルリンダウ、丘地の

樹林。

546 Gentiana axillarmora Levl.et Vnt.エ プリンダウ、丘地

`D箱
繰潤なる草地。

547 G.  horom灘ensis Kudo.ホ 園ムイリンダウ、平地の

凛原。

548 G.  Zollingeri Fawcetteフ デリンダウ、丘地の樹林。

50 Swertia tetrapetala Pan.手 シマセンプリ、エリセンプリ、

不地の車原、稀なウ。
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520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

R.    TschOnoskii Maxim。 シロバナコメリツジ、

上部闊葉樹林 よう裸出帯に及ぶ、特に アップシヌブ

リ岩角に多し。

〕iし,           Obtusum iPlanche vare Kaempferi Maxiln.

ヤマツツジ、丘地の樹林。

Menziesia pentandra Maxim.コ ャウラタリツジ、 山丘地

の樹林。

Loiseleuria procumbens Desv.ミ ネズ′ヽウ、
'陰

前山の裸出

帯下部。

PhynOdOce tsugaefolia Nakai.3ソ ガザタラ、上部灌木帯及

裸出帯。

cassiOpe lycOpOdiOides Doneイ ハ L夕ヽ _L音51果出瑞:'。

LeucOthoe Grayana Maxim ハナヒリノキ、山丘地の樹林。

Arcteria nana Ma,kino.コ メバリガザタラ、ハマザタラ、

上部裸出帯。

Gaultheria Miqueliana Tよ eda.シラタマノキ、上部闊栞

樹林 よう裸出帯に及バ。

oxycoccus palustris Pers。  。ソルコlケモ私  2平士也C)率尋̀原 。

Vaccinium Vitis_idaea L.コ ケモモ、上部の樹林 よう裸出

帯下部に及ぶ。

Ve   Smalh A.Gray.オ ホバスノキ、山丘地の樹林

よう裸出帯に及ぶ。

vo    praestans Lamb.イ ハリツジ、_L部の樹林 よう

裸出帯に及ぶ。

Ve   ciliatum Thunbi ナッハゼ、丘地 (苫小牧演習

林植物調査報告による)。

Primulaceae サタラサウ科

534 Primula iapOniCa A.Gray.タ リンサウ、二地の樹林。

535 Lysimackia iaponica Thunb.コナスピ、丘地の樹林スは

四
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少なう(檎前山束部のスロープ)。

R10raCeae イチヤタサウ科

508 Chima,phila uinbellata Nutt.ォ ホウメガササウ、上部聞葉

樹林 よう裸出帯下部及覺生川下流。

509 Co   iaponica Miq.ウ メガササウ、山丘地樹林。

510 Pirola rotundifolia lL.var.incarnata DC.ベ ニ′ヽナイチ

ヤタサウ、山丘地樹林及裸出帯下部、稀に不地の荒

地 。

varo albi■ora Maximeイ 手ヤタサウ、山丘地

樹林。

51l Po subaphylla Maxim.Lト ツパイチヤタサウ、Lメ イ

チヤタサウ、山丘地樹林及裸出帯下部。

512 Pe nephrophylla Hc Andreマ ルバイチヤタサウ、山丘

地樹林。

513 P. renif01ia Maxim。 ジンエフイチヤタサウ、山丘地樹

林。

514 Pe secunda L.コバノイ手ヤタサウ、山丘地の樹林。

515 Monotropa uninora L.ギ ンリヤウサウ、 山丘地の針葉樹

林。

516 M.   HypoPitys L。 シャタジャウサゥ、山丘地の針

葉樹林。

EriCaCeaO シャタナゲ科

517 Tripetaleia bracteata Maxim.ハ コリツジ、ミヤマホリツ

ジ、上部闊葉樹林 よう裸出帯下部。

518 Ledum palurtre Lo vare dilatatulnヽ Vahi. イリ。ソ・ソジ、三ヒ

として上部闊葉樹林 よう裸出帯に分布すれども叉平

地の燥原に生ず。

519 Rhododendron Albrechtii Maxim.ムラサキヤシホリツジ

山丘地の樹林。
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カサモチ、平地の草原。

490  :Bupleurum longiradiatun■  Turczo varo breviradiatum Fr.

SChm・ ホタルサイコ、平地の草原。

491 Cicuね virosa L.ド タゼリ、手地の1像原。

492 Cryptottenia iapOnica,IIassl【◆ ミツバゼリ、 ミ°ソバ、丘地

の樹林。

493 Pimpinella calycina Mttim.ダケゼリ、カノツメサウ、丘

地の樹林。

494 Sium cicutaefoliuln Gmel.タ ゥスマゼリ、ホリバスマゼリ

平地の滉地。

495 Chamaele decumbens Makino.セ ンタウサウ、丘地の樹林。

496 Seseli Libanotis Koche varo sibirim DC。 ハマイプキバウ

フウ、平地の草原。

497 0enanthe sblonifem DCeセ リ、平地の燥地。

498 Cnidium aianense Drude.チ シマニンジン、上部裸出帯叉

は灌木帯。

499 Ligusticum scOticum I」 .マルバタウキ、平地の草原。

500 0oelopleurum Gmelini Ledeb.ゥ シゥド、不地の草原。

501 Coniosolinum univittatun■ Turcz.テ ウカイゼリ、二地叉

は平地。

502 Angelica ursina Benth.ェゾニゥ、フップンヌプリ山頂の

草地及び平地の草原。

503 Ao  refracta Fr.Schm.ェリオホバセンキウ、平地の

草原。

504 A.  edulis Miyabeeァ マニウ、丘地。

505 Phenopteris httoralis Benth。 ハマバウフウ、海岸砂地。

00rnaCeae ミ°ブキ科

506 0ornus cottroversa Hemsl。 ミヅキ、山丘地樹林。

507 ce  can配 ensis L。 ゴゼンタチバナ、山地樹林、甚だ稀

四
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onagraceae アカバナ科

Epilobium angustiblium L.ヤナギラン、丘地又は平地の

草地。

Eo   glandubsum Lehm.カ ラフトアカバナ、丘地

叉 |■ 不地。

Qrcaea alpina L.ミ ヤマタニタデ、山丘地樹林。

C.  lutetiana L.ヤ マタニタデ、丘地漢流附近の樹陰。

OenOthera biennis L.ツ キミサウ、平地。

477

478

479

Hippridaceae スギナモ科

480 MFiophyllum spicatunl L.ホ ザキノフサモ、山麓の池沼

及 口無沼。

481 Hippuris vulgaris L.ス ギナモ、平地の池沼。

▲rariaceae ウコギ科

482 AcanthOpanax divaricatum Miq.オニウコギ、丘地。

483 A.     sciadOphyl10ides Fr.et Sav.コ シアプラ、

アプラギ、山丘地樹林。

484 Ka10panax ricinif01ium Miq.′ 、リギリ、センノキ、山丘

地樹林。

485 Anlia elatt seem.vare canescens Nakai。 メグラ、丘地開

放地。

486A. cordata Thunb.ウ ド、丘地及手地。

Umbelliおr" セリ科

487 Sanicula elata Hamilt.ォニミツパ、ウマノミツパ、丘地

の樹林。

488 0smorhiza aristata MakinO et Yabe.ヤ プニンジン、ナガ

ジラミ、丘地の樹林又は草地。

489 Pleurospermum austriacum Horm.オ ニカサモ手、オホ
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460  V.

161 V.

462  V.

463  Ve

464 V.
465 V.

466 V.

467 'V.

468  V.

469  V.

verecunda Ao Gray.3ソポスミレ、下地。

micrantha Turcz.エ リタチツポスミレ、不地の海岸

近き草原。

gvpoceras A.Gmy。 タチッポスミレ、山丘地及平

地 。

varo pubescens Nakai.ヶ タチッポスミレ、丘地。

SyrveStrifOrmiS W.BeCk.ア イヌタチツポスミレ、

丘地。

obtusa Makino◆ ニホ Lタチッポスミレ、丘地。

Grayi Fr.et Sav.ケ ナシタチツポスミレ、海岸の砂

地 。

Selkirkii PurSh.ミ ヤマスミレ、山丘地の樹林。

primulifolia Lo varo glabra Nakai.ェ ツシロバナス

ミレ、海岸に近き草原。

manSChuriCa W.BeCk.ス ミレ、海岸に近き草原。

hirtipes So Moore.vare lMiyabei Nakai.サ タラスミ

レ、海岸に近き草原。

ThymelaeaCeae ヂンチャウゲ科

470 Daphne iezoensis Maxim.ナ ニハズ、丘地の樹林。

471 Do  Miyabeana Makino.カ ラスシキミ、山丘地樹林。

I:laeagnaCeae  ゲミ科

472 Elaeagnus umbllata Thunb.ア キゲミ、丘地の開放地。

Lythraceae ミリハギ科

473 Lythrum Salicaria L.ェ リミリハギ、山麓及び不地の繰

原。

▲langiaCeaC ウリノキ科

474 .Alangiunl platanifOliun■  IIarm. var. lnaCFOphylla Wang

オホバウリノキ、二地の樹林 (湖眸 )。
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VitaCeae ブダウ科

447 Vitis Coignetiae Pall。 ヤマブダウ、山丘地 :樹林スは開放

地 。

448 Ampe10pSiS heterOphylla Sieb.et ZuCC.ノ ブ ダ ウ 、 丘 地

ス は不地。

ThaCeae シナノキ科

449 Tilia iapOnica Simk。 シナノキ、山丘地樹林。

450 T.Maximowicziana Shiras.ォ ホバポダイジュ、 山丘地

樹林。

TheaCeae ・ソバキ科

451 Acti五 dia arguta Planch.サ ルナシ、コタワ、山丘地樹林。

452A.  polygama Planch.マ タタビ、山丘地樹林。

453 A.  Kololnikta Ma対 m.ミ ヤママタタビ、山丘地の

樹林。

Gutt」erae オ トギリサウ科

454 Hypericum crassifolium Nakai.ミ ヅオ トギリ、平地の繰原。

455 Ho   Ascyron L.ト モエサウ、タサビサウ、丘地及

平地の草地。

456 H.   erectum Thunb.オ トギリサウ、丘地及不地の

草地。

457 Ⅱ◆   Thunbergii Fro ot SaV.マルバヒメオ トギリ、

丘地又は不地。

ViOlaCeae スミレ科

458 Viola brevistipulata W.Beck.ォ ホバキスミレ、丘地の樹

林(湖咋)。

459 Ve semilunaris W.Beck.ァギスミレ、平地の梶原。

山 岳 第 二 十 二 年 第 二 枕 (3121)

附
　
録
　
Ｏ
樽
前
火
山
群
及
山
麓
干
原
植
物
誌
要

三
七



昭 和 三 年 二 月 套 行(313)

附
　
録
　
Ｏ
樽
前
火
山
群
及
山
麓
干
原
植
物
誌
要

432 Celastrus articulatus Thunb. Sソ 」レウメモ:ドキ、 Ⅲ圧:士也叉は

平地の樹林又は草原。

433 Evonymus alata Sieb.ニ シキギ、丘地の樹林又は草原。

434E.   Vidalii Fr.et SaV.マ ユミ、丘地 |ノリ樹林。

435E◆    Oxyphylla Miq.ツ リバナ、山丘地の樹林。 .

436 Eo   iapodca Thunb.var.radicans Miq.ツ ルマサ

キ、丘地。

13taphylmCeae ミ°ソバウ・ソギ科

437 Staphylea Bumarda Siebe et Zucc。 ミツパウツギ、丘地の

樹林。

Aceraceae lモ ミヂ科

438 Acer ukurundence Traatve et Mey.オ ガラバナ、山丘地

の樹林。

439 Ao Ginnala Maxim.カラコギカヘデ、山丘地の樹林。

440 A.iaponicum Thunb.ハ ゥチハヵヘデ、メイゲリカヘ

デ、山丘地の樹林。

441 A.palmatum Thunb.ャ マモミヂ、山丘地の樹林。

442 A.pictum Thunb.vare mOnO Pax,ィ タャ 、 山丘 地 の

樹林。

443 Ao Mayri Schwer.ア ヵイタャ、山丘地の樹林。

BalSaminaCeae ホウセンタフ科

444 1mpttiens Nolittngere L.キ ツリフネ、丘地の樹林及平

地 。

445 1.   Textori Miqe Sソ リフネサウ、丘地の樹林及手

地。

Rhamnaceae リヨゴ科

446 Rhamnusiaponica Maxim。 タロウメモドキ、丘地の樹林。



420 0xalis Acetosella L.コ ミヤマカタバミ、山丘地の樹林。

421 0。  corniculata L。 カタバミ.平地。

RutaCeae ヘンルーダ科

427 XanthOxylum piperitum DC.サ ンセウ、山麓の樹林。

423 Phel10dendrOn an■ urense R′upre var◆ sachalinense Fre Schm.

ビロハノキハダ、山丘地の樹林。

Simarubaceae ニガキ科

424 Picnsma quassioideS Benneニ ガキ、山丘地の樹林。

CallitriCaCeae ミザハコベ科

425 Callitriche v∝ na L.ミ ギハハコベ、山麓の池沼スは海地。

BuxaCeae ツゲ科

426 Ptthysandn terminalis Sieb.et ZuCC。 フッキサウ、丘地

の樹林。

Empetraceae ガンカウラン科

427 Empetrumゴgrum L.ガンカウラン、樽:前山の上部裸出

帯又は上部闊葉樹林内.

Anac譜顔aCeae ウルシ科

428 Rhus trichocarpa Miq.ヤ マウルシ、丘地の樹林。

429 R. ambigua Lavall.ツ タウルシ、山丘地の樹林。

▲い わliace" モチノキ科

430 11ex crenata Thunb◆ イスリゲ、丘地の樹林。

431 1。 macrOpoda Miq.ア フハダ、丘地の樹林。

CelattraCeae マユミ科
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404

405

406

407

408

409  L

410

412

Trifolium Repens L.シ ロッメタサ、丘地及平地の草地。

T.   pratenso L.ア カリメタサ、二地及不地の草地。

Lotus cOrniculatus L.vare japonica Rgl。 ミヤコグサ、丘

地及不地の草地。

Desmodium iaponicum Miq.翼スピトハギ、丘地スは平地

樹林或は草地。

Lespedeza bico10r Turcz.ヤ マハギ、山麓樹林スは開放地、

麗々大群となす。

striata Hooko ot Arn.ヤ ハズサウ、山麓又は平

地の路傍。

411

Vicia amoena Fische vare lanata Fre et SaV.ツ ルフヂバ

カマ、丘地又は不地の草地。

V. Cncca L.vare canescens Maxim, 夕t)フリb、 正l」地

スは平地の草地。

Vo uniluga A.Br。 ナンテンハギ、タニワタシ、丘地ス

は平地の樹林或は草地。

Lathyr“ martimus Bigel.ハマエン ドウ、海岸の砂地。

L.  palstris L.Lメ レンリサウ、海岸に近 3草原。

Fabtt japonica Komeャ プマメ、丘地。

Puerttia Thunbergiana Benth.タ ズ、丘地、稀なう (湖

畔)。

413

414

415

416

Gera」aceae ゲンノシャウコ科

417 Geranium yezoense iFre et Sav.vare pseudOprattxlse Nakai`

ハマフウロ、平地の草原。

418 G.   Krameri Fr.et Saveミ ツパフウロ、不地。

419G.  nepalense Sweet,var iapOnicum Kudo.ゲ ンノ

シャウコ、フウロサウ、丘地又は平地。

OmlidaCeae カタバミ科

三
日



390 Waldsteinia sibirica Trott.エ ゾキンバイ、コキンバイ、山

麓の樹林、稀なう (別 々谷)。

391 Geum iapOnicum Thunbeダ イコンサウ、丘地スは平地の

樹林或は草地。

392 G. Aleppicum hcz。 オホダイコンサウ、丘地又は不

地の樹林或は草地。

393 Filipendula Kamtschatica Maxim.ォ ニシモリケ、丘地叉

は不地の樹林又は草地。

394 F.   ciliata Kudo.ア カバナシモリケ、丘地湾草地。

395 AFimOnia pilosa Ledeb.キ ンミヅヒキ、丘地又は不地の

樹林或は草地。

396 Sanguisorba tenuifolia Fische varo alba Franch. et Mev.

ナガボノシロワレモカウ、不地の燥原スは乾燥地。

397 Rosa mgosa Thunb.ハマナス、海岸の砂地。

398 PImus Max転 owiczii Rupr。 シ回ザタラ、ミヤマザタラ、

山丘地の樹林。

399 Po serrata Lindl.v籠 .sachalinensis Makino。 エリヤ

マザタラ、山丘地の樹林。

var.pubescens Nakai.ヶ ヤマザタラ、山丘地の樹

林。

400 P. kurilensis Miyabe◆ 手シマザタラ、フップシスプリ

の上部開葉樹林及灌本帯。
*

401 Po Ssiori Fr.Schm.シ ウリザタラ、シウリ、ミヤマ

イヌザタラ、山丘地の樹林。

Leguminoceae 、ァメ科

402 Maackia arnurensis iRupre et Maxim. vsre Bluergeri C.K・

Schm.イ ヌエンジュ、山丘地の樹林。

403 Thermopsis fabacea DC。 セングイハギ、丘地及平地の草

原。
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374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

Malus SiebOldii Rehder var.Sargentii Rehder.ェ リズミ、

丘地又は平地。

Photinia vi110sa DC。 ウンコロシ、カマツカ、丘地樹林。

Crataegus iOzana C.Ko Schm ェリオホサンザシ、丘地叉

は平地。

Rubus pseudO_iaponicus Koidz.ヒ メゴエフイ手ゴ、山丘

地の陰地。

R. crttaegifolius Bge.′ タマイチゴ、サンザンパノイチ

ゴ、丘地樹林スは開放地。

R. phoenicolasius Maxim.ウ ラジロイ子ゴ、丘地樹林

スは開放地。

Ro Kinashii.Levlo et Vnt.タ ロイチゴ、丘地樹林叉

は開放地。

Re triphynus Thunb.ナ ハンロイチゴ、丘地又は平地

の開放地。

R. idaeus L.vare aculeatissimus Rgl.et Till.エ リ

イチゴ、丘地の樹林又は開放地。

Duchesnea indica Focke.ヘ ビィチゴ、丘地の樹林、稀 (小

糸魚)。

Comarum palustre L.タ ロバナラフゲ、スマラフゲ、不地

の混原。

Potentilla Anserina L.3ソ ルキンバイ、海岸の瀑原(祗皇)。

Po   nipponica Wolf.ヒ ロハノカハラサイコ、 こ平」也

の乾燥地。

Po  fragarioides L.キ ジムシロ、丘地又は平地の草

地 。

Po   Freyniana Borum◆  ミリ′やソ手グリ、丘」旺叉は

平地の草地、

Po  cryptotaeniae Maxim.ミ リモ トサウ、ミナモ ト

サウ、丘地又は平地の草地。



山丘地の岩壁 (別 谷々、大崎)。

359 Tiarella pOlyphylla Don.・プタヤタシュ、 山丘地の樹林ス

は草地。

360 ChrysOsplenium ttEelliferum Fre Schlr.コ バノネコノメ

サウ、山丘地の陰地。

361 C.     kamtSChatiCum Fisch.チ シマネコノメサ

ウ、山丘地の陰地。

362 C.     Grayanum Maxim.ネ コノメサウ、丘地

の草地。

363 Parnasia pal“ tris L◆ ウメバチサウ、平地の温原。

364 Hydrangea paniculata Sieb.ノ リノキ、ノリウツギ、サビ

タ、山丘地及不地。

365 H.   acumintta Sieb.et ZuCC.サ ハアヂサイ、山丘

地の陰地。

366 H.   petiolaris Sieb,et ZucC.ツ ルアヂサイ、山丘

地の樹林。

367 Schizophragma IIydrangeoides Sieb.et ZuCC.イ ハガラミ、

山丘地の樹林。

８

９

０

１

６

６

７

７

３

３

３

３

ROSaCeae バラ科

Spiraca salicifolia Le var.lanceolata Torr.et Gray.ホ ザ

キシモリケ、山丘地。

So   beturaCfolia Pall.  マルバシモ・ソケ、 ユI丘:地及平地、

樹林又は裸地、或は滉原。

A_runcus sylvester Kostel. vare kamtschatica Maxinl。

チシマヤマブキシャウマ、山丘地樹林。

SOrbttia sOrbifolia A.Bre var.stellipila Maxim。 ホザキ

ナナカマド、山丘地の凛地。

Sorbus commixta Hedl.ナ ナカマド、山丘地樹林。

MicrOmeles alnifolia Koehne。 アヅキナシ、山丘地樹林。

372

373
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の草地、稀な う。

CruCiおrae ナタネ科

343 0ochlearia ArmOracia L.セ イャゥヮサビ、平地の路傍。

344 Barbarea OrthOceras Ledebeミ ヤマガラシ、丘地又は不地

の車地。

345 Nastrtium inOntanuln Wall.ィ ヌガラシ、平地の草地。

346 Cardamine leacantha Schulz.コ ンロンサウ、丘地スは平

地の車地。

347 C.   hpatiens L.ジ ャニンジン、山丘地樹林。

34S Co   Regeliana Miq.オホバタネツケバナ、山丘地

又は不地樹林又は草地。

349 Capsella Bwsa_Pastoris Moench.ナ ザナ、平地の草地。

350 Arabis glabra Beruh.′ 、タザホ、丘地又は平地の車地。

351 A. nipponica Boisscャ マハタザ末、二地又は不地の草

士也。

352 A. iaponica A.GFay.′ マヽ′ヽタザ水、海岸砂地。

DrOSeraCeae マウセンゴケ科

353 DrOsOra rOtundifolia L.マ ウセンゴケ、平地の温原及び上

部裸出帯。

CraSSuraCeaO ベンケイサウ科

354 Sedum verticilttum L.ミ ツパベンケイサウ、丘地の樹林。

355 So Aiz00n L.ホ リバノキリンサウ、海岸近き:草原。

=aZi:狂
agaCeaC ダイモンジサウ科

356 Astilbe Thunbergii Miq.ト リアシシャウマ、山丘地樹林。

357 Saxifraga fusca Maxim.夕 躍タモサウ、山丘地の漢流。

358 Saxifraga cortusaefolia Sieb.et ZuCceダイモンジサウ、



平地の革原。

331 To   minus L.var.elatunl Lecoy。 アキカラマツ、

丘地叉は平地の革原。

332  Adonis amurensis Rgl. et Radde. var. yezoensis I《 udo.

ォクフタジュサウ、 丘地又は不地の樹林又は草地

(甦蔓、勇振 )。

BerberidaCeae メギ科

333 Berberis Regeliana Koehne.Lロ ハノヘビノポラズ、オ水

パノヘビノポラズ、丘地樹林、稀。

334 Diphylleia Grayi Fro Schm.サ ンカエフ、フップシヌフ・ソ

の上部樹林。

亜enispermaceae ツヅラフヂ科

335 Menisperum dahuricum DC。 カウモリカプラ、不地の革

地 (別 々谷)。

MagnOliaCeae モタレン科

336 Magnolia obovata Thunb.ホホザキ、山五l地 1嵩林。

337 M.  Kobus DC.vare boreals Sarg。 キタコプシ、ヒ

キザタラ、山丘地樹林。

338 Schizandra chinenSiS Brill.テ ウセンゴミシ、山丘地樹林。

PapveraCeae(ケシ科

339 Chelidonium lnaius L。 クサノワウ、丘地又は手地の草地。

340 Cowdalis incisa PerS。 ヤブケマン、ムラサキケマン、111

麓の樹林。

341 C.   Maximowicziana Nakai.エ ゾキケマン、山丘地

の乾燥地。

342 Co   ambigua Chame et Schl。 エザエンゴサタ、山麓
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０

０
０

地樹林。

RanunCulaCeae ウマノアシガタ科

Glaucidium palmatum SLb.et zucc.シ ラネアフヒ、山

丘地樹林 (別 谷々、湖時、フップシヌプリ)。

Paeonia obovata Maxim。 ャマシャタヤタ、丘地樹林。

Po  iaponicR Miyabe et Takedacシ ロバナヤマシヤタ

ヤク、丘地樹林。

Aquilegia oxySepala Tmutve ot Mey.エ リヤマオダマキ、

丘地樹林。

Aconitum lusiduscululn Nakai.テ リハプシ、二地樹林(別

谷々、湖昨)。

Anemone Raddeana Rgl.ァ ヅマイチゲ、ウラベニイ手ゲ、

丘地樹林 (別 々谷)。

A.  gracilis Fro Schm。 ヒメイ手ゲ、山丘地樹林。

Ao  dichotoma L.フ タマイ手ゲ、オ米シキナ、オホ

エザイチゲ、不地草原。

Clematis alpina Mill.var.ochotensis Makino.ミ ヤマハ

ンシャウヅル、山丘地樹林。

RanunCuluS triChOpbylluS ChaiX.ウ メ バ チ モ 、バ イ タ フモ 、

山麓の小川。

R.   repens L.′ 、Lキ ンポウゲ、不地の温原。

R.   acris L.vare Steveni Rgl。 ミヤマキンポウゲ、

平地の草原。

R.  Langusdorni Spr.キ ッネノボタン、丘地及手地。

Thahctrum aquilegifolium L.カ ラマツサウ、丘地又は平

地の草原。

T.   integrifolhm Maxim.ホ リバカラマツ、丘地

崖上草地 (別 々谷)。

Te   sachalinensis Lecoy.ェ リカラマツ、丘地又は

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330
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293 Portuhca Oleracea L.ス ベ リヒユ、平地の乾燥地。

CaryOphメ laCOae lセ キチタ科

29Э  Stollaria lnedia Cyrill. ハ
=コ

こ́、 三二十こラこ1重召■1也
`〕

氏
=士
也。

300 S   uliginosa lurr.ノ ミノフスマ、丘地スは平地の

草地。

301 S   sachalinensis Takeda.ェ ゾフスマ、シラオイハコ

ベ、山丘地叉は手地の構林或は草地。

302 S.  10ngifolia Muell。 ナガバツメクサ、丘地樹林。

303 Cerastiu】 n Schlnidtianuln Takeda。  ォ月■′ヾノミミサ・う規夕、

平地の革原。

304 C.       cacspitosuln Gilibe var.glandulosum Kudo。   ミ

ミナグサ、平地の革原。

305 Sagina Maxima A.Gray.・ ソメタサ、丘地又は平地の草地。

396 Ammodenia maior KudO.ハ マハコベ、海岸ri少地。

307 Moehringia platysperma Maxim.夕 手ハコベ、平地の革

地。

30S Silene aprica Turcz.var.量 rma Willdeフ シゲロ、サリマ

ニンジン、丘地スは平地の草地。

309 Cucubalus baccifer L.vare ioponicus Lliq.づ ・ン′ヾ|ン ずヽコ

ベ、・ソルセンノウ、山丘地樹林。

310 Dianthus superbus L.ヵ ハラナデシヨ、平地草原。

NymphaeaCeae L・ソジグサ科

31l Brasenia Schreberi Gmel.ジュンサイ、平地の池沼。

312 Nymphaea tetragona Georg.ヒ ッジゲサ、不地の池沼。

313 Nuphar iaponicum DC。 カハ水ネ、平地の池沼。

CerCidirhyllaCeae カツラ科

314 Cercidiphylluln iapOnicllm Sieb.et Zuccoヵ もソラ、山丘
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I)

D

P

P

p

IIydr● Piper I」 。 ヤナギタデ、平地の測1原。

nOdOsttl Pers.Iオ ホイ又タデ、二地又は平地

の草地。

Blunei Mcisn.イ ヌグデ、アカノママ、丘地

ス は平地 al車地。

Yokusaianllin Makino.′ 、ナタデ、不地の草

士也。

virgilふntlin L.ミ ヅヒキ、丘地又は手地の樹

オブヽJttLは 1暮[士色。

alatum IIamilto Var.nepalonse IIook.f.タ

ニリバ、リバタデ、丘地の樹林。

Thunbergii Sieb.et Zucc.ミ ゾVバ、タリバ、丘

地又は平地の樹林又は潔地。

sagittatum Lc vare sibHcum Mcisn.ウ ナギツ

カミ、ウナギザル、不地の温原。

perttiatuini L。 イシミカ′ヽ三平地の荒地。

WeyriChii「 re SChmeウ ラジロタデ、ウラジ
園イタドリ、上部裸出帯よう平地に互 ウ、特に裸地

に多し。

Convolvulus L.リ バカザラ、不地の草地。

Sachalinensis Fro Schm.オ ホイタドリ、山丘

地及 平士自。

290 P
291 P

Ｐ

Ｐ

２

　

３

９

　

９

０
４
　

０
４

二
六

Ch鍛嗜ぼhCeae 17カ ザ科

294 Chenopodiuln albuln L. アカ1ず、 11ナ也C)り篭ナ也。

295 Atriplex patula L。 ェリ′ヽマアカザ、海岸砂地。

296 Salsola Soda L。 フヵヒジキ、海岸砂地。

POrtulaCaCeae スベリヒユ科

297 Montia rivularis Ginel.翼 マハコベ、平地の漁地。



26S Q. dentata Thm島 .カ シハ、不地。

Uユ理aCeae ニレ科

269 Ulmus iapOnica Sargeハ ルニレ、アカダモ、丘地又は平

lL。

270 U。  laciniatR Mayr。 ォヒャウ、山丘地樹林 (フ ップシ

ヌプリ及湖昨)。

MOraCeae タハ科

271 Mor“ bOmbycis Koidz.ャ マグハ、丘地樹林。

272

273

274

275

276

UrtiCaCeae イラタサ科

Urtica platyphyna Wedd◆ 1エ リイラタサ、 1オホバイラタ

サ、丘地樹林。

Laportea bulbifera Wedd.ムカゴイラタサ、丘地樹林。

Pilea v五dissima Makino。 アラミザ、丘地樹林。

Boehmeria tricuspis Makino.ア カリ、丘地又は平地草原。

LCranthaCeae lヤ ドリギ科

Viscum albuln L.vare latescens Makino.ヤ ドリギ.■電

ヤ、落業間葉樹上に寄生。

P01ygOnaCeae タデ科

277 Rumex domesticus Hartm.ノ ダイワウ、平地又は丘地の

荒地。

278 Ro c五 spus L.ナ ガバギシギシ、不地の荒地。

279 Ro obtusif01ius L.ェ リギシギシ、平地の荒地。

280 R. Acetosella L.ヒ メスイバ、平地の荒地。

281 Polygonum aviculare L.ミ チヤナギゝニハヤナギ、平地

の路傍草地。
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ギ、山麓叉 |ま不地の樹林。

253 Se sachahnensis Fr.Schm。 カラフトヤナギ、ナガバヤ

ナギ、山丘地又は平地の樹林。

254 So Miyabeana v.Seem.ェ リカハヤナギ、平地の樹林。
255 S. purpurea Le varo multinervis Matsum.フ タバコリ

ヤナギ、ォホバコリヤナギ、平地の樹林。

MyriCaCeaЭ  ヤマモモ科

256 Myrica Gale Lo var.tomentosa DC.ヤ チヤナギ、不地の

温原及口無沼附近。

Juglanね Ceae `クルミ科

257 Juglans sieb01diana Maxim.ォニグルミ、平地の樹林地に

見れども稀なう。

BettlaCeae 力′ヾノキ科

258 Carpinus cOrdata BI.サハシバ、丘地樹林。
259 0   1a対■Ora Bl.ァ ヵシデ、リロノキ、コンデ、丘地

樹林。

560 0strya lapOnitt sarg.ァサグ、丘地樹林。

261 Betula Maxilnowicziana Rgl。 ウダイカンバ、サイハダカ

ンバ、山丘地樹林、特に支笏湖岸に多し。
262 B.  iaponica Sieb。 シラカンバ、山丘地又平地。

263 B.  Ermani Chameェ リノダケカンバ、 ドスガンビ、

サウシカンバ、山丘地樹林。

264 Alnus iapOnica Siebe et zucc.ェ リハンノキ、平地燥原。

265 A  hirsuta Tarcz.ヶ ャマ′ヽンノキ、山丘地樹林。
266 Ao Maxilnowiczii Calleミ ヤマハンノキ、山丘地樹林。

Fagaceae ブナノキ科

267 Quercus crisqula Bl。 ミヅナラ、オホナラ、山丘地及平地。



238 Myrmechis gracilis Bl。 アリド米シラン、山丘地の針葉樹

林に多し。

239 MicЮ stylis monophyllos I■ndl.ホザキイ手エフラン、山

丘地の針葉樹林に多し。

240.Ephipianthus Schmidtii Reichbo f.コ イチエフラン、山

丘地の樹林に多 じ。

241 Liparis liliif01ia Rich.ス ズムシサウ、山丘地の樹林。

242 L. iapOnica Maxime七 イタカスズムシ、山丘地の樹

林。

243 L. Krameri Fre eto Sav.ジ ガバチサウ、山丘地の樹

林。

244 0reorchis patens Lindl。 コケイラン、山丘地の樹林。

245 Calanthe tricarinata Lindl サルメンエビネ、エゾエビネ、

山丘地の樹林。

246 Dactylostalix maculosa Miyabe et Kudo.ヒ トハラン、山

地針葉樹林。

ChloratthaCeaeチ ャラン科

247 Chloranthus serratus Roeme et SChl.フ タリシヅカ、丘地

の樹林。

Salicaceae ヤナギ科

248 Populus Maximowiczii A.Henry.ド薗ヤナギ、 ドロノキ、

山丘地及不地。

249 Po  tremula L.var.iesoensis Kudo.ヤ マナラン、

上部落葉開葉樹林に生ず。

250 Salix Reinii Fre et Sav.ミ ネヤナギ、樹林地に生ずるも

特に裸地に多し。

251 Se CapFea L.パッコヤナギ、サルヤナギ、山丘地樹林。

252 S. viminaliS Lo varo yezOensis C.Ko Schm。 キヌヤナ
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222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

333

234

中朽本上
`:'rに

生ず。

G.    Kinoshitai Hak.コ ァニ手ドリ、丘地の樹林

地 。

G     camtschatica Miyabe ct Kudo.ノ ビネチ ドリ、

丘地の樹林地。

Platanthera ussuriensis Maxiln.コ トンポサウ、山丘地樹

林。

P.    Ch10rantha Custor.エ ブ手 :ギ リ、1ll丘 地樹林。

P.   sachalinel亜 s Fre Schin.ォホヤマサギサウ、

山丘地樹林。

P.     Chorisiana Reichbe fo form.elata Fineteミ ヤ

ケラン、山丘地樹林。

Habenaria sagittifcra Reichb.f.ミ ツ トンボ、不地瀑原。

Pogonia iaponica Reichbo f.ト キサゥ.不地潔原。

var.Ininor MakinO.ャマ トキサウ.平地繰原、前

者に比し稀なう。

Cephalanthera 10ngibraCteata Bl。 ササバギンラン、山丘地

樹林。

Epipactis latifolia All◆ varo papin03a Maxim.ェ プスズラ

ン、山丘地樹林。

GastrOdia elata Bl。 ェスビ トノアシ、山麓の樹林又は草地。

Spiranthes austraris Lindl..ネ びコ′ヾづ"、 ュI晰造J理は.琴11也 。

Listera cOrdata R Br.コ フタバラン、山地の倒葉樹林に多

し。

Neottia Nidus_avis Rich。 サカネラン、山丘地の樹林 (苫

小牧演留林植物調査報告による)。

Goodyera pendula Maxim.ツ リシュスラン、山丘地の老

樹上に着生、稀少。

G.  repens R.Br.ヒ メミヤマウヅラ、山丘地の樹

林。
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207

208

209.

210。

211

212

213

214

215

216

217

218

Streptopus alnplexifOlius DCeォ ホパタヶシマラン、山地

の樹林 (フ ップンヌフ・ソ上部落葉閥葉樹林帯に於て

得た う)。

Polygonatum huinile Fisch.ヒ メイズイ、Lメ アマ ドコロ

海岸草原。

Po     o饉cinale Allo var,Maximowiczii Maxim.オ

ホアマ ドコロ、丘地又は平地の草地。

Convallaria Maialis L.キ ミカゲサウ、スズラン、主 とし

で海岸草原、稀に丘地樹林内に見る。

Paris quadrifolia L.vare obovata R,gl.et Tile `夕 Jッマ′ヽ

ツタバネサウ、丘地樹林。

Po tetraphylla A.Gmy.・ ソタ′ヾネサウ、丘地,同林。

Trinium kamtSChaticuln Pall。 オホバナエンレイサウ、山

丘地樹林。

T.  Tschonoskii Maxin ミヤマエンレイサウ、山丘

地樹林。

To  Smalli Maxim.エ ンレイサウ、山丘地樹林。

Aletris follata Franch.ネ バリノギラン、上部裸出帯又は

不地の滉原。

IridaCeae アヤメ科

IriS SOtOSa Pall.ヒ アフギアヤメ、1不地の草原 .

I.Kaempferi Sieb。 ノ′ヽナシャウブ、不地の凛原。

OrChidaCeae ラン科

219 0rchis BeOringiana Kudo.ォ タ′、クサンチ ドリ、檎前山上

部裸出帯の草地 (稀少)。

220 Co。 logbssum v五de IIOrtm.var.bracteatum Richt.ア ラ

手 ドリ、コノビネチドリ、丘地の樹林地。

221 Gymnadenia cucullata Rich.ミ ヤマモヂズリ、丘地の樹林
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lS9 Tricyrtis macropoda Miq.ヤマホ トトギス、山麓の樹林。

190 110Sta COerulea Tratt。 ギバウシ、平地の凛原。

191 Hemerocallis Dumo面 erii Morr.ヒ メクフンザウ、1不地の

草原。

192 Ⅱo    Middondorfii Trautve et Mcy.エ リタヮンザ

ウ、ニツタフウキスゲ、平地の草地。

193 Allium Schoenoprasuln L。 ェリネギ、海岸附近の草原。

194 A. Victorialis L.ギ ャゥジャニンニタ、ヤマビル、キ

トビル、山丘地樹林又は草地。

195 Lilium Glehni Fre Schmeォ ホウバュリ、エリウバユリ、

山丘地樹林。

196 L. davuriculn Ker_Gawl.ェ リスカシユリ、海岸附近

の草原。

197 L. medeoloides A◆ Gray.クルマユリ、山丘地の草地。

198 Fritilla五 a camtschatensis Ker_Gawl.タ ロユ.り 、山驚旨J甦は

不地の草地。

199 Erythronium dens_canis L.カ タクリ、丘地樹林 (別 々谷)。

200 Lloydea trinOra Bak.ホ リバノアマナ、二地草地、稀少。

201 Asparagus schoberddes Kunth.キジヵクシ、山麓又は平

地の草地。

202 Clinbnia udensis Trautv.et Mey.ッ パメオモ ト、丘地樹

林。

203 Smilasina iaponica A.Grり .ユキザサ、丘地又は平地の

樹林或は草地。

204 1Maianthemum canadense Desf.var.kamtschaticum Kudo.

マヒヅルサウ、山地 よう平地に亘 ウ樹林スは草地に

生ず。

205 Disporum smilasinum A.Gray.チ ゴユリ、山麓の樹林。

206 Do  sessile Don.」、ゥ手ャクサウ、丘地の樹林又は

草地。

一一
〇



CmmO111laCiC20 'ソ ユウサ科

177 CommOlina cOEmunis L.ッ ユクサ、手地人家附近の荒地。

173

17〔1)

JunCaC3晨`Э
 J専 =琴路

Luzula plulnosa Eo Mey.翼 J3ボシサウ、山地よう手地に

亘 う乾地に生ず。

Lo calnpestris DC.var.Inultinora Colak.ャ マスズメ

ノヒ=、
不地の革地。

varo capittta Miq。 スズメノL=、 平地の革地。

Juncus bufonius L.Lメ カウガイゼキシャウ、41地 の黒

原 。

J.   CompresSuS JaCZ.var.gracilimuS BuCh.ミ ヅ ヰ 、

ドロヰ、平地の燥原。

J.  tenuis Willdeタ サヰ、平地の温原。

J.   ef“ us L.vare dccipiens Buch. 』卜、 'ItiLC)藩晟房:。

J.  baltiCuS Willdo Var.Haenkei B曖Ch.オ米叉マヰ、

ハマヰ、不地の繰原。

Var.iapOniCuS BuCll.ヒ ラヰ、ネ

ヂキ、不地の温原。

Jo Tokubuchii Miyabe et Kudo.ホ 鋼ムイカウガイ、

平地の繰原。

J.    prislnatocarpus :R. :Bro var. I」 eschonaultii :Buch.

カウガイゼキシャウ、平地ll・11原。

subvaro unitubu10suS BuCh.ヒ ラカウガイゼキシ

ャウ、平地温原。

J.  Kramei Fre et Sav.夕 手カウ】,1'争ぜキシャウ、手

地滉原。

Liliaceae lコ Lり 科

Veratrum albuln L.var.Lobelianum Bak.バ ィヶィサゥ

丘地樹林 (1:;]昨附近)。

lS()

1[it

iS2

183

184

″Ｏ

　

　

　

　

Ａ
ｖ

・いヽ
）
　
　
　
　
　
●
０

７̈

　

　

　

　

　

　

　

（じ

Ｑ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
●

１
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“上

山 岳 第 二 十 二 年 第 二 統 (330)

附
　
無
　
○
檎
前
火
山
群
及
山
徒
干
原
植
物
誌
要

一　
ん



行磯月二年三口
ｒ

‘
ハ
「

ワ
＝(331)

附
　
象
　
０
統
前
火
出
警
及
山
麓
午
原
植
物
誌
要

159 C

160 Ce

161 C.

162 C

163 C.

164 C.

165 C.

166 C.

167 C.

168 o.

169 C.

170 C.

171 C.

172

173

174

175

176

lanCe01ata B00tt.ヒ カゲスゲ、平地。

vare nana Lev.et vnt.ホ リ′電ヒカゲスゲ、手地。

limosa L。 カラフトヤ手スゲ、手地の漏原。

SiderOStiCta HanCe.タ ガ ネ サ ウ 、 サ サ ス ゲ 、 丘 地 樹

林。

iapOniCa Thunb.ヒ ゴスゲ、Lゴタサ、二地又は不

地。

aphanolepis Fr.et sav.サ ハスゲ、丘地の樹林内。

parCi■Ora B00tt.グレ…ンスゲ、平地の草生地。

Oederi Rotz.ェ プサ′、スゲ、平地の繰原。

vare viridula Kuek.平 地の繰原。

rOtundata Wahleb.カ ラフトカサスゲ、不地の海原。

laeVirOStriS Blytt.オ 水カサスゲ、平地の海原。

vesicaria L.ォニナルコスゲ、平地の燥原。

pumila Thunb.コ ウバウシバ、海岸の砂地。

lasiocarpa Ehrhe var.occultans Fttnch.ム ジナス

ゲ、手地の燥原。

Miyabei「ranch.ビ 園ウドスゲ、手地つ繰原。

AraCeae テンナンシャウ科

AcOr“ Calamus L.シ ャゥブ、不地の池沼。

Lysichiton camtschttense SchOtt.ミ ヅバセウ、ベコノシタ

山麓の谷及手地の温原。

Calla palustris L.ミ 卿 ゼン、ヒメカイウ、曲麓の谷の

沼縁繰原。

Arisaema laponiCum Bl。 テンナンシャウ、曲麓の樹林。

E三ocaulaceae ホシタサ科

Eriocaulon sikokianum Maxiュ  シロイスノLゲ、平地の

温原。

一
ハ



Ｃ

Ｃ

〕Ｄ

　

ハ０

４

　

４

１

　

１

139 C.

140 C.

141 C.

142 C.

143 C.

144 Ce

147 C。

148 C.

149 C.

150 C。

151

152

153

154

155

156

157

15S

nubigena D.Don.ミ ノボロスゲ、不地。

vare albata Kuek.手ャボミノボロスゲ、山地。

stipata Mueleオホカハズスゲ、平地燥原。

macrocephala Willd。 コウバウムギ、海岸砂地。

canescens L.ハタサンスゲ、平地の温原。

stellulata Good.カ ハズスゲ、不地の温原。

var。 Omiana Kuek.ヤ チカハズスゲ、平地の繰原。

fOrsicula Fr.et Saveタ ニカハズスゲ、季地の議原、

丘地樹林内。

incisa Boott.タ ニスゲ、丘地樹林内。

pruinOsa Boott.varo Maximowiczii.Kuek.ガ ウリ

平地の海原。

cincta Franch.ヒ メガウリ、不地の瀑原。

schimidzensis Freア プマナルコ、不地の燥原。

Lyngbyei Hornem.ヤラメスゲ、エリスゲ、不地の

操原。

■accidior Miyabe et Kudo.エ リアゼスゲ、Lラ ギ

シスゲ、不地の温原。

Buxbaumii Wahlb.タルマイスゲ、平地の温原。

Gmelinii HoOk.et Arn.ネ ムロスゲ、山麓の樹林又

は草地。

oxyandra Kudo.ヒ メスゲ、山麓の樹林又は草地。

nervata Fre et Sav.シ バスゲ、山麓の革地。

umbrOsa Hosto subspe sabynensis Less.カ ミカハス

ゲ、テウ七ンアラスゲ、不地。

ROyloana Nees。 アラスゲ、山麓樹林又は草地及び

檎前山裸出帯。

Conica BOott.ヒ メカンスゲ、丘地。

lasiolepis Franch.ア ヅマスゲ、丘地の懸崖草地(別

々谷)。
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115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

26

127

128

129

130

131

132

133

134

JunCenuS SerOtinuS Clal・ k・ ウシガヤツリ、平地の
tι
:覆地。

Kyllingia brevif01ia ROttb.ヒ メタグ、不地の操地。

Eriophorum alpinum L.ミ ヤマサギスゲ、平地の繰原。

E.    gracile Koch。 サギスゲ、不地の織原。

Scirpus mucrOnatus L.ヵ ンガレヰ、平地の温原。

So  ereCtuS POireホタルヰ、平地の温原。

Se  triqueter L.サ ンカタスゲ、平地の凛原。

So  Tabernae_montani Gmel。 フトヰ、平地の凛原。

So  maritimus L。 ウキヤガラ、平地の燥原。

S.  Eriophorum Michx.タ ロアプラガヤ、平地の温原。

Eleocharis palustris R.Bre翼 マハリヰ、平地の繰原。

E.   Savatieri Clarke.タ ロハリヰ、平地の燥原。

E.   amata Steud。 ミヅヒキヰ、平地の瀑原。

FimbriStyliS diphylla Vahl。 テンツキ、不地の1燥原。

RynochOspora alba Vahl.ミ カヅキグサ、平地の凛原。

R.     Umemurae MakinO.ヒ メイヌノハナヒゲ、

平地の梶原。

R.    Fauriae Franch.ォ ホィヌノハナヒゲ、平

地の温原。

Carox rhizOpoda Maxim.ム ギスゲ、不地の温地。

C. Onoei Fr.et Sav.ハ リスゲ、平地の温原。

var.Krameri Kuek.コ ハリスゲ、平地の温原。

Ce rara Bootte sabsp.capillacea Kuek.ハ リガネスゲ、

不地の温原。

vare nana Kuek.ア ラモリハリスゲ、

不地のlil晟原。

Co uda Maxim.ェ リマツパスゲ、平地の燥原。

Ce arenicola Fro Schm.タ ロヵハズスゲ、平地の温原。

C. pseudo_curaica Fr.SChm.ツ ルスゲ、不地の海1原。

C. pallida Co A.Mり .ェリカハズスゲ、不地の滉原。
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93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

■09

110

111.

■12

113

114

Brylkinia caudata Fr.Schin.ハ ジガヘリ、山麓樹林地。

Dactylis g101nerata L.カ モガヤ、平地の車原又は路傍。

Poa annua L.ス ズメノカタビラ、不地の路傍。

Po pratensis L.ナ ガハゲサ、山麓叉は不地樹林或は草原。

Po nOlnOFaliS L.夕 手イ手ゴツナギ、山麓又は平地樹林或

は草原。

Pe acroleuca Steud.ミ ヅイ手ゴツナギ、手地温風

P.palustris L.イ チゴッナギ、山麓の樹林。

Pe sphondy19dcs Trin.カ ハライ手ゴリナギ、平地。

Po cenisia A.ll。  41ナ也。

Glyceria aquatica Sineヒ 田パノ [ご絆ャウツナギ、平地草原。

G.  ■uitans Ro Br.vare leptorhiza Maxim.ウ キガ

ヤ、手地燥原又は池沼。

Go  tongluensis Clk。 ド宇ャウツナギ、手地の池沼又

は小川。

Festuca pawigluma Steud.ト ボシガラ、二地樹林又は草

地 。

Fo  rubra L.オホウシノケゲサ、平地の革原。

BromuS pauci■orus Hack.キツネガヤ、山麓革地。

B.  lnollis L.ハ マ手ャLキ、平地の荒地。

Brachypodium iaponiculn Miq.ヤ マカモジゲサ、丘地樹

林又は車原。

Agropyrum se面 cosね tuln Nees.カ モジ`ゲサ、不地の草地。

Elymus lnollis Trine′ マヽニン島夕、海岸砂地。

E.  dahuricus Turcz.エ リムギ、′、マムギ、海岸砂地。

Sasa borealis Mよ ino et Shibata.スズグヶ、山麓樹林。

Se paniculata Makino et Shibata.ネ マガリダケ、チマ

キザサ、山丘地樹林又は開放地。

QtteraCeae スゲ科
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草原又は樹林.

75 ■Iilium ttusum L.イ ブキヌカポ、丘地及手地草原。

76 Alopecurus fui、 ‐1ls Sm.スズメノテッパウ、不地草原。
77 Phleml pratense L.ォホアハガヘリ、丘地及手地草原.

7S Asrostis alb■ L.コ翼ヵグサ、不地荒地.

79 A.  naccida Hack.ミ ヤマスカボ、タカネスカポ、

ヒメコメススキ、構前山の裸出帯。

30 A.  scabra Willd.ェ リスカボ、丘地及手地の草原。
81 A.  pere■ lnans Tuck.ャ マヌカボ、二地及不地の草原 .

S2 Calamagrostis EPigeDis Roth.ャ マアハ、丘地及手地の草

原 。

‐r.densinora Ledeb.ホリヤマアハ、山地の草

万質。

S3 0.     villoら a Mut.イ ハノガリヤス、丘地及手地

の草原。

84 C,     sachalinensis Fr.Schm.ヒ メノガリヤス、

山地及丘地の樹林ス‖草地。

85 0.     hよ Onensis Fr.et Sav.′、コネガリヤス、

平地の車原 ,

86 C.     arundinacea Roth,ノ ガリヤス、不地の草

原。

87 Deschampsia caespitOsa Beau▼ .ミ ヤマコメススキ、不地

の草原 .

88 Trisetum flavescens Beau▼ .ヵニツリグサ、不地の草原。

S9 Avena fatua L.チ ャヒキ、不地の草原。

90 B∝kmannia eruCaeお nniS IIOSt.ミ ′ゴメ、千地の滋地。

91 PhragmatiS COmmuniS Trin.キ タヨシ、不地の瀑原の大部

分を被ふ.

92 Diariena ioPnica Fr.et S密.タツノLゲ、山麓樹林叉

は草地。

一
“



AliSmataCeae オモグカ科

60 AlisinR PhntR30 L.vare cmaliculatum Kudo. ヘラオモ

ダカ、不地〕71黒地。

Varo parvinorulu Torr.サ ジオモグカ

不地 の輝地 。

H「drOChttitaCЭ 20 トチカガミ科

61 Vanisneria sPiFaliS L.七 キシャウモ、イトモ、平地の小

川又 は池沼。

２

３

４

５

６

６

６

６

Graminae タヮホン科

Miscanthus sincnsis Anders.ス スキ、開放地に多し、平原

帯 よう裸出帯に及ぶ。

P01linia imbeFbiS Neese var.gcnuina Hack.ア シポリ、不

地の温地。

Arthraxon ciliaris Beauv.コ プナグサ、山麓の樹林草地叉

は草原。

Zoysia pungens Willd.var.japonica Hack。 シバ、,毎岸′砂

地の草原。

Arundinena anomala Steud.ト ダシバ、平地草原。

Paniculn sanguinale L。  メヒシバ、 1■ 1也尊1原。

Po   Crus_galli L.ミ ヅビエ、平地温地。

var.sublnuticurn Mey。 ノビエ、三
I立士L温地。

P.  acroanthum Steud.ヌ カキビ、平地海地。

Settria viridis BeauV.エ ノコロゲサ、平地草原。

Le∝sia oryzoidcs Sw.var.iaponica Hackeサ ャヌカゲサ

平地7:私地。

Phalaris arundinacea L。  (タサョシ、 平地燥地。

HierOchlo0 0dOraれ Vヽahlb.カ ウバウムギ、平地草原。

Muehlenbergia lapЭ nica Stend。 ネヅミガヤ、丘地及平地

66

67

6S

69

70

71

72

73

74
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以上排出プ
||卜 の下書|;に 及ぶ。

4S Po iezoensis(hT.エ リマツ、クロエプマツ、主 として

針閥滉溝林帯以上裸出帯の下部に及ぶ。

49 PinuS pumiltt R31,ハ ヒマツ、上部落葉閥葉樹林の上部 よ

う機:出帯の中下部に及び、主 として樽前山の南画面

よう北西の一部に亘 ウ稀に東都 :こ も見る。 フップシ

ヌブソには分布せぎるが如し。

TypllaCeae lガマ科

50 Typha latiFoll■ L.ガマ、平地の池沼。

51

52

SrarganiaCeae  ミタリ琴斗

Sparganium raln:Dsuln Htlく ls。 ミクリ、不i也 のソ也沼。

So      stc1loI)h)・ lluln hlaxiln.ユ lliLC)f也沼 ,,

P3tan10gettnaCeae Lル ムシロ科

53 Potamogeton nttln3 L.ヲ ヒルムシロ、コ′11地 の池沼o

54 Pe    alpinuS BRlbiS.ホ リバノヒルムシロゝ不地

或は山地の池沼。

55 Po    POrfOliatuS L.ヒ ロバノエビモ、平地の小川

又は池沼。

56 P.    Oxyp、 llus Miq。 ヤナギモ、不地の小川又

は池沼。

57 Po      PuSilluS L.イ トモ:、
21地或1■ 山貿LのノI｀メIじ甦

池沼。

58 Po    PeCtinatuS L.リ ゥノヒゲモ、山地の池 (日

無沼 )。

Scheuchzeriaceae シバナ科

59 Triglochin palllStre Iノ .ホリバノシバナ、平地の温原。



36 Equisetum arvense L.ス ギナ、・ソクシ、平地又は丘地の

荒地に多し。

37 E.   palustre L.イ ヌスギナ、平地の繰原

3S iEo      Heleocharis Ehrh.forin. lilnosuln Aschers.

ミザドタサ、平地の温原スは川縁c

LyCOPOdiaCeae Lカ ゲノカザラ

39 LycOpOdium Selago Lo var.chinensis Kudo.ヒ メスギラ

ン、山丘地樹林内、但し下部帯にては稀。

40 L.      serratun■ Thunb.vare Thunbergii ■Iakino.

ホリバノタウゲシバ、山丘地樹林内。

41 Lo   obscurum Lo form.nabelLtum Takeda.ウ チ

ハマンネンスギ、山丘地樹林内。

fOrme iuniperiOidum Takdac

タチマンネンスギ、山丘地樹林内。

42 L.   annotinum L.vare pungens Desv.タ カネスギ

カプラ、主として上部落葉閥葉樹林帯。

43 L.   clavatuln L.ヒ カゲノカプラ、主として上部落

葉閥葉樹林帯よう裸出帯の下部。

44 Lo   cOnlplそ nゝatum L.var.anceps Milde.ア スヒカ

ザラ、針闇混清林帯 よう裸出帯の下部に及ぶ。

Ta=aCeae イ手ヰ科

45 Taxus cusPidata Siebe et Zucc.イ 手ヰ、山丘 1主全性に:亘

う樹林内 :こ 散生すc

HnaCeae マツ科

46 Abies Mayriana Miyabe et Kudo.ト ドマツ、アフトド、

主 として針開混活林帯以上裸出瑠卜の下部 1こ 及ぶ。

47 Picea Glehni Mast.ア ヵェゾマツ、主 として針闊混活林帯
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24 Adiantuln pedatum L.ク チャクシダ、丘地の樹林内。

25 Pteridium aquilinum Kuhn.ヮ ラビ、山地よう平原に亘

う度 く分布し、上部落葉開葉樹林内にては屋々亘大

なるものを見る。

26 PolyOdium vulttre L.ェ リデンダ、山丘地樹林内の樹幹

に着生す。

27 P.   Fauriei Ho Chr.オ シャゴジデンダ、 山丘地樹

林内の樹幹に着生す。

28 :P.       hastatuln Thnunb. fOrm. pygmaeum Maxim.

チャポミツデウラボシ(新構 )、 北西向の岩面にて得

た め、分布甚だ狭し(自老憂地)。

29 P.   ussuriense Rgl.ミ ヤマノキシノブ、山丘地樹

林内の樹幹に着生す。

30 P.   annuifrons Makino.ホ テインダ、オホノキシ

ノブ、山丘地樹林内の樹幹に着生す。

31 Cyclophrus hastatus C.Chr。 イハオモダカ、山丘地樹林

内の樹幹に着生す。

OSmundaCeae ゼンマイ科

32 0slnunda cinnamomea L.ャ マ ドリゼンマイ、山地の樹林

内又は平地の梶原。

33 0.  regalis L.var.iaponica Milde.ゼ ンマイ、山丘

地の樹林内又は平地の草原。

OphiOg10SaCeae ハナヤスリ科

34 BOtrichum Matricariae Spr.エ リノフユノハナワラビ、丘

地の落葉闊葉樹林内。

35 Bo   strictum Und.ナ ガボノナツノハナワラビ、丘

地落葉闊葉樹林内。

Equisetaeeae b 0 tf*[



9 De   mOnticOh Ce Chr.ミ ヤマベニシダ、山丘地樹

林内。
10 D.   Miquelhna Co Chreナ ライシダ、丘地の落葉

闇葉樹林内c

ll D.   dilatata A.Gray.var.Ob10nga Takedat ナガ
バノシラネワラビ、山丘地の樹林内。

12 D..   PhegOptOris ce chr.ミ ヤマワラビ、ウスワラ

ビ、山丘地の樹林内。

13  1P01ysticuln,acl■ leatun■ Sc1lott. varo retroso_paleaceuln I(0_

dama.サ カゲヰノデ、山丘地の樹林。

14 P.   Brauni Fee.ホ リヰノデ、山丘地の樹林内。

15 MicЮlepia Wilfordii Moore.ワ ウレンシダ、山麓の谷の陰

地、スは樹林。

16 M.   piloseHa Moore.ィヌシダ、山麓の谷の朽木上

に得た め、稀なう(別々谷)。

17 Athyriuln yOkOsense Ho Chr.ヘ ビノネゴザ、日陰の急崖

地に多 く、主として山麓に分布す。

18 A.       :Fihx―fomina Rotho varo melanolepis rヽakinO.

メシダ、山丘地の樹林内。

19 A.   Macrocarpum Bedd.ャ マイヌワラビ、丘地の

落葉闇葉樹林内。

20 Diplazium Oldhalni Ho Chr.ホ リバシケシダ、二地の樹

林内。

21 CampbsOrus sib五cus Rupr.タモノスシダ、山麓の谷の

朽木上に得ため、稀少なり(別 谷々)。

22 Blechnum Spicant wither.var.nippOnicum KudO.シ シ

ガシラ、岩壁上縁の落葉闊葉樹林にて得た め、此附

近にては稀なう(自老墓地)。

23 COniOgramme fraxinea Fee.ィ ハガネゼンマイ、山丘地の

樹林内。

山 岳 第 二 十 二 年 第 二 競 ( 340)

附
　
録
　
○
樽
前
火
山
群
及
山
麓
千
原
植
物
誌
要



1341) ＾
■
ス

が

，

月ｏ

一
二二

一

ｆ
外
・

″
＝

附
　
鉄
　
○
糠
前
火
山
群
及
山
麓
雫
原
植
物
誌
要

果フッフ・シヌブリ及白老墓地並びに構前山南麓約 100米以下の匡

域 とを老成型植物景凱 とし、檜前山の大部分を包含する山丘地と

幼稚型植物景凱 として雨者と匡別した う (12,13)。 しかれどもす

でに記述したるが如く雨者は相互に連績的開係を有し幼稚型植物

景観は結局老成型植物景観への:i邑程を示すものなることは勿論な

う。

3.樽前火山群及山麓干原所産維管東

植物目録

A List of Vascular‐ PIants grOwing in Tar口 :lnal_

V01CanO‐OrOup and adiuSCent PIain,

IHymenOphyllaCeae コケシノブ科

l HymenOphyllum Wrightii V。 (1.B.コ ケシノブ、樹幹及

陰地の岩面、(自老皇地、大崎 )。

POlypOttaCeae ウラボシ科

2 Woodsia manchuriensis IIook.フ タロシダ、陰地の岩面

(大崎)。

3 Matteuccia Strutiopteris Todaro.ク サリテツ、山地の樹陰。

4 0ncclea sensibihs L.カ ウャヮラビ、丘地の藩葉闊葉樹林

内或は草原。

5 Dryoメ eris Thelypteris A.Gray.ヒ メシダ、平地の凛原。

6 D.   nippOnica C.Chr.ニ ックヮウング、丘地の落

葉闊葉樹林。

7 De   tokyoensis Co Chr.タ ニヘゴ、不地の落葉閥葉

樹林内、稀なう。

8 De   setosa Kudo。 ェリメンマ、山丘地樹林内に廣

く分布し、屡大群をなす。

J嚇



て樽前山の山麓附近迄降下 し、そこに周囲よう植物の侵入によう

て主 として下方よう漸次植物被の形成が進行したるが高庭に於て

は猫其の後の火山活動の影響、氣象的、土地的條件の不良なるが

ため猫裸出帯を残留したるも、 フツプシヌプリにては前記の如き

激烈なる破壊作用 よう兎がれて今日に及びたるものの如し。

過去に於ける樽前山の火山活動による植物群落の破壊の甚だし

か うし事は火日よう通かに下方の山腹に於ても猫炭化したる森林

やその下生群落が厚き火山友礫層の下に埋没保存せらるゝによう

て略想像し得べし (12,13)。 次に喬木帯に於ける三帯の林相憂化

に於てその中部及上部の二帯は甚だ密接なる開 1;ス にあ うて、前者

の林相は結局後者の前駆となすものなることはその林下に針葉樹

の稚樹の残生良好なること及其の上本が極度の陽樹にして被蔭に

たえぎること等にようて推知するにかたか らず (12,13)。 又主 と

して裸出帯に生ずる矮小灌木類が喬木帯中に於ても相営多量に生

育 し且つ上部樹林に多きことは、元末裸出帯に生ずべき植物が現

今森林に被はる 部ゝ分に於ても自由に生育する状態 (即 ち現今の

裸出帯の如き)が過去に於て存在したることを示すものと解する

は前記の地層中に於て友化して埋没せる植物遺性の意義と結合し

て決して不自然にあらざるな う。これ等の推察よう更に構前山の

現今の植物帯の憂化は賂末甚しき憂動なさ限 う漸次下部帯の植物

群落の上昇にようて途には少 くともフップシヌフ・りの状態に達す

るものと推考するに難からず 。今北海道に於ける他の高山の植物

帯配布の状態
半
を見れば (1,2,3,8,9,11,12)、 本人山群に於ける森

林限界の上部線は最高部に於ても猫進かに低 くして、明かにそれ

が気候的上界線にあらぎることを知るに足るべし。

著者は樽前山火山群の地域内に於て前記の如 く樽前山とフップ

シヌプリとの間に植物景観の差の甚だしき事賞と指摘 しそれが主

として樽前山の過去の大山活動の影響に起因することを述べ樽前

山の植ι
l夕景観がアップシヌプリのそれに比して猫甚だ不安定の状

態にあるものとなしたるが、このことよう詳細なる踏査研究の結
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(343) 昭 和 三 年 二 月 我 行

c課出帯 フッフ・シヌプリには之れを快けども博前山にては前

記灌木帯以上山頂≧含む廣き範国に互ると見る。本帯の下部に於

ては|イ ソツツジ、マノンノゞシモツケ、ウコンクツギ、シラタマノキ、

スノキ、コメノゞツガザクラ、ツガザクラ、ガンカクラン等の小灌

木密生する匡域となせども、中部に於ては著しく疎生し、更に登

ればタノンマイサウ、イ′ヽギキャシ、オホイタドリ、クラジロタデ、

ヒメスグ、 ミヤマヌカボ等の草本≧主 とする疎生地となり、力/
デラ内に於て更にクコンクツギ、ィンツツジ、マ″′ヾシモツケ等

の小灌木の散生するを見るべし。こは恐 らく力/デラ内にては氣

象的條件の山側上部に比して緩和せ らるるによるなるべし (12,

13)。 ス裸出帯の下部に於てもエゾマツ、トドマツ及アカエゾマツ

等の凄生少か らざれども生長甚だ不良にして甚しき矮形を塁し森

林を形成するに至 らず。

′`ヒマツは樽前山の西側に於て灌木帯 よう裸出帯中部に互 うて

多生すれども其他の山側には稀少な う。叉 フップシヌプリには全

く螢生せぎるが如し (12,13)。

d山側の侵餞と植物景観)1(撃前山は山腱 il整 だ崩壊し易き大山iI槃

の堆積なるを以て水蝕に封する抵抗力少なく、特に裸出帯に於て

山側の崩壊甚し。その崩壊による礫上の押し出しは屋々遠 く上部

森林帯に侵入して第二次的に裸出帯の降下を末し、裸出帯の所生

植物の移動を誘導 したる證跡少か らず (12,13)。 又漢谷は概 して

所謂塞澤にして平時水流なさ裸出帯をなし、上部裸出帯の植物を

下方に運ぶ通路をなすこと少か らぎるが如し (12,13)。

以上山丘地帯の植物景観の帯状憂化を見るに構前山とフップシ

ヌフ
°
りに於て喬木帯の上部界に甚しき高度の差あ うて前者に於て

は慶大なる裸出帯存在するにかかはらず、それよう逢かに高きフ

ップシヌフ・ソに於ては山頂に於ても猫漸 く灌木帯の景観を現出す

るに止まれるが、こは樽前山の比較的近き過去に於ける火山活動

の影響にようて山側の植物群落と破壊し慶大なる裸出帯が主 とし
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ジデング等普通なう。又ヤマブグシ、ツ′ンアガサイ、イ′`ガラミ、

コクフ等の菫菫甚だ多し。

針弱滉浩林 樽前由に於ては海抜約 400米以下、フップシスプ

リ及白老皇地に於ては

'1曇

抜約 600米以下の山地に互 う、エゾマツ、

トドマツ、アカエゾマツ等と共にエゾノダケカンノヾ、ミゾナラ、ド

ロノキ、シナノキゝセンノキ等多 く混清し叉所々に針葉樹ノ)純林

lf見 る。樹下にはフップシスプリ及白老基地にてはネマガリダケ

密生すれども共他にては概 してエゾメンマ、ナガ′ヾノシラネフラ

ビ等と主 とすると見る。針葉樹林にてはイチヤクサウ風、イノヘツ

ツジ、ヒヵグノカゾラ層気 ヒトノ`ラン、コノタ′ヾラン、スヾムシ

サウ等の多生する庭あわ。

上部落葉調葉樹沐 111年前山西側にては海抜 700米乃至 800米

以下、北。東・南側にては約 500米以下、アップシメプソにては約

1090米以下、白老垂地にては約 600米以上の山地に互 う、エゾノ

ダケカンバ、 ミヤマ′`/ノ キ、ナナカマド、フガラバナ等と主 と

しエゾマツ、 トドマツ及 アカエプマツを混ずる森林たして概して

樹齢若 く叉著 しく密生する庭多し。樹下には針葉樹の稚樹の機生

甚だ良好なる慮多 く、共の密生地にあつては間々森林の通過と因

難ならしむることあ う。叉ノソウツギ、ウコンクツギ、コヤゥラ

クツツジ、ノ`ナヒノノキ、マノンノヾシモツケ等の湛木多 く、革本に

はナガハ。ノシラネフラピ、 ヨツ′ヾ ヒヨドソ、オホイタ ドソ、 ヒメ

ノガソャス等多 きを見 る。叉本樹林帯に於て注意すべ きことは主

として湛木帯或は裸出帯に生ずるシラタマノキ、ィソツツジ、 コ

ケモモ、マノンパシモツケ等の小灌本の機生少か らぎることにして

その意義につきては更に後記する庭あるべ し。

b灌木帯 本山地に於ては灌本帯の機進著 しか らぎれども構前

山の西側に於ては海抜約 750米乃至 950米以下、北・東・南側 :こ て

は約 550米 以下、フップシヌプリにては約 1000米以上の山地 ヒ

占め、主 として ミヤマ′ヽ ンノキ、エゾノダケカンバ、 ウコンタツ

ギ、ナナカマ ド、 ミネャナギ等の密なる叢林 ヒ形成す。

11〕 1‐i)
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景観の帯状的推移の状況を見る庭少か らず。部ち周邊部に於ては

キタヨシ、シャクブ等の大なる挺水植物を見、その内側には ドク

ゼリ、 ミツガシ′ヽ、 ミゾドクサ、ヵ′、ホネ等と生 じ、内部に於て

はヒツジグサ、ジュンサイ、ホザキノフサモ等の生ずるを見れど

も湊き池沼に於てはか くの如き帯状的推移全 く湾大してキタヨシ

を主 とする群落を見るべし。

g河岸の植物 河岸に於てはしばしば ミゾナラ、ヤマ′`ンノキ、

センノキ、ヵツラ、ドロノキ或はェゾヵ′ヽャナギ、ナガ′ヾヤナギ、

キヌヤナギ、フタバコリヤナギ等の樹林を見る。スホデキシモツ

ケ、ホザキナナカマド、アキタブキ、ェゾョモギ、′ヽ ンゴンサウ、

オホイタドリ等の繁茂を見ると普通とす。河岸に於て注意すべき

事は山丘地の植物の手原に侵入する通路となすことにしてミャマ

′ヽンノキ、ヤマ′ヽンノキ等の海岸附近に降下するが如きは河流に

よつて運搬せらるるものの如 し (12,13)。

B 山 丘 地 帯

山丘地帯の植物景観は下部 よう上部に喬木帯、灌木帯、及び裸

出帯の愛化と認むることを得るが喬木帯は更に下部 よう上部に下

部落葉 11周 葉樹林、針闊混清林及び上部落葉聞菜樹林の推移を_見 る。

ス裸出帯に於ても下部、中部及上部の三部に匡別することを得ベ

し (12,13)。

a蕎木帯 喬木帯は南部山麓段丘の末端海抜約 40米以上の山

丘地全騰に亙 う、共の上部界は檜前山西側に於ては海抜 700米乃

至 900米 、其の東・北・南側に於ては約 500米 にあれども、フップ

シヌプリにては海抜約 1000米 に進せ う。

下部落葉懸葉樹林 は海抜約 50米乃至 100米以下の山麓地を

占め ミゾナラ、サ′ヽシバ、ャマモミデ等と主 とする落葉開葉樹林

にしてサンセツの如き曖地性湛木の混在は注意すべきものなう。

樹林下の草本にはエゾメンマ或はネマガリダケを主 とし、ナガバ

ノシラネフラピ。フッキサク、オホウ′ヾユリ等亦願著な う。樹幹

上には着生羊筒多くイ′ヽオモグカ、 ミヤマノキシノブ、オシャグ
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二大別すべし。即ち海岸よう山麓段丘下に達する海岸手野の地域

と其の以外の山丘地之れなう。

A  平 原 帯

a海濱植物群落 海濱は不調なる砂濱にして背後に低き砂丘線

を負へ う。高潮線附近にては所生植物甚だ少なく僅かにフカヒジ

キ、カウノヾウムギ、′`マヒル″ガホ、′ヽマ′ヾウフウ、ノ`マニガナ等

の疎生するを見るのみなれども、砂丘に近づくに従ひ漸 く密なる

群落≧形成し、ス シロヨモギ、′`マ′`タザホ、ノ`マニンニク等の

旺盛なる繁茂を見る。

1)砂丘植物群落 砂丘は海岸線に平行する低二をなし其の背後

は直ちに中性草原に被はれたる砂原或は燥原に及べ う。砂丘は全

く植物に破はれ其の要素は前記海演植物群落のものと中性草原の

ものとの混合なれどもノ`マナス及びヒメヰズヰの密生は稿著し。

c中性草原 砂丘の背後は概 して廣き砂原にして多種の植物に

よう美しき草原と形成し初夏 よう秋期に互 う美麗なる花野と現出

す。其内スズラン、ニックヮクキスグ、 ミヤマキンバウダ、′ヽマ

ノクロ、フミナヘシ、シラャマギク、ゴマナ等特に穎著なう。

d森林 本匡域内に於ては森林の螢達甚だ不良なる夕うiS燥地に於

てはャチ′ヽンノキ及びノリウツギを主 とする群叢あ り、乾燥地に

は ミゾナラ、ャマ′ヽ ンノキ、センノキ、 イタヤ、 カツラ、 ドロノ

キ等の小森林 を見 ると得べ く、苫小牧附近にてはカシ′ヽの疎林を

見 るべ し。

e瀑原 湿原の大部分はキタ ヨンに破覆せ られ其の間にヤチ′ヽ

ンノキ及びノノウツギの生ず るを見 る。又苫小牧附近に於てはヤ

チヤナギ、マノンノヾ シモツケ、シロフレモカウ、クロミノクグ ヒスカ

グラ、ィンツツジ、 ツノンコケモモ等の多 き地域あ う。又所々にノ

′ヽナシャウブ、サ′ヽギキヤクの廣大なる機生を見花時美観と塁す。

f水生植物群落 河流の丘地に近 き部分に於てはクメノヾチモ、

エゾノカ′ヽ.デサ等を見 るも下流に於てはセキシャウモ、ホザキノ

フサモ、スギナモ等 を見 る。池沼及び緩流せる河流に於ては植物

(346)
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l.地 形 及 気 候

樽前火山群は北海道謄振園の東部にあ うて支笏湖の南岸と太平

洋岸の狭き海岸平野 との間を占め、著者の踏査したる範囲は海岸

平野を加へて約 343平方粁に互 う、北は支笏湖の南岸毛ラップよ

うタプコプ山下に互る湖岸線、東は略王子製紙含祗の軽便鐵道線、

西は別々谷 ようタプコプ山ヒ連ぬる線、市は離墓よう吉小牧に互

る海岸線と以て匡劃せ らるる匡域なう。

海岸線は平調なる砂演にして背後に低き砂丘線ヒ負ひ、その内

側の手原は数條の乾地と低滉地との交互せる帯状地形と以て山地

末端の段丘に及べるが、その幅 3粁以下なると普通 とす。

山地は活火山なる樽前山廣 く裾野と引き、その北方に於てフッ

プシヌプリの死火山を抱擁し、西部に於ては自老皇地の接鯛を見

る。構前山は明治四十二年 (1909年)大噴火となして山上の第二

次火日と埋めて回頂丘 (新出山と命名きる)の現出を見たること

によつて著名なる活火山にして (10)、 山上に大なるカノンデラあ

うて前記園頂丘は略其の中央部に位置す。カノンデラの外壁は平均

海抜約 1000米の高度を有し、其最高鶏 |′■東部 |こ あ うて 1024米

に達せ う。山般の外側は山腹以上に於ては相急峻なれども概 して

甚だ緩斜し高度に比して山座甚だ廣 し。フッフ・シヌブリは槍前山

の北方にあ うて共の最高馳は 1153米に達し山勢甚だ11戯崚なう。

樽前山とノップシヌプリとの間には中ノ岳の小隆起介在せるが、本

山は元構前山力″デラ北壁の一部の残留したるものの如し。自老

皇地は構前山の西方に接鯛せる高皇にして平均 200米乃至 400

米の高度を有 し、その北束部にタプコフ
°
(661米 )モ ユタウンク

プコフ
°

(655米 )の二隆起あう。

本地域の氣候は概 して各期に於ては乾燥低温なれども、植物繁

茂期つ夏期に於ては甚だ多温温曖なう (12).

2.植 物 景 観 概 要

本地域の植物景観と叙するに方 う便宜上手原帯 と山丘地帯 とに
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樽前火山群及山麓平原植物誌要

竹  内  亮

緒   言

著者は大正十二年 (1923年 )別の報文によつて構前火山群及び

其の山麓手原の植物景観の概要並びに構前山の過去に於ける火山

活動の影響に因る植物景観の憂遷及び山撻の侵蝕による植物景観

の憂化について考察し (文献 ■2,13.後出)ス羊歯類及顧花植物

の目録を未定稿 として附記する庭あ うしが (13)、 其後著者の探集

したる維管東植物の謄葉全部は恩師工藤博士の好意によつて種名

の検定を受けたると以て、足 らぎるものは之れを他の著作 (3)に

ようて補び、ここに植物目鎌の定稿を得た う。ようて植物景観の

概要と崎補再鉄 し、更に植物目録と総括したる一項 ヒ加へて本稿

を成せ ウ。

植物目録はエングレノン氏の分類式にようて各科毎に排列し、局

及種の排列は他の著作(3,4,5,6)を 参照した う。各植物について

は著者の手記と基礎 として力めてその生育地相を記入 し叉必要に

應 じては産地名を附記した う。地相の記入に方 う便宜上山丘地、

山地、政は丘地の文字を使用したるが、丘地と稀するは海抜略 3

00米以下 よう山麓に互る地域、山地とは海抜路 300米以上の地

域と意味し、山丘地とは爾者と併稀したるものなう。

本稿を成すに方 う前記工藤博士並びに恩師頗績博士の深甚なる

好意と辱ふせ う、記して以て威謝の意を表す。

山 岳 第 二 十 二 年 第 二 琥  (34S｀ )
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