
童
日

評

笹
本
正
治
著

『
山
に
生
き
る

山
村
史
の
多
様
性
を
求
め
て

米
　
家
　
泰
　
作

」

　
日
本
史
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
「
山
に
生
き
る
」
と
い
う
題
屠
と
「
山
村

史
」
と
い
う
副
題
を
も
っ
た
本
が
刊
行
さ
れ
る
の
は
、
ま
だ
十
年
は
先
の
こ

と
だ
ろ
う
。
歴
史
地
理
学
の
立
場
か
ら
山
村
に
関
心
を
も
つ
評
者
は
、
つ
い

最
近
ま
で
そ
う
思
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
「
山
村
史
」
と
い
う
雷
葉
は
、
歴

史
地
理
学
で
は
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、
日
本
史
の
一
分
野
と
し
て
定
着
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

て
い
る
と
は
言
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
た
め
笹
本
氏
の
「
山
村
史
」
も
、

既
成
の
「
山
村
史
」
の
学
説
史
を
継
承
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
歴
史
研
究
の

現
場
か
ら
問
題
提
起
的
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
も
の
、
と
い
う
性
格
を
帯
び
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
本
書
評
で
は
、
「
山
村
史
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら

れ
た
著
者
の
問
題
意
識
に
注
意
し
て
、
読
み
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
笹
本
氏
は
、
武
田
信
玄
や
鋳
物
師
研
究
に
ウ
ェ
イ
ト
を
お
き
な
が
ら
も
中

世
か
ら
現
代
に
お
よ
ぶ
幅
広
い
守
備
範
囲
を
持
ち
、
す
で
に
｝
五
冊
以
上
の

著
書
を
も
つ
多
作
家
で
も
あ
る
。
そ
の
多
く
の
著
書
の
な
か
で
、
山
村
を
申

心
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
今
回
が
初
め
て
と
な
る
が
、
著
者
に
と
っ
て
由
村

が
二
次
的
な
テ
ー
マ
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
本
書
か
ら
は
、
現
代

社
会
に
生
き
る
歴
史
研
究
者
と
し
て
、
山
村
と
向
き
合
う
意
義
を
強
く
意
識

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
最
初
に
目
次
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
第
｝
章
　
林
業
に
生
き
る

　
　
第
一
節
　
甲
斐
に
お
け
る
近
世
初
頭
大
鋸
・
杣
制
度
の
一
考
察
　
　
第

　
　
二
節
　
旧
巨
摩
郡
北
山
筋
山
中
十
二
箇
村
共
有
文
書
　
　
第
三
節
　
敷

　
　
島
町
と
武
田
氏

　
第
二
章
　
金
山
に
生
き
る

　
　
第
一
飾
　
戦
国
時
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
湯
之
奥
金
山
　
　
第
二
節

　
　
中
世
・
近
世
の
湯
之
奥
金
山
関
係
年
表
　
　
第
三
節
　
門
西
家
所
蔵
の

　
　
金
山
関
係
を
中
心
と
し
た
文
書
　
　
第
四
節
　
武
田
氏
と
金
山
1
－
1
古

　
　
文
書
か
ら
見
た
金
山
衆

　
第
三
章
　
交
通
運
輸
・
商
業
に
生
き
る

　
　
第
一
節
九
一
色
郷
の
成
立
に
つ
い
て
　
　
第
二
飾
近
世
九
～
色
郷

　
　
商
人
の
展
開
概
要

　
第
四
章
　
山
村
の
家
伝
記
と
芸
能

　
　
第
一
節
　
　
『
熊
谷
家
伝
記
臨
の
成
立
　
　
第
二
節
　
雪
祭
り
と
罷
…
谷

　
　
家
伝
記
』
の
村
々
　
　
第
三
節
　
榑
木
踊
り
を
め
ぐ
っ
て

　
第
五
章
　
山
村
の
食
文
化

　
　
第
一
節
戦
国
時
代
の
甲
斐
の
芋
　
　
第
二
節
大
滝
村
の
食
文
化

　
　
第
三
節
　
神
戸
堰

　
　
山
を
め
ぐ
る
諸
問
題
一
1
お
わ
り
に
か
え
て
一
…

　
右
の
よ
う
に
、
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
各
論
的
内
容
で
あ
り
、
最
後

の
「
山
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
が
総
論
的
議
論
と
な
る
構
成
を
も
つ
。
本
書
の

副
題
「
山
村
史
の
多
様
性
」
の
い
う
「
多
様
惟
」
に
関
し
て
、
ま
え
が
き
に

は
特
に
説
明
が
な
い
が
、
林
業
・
鉱
業
・
商
業
・
芸
能
・
食
文
化
と
い
う
章
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評轡

構
成
そ
れ
自
体
が
、
単
～
の
生
業
や
産
業
の
み
か
ら
で
は
理
解
し
え
な
い
山

村
の
多
颪
性
、
つ
ま
り
は
多
様
性
を
物
語
っ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
事
例
の

多
く
は
、
戦
国
期
～
近
世
の
甲
斐
国
か
ら
選
ば
れ
て
お
り
、
第
四
章
と
第
五

章
二
節
の
み
が
信
濃
国
と
な
る
。
著
者
の
意
図
は
、
全
国
か
ら
多
様
な
事
例

を
選
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
「
山
村
史
」
の
あ
り
方
を
示
す
点
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
比
較
的
限
定
さ
れ
た
事
例
か
ら
山
村
の
性
格
を
多
面
的
に
解
き
明

す
点
に
あ
る
。

　
第
一
章
「
林
業
に
生
き
る
」
は
、
山
梨
県
敷
島
町
を
事
例
と
し
て
い
る
。

そ
の
中
心
的
な
史
料
と
な
る
が
、
二
節
で
翻
刻
・
解
説
さ
れ
て
い
る
「
旧
巨

摩
郡
北
山
筋
山
留
十
二
箇
村
共
有
文
書
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
正
・
文
禄

年
間
に
「
杣
」
・
「
大
鋸
」
に
与
え
ら
れ
た
諸
役
免
除
の
「
御
黒
印
」
と
、
そ

の
由
緒
を
主
張
す
る
関
連
文
書
を
中
心
と
す
る
史
料
群
で
、
近
世
初
期
の
甲

府
城
築
城
に
お
け
る
職
人
の
動
員
と
組
織
化
、
さ
ら
に
近
世
を
通
じ
て
彼
ら

が
「
御
用
職
入
」
あ
る
い
は
「
御
用
杣
」
と
し
て
特
権
を
有
し
た
こ
と
を
物

語
る
。

　
著
者
は
こ
こ
か
ら
幾
つ
か
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
「
山

村
の
住
民
は
杣
や
大
鋸
と
い
っ
た
職
人
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
材
木
伐
採

に
動
員
さ
れ
、
地
域
の
樹
木
を
根
こ
そ
ぎ
伐
っ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

近
世
初
期
に
禿
げ
山
号
が
進
ん
だ
木
曾
山
に
似
た
現
象
が
、
甲
斐
国
北
部
に

も
生
じ
た
と
の
想
定
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
傍
証
と
し
て
、
現
在
の
森
林
資

源
の
貧
弱
さ
を
挙
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
史
料
的
な
検
証
も
欲
し
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
二
つ
目
は
、
職
人
の
組
織
化
が
戦
国
大
名
武
田
氏
の
支
配
の
も
と
で
す
で

に
進
ん
で
お
り
、
そ
の
遺
制
が
近
世
に
引
き
継
が
れ
た
と
み
る
仮
説
で
あ
る
。

武
田
氏
研
究
と
職
人
鋤
究
と
い
う
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
つ
笹
本
氏
な
ら

で
は
の
着
眼
点
で
あ
る
。
著
者
は
第
三
節
で
は
、
武
田
氏
時
代
の
豪
族
や
武

田
氏
滅
亡
後
の
知
行
配
分
な
ど
か
ら
、
戦
国
時
代
に
お
け
る
山
村
の
経
済
力

は
必
ず
し
も
低
く
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
山
村
の
人
々
も
ま
た

「
武
田
氏
権
力
の
大
き
な
担
い
手
」
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
山
村
の

多
く
は
近
世
初
期
以
前
の
状
況
が
全
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
　
般
的
で
あ

る
が
、
戦
国
時
代
史
の
な
か
に
山
村
の
存
在
感
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
著
者

の
手
腕
は
、
続
く
二
章
・
三
章
と
と
も
に
、
本
書
の
最
大
の
特
色
と
な
っ
て

い
る
。

　
三
点
目
と
し
て
、
近
世
に
お
け
る
「
御
用
杣
」
は
、
領
主
か
ら
見
れ
ば
職

人
支
配
で
あ
り
つ
つ
も
、
山
村
の
側
か
ら
み
れ
ば
特
権
の
源
泉
で
あ
り
、
宝

暦
年
間
に
高
掛
か
り
三
役
の
免
除
を
嘆
願
す
る
武
器
と
な
っ
た
こ
と
が
強
調

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
「
聖
書
摩
郡
北
山
筋
芝
中
十
二
箇
村
共
有

文
書
」
は
、
十
二
ヶ
村
の
宝
物
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
評
者
は
、

主
張
の
武
器
は
異
な
る
も
の
の
、
増
税
に
対
抗
す
べ
く
自
ら
講
権
地
域
と
し

て
「
由
緒
」
を
活
用
し
た
山
村
の
例
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
領
主
と
の

交
渉
過
程
の
な
か
で
、
山
村
地
域
と
し
て
の
性
格
と
機
能
を
強
く
意
識
し
、

そ
の
論
理
的
活
用
を
意
図
し
て
い
く
と
い
う
、
近
世
山
村
の
指
向
性
の
一
つ

が
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

　
続
い
て
、
第
二
章
「
金
山
に
生
き
る
」
で
は
、
富
士
山
の
西
方
に
位
置
す

る
湯
之
奥
金
山
（
山
梨
県
下
部
町
）
に
事
例
が
移
さ
れ
、
戦
国
期
甲
斐
の
金

山
の
実
態
、
と
り
わ
け
武
田
氏
と
の
関
係
が
議
論
さ
れ
る
。
著
者
は
第
　
章

と
同
様
に
主
要
史
料
を
翻
刻
・
解
説
し
（
三
節
）
、
金
山
と
金
山
衆
の
性
格

を
め
ぐ
る
通
説
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
通
説
と
は
、
戦
国
大
名
武
田

氏
が
甲
斐
国
各
地
に
直
営
金
山
を
持
ち
、
そ
れ
が
信
玄
の
勢
い
を
支
え
た
と
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見
る
も
の
で
、
湯
之
奥
金
山
も
そ
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
畢
宿
の

門
標
家
が
金
山
の
「
代
宮
」
を
務
め
て
い
た
と
さ
れ
て
き
た
。
著
者
の
批
覇

は
、
そ
の
門
西
家
文
書
の
調
査
と
丁
寧
な
史
料
批
判
に
基
づ
く
も
の
で
、
通

説
と
は
か
な
り
異
な
る
戦
国
期
金
山
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
著
者
は
ま
ず
武
田
家
朱
印
状
な
ど
の
文
言
か
ら
、
湯
之
奥
金
山
が
武
田
氏

の
支
配
領
域
で
な
く
穴
山
氏
の
支
配
下
に
あ
り
、
か
つ
穴
山
氏
は
湯
之
奥
金

山
経
営
者
を
「
職
人
し
も
し
く
は
「
名
主
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
と
推

測
す
る
。
さ
ら
に
四
節
で
は
、
他
の
金
山
の
例
に
も
目
配
り
し
、
や
は
り
武

田
家
朱
印
状
の
書
式
や
格
式
な
ど
に
着
目
し
つ
つ
、
戦
国
期
甲
斐
の
金
山
衆

は
武
田
氏
の
被
官
1
1
武
士
で
は
な
く
、
武
田
氏
や
穴
山
筑
が
む
し
ろ
彼
ら
を

保
護
す
る
側
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
従
っ
て
著
者
の
結
論
は
、
戦
国
期

の
金
山
は
「
規
模
が
小
さ
く
、
領
主
の
力
を
媒
介
と
し
な
い
で
掘
ら
れ
た
鉱

山
の
方
が
多
い
」
と
い
う
も
の
で
、
信
玄
の
「
隠
し
金
山
」
と
い
う
通
説
的

イ
メ
ー
ジ
は
、
政
治
史
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。

著
者
の
議
論
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
彼
ら
金
山
衆
が
戦
国
大
名
の
支
配
か

ら
は
か
な
り
自
由
な
職
入
あ
る
い
は
経
営
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
金
山
の
代
官
と
み
な
さ
れ
て
き
た
湯
之
長
門
西
家
の
文
書
に
よ
れ

ば
、
同
家
は
「
棟
別
諸
役
」
を
免
除
さ
れ
つ
つ
穴
山
氏
に
掌
握
さ
れ
た
「
山

作
」
（
林
策
）
の
棟
梁
だ
っ
た
と
い
う
。
な
お
三
節
の
史
料
紹
介
で
は
、
狩

猟
や
焼
畑
の
実
態
を
窺
わ
せ
る
史
料
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
一
六
～

一
七
世
紀
の
山
村
の
多
角
的
な
生
業
の
あ
り
方
を
み
る
上
で
格
娃
の
素
材
と

思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
解
説
に
止
め
ら
れ
て
い
る
の
が
惜
し
い
。

　
第
三
章
「
交
通
運
輸
・
商
業
に
生
き
る
」
で
は
、
富
士
山
の
北
東
山
麓
に

位
置
す
る
九
一
色
郷
（
山
梨
県
上
九
一
色
村
）
を
事
例
と
し
て
、
戦
国
期
の

九
一
色
衆
と
近
世
期
の
九
一
色
郷
商
入
が
検
討
さ
れ
る
。
本
章
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
第
一
章
に
お
け
る
諸
役
免
除
の
「
御
里
…
印
」
と
同
じ
く
、
戦
国
末
期
～

近
世
初
頭
に
支
配
と
ひ
き
か
え
に
領
主
か
ら
与
え
ら
れ
た
特
権
が
、
近
世
以

降
、
地
域
の
特
権
と
し
て
重
要
な
意
義
を
帯
び
る
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る

こ
と
で
、
戦
国
大
名
と
山
村
、
そ
の
由
緒
の
近
世
的
展
開
と
い
う
2
点
が
問

題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
著
者
は
、
森
林
に
恵
ま
れ
た
九
…
色
黒
の
起
源
を
、
柳
田
国
男
説
を

援
用
し
て
木
地
屋
の
村
だ
っ
た
と
推
測
す
る
。
た
だ
し
著
者
が
傍
証
と
し
た

近
世
の
林
産
物
に
は
、
輪
輔
を
使
用
す
る
野
物
が
見
あ
た
ら
な
い
た
め
、
韓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

席
張
と
し
て
の
木
地
屋
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
は
判
断
し
が
た
い
。
と
も

あ
れ
、
林
産
物
の
生
産
・
加
工
と
甲
府
と
駿
河
を
結
ぶ
街
道
・
中
道
の
存
在

が
戦
国
期
の
こ
の
地
域
に
強
く
影
響
し
た
こ
と
は
、
武
田
氏
が
九
一
色
衆
に

対
し
て
国
境
警
備
や
「
材
木
等
奉
公
」
、
伝
馬
勤
を
求
め
、
代
わ
り
に
関
所

の
自
由
通
行
や
諸
役
免
許
を
与
え
た
こ
と
に
窺
え
る
。
彼
ら
九
一
色
衆
の
性

格
に
つ
い
て
は
、
従
来
「
武
士
団
」
と
す
る
理
鰐
が
あ
っ
た
が
、
著
者
は
第

二
章
と
同
様
に
武
田
氏
発
給
文
書
の
書
式
と
格
式
に
着
目
し
、
武
田
氏
の
被

富
と
し
て
の
武
士
で
は
な
く
、
「
地
域
の
名
主
層
」
で
あ
っ
た
と
見
る
。

　
そ
し
て
武
田
氏
滅
亡
に
際
し
て
徳
川
方
に
つ
い
た
九
一
色
衆
は
、
「
諸
商

売
免
許
」
の
家
康
朱
印
状
を
獲
得
し
、
元
禄
年
間
以
降
、
こ
れ
を
根
拠
と
し

て
諸
商
売
免
許
の
鑑
札
を
交
付
さ
れ
、
天
保
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
訴
訟
で

こ
の
事
実
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
す
で
に

研
究
が
あ
る
が
、
第
二
節
で
笹
本
氏
は
精
進
区
有
文
書
と
西
湖
区
有
文
書
を

中
心
に
｝
二
の
係
争
の
概
要
を
ま
ず
確
認
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
九
　
平

郷
商
人
の
活
動
範
囲
を
甲
斐
・
駿
河
の
両
国
と
し
つ
つ
も
、
江
戸
伝
馬
町
と

の
争
い
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
も
う
少
し
広
い
範
囲
に
お
い
て
も
、
駄
賃
稼

ぎ
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
最
初
に
鑑
札
を
交
付
さ
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評書

れ
た
元
禄
期
の
状
況
や
九
一
色
郷
商
人
の
内
部
組
織
な
ど
、
多
く
の
問
題
が

課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
結
ぶ
。

　
以
上
の
三
章
で
は
、
林
業
・
金
山
・
流
通
と
い
う
生
業
の
違
い
は
あ
る
も

の
の
、
い
ず
れ
も
戦
国
大
名
武
田
氏
と
甲
斐
国
の
山
村
地
域
と
の
関
係
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
笹
本
氏
の
分
析
の
特
色
は
、
か
つ
て
暗
に
前
提
と

さ
れ
て
い
た
武
田
氏
に
よ
る
一
方
的
な
開
発
と
支
配
と
い
う
見
方
を
退
け
、

山
村
側
の
居
住
者
を
自
立
的
な
職
入
も
し
く
は
「
名
主
層
」
と
し
て
捉
え
な

お
し
、
彼
ら
を
保
護
し
、
掌
握
す
る
こ
と
が
武
田
氏
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ

っ
た
、
と
い
う
構
図
を
提
示
す
る
点
に
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
戦
国

時
代
の
山
村
の
存
在
感
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
と
い
う
点
で
、
笹
本
氏
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
十
分
先
駆
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
評
価
し
た
い
。
た
だ
、
戦

国
時
代
を
研
究
の
メ
イ
ン
に
据
え
て
お
ら
れ
る
著
者
に
と
っ
て
は
自
明
に
過

ぎ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
本
書
の
い
う
「
山
村
史
」
の
な
か
で
の
戦
国
期
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
、
著
者
の
見
解
を
提
示
し
て
欲
し
か
っ
た
。

　
残
る
第
四
章
・
第
五
章
は
、
戦
国
大
名
武
田
氏
と
の
関
わ
り
か
ら
離
れ
、

事
例
も
信
濃
と
甲
斐
の
両
国
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。
第
四
章
「
山
村
の
家
伝

記
と
芸
能
」
の
舞
台
は
信
濃
国
の
最
南
端
（
阿
南
町
・
天
龍
村
）
で
、
一
節

と
二
節
で
は
天
龍
村
坂
部
の
旧
家
、
熊
谷
家
の
当
主
が
明
和
年
間
に
完
成
し

た
『
能
…
谷
家
伝
記
』
の
性
格
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
中
世
後
期
の
山
村
形
成

に
関
わ
る
記
述
を
も
つ
『
熊
谷
家
伝
記
』
は
、
民
俗
学
や
地
理
学
で
着
目
さ

れ
、
そ
の
内
容
が
お
お
む
ね
事
実
と
し
て
み
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が

あ
る
。
対
し
て
笹
本
氏
は
、
『
熊
谷
家
伝
記
』
の
虚
構
性
を
あ
ば
き
、
熊
谷

家
の
地
位
を
高
め
る
た
め
に
由
緒
を
脚
色
し
た
「
民
衆
文
学
」
あ
る
い
は

「
歴
史
文
学
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
の
結
果
、
『
熊
谷
家
伝
記
撫
に
も

と
づ
い
た
中
世
山
村
像
は
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
例
え
ば
評
者
は
笹
本
氏

の
指
摘
を
踏
ま
え
て
、
近
世
山
村
民
が
構
想
し
た
落
人
開
村
伝
説
と
し
て
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

え
直
す
作
業
を
行
っ
た
。
こ
の
視
点
を
さ
ら
に
進
め
れ
ば
、
近
世
山
村
に
お

け
る
中
世
の
「
由
緒
」
と
い
う
点
で
、
本
書
第
一
章
や
第
三
章
と
も
視
角
が

重
な
る
所
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
笹
本
氏
が
二
節
・
三
節
で
注
鼠
し

て
い
く
の
は
、
虚
構
性
の
強
い
「
文
学
」
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
「
地
域

の
中
世
末
の
歴
史
が
凝
縮
さ
れ
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
」
祭
り
で
あ
る
。

　
南
信
濃
か
ら
奥
三
河
に
か
け
て
の
山
間
部
は
、
花
祭
り
（
奥
三
河
一
帯
）
、

冬
祭
り
（
天
龍
村
坂
部
）
や
雪
祭
り
（
阿
南
町
新
野
）
、
霜
月
祭
り
（
南
信

濃
村
）
と
い
っ
た
神
楽
と
舞
を
伴
う
中
世
的
な
祭
礼
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、

民
俗
学
や
芸
能
史
か
ら
の
研
究
蓄
積
も
厚
い
。
二
節
で
笹
本
氏
が
歴
史
学
者

と
し
て
着
目
す
る
の
は
、
『
熊
谷
家
伝
記
撫
が
敢
え
て
誤
っ
た
記
述
を
行
っ

て
い
る
雪
祭
り
の
成
り
立
ち
で
あ
り
、
雪
祭
り
の
な
か
に
代
参
者
と
い
う
形

で
登
場
す
る
中
世
末
の
領
主
が
、
本
来
の
祭
り
の
起
源
を
示
唆
す
る
と
見
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
は
概
説
に
傾
斜
し
た
内
容
と
な
り
、
祭
り
の
形
態
に
つ
い
て

も
現
状
の
紹
介
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
三
節
で
は
、
長
野

県
泰
皐
村
の
榑
木
踊
り
の
様
式
や
文
言
の
分
析
に
踏
み
込
み
、
本
来
は
念
仏

踊
り
で
あ
っ
た
も
の
が
、
近
世
前
期
の
こ
の
地
域
の
特
色
で
あ
っ
た
榑
木
年

貢
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。

　
山
村
に
中
世
的
な
芸
能
が
伝
わ
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
い
。
笹
本

氏
が
意
識
し
た
よ
う
に
、
単
に
民
俗
芸
能
の
記
録
に
終
わ
る
の
で
な
く
、
閲

接
的
に
で
せ
よ
歴
史
的
事
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
十
分
に
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

義
あ
る
も
の
と
評
者
は
思
う
。
た
だ
、
祭
り
の
様
式
や
所
作
の
詳
細
、
社
会

的
な
位
置
づ
け
そ
れ
自
体
は
不
変
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
祭
り
の
変

容
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
の
推
測
は
可
能
で
あ
る
が
、
祭
り
の
歴
史
的
変
化

そ
れ
自
体
を
実
証
的
に
復
原
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
、
一
つ
の
壁
と
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な
っ
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。

　
最
後
の
章
、
第
五
章
「
山
村
の
食
文
化
」
は
、
三
つ
の
地
域
を
取
り
上
げ

る
。
第
一
節
「
戦
国
時
代
の
甲
斐
の
芋
」
で
著
者
が
検
討
す
る
の
は
、
戦
国

期
の
富
士
北
麓
の
状
況
を
伝
え
る
と
さ
れ
る
岡
妙
法
寺
記
』
に
あ
ら
わ
れ
る

作
物
、
特
に
サ
ト
イ
モ
で
あ
る
。
『
妙
法
寺
記
』
が
触
れ
た
作
物
と
し
て
頻

度
が
高
い
の
は
、
大
麦
・
小
麦
・
粟
・
稗
と
と
も
に
芋
で
あ
り
、
中
世
後
期

の
他
の
記
録
例
、
例
え
ば
『
庭
訓
往
来
嚇
や
『
色
部
氏
年
中
行
事
』
と
比
較

す
れ
ば
、
明
ら
か
に
畑
作
地
帯
の
特
魚
が
出
て
お
り
、
食
生
活
の
地
域
差
が

表
れ
て
い
る
と
著
者
は
指
摘
す
る
。
ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
物
価
や
年
貢

と
し
て
の
言
及
が
多
い
米
・
麦
・
粟
・
稗
と
は
対
照
的
に
、
芋
に
つ
い
て
は

そ
の
よ
う
な
言
及
が
な
い
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
サ
ト
イ
モ
が
保
存

し
に
く
く
、
流
通
に
不
適
で
あ
り
、
年
貢
と
し
て
も
重
要
視
さ
れ
な
い
民
衆

の
作
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。

　
第
二
節
「
大
滝
村
の
食
文
化
」
は
、
御
岳
山
の
南
岳
、
長
野
県
木
暗
郡
大

滝
村
の
伝
統
的
食
文
化
を
概
観
し
、
近
世
の
諸
記
録
で
そ
の
実
態
を
確
認
し

た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
食
物
の
種
類
が
多
く
、
堅
果
食
や
昆
虫
食
を
含

め
た
採
取
と
畑
作
物
の
比
重
の
大
き
い
食
文
化
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
、

こ
の
よ
う
な
食
文
化
を
低
く
見
る
価
値
観
を
批
判
し
て
結
ば
れ
て
い
る
。
全

く
岡
感
で
あ
る
が
、
近
世
の
紀
行
文
や
地
誌
が
こ
の
よ
う
な
食
文
化
を
記
録

と
し
て
留
め
た
の
は
、
そ
こ
に
珍
し
さ
や
貧
困
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
食
文
化
を
め
ぐ
る
価
値
観
そ
れ
自
体
が
歴
史
的
に
根
深
く

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。

　
第
三
箆
「
神
戸
堰
」
は
、
第
一
章
が
事
例
と
し
た
敷
島
町
の
神
戸
に
お
け

る
天
保
年
間
の
用
水
建
造
の
あ
ら
ま
し
を
復
原
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
世
山

村
に
お
け
る
水
田
開
発
は
決
し
て
珍
し
い
現
象
で
は
な
い
が
、
著
者
は
そ
こ

に
「
林
業
は
一
段
低
く
、
米
生
産
は
一
段
高
い
」

の
意
識
に
影
響
し
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。

と
い
っ
た
価
値
観
が
村
民

　
以
上
が
各
論
だ
と
す
れ
ば
、
最
後
に
置
か
れ
た
「
山
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

が
山
村
に
対
す
る
方
法
論
を
総
説
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
こ
で
著

者
は
、
山
村
を
研
究
す
る
際
の
テ
ー
マ
を
次
の
よ
う
に
列
挙
し
て
い
る
。
林

業
、
交
通
運
輸
業
、
職
人
、
商
人
・
市
・
町
、
鉱
業
、
音
（
例
え
ば
山
寺
の

鐘
の
音
）
、
芸
能
、
災
害
、
信
仰
、
山
城
と
山
小
屋
、
戦
国
大
名
権
力
、
生

活
（
家
伝
記
や
食
生
活
）
、
自
治
体
史
。
こ
れ
ら
は
、
お
お
む
ね
著
者
の
関

心
の
広
が
る
順
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ヴ
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
山
村
の
も
つ
多
面
的
な
性
格
と

複
合
的
な
経
営
の
あ
り
方
、
そ
し
て
開
か
れ
た
流
通
経
済
を
反
映
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
著
者
は
強
調
し
、
例
え
ば
焼
畑
と
い
う
一
つ
の
側
面
だ
け
か

ら
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
。
全
く
同
感
で
あ
り
、
多
様
な
生
業
、

開
か
れ
た
流
通
と
い
う
点
で
は
、
地
理
学
の
山
村
論
と
共
通
の
認
識
を
持
っ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
た
だ
、
こ
の
稿
は
、
信
州
大
学
で
の
日
本
民
俗
学
会
の
大
会
講
演
で
あ
っ

た
た
め
か
、
山
村
の
多
面
性
と
経
済
力
を
強
調
す
る
あ
ま
り
に
、
山
村
の
歴

史
的
展
開
や
甲
信
以
外
の
地
域
へ
の
言
及
が
弱
く
、
総
花
的
な
議
論
と
な
っ

た
憾
み
が
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
山
村
史
」
と
い
う
視
座
か
ら
み

て
本
書
の
な
か
で
最
も
独
自
性
が
高
い
の
は
、
甲
斐
国
に
鑑
定
さ
れ
て
は
い

る
が
、
戦
国
期
の
山
村
、
と
く
に
戦
国
大
名
と
山
村
と
の
関
係
性
に
明
確
に

焦
点
を
当
て
た
点
だ
と
評
者
は
思
う
。
・
こ
の
時
代
へ
の
著
者
の
こ
だ
わ
り
は
、

罷
…
谷
家
伝
記
』
や
祭
り
、
サ
ト
イ
モ
の
検
討
に
も
表
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
ま
た
、
若
干
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
時
代
を
通
じ
て
の
流
質
経
済
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の
発
展
が
山
村
の
生
業
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
言
及
が
弱
い
ま
ま
、
多
様

性
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
気
に
な
る
。
戦
国
期
か
ら
近
世
全
体

に
お
よ
ぶ
著
者
の
視
野
か
ら
は
、
生
業
の
多
様
性
そ
れ
自
体
が
ど
の
よ
う
に

変
化
を
と
げ
る
か
、
必
ず
問
題
と
な
っ
て
く
る
筈
で
あ
る
。

　
右
の
研
究
上
の
方
法
論
を
別
と
し
て
評
者
が
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
、

研
究
者
の
社
会
的
意
義
を
め
ぐ
る
著
者
の
主
張
で
あ
る
。
笹
本
氏
の
お
生
ま

れ
は
、
第
一
章
や
第
五
章
三
節
の
舞
台
と
な
っ
た
山
梨
県
敷
島
町
で
あ
り
、

「
由
に
生
き
る
私
の
父
の
よ
う
な
、
山
の
民
が
歴
史
に
果
た
し
た
役
割
を
確

認
し
よ
う
」
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
と
い
う
。
い
わ
ば
自
己
の
ル
ー
ツ

と
し
て
山
村
史
に
取
り
組
む
姿
勢
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
現
代
山
村
社
会
の
た

め
の
研
究
を
希
求
す
る
姿
勢
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
拝
察
さ
れ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
山
村
の
現
地
に
お
け
る
講
演
が
収
録
さ
れ
て
い
る
（
一
章
三

節
・
二
章
四
節
・
五
章
二
節
）
こ
と
に
も
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
山
村

と
い
う
地
域
の
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
そ
の
地
域
と
と
も
に
確
認

し
、
描
い
て
い
く
作
業
と
い
っ
て
も
よ
い
。
『
山
に
生
き
る
臨
と
い
う
、
一

見
、
歴
史
学
ら
し
か
ら
ぬ
書
名
は
、
そ
の
表
れ
で
も
あ
ろ
う
。
評
者
に
と
っ

て
も
、
多
く
の
宿
題
を
与
え
て
く
れ
た
～
冊
と
な
っ
た
。

①
白
水
智
門
文
献
史
学
と
山
村
研
究
」
日
本
史
学
集
録
一
九
、
一
九
九
六
。
米
家

　
泰
作
「
前
近
代
日
本
の
山
村
を
め
ぐ
る
三
つ
の
視
角
と
そ
の
再
検
討
偏
人
文
地
理

　
四
九
－
六
、
一
九
九
七
（
拙
著
里
中
・
近
世
山
村
の
景
観
と
構
造
』
校
倉
書
房
、

　
二
〇
〇
二
、
に
所
収
）
。

②
笹
本
正
治
『
戦
国
大
名
と
職
人
嚇
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
。
同
噸
戦
国
大
名

　
武
田
氏
の
信
濃
支
配
』
名
著
出
版
、
一
九
九
〇
。
同
『
戦
国
大
名
武
田
氏
の
研

　
究
睡
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
、
な
ど
。

③
米
家
泰
作
「
近
世
大
和
国
吉
野
川
上
流
域
に
お
け
る
噸
宙
緒
』
と
自
立
的
中
世

　
山
村
像
の
展
開
」
地
理
学
評
論
七
一
－
七
、
…
九
九
八
。
前
掲
拙
著
に
所
収
。

④
近
世
の
い
わ
ゆ
る
氏
子
狩
に
お
い
て
も
、
当
地
域
の
木
地
屋
は
検
出
さ
れ
て
い

　
な
い
よ
う
で
あ
る
。
永
源
穿
町
史
編
さ
ん
委
員
会
噌
永
源
寺
町
史
　
木
地
師
編
』

　
二
〇
〇
～
。

⑤
米
家
泰
作
「
『
熊
谷
家
伝
記
臨
に
み
る
開
発
定
佳
と
空
問
占
有
」
史
林
八
○
一

　
～
、
～
九
九
七
。
前
掲
拙
著
に
所
収
。

⑥
藤
閉
佳
久
は
奥
三
河
の
入
り
混
じ
り
村
の
形
成
と
花
祭
り
の
関
係
を
示
唆
し
て

　
い
る
。
藤
田
佳
久
『
奥
三
河
山
村
の
形
成
と
林
野
』
名
著
出
版
、
～
九
九
二
。
ま

　
た
、
秋
葉
弘
太
郎
「
遠
山
土
佐
守
伝
承
と
霜
月
祭
り
」
信
濃
四
五
－
九
、
一
九
九

　
三
、
は
祭
り
の
解
釈
そ
れ
自
体
の
変
容
を
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
5
版
　
五
〇
八
頁
　
二
〇
〇
｝
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
田
書
院
　
一
一
〇
〇
〇
円
＋
税
）

（
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
助
教

一
）
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