
本
邦
高
地
衆
蕗
の
研
究

(籍

7
報
)
(
二
)

1

現
地
調
査
を
主
ほ
し
で
-

小

牧

宴

楽

金

峰

山

国

帽

本
間
幅
中
の
欠
損
原
牧
場
に
就

い
て
は
､
前
岡
幅
八
ケ
撒
園
幅
中
の
欠
出
原
牧
場
に
就

い
て
の
記
述
を
参
照
の
rJ

tと

0前
掲
拙
稿
に
於

い

ては
欠
損
原
牧
場
(
現
在
の
来
信
ニ
ッ
山
牧
場
)'
金
山
の
外
は
歌
川
､
楯
山
､
新
田
､
州
税
下

の
四
者
を
拳
げ
､
新
刑
と
川
端
下
と
を
別
個
の
祭
落
在
る
か
の
如
-
AfJ
取
扱
っ
て
置

い
た
｡
そ
れ
は
或
る
意
味
で
は

正
し
い
の
で
あ
る
が
､
土
地
の
人
達
は
新
山
を
川
端
下
の
う
ち
と
し
て
ゐ
る
｡
よ
っ
て
本
稿
に
於

い
て
は
川
税
下
の

う
ち
に
新
m
h
=J含
ま
せ
て
記
す
こ
と
と
す
る
｡

川
鼎
下
の
永

田
は
種
山
の
上
の
水
田
と
同
様
'
三
韓
氏
の
御
示
教
の
如
-
今
は
桑
園
に
慶
じ
七
ゐ
て
､
川
端
下
に

は
全
然
米
を
度
し
を
い
が
'畑
は
あ
る
｡
併
し
畑
作
も
殆
ん
ど
自
家
用
で
貿
る
も
の
は
川
上
名
物
布
教
だ
け
で
あ
る
｡

菱
昔
は
春
秋
二
回
や
る
が
p
土
地
が
高
-
気
候
が
塞

い
の
で
春
等
が
寛
は
夏
鷺
で
あ
っ
て
'
六
月
下
旬
に
揮
き
立
て

ら
れ
る
有
城
で
あ
る
｡
馬
の
飼
養
も
州
税
下
三
十
六
月
(新
出
を
含
む
)
は
馬
二
四
琉

(
外
に
牛
が
五
頭
居
-
､
叉
近

本
邦
南
地
米
絡
め
研
究
(妨

一
報
)

三
巴

三
.1



地

球

餅
二
十
六
億

飾
五
雛

三望

三
二

年
川
羊
を
飼
ふ
も
の
も
あ
る
)
で
特
に
盛
と
は
言

へ
な

い
｡

(
馬
は
欠
損
-
子
馬
HLJ海

ノ
口
市
場
の
督
歳
市
に
出
す
の

で
あ
る
)
川
端
下
で
は
革
ろ
山
稼
ぎ
の
方
が
東
軍
か
も
知
れ
老

い
｡
川
稼
ぎ
で
は
炭
焼
､
木
馬
曳
き
が
ま
で
あ
ヵ
'

又
製
蹟
事
業
の
伐
採
は
傭
は
れ
る
｡
冬
､雪
は
降

っ
て
も
凍
る
か
ら
長
靴
を
穿
け
ば
炭
焼
は
出
凍
る
の
で
あ
る
｡
併
し

伐
採
は
冬
は
駄
目
､
木
馬
曳

き
も
冬
は
駄
目
p
冬
の
出
稼
ぎ
は
駄
燦
と

い
ふ
乙
と
は
在
る
｡
併
し
州
税
下
で
は
出
稼
ぎ

が
主
と
は
言
ひ
切
れ
を
い
や
う
で
.
夏
は
奉
賀
と
可
姓
で
農
家
は
多
忙
を
極
め
る
の
で
あ
る
｡
荷
､
川
端
下
で
は
小

変
を
収
穫
し
て
ゐ
る
の
む
見
た
が
う
fJ
れ
は
粉
は
し
て
食
用
に
供
す
る
n
う
で
あ
る
｡
米
の
不
足
を
幾
分
な
み
と
も

補
ふ
の
で
あ
ら
う
か
o
そ
の
他
川
端
下
に
は
猟
師
が
二
人
居
少
､
山
に
は
熊
も
庇
79
居
カ
'
茶
瓶
の
岩
鹿

(
沿
革
の

乙
と
琴
b
A
)
79
近
来
噛
み
に
殖
え
て
兼
ね
由
で
あ
る
が
､
乙
の
猟
師
は
堆
､
山
鳥
､
兼
を
ど
を
と
る
の
で
あ
ヵ
P

(
楯
山
で
は
能
首

と
る
と
言
ふ
)
叉
州
に
は
岩
魚
が
居
-
一
晩
に

一
貫
-
ら
ゐ
は
突
け
る
由
で
あ
る
が
'
そ
れ
が
ど
れ

だ
け
此
の
付
の
鮭
醇
を
助
け
る
か
は
疑
周
で
あ
る
｡
佃
p
土
地
所
有
闘
係
に
就

い
三

百
へ
ば
､
栄
藤
附
近
の
川
は
相

の
北
ハ有
地
で
あ
み
奥
山
は
問
有
林
と
在
っ
て
ゐ
宅
､
そ
の
間
､
村
人
の
私
有
地
が
あ
る
の
で
あ
る
が
'
事
兼
家
は
安

-
で
こ
れ
を
買
以
'
或
以
は
固
有
林
の
緋
下
げ
を
受
け
で
､
川
端
下
で
も
製
板
工
場
(杜
を
ど
を
も
作
る
)
を
経
常
し

て

ゐ
る
の
で
あ
る
｡
鮭
僚
者
は
村
外
の
人
で
あ
る
が
'
工
場
が
川
端
下
は
あ
る
の
で
､
川
端
下
の
人
も
傭
は
れ
で
行
-

輝
で
あ
る
｡
川
端
下
関
磯
の
歴
史
は
菌
家
の
火
災
で
文
番
が
失
は
れ
た
た
め
に
詳
し
い
乙
と
は
知
る
ほ
由
も
な

い
さ

う

だが
'
口
碑
に
は
川
鼎
下
千
野
と
言
は
れ
.
武
旺~
信
玄
の
時
､
水
晶
山
(
州
税
下
の
東
方
)
か
ら
水
晶
と
金
を
採
っ

て
罪
刑
金
と
し
た
時
代
に
は
州
鼎
下
も
凍
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
ふ
｡
川
端
下
の
金
峰
山
醐
配
の
あ
る
部
分
を
本
郷

と
言
か
.
下
流
の
山
の
.榊
の
あ
る
部
分
を
新
川
と
言
ふ
と
こ
ろ
を
見
る
と
寧
ろ
下
流
の
新
田
の
方
が
後
は
開
け
カ
763



の
ら
し
い
O
を
し
て
新
田
は
文
字
池

-
ほ
新
E;
を
閃

い
て
開
け
た
も
の
で
あ
ら
-
｡
佃
し
そ
の
水
川
は
今
で
は
前
視

の
如
-
桑
園
や
茶
寮
畑
と
化
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
筆
者
は
金
峰
山
の
登
頂
む
目
標
に
置

い
て
川
端
下
ま
で
行
っ
た

の
で
あ
る
が
日
程
の
都
合
で
素
志
を
果
し
得
な
か
っ
た
｡
従
つ
t:
川
搬
下
衆
群
の
金
峰
川
紳
配
か
ら
上
流
に
如
何
な

る
如
造
物
が
あ
る
か
を
自
ら
明
か
は
す
る
rJ
と
が
出
凍
な
か
っ
た
｡
併
し
恕
切
な
土
地
の
人
の
教
示
に
よ
っ
て
或
る

強
度
ま
で
正
確
に
そ
れ
を
知
ら
得
た
｡
fJ
れ
に
ょ
る
と
州
税
下
の
南
方
に
帥
配
の
記
放
散
以
て
示
さ
れ
て
あ
る
も
の

は
大
目
堂
で
あ
タ
P
そ
の
南
方

l
六

<f
閃
光
三
角
鮎
の
東
方
な
る
鍵
物
は
林
業
事
務
所
で
常
任
'
炭
焼
を
や
-
p
そ

の
南
西
方
p
道
路
の
両
側
の
二
つ
の
建
物
は
翼
板
工
場
で
あ
る
が
p
目
下
は
休
業
中
と
の
乙
と
､
そ
れ
よ
-
南
西
､

閥
股
樺
の
樺
の
字
の
肩
に
位
置
す
る
塩
物
は
八
幡
の
御
堂
で
登
山
用
の
も
の
､
非
任
で
あ
わ
'
金
峰
州
境
に
は
元
釆

御
堂
が
あ
つ
ね
が
二
十
数
年
前
焼
失
し
て
以
来
末

だ復
典
す
る
に
至
ら
覆

い
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
(

乙
れ
等
の
う
ち
明

治
四
十
三
年
側
聞
に
記
載
せ
ら
れ
ず
昭
利
四
年
要
部
修
正
側
聞
は
補
入
さ
れ
た
も
の
が
多

い
)
荷
､
金
峰
出
川
の
上

流
p
岩
取
出
の
斜
面
に
は
岩
堪
牧
場
が
あ
-
､

こ
れ
が
匿
有
の
牧
場
と
在
っ
て
ゐ
て
p
六
月
初
め
か
ら
九
月

一
杯
'

時
に
は
十
月
二
十
日
は
及
ぶ
間
の
馬
の
放
牧
は
利
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
組
合
の
組
織
は
触

い
が
桐
は
村
で
作
る
｡
合

銅
の
た
め
に
は
匿
有
の
採
草
地
(
ク
サ
カ
-
.'Jl
)
が
あ
っ

て九
月
か
ら
十
月
十
日
頃
に
か
け
て
草
を
刈
る
｡
革
を
食
は

せ
る
と
同
時
に
踏
ま
せ
て
肥
料
む
と
る
乙
と
は
ま
ね
他
は
於
け
る
と
同
然
で
あ
る
.

秋
山
は

一
部
分
は
高
度

二
二
〇
〇
米
以
上
に
位
置
す
る
が

一
部
分
は

一
三
〇
〇
米
以
下
に
立
地
す
る
O
.

水
田
の
あ

る
の
は

一
三
〇
〇
米
以
下
の
部
分
で
あ
る
｡
面
も
そ
の
水
朋
で
と
れ
る
だ
け
で
は
米
は
不
足
で
.
秋
山
の
需
要
の
四

サ
カ

分
-
ら
ゐ
'
六
分
は
買
入
れ
な
け
れ
ば
在
ら
な

い
の
で
あ
る
｡
==炭
新
に
就

い
て
言

へ
ば
､
陛

七
分
に
田
三
分
で
､
岡
で

本
邦
高
地
雅
満
の
研
究
(節

.I軸
)

三

望

三
三



地

球

節
二
十
六
聴

解
五
紙

三
川｡
四

三
四

L'エ

は
茶
番
を
専
門
に
や
る
.
勿
論
p
変
p
栗
､
抑
'
大
豆
､
小
豆
な
ど
.79
覆
れ
る
が
褒
る
の
は
茶
寮
だ
け
で
あ
る
と
言

ふ
｡
併
し
筆
者
の
賓
見
に
よ
れ
ば
新
円
の
下
流
､
秋
川
の
上
の
古

い
河
成
段
丘
の
上
で
は
､
架
､
茶
番
の
外
に
盛
ん

に
白
菜
､
馬
鈴
薯
が
作
ら
れ
て
を
ゎ
.
白
楽
は
忙
し
-
畑
か
ら
村
に
運
ば
れ
組
倉
か
ら
揖
覇
せ
ら
れ
て
ゐ
カ
の
で
あ

る
｡
粟
は
園
子
な
ど
に
七
で
食
ふ
と
冨
ふ
か
ら
金
-
自
家
JH
ら
し

5,｡
農
家
で
は
副
業

に馬
を
飼

っ
て
ゐ
る
.
(
牛
は

銅
は
沿
)
馬
の
無

い
家
も
あ
る
が
二
頭
居
る
家
も
あ
た

秋
山
六
五
月

(
明
治
四
十
三
年
測
閲
と
昭
和
凹
年
安
部
修

正
測
固
と
で
は
人
家
の
記
雛
の
数
に
相
異
が
諌
め
ら
れ
る
)
が
平
均

一
月

一
報
の
馬
を
飼

っ

てゐ
る
｡
五
月
初
め
か

ら
十

一
月
終
わ
ま
で
は
匿
共
有
の
秋
山
牧
場
は
放
牧
す
る
｡
馬
の
放
牧
場
に
あ
る
期
間
は
七
ケ
月
に
亘
る
が
､
歌
川

で
は
'
そ
の
間
に
堆
肥
を
と
る
た
め
倉
飼
ほ
す
る
こ
と
が
あ
る
｡
草
刈
場
は
個
人
持
ち
の
も
の
が
山
べ
は
あ
渇
｡
.農

家
の
副
業
と
し
て
は
養
笠
も
行
は
れ
､
春
賀
は
六
月
か
ら
飼

っ

て八
月
七
日
頃
は
上
放
し
､
救
荒
は
八
月
十
三
日
に

出
て
九
月
十
日
頃
に
上
旅
す
る
｡
山
羊
も
近
年
副
業
に
飼
ふ
も
の
が
多
-
な
っ
た
｡
秋
山
は
大
股
農
事
分
､
出
稼
ぎ

平
分
と

い
ふ
こ
と
が
出
凍
る
｡
山
稼
ぎ
で
は
炭
焼
は
寧
ろ
僅
か
で
'
伐
採
と
製
板
に
傭
は
れ
る
も
の
が
多

い
｡
奥
地

に
三
井
の
三
共
製
版
工
場
が
あ
ヵ
そ
れ
は
傭
は
れ
る
の
で
あ
る
｡
樺
山
と
何
棟
､
歌
仙
79
､
悲
惨
夜
話
し
だ
が
'
事

業
家
に
山
の
ヅ
ガ
p

シ
ロ
キ
等
を
安
-
で
襲

っ
て
仕
細
っ
た
｡
を
れ
で
此
の
土
地
は
製
版
工
業
が
磯
蓮
し
､
現
在
村

人
は
そ
れ
に
傭
は
れ
で
ゐ
る
鐸
で
あ
る
が
材
木
が
伐
探
し
姦
さ
れ
た
暁
の
村
の
運
命
は
言
ふ
ほ
私
び
な

い
も
の
で
は

な
か
ら
う
か
｡
自
ら
慰
め
る
人
達
は
末
だ
木
は
外
ほ
い
-
ら
で
も
あ
る
と
は
言
っ
て
居
る
も
の
の
｡

樺
山
に
は
元
凍
そ
の
上
流
に
若
干
の
水
刑
が
あ
っ
た
rJ
と
五
寓
分

一
地
形
同
上
に
も
簡
取
れ
る
如
-
で
あ
る
が
､

今
は
前
記
の
如
-
桑
園
と
化
し

て仕
舞
っ
て
ゐ
る
｡
副
業
に
飼
ふ
握
の
数
も
梓
出
六
五
月
に
三
〇
琉
し
か
夜

い
｡
五



l

ltt

裏

書

月
初
め
か
ら
十

7
月
の
鮭
-1
ま
で
隈
有
の
梓
川
牧
場
は
放
牧
L
t
個
人
持
ち
著
し
-
は
置
有
の
草
刈
場
か
ら
刈
取
っ

た
革
で
倉
飼
す
る
乙
と
は
大
髄
秋
山
に
於
け
る
と
同
根
で
あ
る
が
(
山
羊
を
飼
ふ
も
の
も
あ
る
)
､
秋
山
に
於
け
る
よ

わ
も
梓
山
に
於
け
る
馬
の
飼
育
は
盛
で
な
い
と
言
は
な
け
れ
ば
在
ら
ぬ
｡
そ
の
他
の
鮎
で
は
大
腔
州
税
下
や
秋
山
と

同
様
で
あ
る
と
旦

一P
へ
る
が
､
樺
山
で
は
川
縁
の
方
が
農
の
方
よ
多
感
で
あ
る
や
う
に
胤
は
れ
る
｡
梓
川
79
秋
山
と

同
じ
-
ヅ
ガ
'
シ

ロ
キ
の
山
を
事
業
家
に
襲
っ
て
､
そ
の
事
業
家
の
総
督
す
る
製
版
事
業
(箱
板
な
ど
作
る
)
,
を
の

カ
め
の
伐
採
に
傭
は
れ
で
ゐ
る
評
で
'
材
木
の
伐
み
毒
さ
れ
カ
暁
の
運
命
は
か
ん
ば
し
-
は
厚
い
と
=
･S
は
れ
る
が
,

兎
に
角
梓
山
に
於
け
る
製
新
事
業
は
嘩
九
夜
も
の
で
､
炭
焼
は
革
ろ
製
庇
に
魔
ruれ
て
ゐ
る
形
で
あ
る
｡
併
し
を
の

炭
焼
も
舶
常
盛
ん
で
､
種
山
で
は
農
よ
-1
山
稼
ぎ
が
主
で
あ
る
と
言

へ
る
｡
そ
し
て
か
か
る
林
業
p
工
業
の
敏
速
の

だ
め
に
種
山
で
は
月
数
も
最
近
六
五
月
か
ら
八
三
月
に
堵
卸
し
で
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
(

明
治
四
十
三
年
測
問
と
昭
利
四

年
婁
部
修
正
測
閲
と
は
於
け
る
鍵
物
の
記
脱
の
異
同
に
注
意
)
興
味
あ
る
こ
と
に
は
此
所
で
は
親
政
作
業
の
動
力
と

し
て
高
債
な
電
力
を
殆
ん
ど
用
以
ず
､
叉
水
車
も
殆
ん
ど
利
用
せ
ず
､
火
力
ボ
づ
フ
I
を
使
用
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ

る
｡
火
力
の
た
め
の
燃
料
(薪
)
は
此
魔
に
は
幾
等
で
も
あ
る
と
言
ふ
の
で
あ
る
O
(

安
く
で
山
藍
月
つ
た
カ
め
で
あ
ら

ぅ
が
問
家
軽
妙
か
ら
は
如
何
か
と
凪
は
れ
る
)
翻
､
樺
山
も
衆
蕗
の
起
原
は
鉱
業
に
負
ふ
も
の
の
如
Y
で
あ
る
｡
川

靴
下
と
等
し
-
嘗
で
は
蕗
千
肝
と
諾
は
れ
ね
と
の
口
碑
が
あ
ヵ
.
信
玄
時
代
に
此
所
か
ら
金
が
採
掘
せ
ら
れ
た
と
言

ふ
の
で
あ
る
｡
J.而
し
て
此
の
金
は
今
栂
は
採
掘
せ
ら
れ
て
ゐ
て
､
そ
れ
が
又
敢
近
ほ
放
け
る
樺
山
戸
口
の
相
加
は
大

き
を
作
用
を
典

へ
て
79
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

本
間
幅
中
の
来
港
と
し
て
前
掲
拙
稿
に
は
荷
は
､金
川
を
革
げ
､
そ
の
本
性
不
明
と
記
し
て
思

い
カ
の
で
あ
っ
カ
･

本
邦
高
地
米
路
の
桝
禁

節

一
報
)

宗

温

三
五



地

球

解
二
十
六
各

節
五
紙

芳

六

三
六

井
上
低
次
氏
の
御
示
敦
に
よ
-
金
山
に
は
家
が
二
軒
あ
る
こ
と
を
知
-
在
が
ら
今
回
の
旅
行
に
於

い
て
は
賓
地
調
査

む
行
は
ず
p
汗
顔
の
至
-
で
あ
る
が
､
を
の
起
原
は
､
恐
ら
-
杵
山
､
川
端
下
と
同
様
､
騎
業
は
負
ふ
の
で
は
な
か

ら
う
か
と
恩
は
れ
る
｡
暫
-
放
散
春
し
て
後
の
研
究
は
倹
つ
.

荷
p
梓
川
p
川
端
下
等
は
槻
し
た
史
蹟
棟
数
の
rJ
と
が
磯
部
春
披
氏
の

｢
小
海
約
線
の
史
塵
と
件
数
｣
(
山
小
屋
'

昭
和
十

一
年
九
月
故
､
凹
九
-
五
二
頁
)
の
う
ち
は
記
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
同
好
の
士
は
参
照
せ
ら
れ
庇

い
｡

上

高

地

国

帽

前
掲
拙
稿
に
は
卒
湯
峠

一
六
八
四
米
を
爆
げ
､
峠
の
茶
屋
か
と
記
し
カ
が
'
こ
れ
は
賓
際
は
茶
店
で
は
な
-
面
も

無
位
で
あ
る
｡
平
湯
峠
に
因
ん
で
高
度

一
三
〇
〇
米
以
下
で
は
あ
る
が
卒
湯
の
栄
路
は
就

い
て
記
し

て後
の
参
考
は

費
し
庇

い
｡
平
湯
は

一
二
二
〇
-
一
三
〇
〇
米
の
緩
斜
面
に
立
地
し
.
家
は
二
七
軒
あ
り
､
常
任
で
あ
る
｡
二
七
軒

の
中

二

7軒
は
宿
屋
で
あ
-
一
五
肝
は
甘
地
で
あ
る
｡
宿
屋
は

〓
一軒
と
言
っ
て
も
多
-
は
片
手
間
で
､
比
較
的
大

き
な
七
斬
だ
け
が
先
づ
専
業
で
あ
る
｡
そ
の
大
き
な
宿
屋
も
副
業
に
出
稼
ぎ
を
し
わ
む
す
る
｡
炭
焼
も
や
る
が
､
自

簸
川
で
あ
る
｡
脱
臭
の
約
-
み
の
及
ぶ
所
で
は
謂
(
巧
チ
米
)が
作
れ
､
又
稗
を
作
る
が
､
そ
れ
だ
け
で
は
不
足
で
.

食
用
そ
の
他
の
物
資
は
船
津
､
富
山
方
面
か
ら
輸
入
す
る
O
豪
は
､
分
家
す
る
79
の
が
あ
っ
た
-,h
r
叉
他
所
か
ら
入

込
ん
で
飲
食
店
な
ど
を
営
む
も
の
が
あ
っ
た
-
す
る
の
で
'
轟
年

11
肝
-
ら
ゐ
は
殖
え
る
方
で
あ
る
と
言
ふ
O
土
地

の
女
は
雪
袴
を
は
き
男
も
女
も
両
に
は
義
と
シ
ナ
ノ
キ
の
皮
と
で
作
っ
た
バ
ン
ド
リ
を
着
る
｡
玲
草
は
禁
猟
で
あ
る

ヽ
ヽ

が
そ
の
皮
で
作
っ
た
ミ
ノ
は
非
常
に
ょ
い
と
言
ふ
｡
(

此
の
頃
､
昭
和
十
年
五
月
調
査
)

申
ノ
湯
は
甜
描
拙
稿
に
は
l.
四
八
〇
来
任
､
温
泉
､

建
物
の
記
鋭
見
え
肘
枕
と
し
て
置

い
た
が
､
昭
和
五
年

修
i



■壬

-

測
閲
ほ
は
勉
物
の
一説
地
も
よ
-
克
え
ー
ま
ね
そ
の
岡
上
で
の
高
度
は

小
四
0
0
米
-
ら
ゐ
と
す
る
の
が
正
し
い
や
う

で
あ
る
｡
そ
し
て
賓
際
此
所
に
は
立
派
な
温
泉
放
鮪
も
春
す
る
rJ
と
は
周
知
の
如
-
で
あ
る
｡

上
高
地
甑
泉
も
周
知
の
如
-
池
永
衆
群
で
'
捕
水
屋
ホ
テ
ル
な
ど
の
旅
館
が
あ
る
が
煩
は
し

い
か
ら
多
-
記
さ
な

い
｡
そ
の
外
上
高
地
に
は
況
泉
を
離
れ
た
地
鮎
に
7P
勝
鮪
(
一
例
五
千
八

･
貯
囲
ホ
テ
ル
)
や
茶
店
(
一
例
箸
城
屋
)
衣

ど
多
-
の
建
物
が
出
来
て
ゐ
る
が
こ
れ
又
燭
は
し
い
か
ら
詳
記
し
な

い
｡

養
魚
場
は
堀
皆
で
p
姉
楯
､
岩
魚
を
章
殖
し
､
帝
人
は
各
も
屠
み
常
任
で
あ
る
0

徳
本
陣
は
前
掴
拙
稿
に
は
峠
の
茶
屋
か
と
し
72
が
､
正
確
隻

..=
へ
ば
徳
本
陣
頂
上
小
屋
で
t
FJ
紅
に
就

い
で
は
山

日
記
を
参
照
の
rJ
と
｡

荷
p
此
塵
で
穂
浬
榊
の
こ
と
に
言
及
し
て
牒
-
必
妻
が
あ
る
｡
塞
樺
が
梓
川
の
本
流
に
合
流
す
る
附
近
ほ
は
昨
年

ま
で
上
高
地
牧
場
が
あ
少
'
高
庇

1
五
六
〇
-

一
五
八
〇
光
の
地
鮎
に
事
勝
所
が
あ
っ

て､
牝
牛
六
〇
頭
ば
か
ら
む

預
か
-
放
牧
し
て
ゐ
允
の
で
あ
る
が
､
採
算
が
と
れ
ず
昨
年
鷹
止
'
事
務
所
を
改
槍
築
し
て
ホ
テ
ル
穂
韓
園
と
し
た

の
で
あ
る
｡
常
時
牛
は
五
月
二
十
五
日
頃
で
な

い
と
上
げ
ら
れ
ず
(牧
草
の
教
井
が
遅
れ
る
た
め
)､
近
年
は
殊
に
牧

草
の
聴
芽
が
遅
れ
て
六
月
二
十
日
頃
で
な

い
と
上
げ
ら
れ
な

い
情
態
は
あ
ヵ
P
雨
も
秋
は
十
月
十
五
日
に
は
閉
場
し

な
け
れ
ば
琴
b
な
か
っ
た
｡
組
合
の
牧
場
で
あ
っ
た
が
､
か
か
る
牧
草
の
闘
係
と
'
膳
で
も
隼
の
上
る
穂
本
陣
の
道

路
は
蝕
み
顧
み
て
英
れ
在
か
つ
た
と

い
ふ
囲
係
と
か
ら
粘
局
願
止
と
し
た
の
で
あ
る
と
言
ふ
｡
(
そ
の
た
め
後
越
の
番

所
原
の
牧
場
に
牛
が
多
-
入
る
や
う
に
な
つ
カ
の
で
あ
る
)｡
相
は
徳
樺
園
は
ス
キ
ー
毅
の
た
め
各
期
も
開

い
て
を
-

常
任
で
あ
る
こ
と
を
附
託
す
る
｡

本
邦
拭
地
繁
路
の
研
究
へ節

1
恥
)

二川p.
)

二
七



地

球

餅
二
十
六
番

解
五

姫

詩

八

三
八

槍

ケ

較

同

幅

中
原
漉
泉
は
堂
々
た
る
麓
舘
を
有
す
る
飴
-
ほ
も
著
明
の
温
泉
で
､
fJ
れ
に
就

い
て
は
多
-
里

11L
ふ
の
必
要
79
夜

い
で
あ
ら
う
｡

立

山

国

幅

立
山
温
泉
は
今
夏
の
旅
行
で
は
上
か
ら
見
下
し
た
だ
け
で
あ
る
が
p
堂
々
た
る
旅
館
を
有
っ
て
ゐ
る
｡
井
上
氏
の

御
示
教
に
よ
れ
ば
旗
舘
は
三
軒
あ
る
が
夏
だ
け
で
あ
る
と
の
rJ
と
で
あ
る
｡

雅
山
榊
配
に
は
社
務
所
が
あ
-
細
主
任
植
民
等
が
住

ん
で
居
ら
れ
る
が
.
但
し
冬
は
庶
僻
寺
の
盟
宮
に
下
山
せ
ら

れ
る
｡

前

掲
拙
稿
に
は
卒
ノ
小
屋
を
畢
げ
寮
両
用
小
屋
か
と
記
し
允
が
.
･如
何
に
も
を
の
通
-
で
あ
る
｡
併
し
登
山
用
小

屋
を
も
峯
げ
る
な
ら
ば
p
昭
和
五
年
修
正
測
間
に
79
記
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
如
-
､
高
度

一
三
〇
〇
米
以
上
の
も
の
と

し
て
立
山
だ
け
で
も
弘
法
小
屋
'
追
分
小
屋
､
天
狗
卒
ヒ
言

デ
､
繋
堂
在
ど
を
畢
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

併
し
そ

れ
等
は
就

い
て
は
凡
て
山
日
記
は
譲
る
..
荷
､
卒
ノ
小
屋
の
附
近
ほ
は
兼
竃
小
屋
が
あ
わ
'
井
上
氏
の
榊
示
教
に
ょ

れ
ば
卒
中
人
が
居
る
と
の
乙
と
で
あ
る
が
､
平
ノ
小
尾
は
十

｢
月
に
は
旗
晒
寺
の
方

へ
踊
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

乗

鞍

梅

園

幅

野
容
は
飛
躍
か
ら
信
州
に
入
る
木
骨
術
淀
に
約
ふ
堂
々
た
る
定
住
栄
藤
で
あ
る
｡
米
は
産
せ
ず
'
押

(
ハ
サ
ほ
架

け
て
乾
す
)
蕃
歩
な
ど
が
で

47Jる
ほ
過
ぎ
を

い
が
其
塵
に
は
多
-
の
人
達
が
住
ん
で
ゐ
る
｡
光
は
飛
騨
側
で
は
馬
車
で

土
ケ
洞
ま
で
上
っ
て
来
る
の
を
負
以
は
行
F
J､
椙
州
側
で
は
州
浦
ま
で
rJ
れ
又
負
以
は
行
-
の
で
あ
る
｡
其
れ
に
押



を
三
分
乃
至
五
分
混
じ
て
食
べ
る
｡
又
茶
番
を
食
べ
､
稗
を
閣
子
ほ
し
で
も
食
べ
る
｡
(
茶
番
も
圃
子
は
す
る
か
)
畑

･>
ド

ワう
.i)

に
は
瓦
在
ど
73=植
ゑ
る
が
二

宅
で
､劇
食
物
と
し
て
は
山
は
生
え
る

濁

酒

､
蕨

､

ア
カ
ザ
'
イ
ラ
な
ど
を
食
べ
る
0

焼
畑
は
現
在
で
は
作
ら
ぬ
｡
変
も
少
し
し
か
作
ら
を

い
｡
副
業
に
は
桑
を
植
ゑ
､
番
鷺
を
ヤ
る
が
､
土
地
が
高
-
､

ヽ
ヽ
ヽ

気
候
が
装

い
の
で
春
鷺
は
で

き
ず
p
夏
鷺

.t
同
だ
け
で
あ
る
｡
ま
ね
車
を
飼
払
､
夏
は
山
に
放
牧
す
る
｡

〓

ナ
ス
)

ク
サ
.∩

今
で
は
牛
の
方
が
馬
よ
り
は
多
-
飼
は
れ
る
｡
各
の
飼
料
と
し
て
は
､
革

場

が
あ
っ
て
'
木
を
切
身
山
を
焼

い
て
革

ヽ
ヽ

の
土
-
出
る
や
う
に
し
て
置

い
た
所
か
ら
刈
っ
た
革
を
典

へ
､
ま
た
そ
れ

を
踏
ま
せ
て
コ
エ
む
取
る
｡
尤
も
肥
料
と

し
て
は
p
踏
悪
さ
な

い
コ
エ
(
革
肥
)
を
や
る
fJ
と
も
あ
る
｡
野
番
の
副
業
と
し

て軽
視
で

F
Jを
5'
の
は
澱
粉
の
製
造

で
あ
る
｡
山
は
自
任
の
蕨
を
取
つ
で
p
槌
で
を
の
根
h
t打
ち
砕
き
'
そ
れ
を

ti
種
の
箱
で
漉
し
'
大
木

を
到
っ
て
作

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

っ
た

一
種
の
舟
に
沈
澱
せ
し
め
て
製
す
る
の
で
あ
る
｡
物
の
運
搬
に
は
シ
ヨ
イ

コ
を
用
肌
積
雪
時
の
歩
行
に
は
ワ
カ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ン
F,,h
キ
を
穿
-
｡

屋
内
に
は
圃
櫨
纏
が
あ
り
､

い
ろ
身
の
上
に
は
ア
マ
ダ
ナ
､
ソ
ラ
カ
ギ
も
',,h
ザ
ィ
､
カ
ケ
ザ
ヲ
な

･･-
ソ
ダ
マ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ど
の
附
魔
物
が
あ
少
'
そ
こ
に
は
味

噌
兼
な
ど
が
嗣
ru
れ
て
ゐ
る
｡
い
ろ
-
の
塵
の
名
柿
は
ヨ
コ
ザ
の
右
側
が
タ
ナ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

竜
ト
P
左
側
が

シ
モ
ザ
､
内
側
が
ザ
',,h
リ
で
あ
る
｡
氏
朝
は
熊
野
榊
融
で
あ
ゎ
､
ま
た
野
容
に
は
卯
月
八
日
の
費
が

あ
る
と

言

ふ
｡
(

此
の
項
､
昭
和
十

tl
年
五
月
調
査
)

前
掲
拙
稿
に
は
畢
げ
ず
p
叉
旧
都
六
年
軍
部
修
正
測
間
に
も
記
載
さ
れ
て
ゐ
な

い
が
､
野
穿
峠
(
〓
ハ
七
二
米
)
に

は
御
助
け
小
屋
が

-E
斬
あ
ゎ
､
老
夫
婦
が
常
任
し
て
ゐ
る
が
､
筆
者
等
通
過
の
際
は
不
在
で
あ
っ
た
｡
乙
の
榊
助
け

小
尾
は
必
ず
し
も
近
年
流
行
の
藤

川
を
安
全
は
す
る
た
め
の
.も
の
で
は
な
-
肩
衣
木
骨
据
道
の
交
通
を
確
保
す
る
LJ

め
の
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
峠
か
ら
信
州
の
川
浦
に
下
る
路
傍
に
馬
頭
観
世
音
の
碑

(
一
例
'
明
治
七
年
建
之
､

本
邦
荊
地
類
裕
の
研
究
(節
一
報
)

悪

九

三
九



地

球

雛
二
十
六
春

節

四

雛

歪
0

凹

0

明
治
二
十
七
年
如
之
等
の
も
の
が
あ
る
)
が
数
多
-
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
仰
せ
考

へ
ら
る
べ

き
も
の
で
あ
る
O
明
治

二
十
七
年
頃
ま
で
は
馬
に
よ
る
､
ま
た
脚
に
よ
る
こ
の
街
道
の
交
通
が
ま
だ
朝
常
雄

<
で
あ
っ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ

る
0白

骨
姐
泉
は
小
島
鳥
水
氏
明
治
三
十
五
年
作
の

｢
白
骨
温
泉
の
記
｣
以
凍
有
者
に
な
っ
た
の
で
夜

い
か
と
瓜
は
れ

る
が
.
今
榊
は
俗
化
し
て
ゐ
な

い
｡
混
泉
旅
館
は
常
時
以
魂
の
元
湯
､
新
宅
p
柳
屋
､
大
石
屋
の
四
軒
で
あ
-
､
そ

れ
に
御
土
産
店
な
ど
若
干
の
家
が
あ
っ
て
.
夏
は
避
暑
客
､
秋
も
探
勝
客
で
版
は
ふ
｡

番
所
は
前
掲
拙
稿
に
番
所
原
と
し
て
拳
げ
た
が
祭
i.*
名
は
番
所
で
あ
る
｡
昭
和
六
年
要
部
修
正
測
閲
に
は
番
所
と

訂
正
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

但
し
土
地
の
人
は
.,l
ン
シ
ョ
と
も

''rl
ン
ド

コ
ロ
と
も
呼
び

何
れ
が
正
し

い
の
か
を
知
ら
な

い
｡
番
所
の
衆
路
は

一
部
分
は
高
度

1
三
〇
〇
来
以
下
で
あ
る
が
､

一
三
c
c
J以
上
の
部
分
に
79
多
-
の
家
が
あ
か

本
邦
に
於
け
る
高
庇

一
三
〇
〇
兼
以
上
の
衆
落
と
し
で
は
､
を
の

一
部
を
取
っ
た
だ
け
で
も
p
利
歯
大

き
在
米
蕗
は
属

す
る
.
併
し
以
下
の
記
述
は
便
宜

二

一四

〇
～
三

一〇
〇
兼
の
部
分
を
も
含
め
た
番
所
金
牌
の
記
述
で
あ
る
｡(
諌
間

は
よ
れ
ば

一
三
〇
〇
来
以
上
の
建
物
の
記
鋭
敏
三
五
に
勤
し
以
下
の
そ
れ
は
二
二
で
あ
る
､
そ
の
他
酬
配
は

ti
三
〇

〇
来
以
上
は
あ
る
)
番
所
で
は
宿
も
作
る
が
永
山
の
開
け
な
の
は
数
年
前
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
勿
論
米
は
不
足
で

不
足
の
光
は
隼
に
着
け
て
島
々
方
面
か
ら
持
っ
て
凍
る
の
で
あ
る
｡
耕
作
は
畑
作
が
主
で
､稗
.
集
な
ど
を
作
み
､
多

-
は
そ
れ
を
米
に
混
ぜ
て
食
べ
る
｡
(筆
者
も
試
食
す
)
そ
の
他
7
7且
や
蕃
歩
な
ど
.jk)作
ら
､
茶
番
は
園
子
は
し
て
も
食

べ
る
｡
近
年
は
振
鈴
潜
も
多
-
作
ら
れ
催
藩
と
し
て
移
出
せ
ら
れ
る
｡
栄
終
立
地
よ
-
高
度
で

一
〇
〇
米
75
上
に
蕃

変
､
押
.振
鈴
潜
在
と
の
畑
が
温
め
ら
れ
る
｡
藍
は
高
庇

一
四
八
〇
米
に
近

い
鈴
蘭
小
屋
の
附
近
ほ
番
所
の
旧
作
小
屋



が
三
〇
軒
も
あ
れ
ー
そ
こ
で
馬
鈴
藩
ー
茶
寮
ー
瓦
､
葱
､
麻
衣
ど
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
｡
(
出
作
小
尾
は
夏
の
新
作
時
だ

け
の
も
の
で
あ
る
が
鈴
蘭
小

尾

と
他
の
二
軒
の
小
屋
に
は
主
と
し
て
ス
キ
ー
客
の
た
め
冬
も
人
が
居
る
)
を
し

て新

作
は
鈴
蘭
小
屋
よ
み
上
に
ま
で
及
ん
で
屠

-
殊
に
蕃
変
の
栽
培
が
え
も
言
は
れ
粕
美
観
を
量
し

てゐ
る
0
飴

-
米
を

作
ら
氾
番
所
に
も
水
車
の
廻
る
の
が
卑

ら
れ
る
が
'
こ
れ
は
蕃
歩
む
璃
-
た
め
の
水
車
で
あ
る

.番
所
の
農
家
は
鈴

蘭
小
屋
の
蓮
ま
で
出
作
す
る
が
p
番
所
自
身
､
少
-
と
も
を
の

一
部
は
大
野
川
の
出
作
に
緊
群
の
起
原
を
有
つ
も
の
の

如
-
で
あ
る
｡
現
は
近
年
に
も
大
野
川
の
夏
季
の
出
作
者
が
番
所
に
永
住
す
る
こ
と
と
在
っ
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ

る
｡
現
在
番
所
に
は
家
が
七

〇
月
ば
か
ら
あ
る
が
､
最
近
に
も
家
は
殖
え
る

.1
万
で
あ
る
と
言
ふ
｡
勿
翰
分
家
す
る

も
の
の
あ
る
の
ほ
も
よ
る
が

'
他
所
か
ら
入
込
み
LTTT姓
す
る
も
の
が
あ
る
の
ほ
も
よ
る
の
で
あ
る
｡
他
助
と
言
っ

て

アヅ
サ
スヰ

旦

光
凍
番
所
は
大
野
川
匿
の
う
ち
で
､
番
所
の
寺
(
維
宗
)
は
大
野
川
に
あ
わ
､
氏
禦
梓

水

醐

哲

も
大
野
川
と
町
境

に
あ
る
次
第
で
あ
る
｡
皆
所
で
は
牛
の
飼
育
が
鼎
督
盛
ん
で
あ
る
｡
筆
者
は
前
記
拙
稿
に
､
又
牧
畜
を
や
る
か
と
記

し

て擢
い
た
が
此
の
想
像
は
通
申
し
た
｡
現
在
六

〇
頭
も
の
牛
を
飼

っ
て
ゐ
る
｡
番
所
の
入
口
に
は
馬
頭
観
世
音
の

碑
が
多
-
(
大
日
加
水
と
馬
頭
観
世
音
と
を
併
せ
刻
し
た
碑
も

l
面
認
め
ら
れ
た
)
明
治
以
前
は
馬
を
多
-
飼

っ
た
ら

し

い
が
p
明
治
以
後
は
多
く
牛
を
飼
弘
も
殊
に
濃
近
二
十
年
衆
は
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
種
の
牝
牛
を
飼
ふ
79
の
が
多

い

と
言
ふ
よ
む
は
､
牝
牛
が
殆
ん
ど
狗
占
的
で
あ
る
｡
牛
は
五
月
初
め
よ
み
十
月
終

-
ま
で
は
組
合
所
有
の
高
原
牧
場

に
放
放
し
も
各
は
乾
草
(
夏
刈

-1
置
-
)
を
典

へ
て
食
倒
以
ほ
す
る
｡
牧
場
に
は
木
刷
を
施
し
て
ゐ
る
｡
毎
年
日
を
定

め
y
(
七
月
十
三
日
)
螺
の
係
員
が
出
張
し
p
牛
を
検
査
し
て
病
気
の
有
嫉
む
見
る
｡
高
原
牧
場
に
は
今
年
は
牛
が

一

〇
〇
融
-
ら
ゐ
屠
る
と
言
ふ
か
ら
他
か
ら
の
牛
を
79
預
か
っ

てゐ
る
も
の
と
;
･3
は
れ
る
.
馬
は
極
め
て
少
数
居
る
だ

本
邦
高
地
蛇
拓
の
桝
禁

節

義

)

蚕

四

一



地

球

妨
二
十
六
聴

解

五
紙

毒

1

均

こ

け
で
あ
る
O
崎
は
此
の
土
地
で
産
れ
る
が
'
牝
で
あ
れ
ば
湛
L
Iは
欝
っ
て
し
ま
以
牝
年
だ
け
計
育
て
る
.
牝
牛
払
四

歳
で
乳
が
出
る
や
う
に
な
る
が
､
松
本
方
面
の
牛
乳
屋
は
貸

しっ
け
､
十
二
.
三
歳
に
逢
し
た
時
東
-
ほ
出
す
｡
冬

の
飼
料
は
夏
の
甲
は
刈
っ

て置
-
の
で
あ
る
が
(白
樺
の
水
の

ハ
サ
に
革
を
乾
し
た
風
景
79
ほ
ほ
え
ま
し
い
).
放
牧

場
が
組
合
の
北
ハ有
で
あ
る
の
は
封
し
て
草
刈
場
は
個
人
持
ち
で
あ
る
と
言
ふ
｡
牛
は
弱
み
は
屯
田
す
が
買
以
ほ
も
凍

る
｡
何
れ
は
し
て
旦
只
み
の
は
大
惜
夏
の
う
ち
で
あ
る
と
言
ふ
.
併
し
乙
の
牧
畜
79
番
所
で
は
副
業
で
あ

る
と
言

ふ
｡
番
所
の
同
姓
は
炭
焼
､菱
荒
が
主
で
､車
は
副
業
で
あ
る
と
言
は
れ
で
ゐ
各
の
で
あ
る
.
桑
を
作
っ
て
養
鷺
を
や

る
rJ
と
は
他
と
異
な
ら
を

い
と
し
て
､
此
巌
で
は
夏
驚
､
救
荒
の
二
回
し
か
行

へ
夜

い
の
で
あ
か
が
'
併
し
養
茸
は

盛

ん
で
p
筆
者
の
泊
っ
た
番
所
の
兼
館
で
も
客
室
の

1
部
を
驚
賓
に
宛
で
て
偶
力
春
で
あ
る
｡
鹿

'
親
株
が
寒
-
て

今
年
は
八
月
五
口
と
い
ふ
の
は
宿
の
主
人
は
火
の
あ
る
囲
櫨
雑
の
傍
で
セ
ル
む
着

て夕
食
し
て
ゐ
ね
ぐ
ら
ゐ
で
あ
る

か
ら
'
大
野
川
で
は
春
鷺
も
や
る
の
に
､
此
所
で
は
春
麓
は
飼

へ
老

い
の
は
魂
念
で
あ
る
ほ
違
弘
を

5'｡
炭
焼
も
相

督
蒐
要
在
を
少
は
ひ
で
p
此
の
鮎
で
番
所
は
山
村
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な

い
_｡
官
有
山
林
の
沸
下
げ
を

受
け
､
叉
村
有
の
山
林
(村
附
近
の
川
は
村
有
で
あ
る
)が
あ
っ
て
炭
を
焼
旦

絵
本
方
面
は
出
す
の
で
あ
る
.
番
所

に
山
村
的
色
彩
h
=j典

へ
る
他
の

一
つ
の
も
の
は
山
の
榊
の
存
在
で
あ
る
｡
即
ち
番
所
に
は

｢
御
山
醐
｣
の
小
網
が
あ

わ
､
そ
こ
に
は
他
の
山
の
細
は
於

い
て
も
寵
め
ら
れ
る
如
-
ほ
'
欠
の
形
を
作
っ
て
献
ぜ
ら
れ
で
あ
る
の
が
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
｡
番
所
を
山
中
の
僻
杵
と
し

ては
相
督
裕
桶
な
も
の
な
ら
し
め
て
ゐ
る
も
の
は
.
水
力
敬
電
所
か
ら
の

地
代
の
徴
収
で
あ
る
｡
銅
'
些
榊
な
こ
と
で
此
所
に
附
記
し
て
間
F
u庇

い
の
は
'
五
月

'
糧
を
忠
-
の
は
使
ふ
菅
を

ヽ
ヽ

番
所
の
上
の
ガ
で
刈
っ
て
ゐ
る
の
む
見
た
乙
と
と
､
例
の
国
雄
種
の
塵
の
名
桝
の
乙
と
と
で
あ
る
0
番
所
で
は
ヨ
コ



ヽ

ヽ

ヽ

＼

ヽ

ヽ

＼

ザ

の
右
側
が
テ
ィ

ジ

ヤ

シ
キ
(
こ
れ
が
亭
主
の
座
で
あ
る
)
､
左
側
が
(,･rl
T
Th
L
､
向
側
が
か
㌢
デ
で
あ
る
と
の
乙
守

ヤ
ノネ

で
あ
っ
た
｡
相
の
歴
史
に
は
梱
れ
な

い
で
､
此
魔
に
は
唯
'
番
所
か
ら
は

右

舷

及
び
純
紋
式
土
器
が
多
発
に
聴
見
せ

ら
れ
る
fJ
と
を
記
す
ほ
止
め
よ
う
｡

戸

隠

国

帽

前
弼
拙
稿
に
は
月
憶
奥
就
計
畢
げ
で
置

い
た
が
､
此
所
に
は
同
配
の
政
務
朗
が
あ
き
'
納
骨
が
冬
も
十
E
間
的
み

の
交
代
で
三
人
屠
る
｡
即
ち
年
中
榊
官
が
三
人
は
ゐ
る
静
で
常
任
で
あ
る
.
中
配
か
ら
此
所
ま
で
夏
怒
ら
ば
快

い
散

歩
道
で
あ
る
の
が
冬
は
カ
ン
,,,h
キ
恕
か
け
て

一
日
が
か
み
で
あ
る
と

い
ふ
o
殊
に
本
年
は
雪
が
多
-
て
撃
崩
れ
は
奥

酢
の
九
頂
龍
刑
洞
を
全
壊
せ
し
め
朝
勤
中
の

一
利
官
の
命
を
奪

つ
LJ
｡
併
し
配
終
期
は
地
山
の
大
盤
石
を
盾
と
し
て

,<LJ-
擁
腫
鯉
を
切
っ
て
な
る
か
ら
雪
崩
に
勤
し
で
も
先
づ
安
全
'
悪
気
も
光
づ
凌
げ
る
と

い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
｡
奥

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ

乱
の
附
近
で
は
晩
春

ラ
フ
(
イ
ラ
恕
酔
っ
た
の
で
あ
ら
う
)
や
ソ
rrrt
ナ
や
ク
ド
や
蕨
や
な
ど
が
出
'
叉
等
が
滑
え
れ
ば

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

橡
の
木
に

ニ
レ
ブ
サ
と
栴
す
る
FJの
rJ
が
Ⅲ
で
夏
中
あ
る
の
･で
其
れ
等
の
も
の
が
食
膳
に
上
さ
れ
る
.
但
し
月
闇
名

物
蕃
歩
は
rJ
の
也
で
は
出
来
孜

い
｡(
此
の
頃
昭
和
十

一
年
春
の
調
査
に
よ
る
｡
荷
ほ
戸
隠
の
雪
崩
は
就

い
て
は
昭
利

十

一
年
八
月
鉱
の
地
撃
邪
誌
に
八
木
貞
助
氏
の
詳
細
を
報
瀞
が
あ
る
か
ら
参
照
の
乙
と
｡)

白

馬

掠

国

幅

前
掲
拙
稿
に
は
本
間
幅
中
の
弧
奴
と
し
て
挙

坤
亀
泉
J
j黄
金
湯
と
の
二
つ
を
挙
げ
て
澄
い
ね
｡
併
し
そ
れ
等
敷
革

げ
る
と
す
れ
ば
弧
脱
臭
即
ち
白
馬
脱
臭
む
も
撃
げ
な
け
れ
ば
字

b
粕
｡
高
庇
二

一
〇
〇
米
の
高
位
健
に
あ
る
が
建
物

も
あ
る
｡
併
し
そ
れ
は
寒
川
客
が
休
消
し
て
行
-
だ
け
の
7P
の
で
t
TJ
の
温
泉
目
的
に
入
湯
だ
け
に
凍
る
と

い
ふ
人

本
邦
満
地
米
路
の
那
禁

節

tl琳
)

毒
一

讐

ニ



也

求

節
二
十
六
怨

節
五
雛

芸

阿

四

四

も
な

い
で
あ
ら
う
rj

だ
か
ら
rJ
机
は
寧
ろ
登
山
小
尾
の
範
噂
に
入
れ
て
置

い
て
不
可
な

い
｡

黒

部

固

幅

前
掲
拙
稿
に
は
大
貴
釧
川
を
卑
げ
で
置

い
ね
が
､
昭
和
五
年
修
正
潮
間
で
は
そ
れ
が
大
貴
銅
山
跡
と
し
て
記
さ
れ

て
屠
る
｡

pJ
れ
が
建
性
的
の
柴
落
で
あ
る
か
否
か
は
岡
上
で
は
不
明
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
､
今
や
乙
の
銅
山
が
滑

油
し
た
と
す
る
と
現
地
鯛
資
に
ょ
つ
て
こ
れ
を
確
め
る
乙
j
J
は
班
水
難
-
在
っ
た
の
で
あ
る
｡

白

山

固

幅

前
掲
拙
稿
に
は
奥
院
(
二
六
八

〇
米
)
を
挙
げ
ね
が
白
山
紳
酢
を
拳
げ
な
か
っ
た
O
こ
れ
は
筆
者
の
粗
漏
で
資
際
は

此
鹿
に
も
醐
洞
が
あ
る
O
併
し
榊
官
は
夏
だ
け
し
か
居
な

い
｡
(
此
の
頃
､
昭
和
八
年
歌
の
調
査
に
よ
る
)
そ
の
他
室

堂
夜
ど
登
山
闘
係
の
も
の
が
あ
る
が
rJ
れ
は
山
日
記
は
譲
る
｡

前
掲
拙
稿
に
は
御
帥
貌
山
を
拳
げ
ね
が
こ
れ
は
南
新
五
年
婁
部
修
正
測
閲
に
よ
れ
ば
､
滑
滅
し
て
居

-
､
尾
上
郷

州
か
ら
東
山

へ
の
寒
路
も
無
-
な
っ
て
ゐ
る
.

御

塩

山

国

幅

前
掲
拙
稿
に
は
登
山
閥
係
の
も
の
と
し
て
石
室
'
二
ノ
池
を
畢
げ
､
御
津
登
山
用
を
ら

･九
と
記
し
て
聴

い
た
｡
こ

れ
は
賓
際
は
於

い
て
筆
者
想
像
の
通
-
で
あ
る
｡
併
し
御
縁
登
山
用
の
石
室
､
小
屋
､
泰

店
の
類
を
畢
げ
る
と
な
る

と
殆
ル
ビ
際
限
が
な

い
-
ら
ゐ
御
森
山
に
は
そ
の
種
の
も
の
が
多

い
の
で
あ
る
.
fJ
れ
等
は
つ
い
′TJ
は
凡
て
川
日
記

･紅
潜
照
の
こ
と
.
相
接
緑

ノ
湯
(
I.1
八
〇
C
,米
'
濁
州
温
駄
)
に
就

い
′TJ
払
出
=
記
に
記
載
が
あ
る
｡

前
掴
拙
稿
は
根
に
朗
ケ
峯
刷
配
と
し

て
拳
げ
で
置

い
た
も
の
は
賓
は
蓑
韓
日
頂
上
御
縁
紳
配
本
酢
で
あ
っ
て
そ
,J



ほ
は
配
務
所
が
あ
-
1
乱
務
所
ほ
は
醐
官
が
ゐ
る
が
冬
は
下
山
す
る
｡
叉
拙
稿
に
王
瀧
醐
配
と
し
て
置

い
た
も
の
7g

薯
は
王
瀧
口
頂
上
御
掠
榊
配
本
柾
で
枇
終
期
が
あ
-1
P
そ
こ
に
も
納
骨
の
や
う
な
人
が
居
る
が
冬
は
下
～=
す
る
.

東

曾

幅

島

国

幅

御
縁
登
山
道
悪

冨

小
屋
に
就

い
て
は
前
岡
幅
に
つ
等

逃
べ
た
と
同
様
の
こ
と
が
言

へ
る
｡
悪

霊

別
掲

拙

稿

に

華
げ
空

恵

山
の
帥
酢
も
御
羅
山
の
信
仰
と
袖
係
し
た
榊
洞
で
あ
る
.

前
掲
拙
稿
に
は
内
ケ
谷
小
屋
と
共
に
,
留
ノ
原
小
屋
基

げ
で
置
い
東
が
p
後
者
は
昭
和
六
年
修
正
側
聞
で
は
留

野
尻
と
改
め
ら
れ
て
ゐ
る
O
,J
れ
は
興
味
あ
る
研
究
の
対
象
iktな
す
と
m
心
は
れ
る
の
で
後
の
調
査
を
期
す
｡
修
正
測

岡
上
で
は
､
留
野
原
に
小
種
が

云

撃

去

っ
て
驚
,
p
且
そ
の
建
物
の
記
淡
が
四
個
か
ら
二
個
に
減
じ
て
ゐ
る
の

が
拭
意
せ
ら
れ
る
0
但
し
そ
れ
は
高
庇

三

〇
〇
米
以
下
の
部
分
に
於

い
て
で
あ
る
｡

婆

寵

国

帽

前
掲
拙
稿
に
は
大
卒
峠
(
木
曾
峠
)
を
畢
げ
･
大
卒
締
道
､
峠
に
近
-
あ
る
茶
屋
か
と
記
し
て
置

完

が
p
此
の
峠

に
は
茶
店
の
強
は
夜
か
つ
た
か
と
息
ふ
o

(
此
の
頃
昭
利
五
年
春
の
記
憶
に
ょ
る
)
然
る
に
今
夏
通
行
の
基
撃
士
の
言

に
よ
れ
ば
､
峠
に
は
茶
店
の
鵜
と
御
羅
泡
拝
所
と
が
あ
る
と
の
TJ
と
で
あ
る
｡
但
し
そ
れ
が
個
人
の
紅
紫
か
自
動
車

脅
牡
等
の
綬
常
か
･
常
任
で
あ
る
か
各
は
閉
鎖
す
る
か
等
散
明
か
に
す
る
乙
と
む
得
な

い
｡
瀬
調
査
計
期
す
｡

男

髄

山

国

幅

金

柿
崎
に
就

い
孟

前
掲
拙
稿
に
･
或
は
茶
屋
位
あ
る
か
と
記
し
た
が
峠
に
は
茶
店
は
芋

､
陽

雷

配
っ
た
紳

洞
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
｡

本
邦
山内
地
雅
拓

の
研
究
(
節

.I
琳
)

烹

混

四
五



地

球

夢
二
十
六
怨

解
放
紙

夏

山
ハ

四
六

二
米
山
醐
就
(
二
四
八
四
米
)
に
は
社
務
所
が
あ
ゎ
'
男
健
山
の
山
開
き
か
ら
後
は
紳
官
が
滞
在
す
る
が
勿
論
常
荏

で
は
な
い
.
紳
官
は
平
常
は
中
縮
寺
湖
畔
の
二
荒
川
醐
就
け
奉
仕
す
る
の
で
あ
る
｡

湯
元
は
周
知
の
如
-
組
数
栄
藤
で
､
歯
間
ホ
テ
ル
そ
の
他
の
凝
舘
が
多
-
､
常
任
で
あ
る
｡
(
以
上
三
頃
昭
利
十
年

夏
調
査
)

那

須

愚

民

幅

前
掲
拙
稿
に
は
本
圃
幅
に
属
す
る
も
の
と
し
て
臼
留
嚢
森
帥
配
と
三
斗
小
屋
温
泉
と
敷
革
げ
p
後
者
に
就
い
て
は

榊
配
の
記
雛
の
外
は
建
物
の
記
触
三
つ
四
つ
あ
ら
と
記
し
た
｡
併
し
寛
際
に
は
温
泉
神
政
の
外
に
旅
館
と
し
て
は
大

農
屋
と
煙
草
屋
と
の
二
軒
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
｡
大
貴
屈
の
方
が
官
-
'
こ
れ
は
越
冬
す
る
ら
し
い
が
､
感
草
屋
の

方
は
冬
ス
キ
ー
シ
ー
ズ
ン
の
後
二
月
頃

1
時
三
斗
小
屋
に
下
る
｡
因
み
に
三
斗
小
局

(
.E
三
〇
C)米
よ
ら
以
下
､

一

ノ
ギ
ハシ
ンヂ
ン

二

〇-
一
二
一
〇
米
)
は
上
野
の
板
葺
と
愈
津
の

野

際

新

田

と

の
丁
度
中
間
､
交
通
上
の
婆
瓢
に
夜
し
､
菅
は
四

八
軒
あ
っ
穴
が
､
今
は
地
形
岡
上
に
も
讃
取
れ
る
如
-
.
五
軒
に
減
じ
て
仕
舞
っ
て
ゐ
る
.
pJ
の
附
近
に
は
熊
が
出

現
は
煙
草
屋
に
も
熊
の
皮
が
吊
し
て
あ
る
が
､
警
戒
を
要
す
か
の
は
親
熊
が
子
熊
を
連
れ
渉
-
頃
だ
け
で
､
普
通
は

髄
荘

人
の
迫
る
所
な
ど
に
は
Ⅲ
で
魂
を
い
､
叉
出
て
凍
て
も
免
除
は
抄

い
と
言
ふ
｡

前
掲
拙
稿
に
は
日
留
梨
獄
紳
融
と
三
斗
小
屋
猟
泉
と
む
奉
げ
る
に
過
ぎ
夜
か
つ
ね
が
.
若
干
補
ふ

べ
き
も
の
が
あ

る
○那

須
焼
山
事
務
所
及
硫
黄
糖
政
所
｡
昭
利
八
年
婁
部
修
正
測
樹
上
で
も
､
一
四
五
〇
I
｢
四
八
〇
米
の
高
度
に
建
物

の
記
淡
が
九
つ
ば
か
-
秘
め
ら
れ
る
O
そ
の
放
下
の

.i
四
五
〇
来
附
近
の
も
の
は
茶
店
の
瓶
で
あ
る
が
､
他
は
都
路



所
及
び
精
錬
所
の
軸
物
及
び
就
宅
の
加

-
79
の
で
あ
る
｡

精
錬
所
は
多
端
作
業
す
る
が
ー
併
し
冬
は
月
の
う
ち
二
十

日
は
吹
雪
で
､
工
夫
も
牢
減
せ
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

峰
の
茶
屋
｡
那
須
縁
の
北
の
肩
p
高
庇

一
室

孟

米
の
分
水
嶺
に
位
置
す
る

一
軒
の
茶
店
で
あ
る
が
､
偉
業
は
十

月

一
杯
で
そ
の
後
は
出
茶
屋

で
あ
る
.
(

朝
凍

て夜
掘
る
)

飯
盛
汎
泉
｡
高
庇

l
四
八
〇
米
の
附
近
ほ
施
術
が

一
軒
あ
る
｡
夏
で
も
避
暑
客
殺
到
せ
ず
畢
生
な
ど
が
勉
弧
す
る

り
に
通
す
る
山
の
場
で
あ
か
秋
は
紅
兼
が
す
ぼ
ら
し
い
と
竃
ふ
が
p
十
二
月
に
在
る
と
湯
本
に
下
-
て
仕
舞
ふ
｡

郭
公
脱
臭
｡
鋸
山
事
務
所
の
直
ぐ
近
-
'
高
庇

一
望

ハ
○
米
の
也
に
旅
館
が

Li
軒
あ
る
.
そ
の
他
那
須
獄
の
斜
面

ほ
は
那
須
湯
本
'
新
郷
窮
､
八
幡
(
以
上
白
河
園
幅
)
高
雄
'
卵
天
p
大
丸
'
旭
'
北
の
誰
温
泉
が
あ
る
が
何
れ
旦
粗

度
は
一
三
〇
〇
米
以
下
で
あ
る
｡

妙

高

山

国

帽

前
掲
拙
稿
に
は
本
圃
幅
に
底
す
る
も
の
と
し
て
何
等
馨
げ
る
と
こ
ろ
が
を
か
っ
た
が
'
昭
和
五
年
修
正
側
聞
に
よ

る
と
妙
高
山
の
西
南
麓
､
笹
ケ
峯
牧
場
二
向
皮

1
三
〇
C
米
の
と
rJ
ろ
に
牧
場
の
事
務
所

(
こ

れ
は
明
治
凹
十
四
年

側
聞
に
も
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
)
と

一
三
二
〇
-
二
二
四
〇
米
の
地
鮎
に
京
大
ヒ
ュ
ッ
テ
と
が
記
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡

ま
た
妙
高
山
頂
(
二
四
四
玄
米
)
の
附
近
ほ
刺
配
と
軸
物
の
し
る
L
が
記
入
せ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
此
の
地
方
は
未
調
査
で

あ
る
が
後
の
参
考
の
た
め
記
載
し
て
置
-
0

(噸
利
十
完

九
月
十
盲

桐
)

本
邦
南
地
米
路
の
研
究
(節

.L
軸
)

l壷
心

灼
七


