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は
じ
め
に

佐
久
郡
臼
田
郷
（
現
臼
田
町
）
の
神
職
井
出
道
貞
は
、
信
濃
国
内

の
奇
勝
地
を
隈
な
く
調
査
研
究
し
て
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に

『
信
濃
奇
区
一
覧
』
を
脱
稿
し
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
明
治
十
九
年

（
一
八
八
六
）
に
な
っ
て
、
そ
の
孫
に
よ
っ
て
『
信
濃
奇
勝
録
』
と

し
て
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
第
四
巻
伊
那
郡
之
部
に
「
駒
岳

こ
ま
が
た
け

」
が
一
項

目
取
り
上
げ
ら
れ
「
駒
か
岳
ハ
木
曽
と
伊
那
の
間
に
秀
十
余
里
に
連れ

ん

亘こ
う

し
て
實
に
屏
風
を
立
た
る
が
如
し
俗
に
三
十
六
峯
八
千
谿た

に

と
云
」

（
下
略
）
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
木
曽
と
伊
那
と
の
間
に
屏
風
を
立
て
た
よ
う
な
山
並
み
と

は
、
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
に
原
田
豊
吉
に
よ
っ
て
命
名
さ

れ
た
木
曽
山
脈
の
こ
と
で
あ
り
、
次
い
で
英
人
ウ
エ
ス
ト
ン
に
よ
っ

て
日
本
の
山
脈
に
ア
ル
プ
ス
の
名
称
が
つ
け
ら
れ
る
と
、
木
曽
山
脈

は
三
つ
の
ア
ル
プ
ス
の
真
ん
中
に
あ
た
る
と
こ
ろ
か
ら
中
央
ア
ル
プ

ス
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

木
曽
山
脈
は
、
北
は
塩
尻
市
南
部
に
始
ま
る
経
ケ
岳
山
塊
か
ら
権

兵
衛
峠
の
鞍
部
を
経
て
山
脈
の
中
央
部
を
な
す
駒
ケ
岳
山
塊
と
な

り
、
さ
ら
に
南
西
に
延
び
て
岐
阜
県
境
の
恵
那
山
（
二
一
九
一

）

に
至
る
高
峻
な
山
脈
で
、
昔
か
ら
三
十
六
峯
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

現
に
二
千
メ
ー
ト
ル
級
の
高
い
峯
が
四
、
五
十
も
相
互
に
連
な
り
、

そ
こ
か
ら
は
数
多
く
の
谷
が
険
し
く
刻
ま
れ
、
特
に
伊
那
側
で
は
大

小
の
河
川
が
田
切
地
形
を
造
っ
て
い
る
。

上
伊
那
地
方
で
、
ふ
る
さ
と
の
山
と
し
て
昔
か
ら
親
し
ま
れ
て
き

た
駒
ケ
岳
（
二
九
五
六
・
三

）
は
、
こ
の
険
し
い
山
脈
の
主
峰
で

あ
る
が
、
主
峰
と
い
っ
て
も
駒
ケ
岳
は
独
立
峰
で
は
な
く
、
本
岳
の

駒
ケ
岳
を
中
心
に
北
は
将
棊
頭
山
（
二
七
三
〇

）、
南
は
中
岳
、

宝
剣
岳
（
二
九
三
一

）、
そ
れ
に
東
西
二
つ
の
前
岳
（
二
九
一
一

）（
二
八
二
六

）
な
ど
を
一
括
し
た
山
塊
の
総
称
と
さ
れ
て
い

る
。そ

れ
ば
か
り
で
な
く
井
出
道
貞
よ
り
先
に
同
じ
佐
久
郡
の
岩
村
田

宿
（
現
佐
久
市
）
の
歴
史
地
理
学
者
吉
沢
好
謙
は
、
明
和
四
年
（
一

七
六
七
）
に
『
信
濃
地
名
考
』
を
著
し
、「
駒
ケ
岳
ハ
福
嶋
の
う
へ

に
あ
り
、
木
曽
と
伊
奈
に
跨

ま
た
が
る

、
南
北
凡
六
十
里
、
山
脈
上
伊
奈
宮

処
ノ
牧
に
い
た
る
、」
と
記
し
、
こ
の
山
脈
全
体
を
大
き
く
駒
ケ
岳

と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
中
村
元
恒
や
堀
内
元
鎧
の
『
信

濃
奇
談
』（
一
八
二
九
）
の
駒
嶽
の
項
に
は
、
頭
注
に
「
風
越
の
峰

も
飯
田
よ
り
宮
所
の
一
山
の
総
称
な
る
べ
し
。
今
の
白
山
の
峰
の
み

風
越
と
こ
こ
ろ
え
た
る
は
誤
り
な
り
云
々
」
と
書
い
て
い
る
。

ま
た
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
に
本
郷
村
（
現
飯
島
町
）
の
千
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村
与
造
が
編
集
し
た
上
伊
那
郡
図
を
見
る
と
、
本
岳
か
ら
宝
剣
岳
、

空
木
岳
を
経
て
駒
ケ
岳
（
現
南
駒
ケ
岳
）
方
面
ま
で
を
「
此
峯
ヲ
総

称
シ
テ
駒
ケ
岳
ト
云
フ
」
と
注
記
し
て
い
る
。
現
に
飯
島
の
村
人

は
、
空
木
岳
や
南
駒
ケ
岳
な
ど
奥
山
を
総
称
し
て
駒
ケ
岳
と
呼
び
、

駒
ケ
岳
下
の
広
い
山
地
を
西
山
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

昔
は
峯
々
の
命
名
も
ま
だ
少
な
く
、
木
曽
山
脈
全
体
を
駒
ケ
岳
と

称
し
て
い
た
よ
う
な
時
代
も
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
よ
う
。

し
か
し
今
で
は
一
般
に
本
岳
を
中
心
に
し
た
山
塊
を
木
曽
駒
ケ
岳

と
呼
び
、
国
土
地
理
院
発
行
の
地
形
図
（
二
万
五
千
分
の
一
）
の
図

名
に
も
「
木
曽
駒
ケ
岳
」
と
な
っ
て
い
る
。

で
も
昔
は
、
木
曽
で
も
伊
那
で
も
こ
の
山
を
呼
ぶ
に
は
駒
ケ
岳
が

ご
く
自
然
で
あ
っ
た
し
、
駒
ケ
岳
と
言
え
ば
信
濃
の
こ
の
駒
ケ
岳
と

自
負
し
て
止
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
今
で
は
駒
ケ
岳
と
い
う
名
前
の
山
が
全
国
各
地
に
多
く

な
り
、
そ
の
数
は
二
十
以
上
に
も
及
ぶ
そ
う
だ
か
ら
明
治
、
大
正
、

昭
和
の
過
程
で
木
曽
名
勝
や
信
濃
名
勝
の
一
つ
と
し
て
駒
ケ
岳
の
宣

伝
が
大
い
に
効
い
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
昔
は
木
曽
で
も
伊
那
で
も
わ
ざ
わ
ざ
木
曽
駒
ケ
岳
と
は
呼
ば

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
伊
那
で
は
東
方
赤
石
山
脈
（
南
ア
ル

プ
ス
）
北
端
の
駒
ケ
岳
（
二
九
六
七

）
を
甲
斐
駒
ケ
岳
と
か
東
駒

ケ
岳
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
西
駒
ケ
岳
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
東
駒
と
か
、
西
駒
と
略
称
す
る
よ
う
に
な

り
、
最
近
は
新
聞
な
ど
で
は
中
ア
駒
ケ
岳
な
ど
と
も
書
く
よ
う
に

な
っ
た
。
略
称
西
駒
も
便
利
だ
が
、
少
し
で
も
改
ま
れ
ば
伊
那
地
方

の
人
々
な
ら
ば
や
は
り
駒
ケ
岳
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
名
前
の
謂
れ
や
呼
び
方
を
は
じ
め
、
人
々
と
山
と
の
長

い
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
ふ
る
さ
と
の
山
と
な
っ
た
駒
ケ
岳
の
由
緒
を

広
く
尋
ね
て
み
た
い
。
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第
一
章

記
録
に
見
え
る
駒
ケ
岳

一

駒
ケ
岳
の
初
見

文
献
の
上
で
駒
ケ
岳
の
山
名
が
最
も
早
く
見
え
る
の
は
、
鎌
倉
時

代
の
「
工
藤
文
書
」（『
信
濃
史
料
』
第
四
巻
）
で
あ
ろ
う
。

駒
ケ
岳
と
直
接
何
か
の
関
係
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
か
ろ
う
が
、
鎌

倉
時
代
に
こ
の
駒
ケ
岳
の
東
側
の
天
竜
川
沿
岸
の
所
々
が
「
伊
那
春

近
領
」
と
呼
ば
れ
る
特
別
の
所
領
と
な
っ
て
い
た
。
そ
う
い
え
ば
直

ぐ
に
伊
那
市
の
春
近
と
い
う
地
名
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
春
近
領
と
い
う
の
は
中
世
の
信
濃
各
地
に
散
在
し
て
い
た
公

領
で
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
難
し
い
。
伊
那
春
近
領
に

所
属
し
た
郷
と
し
て
は
、
お
お
よ
そ
で
は
あ
る
が
、
北
か
ら
小
出
二

吉
郷
（
現
伊
那
市
東
、
西
春
近
）・
赤
須
郷
（
現
駒
ケ
根
市
）・
飯
島

郷
（
現
飯
島
町
）・
片
切
郷
（
現
中
川
村
）・
田
島
郷
（
現
中
川

村
）・
名
子
郷
（
現
下
伊
那
松
川
町
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

伊
那
春
近
領
の
一
番
北
に
当
た
る
小
出
二
吉
郷
は
、
鎌
倉
の
北
条

氏
の
家
臣
の
工
藤
氏
が
こ
の
地
に
土
着
し
て
小
出
氏
を
名
乗
り
、
地

頭
代
に
補
任
さ
れ
て
い
た
。
有
名
な
犬
房
丸
の
伝
説
は
、
こ
の
工
藤

氏
に
ま
つ
わ
る
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
工
藤

文
書
の
こ
と
を
地
元
の
伊
那
で
は
「
小
出
文
書
」
と
も
呼
ん
で
い

る
。建

長
三
年
（
一
二
五
一
）
と
い
う
と
鎌
倉
時
代
の
中
頃
で
、
今
か

ら
七
百
五
十
年
も
昔
の
こ
と
に
な
る
が
、
小
出
能
綱
が
所
領
の
一
部

を
子
息
の
宮
熊
に
譲
り
、
そ
の
譲
状
が
小
出
文
書
の
中
に
残
っ
て
い

る
。
そ
の
証
文
に
は
、
そ
の
土
地
の
東
西
南
北
の
境
（
四
至
）
が
書

か
れ
て
い
る
の
で
そ
の
一
部
を
次
に
書
き
出
し
て
見
よ
う
。

（
前
略
）
譲
わ
た
す
至
四

（
マ
マ
）

さ
か
い
の
事
、

き
た
は
限
、
お
く
る
川
の
も
と
、
ま
か
り
お
の
さ
き
、
お
き
そ
、

こ
い
ろ
、
こ
ま
か
た
け
の
と
と
ま
て
、
こ
の
な
か
れ
を
大
道
も
大

道
を
み
な
み
さ
ま
に
、
新
大
夫
か
在
家
の
み
な
み
の
み
ち
の
つ
し

ま
て
、

に
し
は
か
き
り
、
こ
ま
か
た
け
の
と
と
ま
て
、
そ
の
み
ね
を
く
だ

り
に
、
く
わ
う
の
い
た
の
ひ
か
し
む
き
の
お
、
大
と
さ
わ
の
ふ
か

さ
き
り
つ
く
（
下
略
）

（
次
頁
写
真
参
照
）

「
こ
ま
か
た
け
の
と
と
ま
て
」
が
二
回
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
駒
ケ
岳
の
と
ど
の
つ
ま
り
ま
で
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
大
変
分
か

り
に
く
い
文
章
で
は
あ
る
が
、
北
は
小
黒
川
が
境
で
、
川
口
か
ら
、

曲
が
り
尾
の
崎
、
小
木
曽
、
こ
い
ろ
を
通
っ
て
駒
ケ
岳
の
と
ど
の
つ
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ま
り
迄
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。

小
黒
川
の
現
地
の
様
子
か
ら
実
際
に
駒
ケ
岳
の
本
岳
は
見
え
な
く

て
も
小
黒
川
の
源
流
地
を
「
こ
ま
か
た
け
の
と
と
」
と
い
っ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
駒
ケ
岳
と
は
こ
こ
で
は
将
棊
頭
山
を
指
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
西
の
境
は
「
こ
ま
か
た
け
の
と
と
」
ま
で
「
そ
の
峰
」
か
ら

下
っ
て
「
く
わ
う
の
い
た
の
東
向
き
の
尾
」
を
「
大
戸
沢
」
の
深
さ

き
り
つ
く
云
々
と
い
う
わ
け
で
、
よ
く
分
か
ら
な
い
が
そ
の
峰
と
い

う
の
は
や
は
り
将
棊
頭
山
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

語
意
や
文
意
が
十
分
に
読
み
取
れ
な
い
所
も
あ
る
が
、
所
領
の
北

と
西
の
境
界
線
を
示
す
の
に
「
こ
ま
か
た
け
の
と
と
」
が
終
点
あ
る

い
は
起
点
と
し
て
二
回
使
わ
れ
て
い
る
。

駒
ケ
岳
の
山
容
は
独
立
峰
で
は
な
い
が
、
そ
の
山
塊
の
一
部
の
将

棊
頭
山
が
す
な
わ
ち
駒
ケ
岳
と
し
て
小
黒
川
の
源
流
地
と
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
よ
く
伺
わ
れ
る
。

こ
の
地
方
の
西
方
に
聳
え
る
高
く
て
大
き
な
山
だ
け
に
、
昔
は
こ

の
山
が
土
地
の
境
の
目
印
の
一
つ
と
さ
れ
て
地
元
の
人
々
の
生
活
の

中
に
溶
け
込
ん
で
居
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
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二

絵
地
図
に
見
え
る
駒
ケ
岳

鎌
倉
時
代
の
「
小
出
文
書
」
に
「
こ
ま
か
た
け
」
の
名
前
が
出
て

い
る
な
ら
ば
、
一
体
こ
の
山
の
名
は
い
つ
頃
か
ら
呼
ば
れ
て
来
た
の

だ
ろ
う
か
と
、
疑
問
は
古
代
へ
溯
る
の
だ
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な

い
。
鎌
倉
時
代
以
後
南
北
朝
か
ら
室
町
、
戦
国
時
代
へ
と
下
っ
て
も

こ
の
間
、
残
念
な
が
ら
駒
ケ
岳
に
関
す
る
記
録
は
全
く
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
幕
府
は
国
々
に
国
絵
図
を
作
ら
せ

た
の
で
そ
の
た
め
運
よ
く
残
っ
た
信
濃
の
国
や
伊
那
郡
の
絵
地
図
で

駒
ケ
岳
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

正
保
四
年
信
濃
国
絵
図
（
口
絵
地
図
参
照
）

江
戸
時
代
に
な
っ
て
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
に
幕
府
は
諸
国
に

郷
村
帳
・
国
絵
図
お
よ
び
城
絵
図
な
ど
の
作
成
と
そ
の
提
出
を
命
じ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
信
濃
国
で
は
松
代
藩
主
真
田
信
之
を
は
じ
め
飯

山
・
上
田
・
飯
田
・
松
本
の
藩
主
等
が
郡
を
分
担
し
て
調
整
し
、
松

代
藩
で
ま
と
め
上
げ
て
幕
府
に
提
出
し
た
。
こ
う
し
て
出
来
た
国
絵

図
が
い
わ
ゆ
る
「
正
保
の
信
濃
国
絵
図
」
で
、
そ
の
複
本
（
上
田
市

立
博
物
館
所
蔵
）
が
今
日
、
信
濃
最
古
の
国
絵
図
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
信
濃
国
絵
図
（『
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
九
巻
全
県
付
録
』

加
工
複
製
図
）
で
南
信
濃
の
部
分
を
見
る
と
、
西
は
木
曽
、
東
は
伊

那
と
郡
の
境
界
線
が
太
く
南
北
に
引
か
れ
、
山
形
に
湾
曲
し
た
そ
の

西
側
に
大
き
く
西
向
き
に
「
駒
ケ
岳
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
下
方
山
麓
に
は
福
島
村
の
「
御
関
所
」
の
記
入
が
あ
り
、

街
道
が
南
北
に
村
々
や
馬
次
を
結
ん
で
い
る
。
こ
の
街
道
は
中
山
道

で
あ
る
が
名
前
は
何
処
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
伊
那
側
に

比
べ
て
木
曽
側
の
山
肌
が
細
か
に
書
か
れ
て
い
て
『
信
濃
地
名
考
』

の
「
駒
ケ
嶽
ハ
福
嶋
の
う
へ
に
あ
り
、
木
曽
と
伊
奈
に
跨

ま
た
が
る

、
南
北

凡
六
十
里
」
と
い
う
書
き
振
り
が
如
何
に
も
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
天
流

（
マ
マ
）

川
の
東
岸
の
村
々
と
甲
斐
や
駿
河
の
国
と
の

境
を
な
す
赤
石
山
脈
は
、
な
だ
ら
か
な
山
並
み
に
略
筆
さ
れ
て
い
て

山
名
は
一
つ
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
は
村
里
か
ら
奥
深
い
高

山
で
あ
っ
て
谷
間
の
村
か
ら
は
山
の
姿
も
見
え
ず
、
山
の
名
さ
え
呼

ば
れ
な
い
く
ら
い
村
人
に
と
っ
て
も
あ
ま
り
用
の
な
い
山
地
で
あ
っ

た
か
ら
か
と
も
思
わ
れ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
こ
の
絵
地
図
か
ら
、
東
西
両
山
脈
と
地
元
の

人
々
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
も
の
に
は
、
当
時
大
き
な
違
い
が
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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信
州
伊
奈
郡
之
絵
図
（
口
絵
地
図
参
照
）

こ
の
絵
図
は
旧
播
州
龍
野
藩
主
脇
坂
家
（
現
兵
庫
県
龍
野
市
）
に

所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
現
在
は
飯
田
市
立
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て

い
る
。
一
般
に
は
「
脇
坂
絵
図
」
と
呼
ば
れ
、
伊
那
地
方
の
最
古
の

絵
図
と
し
て
歴
史
研
究
に
大
い
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

脇
坂
氏
は
正
保
の
信
濃
国
絵
図
や
郷
村
帳
作
成
の
調
整
役
に
選
ば

れ
た
飯
田
藩
主
脇
坂
安
元
で
あ
る
。
安
元
は
元
和
三
年（
一
六
一
七
）

に
伊
豫
大
洲
（
現
愛
媛
県
大
洲
市
）
か
ら
飯
田
に
移
り
、
絵
図
作
成

の
時
に
は
藩
政
も
既
に
二
十
数
年
に
及
び
五
万
五
千
石
の
封
地
は
、

下
伊
那
か
ら
上
伊
那
の
片
桐
郷
や
赤
須
、
さ
ら
に
は
箕
輪
郷
一
万
石

に
も
及
ん
で
い
た
。

伊
奈
郡
之
絵
図
の
作
成
は
自
分
の
分
担
で
、
そ
の
上
信
濃
国
絵
図

作
成
の
調
整
役
の
一
人
だ
っ
た
か
ら
伊
奈
郡
之
絵
図
は
模
範
的
な
作

品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
複
本
が
首
尾
よ
く
脇
坂
家
に
残
っ

て
い
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
の
絵
図
は
天
竜
川
を
中
心
に
し
て
伊
那
谷
を
東
と
西
に
眺
め
て

書
い
た
も
の
で
、
国
絵
図
よ
り
は
遥
か
に
細
か
く
出
来
て
い
る
。

西
方
木
曽
境
に
は
上
穂
山
か
ら
北
は
後
の
権
兵
衛
峠
の
鞍
部
ま
で

「
駒
嶽
」
の
文
字
が
三
つ
、
南
は
飯
島
山
の
背
後
に
二
つ
、
合
わ
せ

て
五
つ
の
峰
に
「
駒
嶽
」
の
文
字
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
き
方
は
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
駒
ケ
岳
は
独
立
峰
で
は
な

く
、
古
く
か
ら
山
塊
の
総
称
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い

る
し
、
何
時
誰
が
言
い
始
め
た
か
分
か
ら
な
い
が
『
信
濃
奇
勝
録
』

に
い
う
三
十
六
峯
、
八
千
谿
の
謂
れ
も
こ
の
図
に
よ
っ
て
伺
う
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た
こ
の
伊
奈
郡
之
絵
図
で
は
東
方
甲
斐
と
の
国
境
に
国
絵
図
に

は
見
え
な
か
っ
た
「
駒
嶽
」
が
た
だ
一
つ
鹿
塩
山
の
東
に
記
入
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
甲
斐
駒
ケ
岳
で
独
立
峰
で
あ
る
。

こ
う
し
た
東
西
の
駒
ケ
岳
の
記
入
の
仕
方
の
違
い
を
見
る
と
、
甲

斐
の
駒
ケ
岳
が
一
山
単
独
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
伊
那
谷
の
西
方
木

曽
谷
と
の
間
に
跨
が
る
駒
ケ
岳
は
、
や
は
り
山
塊
の
総
称
と
い
う
よ

う
に
読
み
取
れ
る
。
ま
た
伊
奈
郡
之
絵
図
に
甲
斐
の
駒
ケ
岳
が
記
入

さ
れ
て
い
る
の
は
、
高
遠
や
入
野
谷
に
と
っ
て
は
か
か
わ
り
が
あ
る

山
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

三

地
誌
に
見
え
る
駒
ケ
岳

駒
ケ
岳
の
古
歌

「
信
州
伊
奈
郡
之
絵
図
」
の
作
成
以
後
、
駒
ケ
岳
に
つ
い
て
何
か

記
録
さ
れ
た
も
の
は
な
い
か
、
と
探
し
て
み
て
も
な
か
な
か
見
当
た

ら
な
い
。
で
も
伊
那
地
方
に
は
、
信
濃
の
他
地
方
に
比
べ
る
と
成
立

時
代
の
早
い
地
誌
と
し
て
、
関
盛
胤
と
宮
崎
言
周
の
二
人
の
著
作
を
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殿村八幡の森より望む駒ケ岳（南箕輪村南殿）

取
り
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
彼
ら
は
駒
ケ
岳
に
つ
い
て
ど
ん

な
こ
と
を
書
い
て
い
る
か
調
べ
て
み
よ
う
。

ま
ず
箕
輪
郷
木
下
の
関
盛
胤
は
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
に

『
伊
那
温
知
集
』
を
著
し
、
信
濃
国
名
所
記
に
駒
ケ
岳
に
つ
い
て

春
近
庄
上
穂
村
之
西
山
な
り
。
古
来
の
歌
な
し
。
寛
永
の
頃
飯
田

之
城
主
脇
坂
淡
路
守
安
元
、
箕
輪
の
陣
屋
に
止
宿
有
て
殿
村
の
八

幡
之
森
へ
狩
に
出
ら
れ
駒
ケ
岳
を
望
み
み
て
詠
せ
ら
る
。

尾
も
白
し
か
し
ら
も
白
し
駒
ケ
岳
か
ん
の
つ
よ
さ
に
ゆ
き
の
は
や

さ
よ

藤
原
安
元

と
記
し
て
い
る
。

次
い
で
片
桐
郷
の
宮
崎
言
周
は
、
元
文
六
年
（
一
七
四
一
）
に

『
信
州
伊
奈
郡
郷
村
鑑
』
を
著
し
、
上
穂
の
項
で

駒
ケ
嶽
ノ
頂
上
ハ
四
時

シ
イ

シ

雪
降

ユ
キ
フ
ル

、
伊
那
一
番
ノ
寒
地
也
、
古
歌
有
、

い
な
ゝ
く
ハ
月
毛
と
見
ゆ
る
駒
が
だ
け
雪
に
い
さ
む
か
春
近
の
さ

と
と
誰
の
歌
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
駒
ケ
岳
を
詠
ん
だ
古
歌
一
首
を
挙

げ
て
い
る
。

前
者
は
古
来
の
歌
な
し
と
言
い
、
後
者
は
古
歌
あ
り
と
言
い
、
両

者
互
い
に
相
反
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
か
ろ
う
じ
て
一
首
を
挙
げ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
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木
曽
谷
と
伊
那
谷
に
跨
が
る
大
き
な
山
並
み
で
、
鎌
倉
時
代
に
山

の
名
も
見
え
る
由
緒
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
確
か

に
「
古
来
の
歌
な
し
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
何
故
か
と
い
え
ば
、

伊
那
一
番
の
寒
地
で
歌
枕
と
し
て
名
所
に
な
れ
な
か
っ
た
た
め
か
も

知
れ
な
い
。

そ
の
後
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
に
高
遠
藩
老

上
源
五
兵
衛

は
、
領
内
の
見
聞
を
地
誌
に
編
集
し
て
『
木
の
下
蔭
』
を
著
し
て
い

る
が
、
こ
の
こ
と
を
と
り
挙
げ
て

駒
ケ
岳
は
名
高
き
山
な
れ
ど
も
、
土
地
の
辺
鄙
な
る
故
に
や
、

古
し
へ
よ
り
歌
に
も
詠
ま
れ
ず
、
名
所
と
言
は
れ
ざ
る
こ
と
惜
し

む
に
絶
え
た
り
云
々

と
残
念
が
っ
て
い
る
。

古
来
東
山
道
は
駒
ケ
岳
の
東
山
麓
、
つ
ま
り
天
竜
川
西
岸
を
南
北

に
通
じ
て
い
た
の
だ
が
、
大
小
の
田
切
を
何
処
で
渡
ろ
う
が
、
峙

そ
ば
だ

つ

西
山
の
眺
め
は
道
行
く
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ

た
。
近
く
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
に
伊
那
谷
を
初
め
て
北
へ
と

旅
し
た
三
河
の
文
人
菅
江
真
澄
の
目
に
さ
え
駒
ケ
岳
は
止
ま
ら
な

か
っ
た
の
か
、『
伊
那
の
中
路
』
に
は
駒
ケ
岳
の
記
事
は
見
え
な
い
。

そ
し
て
翌
年
の
『
す
わ
の
海
』
に
は
、
三
月
二
十
七
日
、
卯
ノ
木

村
（
現
箕
輪
町
）
に
て
「
駒
ケ
嶽
い
と
よ
く
見
え
た
り
、
此
山
は
春

近
ノ
庄
上
穂
村
の
西
な
り
、
ま
さ
し
き
名
所
に
は
あ
ら
じ
、」
と
例

の
脇
坂
安
元
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
山
の
景
色
は
む
し
ろ
天
竜
川
の
向
こ
う
遥
か

東
方
に
聳
え
る
南
ア
ル
プ
ス
連
峰
へ
目
を
奪
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
高
遠
町
の
鉾
持
神
社
の
神
木
の
下
に
古
い
歌
碑
が
あ
る
。

信
濃
な
る
い
な
に
は
あ
ら
ず
か
ひ
が
ね
に
ふ
り
つ
む
雪
の
と
く
る

程
迄

源
重
之
朝
臣

作
者
源
重
之
（
～
一
〇
〇
〇
）
は
、
平
安
時
代
の
歌
人
で
三
十
六

歌
仙
の
一
人
で
あ
り
、
こ
の
歌
は
家
集
『
重
之
集
』
に
所
収
さ
れ
て

い
る
一
首
で
あ
る
。
こ
の
歌
碑
が
鉾
持
神
社
に
立
て
ら
れ
て
い
る
由

緒
に
つ
い
て
は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
重
之
は
陸
奥
を
は
じ
め
諸

国
を
旅
し
、
東
山
道
を
行
き
来
し
た
人
と
い
う
か
ら
恐
ら
く
伊
那
の

道
筋
で
の
詠
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
信
濃
な
る
伊
那
に
は
あ
ら
ず
甲
斐
が
峰

で
あ
り
、
そ
れ
も
た
だ
の
一
首
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
惜
し
い

こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
先
の
二
つ
の
地
誌
に
と
り
挙
げ
ら
れ
た
古
歌
二
首
は
、
何

れ
も
寒
さ
に
負
け
ず
に
意
気
盛
ん
な
駒
ケ
岳
の
駒
を
そ
の
山
容
に
な

ぞ
ら
え
て
巧
み
に
詠
ん
で
い
て
、
駒
の
い
な
な
く
駒
ケ
岳
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
古
歌
の
有
無
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
現
に
駒
ケ
岳
の
駒
の
い
な
な
き
が
聞
こ
え
て
来
る
か
の
よ
う
に

さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
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駒
ケ
岳
の
山
名

前
掲
の
駒
ケ
岳
の
二
つ
の
古
歌
で
は
、
山
名
は
形
が
駒
に
似
て
い

る
所
か
ら
呼
ば
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
す
る

と
、
そ
れ
は
何
処
か
ら
眺
め
た
ら
駒
に
よ
く
似
て
見
え
る
の
か
、
こ

う
し
た
山
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
後
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
阪
本
天
山
は
『
登
駒
嶽
記
』

（
一
七
八
四
）
で
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
大
変
難
し
い

漢
文
で
あ
る
の
で
、
小
松
徹
通
釈
（『
伊
那
路
』
第
十
六
巻
第
三
号
）

に
よ
り
次
に
掲
げ
る
。

此
の
山
を
駒
ケ
岳
と
呼
ぶ
の
は
そ
の
形
が
似
て
い
る
か
ら
で
あ

ろ
う
。
現
在
信
州
の
風
土
記
は
残
っ
て
居
ら
ず
、
古
書
に
稀
に
信

州
の
名
が
出
て
来
て
も
、
参
考
に
す
る
程
の
詳
し
い
こ
と
は
書
い

て
い
な
い
が
凡
て
信
州
に
関
す
る
文
献
は
不
足
し
て
居
り
、
従
っ

て
昔
の
此
の
山
の
状
況
は
不
明
で
あ
る
。
今
高
遠
城
か
ら
望
見
す

る
と
、
天
辺
に
は
切
り
立
っ
た
数
個
の
峰
、
中
程
に
は
ほ
ら
貝
の

よ
う
な
峰
が
雪
を
帯
び
、
全
体
と
し
て
駆
け
る
馬
の
よ
う
な
形
を

し
て
い
る
。
此
の
形
は
四
・
五
月
頃
に
と
り
わ
け
鮮
明
で
、
両
方

の
耳
、
片
方
の
眼
、
右
側
の
口
元
、
前
の
足
、
た
て
が
み
や
尾
な

ど
も
は
っ
き
り
指
摘
さ
れ
る
。

大
変
具
体
的
で
あ
る
が
、
他
所
に
も
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
眺
め
の

出
来
る
所
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

駒
ケ
岳
は
高
峻
な
連
峰
で
あ
る
の
で
、
近
く
か
ら
は
目
の
前
に
手

に
取
る
よ
う
に
、
ま
た
遠
く
か
ら
は
躍
動
的
に
大
き
く
見
え
て
四
季

折
々
に
地
域
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
来
た
山
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
そ
れ
で
い
て
誰
も
簡
単
に
は
登
る
こ
と
の
で
き
な
い
遠
い

山
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
神
秘
的
な
山
で
も
あ
っ
た
。

朝
夕
の
気
象
の
急
変
を
は
じ
め
、
異
様
な
山
肌
の
四
季
折
々
の
変

化
は
、
時
に
は
怪
し
き
山
で
も
あ
っ
た
。

特
に
春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
雪
の
消
え
具
合
に
よ
っ
て
山
肌
と
残

雪
の
白
黒
と
が
描
き
出
す
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
模
様
の
中
に
は
、
生
き

た
馬
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
あ
っ
た
。
人
々
は
そ
れ
を
駒
形
と
呼

び
、
駒
形
の
現
れ
る
そ
の
山
を
駒
ケ
岳
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
駒
形
に
関
す
る
見
聞
が
『
木
の
下
蔭
』
に
は
、
次
の
よ
う
に

種
々
記
載
さ
れ
て
い
る
。

一
、
絶
頂
よ
り
北
へ
下
る
。
駒
の
形
遠
方
よ
り
あ
り
あ
り
と
見

ゆ
。
春
秋
雪
の
む
ら
消
又
雪
の
う
す
き
頃
猶
一
体
ま
し
て
見

ゆ
る
な
り
。
木
曽
路
よ
り
見
れ
ば
此
駒
登
る
形
に
見
ゆ
る
と

ぞ
。

一
、
此
本
岳
の
峰
よ
り
駒
形
の
見
ゆ
る
山
は
東
北
に
当
り
三
、
四

丁
あ
り
。
お
な
じ
並
に
天
狗
岩
と
い
ふ
あ
り
。

一
、
駒
形
の
山
の
峰
に
駒
の
足
跡
と
て
岩
に
く
ぼ
み
た
る
爪
形
二

つ
並
び
て
水
た
ま
り
あ
り
。
又
馬
船
岩
と
て
広
く
く
ぼ
み
て
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水
溜
ま
り
た
り
。

こ
の
駒
形
の
見
聞
に
つ
い
て
は
そ
れ
ま
で
に
高
遠
藩
が
行
っ
た
駒

ケ
岳
見
聞
の
成
果
の
数
々
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う

し
た
明
和
の
時
代
に
、
前
に
も
述
べ
た
佐
久
の
吉
沢
好
謙
は
、『
延

喜
式
』『
吾
妻
鏡
』『
続
日
本
紀

し
よ
く
に
ほ
ん
ぎ

』
な
ど
の
古
文
献
を
引
用
し
て
『
信

濃
地
名
考
』
で
駒
ケ
岳
の
山
名
の
起
源
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

原
文
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
口
語
訳
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
駒
ケ
岳
は
上
伊
那
の
宮
所
ま
で
も
続
い
て
い
る
。
宮
所
は

そ
の
昔
左
馬
寮
の
牧
で
あ
っ
た
。
後
に
『
吾
妻
鏡
』
に
出
て
く
る

小
野
牧
は
宮
所
牧
の
北
に
あ
る
。
宮
所
の
奥
の
今
村
に
は

こ
ま

飼か
い

山さ
ん

と
言
う
山
号
の
寺
も
あ
り
、
昔
か
ら
こ
の
辺
は
名
馬
の
産
地
と
し

て
有
名
で
あ
る
。

『
続
日
本
紀
』
に
は
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
正
月
に
信
乃
国

か
ら
朝
廷
へ
神
馬
の
献
上
が
あ
り
、
そ
の
馬
は
毛
並
み
は
黒
く

髦
た
れ
が
みや

尾
は
真
っ
白
で
あ
っ
た
と
書
い
て
あ
る
。
駒
ケ
岳
と
い
う

山
の
名
は
こ
の
神
馬
に
ち
な
ん
で
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
元
和
年
中
に
飯
田
城
主
脇
坂
侯
の
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
例
の
「
尾
も
白
し
」
の
歌
も
全
く
こ
の
『
続
日
本
紀
』
に
出
て

い
る
神
馬
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
頃
ま
で
も

な
お
尾び

髦ぼ
う

白
き
馬
の
様
子
を
め
で
た
く
う
た
っ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

当
時
神
馬
は
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
飛

国
よ
り
献
じ
ら
れ

た
の
を
初
め
と
し
、
天
平
三
年
（
七
三
一
）
に
は
甲
斐
国
よ
り
、
次

い
で
同
十
年
に
信
濃
国
よ
り
、
下
っ
て
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）

に
は
肥
後
国
よ
り
共
に
神
馬
と
し
て
献
上
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
神

馬
の
献
上
は
、
大
赦
大
瑞
な
ど
の
際
で
何
れ
も
黒
身
白
髦
尾
の
駿
馬

で
あ
っ
た
の
で
黒
身
白
髦
尾
の
馬
は
余
程
貴
重
だ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
駒
ケ
岳
が
木
曽
山
脈
全
体
に
係
る
山
名
と
す
れ
ば
、
そ
の
伊
那

側
の
山
麓
一
帯
は
、『
延
喜
式
』
に
見
え
る
宮
処
・
平
出
・
笠
原
の

牧
や
更
に
小
野
や
辰
野
の
牧
な
ど
が
あ
っ
て
古
来
名
馬
の
産
地
で

あ
っ
た
、
そ
こ
か
ら
神
馬
が
献
上
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
駒
ケ
岳
の

山
名
が
生
ま
れ
た
と
解
釈
す
る
と
『
信
濃
地
名
考
』
の
説
も
あ
な
が

ち
附
会
の
説
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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第
二
章

伝
説
の
山
駒
ケ
岳

一

山
麓
の
地
名
を
巡
っ
て

駒
ケ
原

日
本
武
尊
が
東
国
を
征
伐
し
て
都
へ
の
帰
途
、
甲
斐
を
経
て
信
濃

か
ら
山
坂
を
越
え
て
美
濃
か
ら
尾
張
に
出
た
事
は
『
古
事
記
』
や

『
日
本
書
紀
』
に
見
え
、
現
に
日
本
武
尊
に
関
す
る
伝
説
は
信
濃
各

地
に
分
布
し
て
い
る
が
、
中
で
も
大
田
切
川
を
は
さ
ん
で
宮
田
や
赤

穂
に
は
神
話
や
伝
説
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
中
か
ら
馬
に
関
す
る
も

の
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

尊
が
東
国
か
ら
の
帰
途
、
大
田
切
川
ま
で
来
る
と
大
水
で
渡
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
。
す
る
と
西
山
か
ら
頭
と
尾
の
白
い
一
頭
の
馬

が
駆
け
て
き
た
。
尊
は
不
思
議
に
思
っ
て
里
の
翁
に
聞
く
と
、
そ
れ

は
西
山
に
住
む
神
馬
で
秋
冬
は
駒
ケ
原
に
住
み
、
春
夏
は
西
山
に
住

む
旨
を
申
し
上
げ
た
。
尊
は
そ
の
馬
に
乗
っ
て
無
事
に
大
田
切
川
を

渡
ら
れ
た
。
ま
た
駒
ケ
原
の
御
座
石
は
、
尊
が
そ
の
時
に
腰
掛
け
ら

れ
た
石
と
い
わ
れ
て
い
る
。

御
所
や
宮
田

黒
川
の
上
流
に
北
御
所
と
い
う
所
が
あ
る
。
こ
こ
に
光
仁
天
皇

（
在
位
七
七
〇
～
七
八
一
）
の
第
三
皇
子
が
隠
れ
て
お
ら
れ
た
。

宮
田
は
皇
子
の
料
田
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
は
秋
に
は
雪
が
早
く
降

り
、
春
に
は
雪
の
消
え
る
の
が
遅
く
て
五
穀
が
余
り
実
ら
な
か
っ
た

の
で
皇
子
は
そ
れ
を
悲
し
み
、

四
方
の
山
す
ぐ
れ
て
雪
は
早
け
れ
ど
春
近
け
れ
ば
雪
消
え
に
け
り

と
詠
ま
れ
た
。
す
る
と
、
梅
の
局
も
、

駒
ケ
岳
尾
根
尾
根
雪
は
積
も
れ
ど
も
春
近
け
れ
ば
雪
消
え
に
け
り

と
詠
ん
だ
。
そ
の
後
五
穀
の
実
り
が
豊
か
に
な
っ
た
と
い
う
。

北
御
所
・
中
御
所
・
宮
田
・
上
の
宮
・
下
の
宮
・
春
近
な
ど
の
地

名
は
み
な
こ
れ
ら
に
関
係
し
た
地
名
で
あ
る
と
い
う
。

大
田
切

諏
訪
神
社
の
縁
起
と
し
て
名
高
い
『
諏
訪
大
明
神
畫
詞
』
に
書
か

れ
て
い
る
話
で
あ
る
。

延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）、
桓
武
天
皇
の
勅
命
で
坂
上
田
村
麿
が

安
倍
高
丸
の
反
乱
を
平
定
の
た
め
奥
州
に
下
向
し
た
。
た
ま
た
ま
伊

那
郡
と
諏
訪
郡
と
の
境
の
大
田
切
川
ま
で
来
る
と
、
梶
の
葉
の
紋
様

の
水
干
を
着
て
鷹
の
羽
の
矢
を
負
い
、
葦
毛
の
馬
に
乗
っ
た
武
士
が

待
ち
受
け
て
い
た
。
誰
か
と
き
く
と
当
国
の
住
人
だ
が
ど
う
か
蝦え

夷ぞ
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征
伐
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
と
言
う
の
で
、
こ
れ
は
只
人
で
は
な
い

と
思
っ
て
奥
州
へ
の
先
陣
を
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
所
々
に
お
い
て
兵
を

集
め
て
は
そ
の
勢
い
に
よ
っ
て
行
く
先
々
で
田
村
麿
は
蝦
夷
征
伐
を

す
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
武
士
こ
そ
関
東
第
一
の
軍
神
諏
訪
大
明

神
の
化
身
で
、
戦
勝
は
そ
の
神
徳
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

駒
潰

こ
ま
つ
ぶ

れ

宮
田
村
上
の
宮
の
林
の
中
の
道
端
に
駒
の
蹄
の
跡
と
言
わ
れ
る
窪

み
の
あ
る
石
が
あ
る
。
駒
が
東
の
駒
ケ
岳
か
ら
西
の
駒
ケ
岳
に
跳
ん

だ
折
り
、
跳
び
き
れ
な
く
な
っ
て
此
処
で
潰
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

し
、
ま
た
木
曽
義
仲
が
木
曽
か
ら
駒
ケ
岳
の
神
馬
の
案
内
で
勢
い
よ

く
伊
那
へ
攻
め
込
ん
で
き
た
が
、
余
り
険
し
い
山
坂
で
あ
っ
た
の
で

上
の
宮
ま
で
く
る
と
駒
は
つ
い
に
疲
れ
て
潰
れ
て
し
ま
っ
た
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。
駒
が
東
の
駒
ケ
岳
か
ら
跳
ん
だ
と
い
う
伝
説
の
石
は

下
伊
那
の
松
川
町
に
も
あ
る
し
、
駒
の
蹄
に
似
た
足
跡
の
あ
る
自
然

石
は
各
地
に
あ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
伝
説
を
生
ん
で
い
る
。

駒
潰
れ
と
い
う
珍
し
い
地
名
に
つ
い
て
考
え
る
と
、『
諏
訪
大
明

神
畫
詞
』
の
中
の
次
の
よ
う
な
話
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

大
祝
の

お
お
は
ふ
り

為
仲
は
八
幡
太
郎
義
家
の
招
き
に
よ
り
上
洛
し
よ
う
と
し

た
。
大
祝
は
諏
訪
郡
内
か
ら
出
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
父

為
信
は
大
祝
為
仲
の
上
洛
を
止
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
を
振

り
切
っ
て
上
洛
の
途
に
つ
い
た
。
上
社
一
の
鳥
居
の
前
か
ら
出
か
け

て
い
く
と
飾
り
馬
ま
で
病
み
伏
し
、
大
田
切
に
至
る
ま
で
に
七
疋
も

の
馬
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
父
や
一
族
の
諫
言

か
ん
げ
ん

を
聞
か
ず
に

出
陣
し
た
か
ら
で
あ
る
と
の
話
に
よ
っ
て
、
大
田
切
の
近
く
に
駒
潰

れ
の
地
名
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
東
山
道
が
宮
田
を
通
っ
て
い
た
の
で
駅
馬
や
伝

馬
、
あ
る
い
は
牧
か
ら
朝
廷
へ
貢
進
す
る
貢く

馬め

が
た
ま
た
ま
旅
の
疲

れ
で
死
ぬ
こ
と
も
あ
り
、
そ
ん
な
事
か
ら
生
ま
れ
た
地
名
か
と
も
い

わ
れ
て
い
る
。

市
原
・
大
田
切
郷

二
つ
と
も
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
地
名
で
あ
る
。

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
平
氏
追
討
の
戦
が
始
ま
る
と
、
信
濃
で

は
頼
朝
の
命
令
に
よ
っ
て
木
曽
義
仲
が
信
濃
の
平
氏
の
討
伐
を
命
ぜ

ら
れ
た
。
義
仲
は
九
月
七
日
、
大
軍
を
率
い
て
市
原
に
平
氏
の
笠
原

頼
直
を
破
り
、
頼
直
は
越
後
へ
敗
走
し
た
。

星
野

山
は
『
高
遠
記
集
成
』（
一
八
〇
〇
）
に
こ
の
時
義
仲
の

軍
は
木
曽
か
ら
駒
ケ
岳
を
越
え
て
伊
那
へ
や
っ
て
来
た
と
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

義
仲
（
中
略
）
急
キ
打
立
殿
原
ト
テ
樵
夫
ヲ
捕
ヘ
テ
案
内
サ
セ

駒
岳
ヲ
南
ヘ
廻
リ
道
モ
ナ
キ
巌
石
ヲ
蔦

ヲ
力
ニ
取
ツ
キ
険
阻
ヲ
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凌
キ
辛
フ
シ
テ
伊
那
郡
ニ
打
テ
入
（
今
此
道
ヲ
木
曽
殿
越
ト
云
至

テ
険
阻
ナ
リ
）

星
野

山
の
頃
、
木
曽
殿
越
の
地
名
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
今
で
も

空
木
岳
（
二
八
六
四

）
北
方
の
鞍
部
を
木
曽
殿
越
（
二
六
〇
〇

）
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
一
説
に
市
原
は
余
地
原
で
は
な
い
か
な

ど
と
い
わ
れ
た
が
、
今
で
は
こ
の
市
原
の
戦
は
善
光
寺
平
と
比
定
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
『
吾
妻
鏡
』
に
は
引
き
続
き
九
月
十
日
、
頼
朝
の
命
を
受
け

た
甲
斐
の
武
田
氏
等
は
、
伊
那
郡
大
田
切
郷
の
城
に
威
を
振
る
っ
て

居
た
平
氏
の
方
人
の
菅
冠
者
を
戦
わ
ず
し
て
滅
ぼ
し
、
根
上
河
原
で

戦
後
の
事
を
話
し
合
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

大
田
切
郷
の
城
と
は
こ
の
時
初
め
て
出
て
く
る
地
名
で
あ
る
が
、

恐
ら
く
大
田
切
川
流
域
に
あ
っ
た
城
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

大
田
切
川
は
駒
ケ
岳
か
ら
流
れ
出
る
荒
川
で
い
わ
ゆ
る
田
切
地
形

の
典
型
を
な
し
、
古
く
か
ら
の
歴
史
地
名
と
な
っ
て
い
る
。（
大
田

切
や
大
田
切
川
の
大
は
、
古
く
は
い
ず
れ
も
大
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
今
は
地
名
は
大
で
あ
る
が
、
河
川
名
に
は
大
や
太
が
混
用
さ
れ

て
い
る
。）

早
太
郎

昔
、
駒
ケ
岳
に
住
ん
で
い
た
山
犬
が
光
前
寺
の
縁
の
下
で
子
を
生

ん
だ
。
和
尚
さ
ん
が
親
切
に
し
て
く
れ
た
の
で
山
へ
帰
る
と
き
そ
の

一
匹
を
寺
へ
預
け
て
い
っ
た
。
寺
で
は
早
太
郎
と
い
う
名
を
つ
け
て

大
事
に
育
て
た
。

そ
の
頃
遠
州
府
中
の
天
神
社
の
祭
り
の
前
に
な
る
と
、
年
頃
の
娘

の
い
る
家
の
屋
根
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
娘
は
夜

更
け
に
人
身
御
供
と
し
て
神
に
召
さ
れ
て
再
び
帰
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。あ

る
年
、
不
思
議
に
思
っ
た
旅
の
僧
が
ひ
そ
か
に
伺
っ
て
い
た
ら

狒ひ

々ひ

が
現
れ
て
「
信
州
信
濃
の
ヘ
エ
ボ
太
郎
に
知
ら
れ
る
な
、
ス
ッ

テ
ン
テ
ン
」
と
歌
い
な
が
ら
生
け
贄
の
娘
を
さ
ら
っ
て
い
っ
た
。

そ
こ
で
旅
の
僧
が
信
州
へ
来
て
探
す
と
、
ヘ
エ
ボ
太
郎
と
は
光
前

寺
に
飼
わ
れ
て
い
る
犬
の
早
太
郎
の
こ
と
だ
と
分
か
っ
た
。

次
の
年
こ
の
犬
を
借
り
て
行
っ
て
、
生
け
贄
の
代
わ
り
に
輿
の
中

へ
入
れ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
夜
中
に
狒
々
が
出
て
き
た
。
い
つ
も
の

よ
う
に
歌
い
な
が
ら
輿
を
開
け
よ
う
と
し
た
ら
犬
が
飛
び
つ
い
て
か

み
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

光
前
寺
の
和
尚
さ
ん
が
、
そ
の
晩
は
眠
ら
ず
に
お
経
を
上
げ
て
い

る
と
、
明
け
方
に
な
っ
て
早
太
郎
が
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
戻
っ
て
き

た
。
そ
う
し
て
和
尚
さ
ん
の
顔
を
見
る
な
り
、
倒
れ
て
息
絶
え
て
死
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ん
で
し
ま
っ
た
。

か
の
村
の
人
々
は
早
太
郎
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
、
天
神
社
一
実

坊
弁
在
が
筆
写
し
た
大
般
若
経
六
百
巻
を
光
前
寺
へ
納
め
た
と
い

う
。以

上
は
、
浅
川
欣
一
伝
説
集
に
よ
っ
た
が
、
こ
の
早
太
郎
伝
説
は

あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
、
部
分
的
に
は
伝
え
る
と
こ
ろ
を
異
に
し

て
い
る
。

光
前
寺
に
は
早
太
郎
の
墓
が
あ
り
、
そ
の
縁
起
や
般
若
経
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
伝
説
が
と
り
も
つ
縁
で
駒
ケ
根
市
と
静
岡

県
磐
田
市
と
の
間
に
友
好
都
市
の
締
結
が
行
わ
れ
て
い
る
。

雪
形
の
い
ろ
い
ろ

伊
那
谷
に
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
風
物
詩
と
し
て
駒
ケ
岳
の
雪
形
が

あ
る
。
冬
山
の
雪
が
解
け
始
め
、
岩
が
頭
を
出
し
た
り
地
肌
が
出
た

り
し
て
、
残
雪
が
大
小
い
ろ
い
ろ
な
絵
柄
を
描
き
出
す
の
は
毎
年
の

こ
と
だ
っ
た
。
昔
か
ら
人
々
は
里
か
ら
こ
の
絵
柄
を
眺
め
て
は
、
人

や
動
植
物
な
ど
身
近
な
も
の
に
見
立
て
て
き
た
。

こ
れ
を
駒
の
姿
態
に
見
立
て
た
の
が
駒
形
で
、
こ
れ
を
駒
ケ
岳
の

山
名
の
い
わ
れ
と
す
る
一
説
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
が
、
大
自
然

の
織
り
成
す
絵
柄
は
駒
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。『
木
の
下
蔭
』
に
は
、

次
の
よ
う
に
も
書
か
れ
て
い
る
。

一
、
駒
形
南
の
方
、
種
蒔
き
爺
と
い
う
形
見
ゆ
。
五
、
六
月
の
頃

笠
を
冠
り
、
柄
杓
を
持
ち
た
る
形
遠
方
よ
り
駒
と
ひ
と
し
く

見
ゆ
。
此
形
あ
ら
わ
る
る
と
大
豆
を
蒔
く
時
節
と
土
俗
云
習

う
。

五
、
六
月
頃
に
な
る
と
、
駒
形
の
南
の
方
に
笠
を
か
ぶ
り
、
柄
杓

を
持
っ
て
種
蒔
き
を
し
て
い
る
よ
う
な
人
形
が
現
れ
る
。
こ
れ
が
現

れ
る
頃
は
種
蒔
き
の
適
期
な
の
で
、
こ
れ
を
種
蒔
き
爺
と
呼
ん
で
大

豆
な
ど
種
蒔
き
の
時
節
の
目
安
に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

駒
形
は
駒
に
限
ら
ず
見
る
人
に
よ
り
、
ま
た
場
所
や
時
期
に
よ
り

絵
柄
は
さ
ま
ざ
ま
で
一
般
的
に
は
言
い
よ
う
も
無
く
、
何
で
も
駒
形

と
呼
ん
で
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
何
時
の
頃
か
、
こ
れ
を

雪
形
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

農
業
技
術
や
気
象
観
測
の
発
達
し
た
現
今
で
は
、
駒
形
は
と
に
か

く
と
し
て
、
種
蒔
き
爺
や
稗
蒔
き
小
僧
は
、
微
笑
ま
し
い
昔
話
と

な
っ
た
が
、
今
な
お
各
地
に
残
る
雪
形
を
尋
ね
る
と
、
朝
夕
折
々
の

駒
ケ
岳
を
眺
め
て
暮
ら
し
た
昔
の
人
々
の
暮
ら
し
が
し
の
ば
れ
る
。

雪
形
の
い
ろ
い
ろ
（
松
村
義
也
『
山
裾
筆
記
』・
そ
の
他
）

伊
那
市
西
北
部
か
ら

将
棊
頭
山

種
蒔
き
爺

姥

畑

左
手

左
八
の
字
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南
斜
面

下
り
駒

上
り
駒

双
馬

伊
那
市
東
部
・
高
遠
方
面
か
ら

中
岳

駒
形

前
岳

駒
形

種
蒔
き
爺
（『
木
の
下
蔭
』）

東
斜
面

駒
形

種
蒔
き
爺

下
り
駒
（
富
県
）

駒
ケ
根
市
東
部
か
ら

千
畳
敷

駒
形

極
楽
平

稗
蒔
き
爺

さ
ぎ
だ
る
の
頭

島
田
娘

嫁
様
（
中
沢
）

婿

（
島
田
頭
）

稗
蒔
き
小
僧

飯
島
町
・
中
川
村
方
面
か
ら

田
切
岳

種
蒔
き
権
兵
衛

駒
形

摺
鉢
窪

五
人
坊
主

南
駒
ケ
岳

稗
蒔
き
女

入
子
娘
（
市
場
割
）

稗
蒔
き
じ
よ
ろ
し
（
北
村
）

越
百
山

牛
天
神

空
木
岳

う
つ
ぎ
の
花

二

馬
の
住
む
駒
ケ
岳

三
季
物
語

木
曽
地
方
の
地
誌
で
木
曽
を
知
る
に
は
最
も
適
切
な
書
と
さ
れ
て

い
る
『
吉き

蘇そ

志
略

し
り
や
く

』
と
い
う
本
が
あ
る
。
こ
の
書
は
尾
張
藩
主
の
命

を
受
け
て
藩
士
の
松
平
秀
雲
（
君
山
）
が
中
国
の
明
代
の
総
合
的
な

地
理
書
と
し
て
有
名
な
『
大
明
一
統
志
』
の
体
裁
に
倣
っ
て
宝
暦
七

年
（
一
七
五
七
）
に
大
成
し
た
も
の
と
い
う
。

こ
の
書
の
第
二
巻
上
田
の
項
を
見
る
と
、
駒
ケ
岳
に
関
し
て
の
記

事
が
あ
り
、『
三
季
物
語
』
の
話
が
載
っ
て
い
る
。
原
文
は
漢
文
で

あ
る
が
、
そ
の
部
分
を
訓
読
し
て
次
に
掲
げ
る
。

（
駒
嶽
）
是
木
曽
の
東
嶽
な
り
、
其
の
高
さ
数
千
仞
に
て
数
峰
連

続
す
、
其
の
一
つ
の
峰
は
頂
き
に
石
有
り
、
形
馬
の
如
し
故
に
名

づ
く
。
或
は
言
う
、
此
の
山
に
神
馬
有
り
故
に
名
づ
く
と
。
按
ず

る
に
三
季
物
語
に
、
織
田
右
丞
甲
州
を
征
伐
し
、
軍
を
回
す
の
日

諸
将
に
言
う
て
曰
く
、
吾
聞
く
信
州
駒
嶽
に
、
四
百
年
来
神
馬
有

り
、
明
年
は
諸
国
の
卒
徒
を
督
し
、
此
の
山
を
囲
み
、
之
を
猟
得

せ
ん
、
源
右
幕
下
の
冨
士
の
狩
に
倣
う
べ
き
な
り
。
其
年
明
智
光

秀
の
為
に
弑
に
遭
い
、
其
事
遂
に
止
む
。
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こ
の
『
三
季
物
語
』
と
は
江
戸
時
代
の
何
時
頃
、
何
処
の
誰
が
書

い
た
書
物
か
皆
目
分
か
ら
な
い
が
、
お
も
し
ろ
い
話
で
あ
る
。

信
長
は
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
美
濃
岩
村
か
ら
伊
那
谷
に
入

り
、
北
進
し
て
三
月
に
高
遠
城
を
落
と
し
、
さ
ら
に
諏
訪
か
ら
甲
州

へ
進
み
、
武
田
氏
を
滅
ぼ
し
、
其
の
足
で
東
海
道
を
上
洛
し
て
六
月

二
日
に
本
能
寺
の
変
に
遭
っ
て
い
る
。

話
の
真
偽
の
程
は
と
に
か
く
と
し
て
駒
ケ
岳
の
馬
の
こ
と
は
、
た

ま
た
ま
高
遠
城
攻
略
で
伊
那
谷
通
過
の
際
に
で
も
聞
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
し
て
明
年
云
々
の
こ
と
は
甲
州
か
ら
の
帰
途
上
洛
の
道
中

で
の
話
に
な
ろ
う
か
。

「
吾
聞
く
信
州
駒
ケ
岳
に
四
百
年
来
に
及
ぶ
神
馬
あ
り
と
。
明
年

駒
ケ
岳
を
囲
ん
で
馬
狩
を
し
よ
う
。」
と
は
。

英
雄
の
は
か
な
き
最
後
へ
の
賛
辞
と
思
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る

が
、
ま
た
『
三
季
物
語
』
と
い
う
書
物
へ
の
興
味
関
心
は
尽
き
な

い
。こ

の
『
三
季
物
語
』
の
信
長
の
駒
ケ
岳
の
馬
狩
り
の
話
は
、
余
程

人
々
の
関
心
を
集
め
た
と
見
え
て
後
世
の
諸
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る

の
に
驚
く
。
そ
の
原
拠
は
『
吉
蘇
志
略
』
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
の
で
話
は
少
し
逸
れ
る
か
と
思
う
が
、
こ
れ

に
関
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

時
代
は
文
化
年
代
後
半
の
事
に
な
る
が
、
箕
輪
の
大
出
村
で
郷
土

資
料
の
収
集
編
纂
に
当
っ
た
中
村
元
恒
は
そ
の
名
著
『
伊
那
志
略
』

（
一
八
一
二
）
の
駒
嶽
の
項
に
早
く
も
『
三
季
物
語
』
の
こ
の
話
を

紹
介
し
、
つ
い
で
『
伊
那
古
道
記
』『
伊
那
記
』『
信
濃
奇
談
』
な
ど

に
も
引
用
し
て
い
る
。

元
恒
は
二
十
三
、
四
才
の
時
に
木
曽
の
藪
原
に
て
医
を
開
業
し
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
早
く
か
ら
こ
の
『
吉
蘇
志
略
』
に
親
し
ん
で
来

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
伊
那
志
略
』
は
博
覧
強
記
な
ら
で
は
の
元
恒
の
大
作
で
あ
る
が
、

書
名
は
も
と
よ
り
編
纂
項
目
や
順
序
な
ど
ま
で
『
吉
蘇
志
略
』
に

倣
っ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

ま
た
、
伊
那
志
略
引
証
書
目
は
さ
す
が
に
元
恒
な
ら
で
は
の
圧
巻

で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
『
吉
蘇
志
略
』
は
見
え
る
が
、『
三
季

物
語
』
は
載
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
元
恒
が
こ
の
本
を
見
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
か
ら
仕
方
な
く
『
吉
蘇
志
略
』
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。

両
志
略
と
も
『
三
季
物
語
』
の
解
題
に
は
触
れ
て
は
お
ら
ず
、
こ

の
書
に
つ
い
て
知
る
事
の
出
来
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
国
書
総
目
録
』
（
第
三
巻
）
に
よ
る
と
、
教
育
大

（
東
京
教
育
大
学
）・
蓬
左
（
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
）・
鶴
舞
（
名
古

屋
市
立
鶴
舞
図
書
館
）
の
三
箇
所
に
上
下
二
巻
の
写
本
を
蔵
す
と
あ

る
だ
け
で
、
刊
本
は
無
く
、
解
題
も
不
明
の
よ
う
で
あ
る
。
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雲
間
に
消
え
た
駒

さ
て
『
伊
那
志
略
』
に
は
『
三
季
物
語
』
に
次
い
で
「
新
著
聞
集

に
曰
く
寛
永

（
マ
マ
）

中
、
尾
州
有
司
、
山
上
を
巡
覧
す
る
に
神
馬
数
尺
な
る

を
視
る
。」
と
あ
る
。

こ
の
『
新
著
聞
集
』
と
い
う
本
は
、
紀
州
藩
士
の
神
谷
養
勇
軒
と

い
う
人
が
藩
主
の
命
令
で
日
本
各
地
に
伝
わ
る
奇
談
や
珍
談
を
数
多

く
集
め
て
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
刊
行
し
た
も
の
で
、
こ
の
中

に
「
信
州
駒
が
岳
馬
化
し
て
雲
に
入
る
」
と
い
う
題
で
次
の
よ
う
な

話
が
載
っ
て
い
る
。

寛
文
四
年
に
、
尾
州
よ
り
木
曽
路
順
見
の
事
あ
り
し
。
大
目
付

佐
藤
半
太
夫
、
勘
定
方
天
野
四
郎
兵
衛
、
金
役
天
野
孫
作
、
材
木

役
都
築
弥
兵
衛
、
小
目
付
真
鍋
茂
太
夫
等
な
り
。
木
曽
案
内
と

て
、
前
の
日
に
山
村
甚
兵
衛
殿
家
来
二
人
、
所
の
百
姓
を
召
つ

れ
、
駒
が
岳
の
麓
よ
り
、
道
筋
を
ふ
み
わ
け
し
に
、
峨
々
た
る
嶮

巌
、
や
う
や
く
に
蘿

を
よ
ぢ
て
の
ぼ
る
べ
き
、
大
な
る
葦
毛
馬

の
、
首
の
毛
も
尾
も
地
に
た
れ
ひ
き
、
眼
の
ひ
か
り
は
鏡
を
か
く

る
が
ご
と
く
、
其
形
相
、
見
る
人
身
の
毛
竪
て
お
そ
ろ
し
。
然
る

に
か
の
馬
、
人
影
を
見
て
、
岑
の
中
央
ま
で
し
づ
か
に
登
り
し

が
、
劇
に
雲
た
ち
覆
ひ
、
行
方
し
れ
ず
な
り
し
。
そ
の
蹄
の
あ
と

を
見
け
る
に
、
尺
に
あ
ま
り
し
と
也
。
此
山
の
東
の
方
に
、
駒
の

か
た
ち
し
た
る
大
石
あ
り
。
春
に
至
て
、
雪
の
き
ゆ
る
事
、
此
石

よ
り
は
じ
ま
る
と
な
り
。

こ
れ
は
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
事
、
木
曽
の
山
村
氏
の
家
来

が
尾
張
藩
の
山
検
分
の
役
人
を
案
内
し
て
駒
ケ
岳
に
登
っ
た
と
こ

ろ
、
大
き
な
葦
毛
の
馬
が
い
て
人
影
を
見
る
や
い
な
や
峰
の
中
空
の

雲
間
に
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
不
思
議
な
話
で
あ
る
。

最
後
の
「
此
山
の
東
の
方
に
、
駒
の
か
た
ち
し
た
る
大
石
あ
り

云
々
」
が
話
の
落
ち
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
も
駒
ケ
岳
に
は
馬
に
関

し
て
こ
の
よ
う
な
神
秘
性
が
ま
つ
わ
っ
て
い
た
の
か
と
考
え
さ
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

神
谷
養
勇
軒
は
何
時
、
何
処
で
こ
の
話
を
採
集
し
た
か
は
つ
ま
び

ら
か
で
な
い
が
、
駒
ケ
岳
と
は
い
う
も
の
の
木
曽
側
で
の
話
で
あ

り
、
そ
れ
も
八
十
年
以
上
も
昔
の
話
で
、
こ
う
し
た
珍
し
い
話
は
本

の
出
来
る
ず
っ
と
以
前
に
木
曽
か
ら
峠
を
越
え
て
伊
那
の
方
へ
も
伝

播
し
て
き
て
人
々
の
駒
ケ
岳
へ
の
好
奇
心
を
駆
り
立
て
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
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第
三
章

開
け
行
く
駒
ケ
岳

一

高
く
て
遠
い
山

元
文
年
間
に
時
を
同
じ
く
世
に
出
た
『
伊
那
温
知
集
』
や
『
伊
那

郷
村
鑑
』
の
地
誌
は
、
と
も
に
駒
ケ
岳
の
古
歌
の
有
無
に
触
れ
て
い

る
。
確
か
に
駒
ケ
岳
の
山
麓
の
上
伊
那
地
方
に
は
古
歌
が
少
な
い
。

目
の
前
に
手
に
取
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
名
山
で
も
、
詩
歌
の
面

で
は
遥
か
に
遠
い
山
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
た
ま
た
ま
、
こ

の
地
誌
の
著
者
の
関
盛
胤
や
宮
崎
言
周
は
、
二
人
と
も
古
歌
の
多
い

下
伊
那
地
方
に
縁
の
深
い
人
で
あ
っ
た
か
ら
そ
れ
を
痛
感
し
た
の
も

無
理
の
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
二
つ
の
地
誌
に
次
い
で
世
に
出
た
の
は
『
新
著
聞
集
』

や
『
吉
蘇
志
略
』
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
前
述
の
よ
う
に
駒
ケ
岳
の

駒
の
話
が
載
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
が
出
た
と
し
て
も
そ
れ
を
読

む
人
々
は
ご
く
限
ら
れ
た
少
数
の
時
代
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
う
し
た

話
は
本
の
世
に
出
る
前
に
地
元
の
木
曽
地
方
へ
は
広
く
知
れ
渡
っ
て

身
近
な
駒
ケ
岳
の
奇
談
と
し
て
人
々
の
駒
ケ
岳
へ
の
関
心
を
高
め
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
話
の
源
と
な
っ
た
駒
ケ
岳
の
裏
側
の
木
曽
山
と
は
、
木
曽
も

南
部
の
上
松
山
・
荻
原
山
・
伊
奈
川
山
な
ど
檜
の
美
林
で
、
早
く
か

ら
良
材
が
伐
り
出
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
頃
は
美
林
も
大
方
は
伐

り
尽
く
さ
れ
て
い
た
。
尾
張
藩
で
は
そ
の
尽
山
対
策
を
藩
政
改
革
の

一
大
事
業
と
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。

た
ま
た
ま
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
に
は
、
多
く
の
役
人
や
人
足

が
現
地
に
派
遣
さ
れ
て
山
々
の
林
相
・
伐
木
・
運
材
な
ど
の
調
査
を

進
め
て
い
た
。
話
は
そ
の
見
分
最
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

こ
の
山
検
分
は
福
島
に
居
館
を
構
え
て
い
た
代
官
山
村
氏
が
案
内

に
当
た
っ
て
い
た
が
、
木
曽
に
お
け
る
こ
う
し
た
山
林
政
策
の
動
き

は
伊
那
の
方
へ
も
何
ら
か
の
形
で
聞
こ
え
て
は
来
た
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
一
般
的
に
は
山
見
分
の
こ
と
よ
り
も
雲
間
に
消
え
た
駒
の
話
の

方
が
余
程
ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ウ
が
あ
り
、
や
が
て
紀
州
藩
の
学
者
に

採
訪
さ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
広
く
流
布
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。駒

ケ
岳
連
峰
は
、
峰
八
分
目
く
ら
い
よ
り
上
は
草
木
も
な
く
、
山

肌
は
焼
け
石
の
ご
と
く
さ
ら
さ
れ
た
急
な
斜
面
が
多
く
、
里
か
ら
は

高
く
て
近
く
見
え
る
山
で
は
あ
る
が
、
誰
で
も
容
易

た

や

す

く
登
る
こ
と
の

出
来
る
山
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
雪
の
冬
山
は
見
る
か
ら
に
厳
し

く
、
そ
れ
だ
け
に
春
か
ら
夏
に
か
け
て
の
残
雪
の
山
は
、
里
の
人
々

に
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
い
ざ
な
う
不
思
議
な
山
で
も
あ
っ
た
。
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辰野町穴倉山（1365.1 ）における

駒ケ嶽信仰（昭和60年5月3日）

し
か
し
、
そ
う
し
た
高
く
て
遠
い
山
へ
近
づ
こ
う
と
し
た
先
人
の

努
力
も
早
く
か
ら
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

寺
伝
で
は
あ
る
が
、
慈
覚
大
師
に
よ
る
藤
宝
寺
（
羽
広
の
仲
仙

寺
）
の
開
創
（
八
一
六
）
や
そ
の
弟
子
の
本
聖
上
人
の
光
前
寺
（
赤

穂
）
の
開
創
（
八
六
〇
）
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
山
麓
や
山
腹
に

寺
平
伝
説
を
持
つ
真
言
や
天
台
の
古
刹
は
少
な
く
な
い
。

ま
た
、
馬
の
守
護
仏
と
し
て
仲
仙
寺
羽
広
観
音
を
は
じ
め
、
香
住

寺
観
音
（
今
村
）・
龍
ケ
崎
観
音
（
宮
所
）
な
ど
が
あ
り
、
守
護
神

で
は
古
辺
沢
山
神
社
（
新
町
）
や
常
円
寺
古
辺
沢
稲
荷
社
（
伊
那

市
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
今
日
な
お
馬
の
信
仰
の
遺
風
が
山
麓
各
地

に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
古
代
の
牧
の
実
状
に
つ
い
て
は
つ

ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
以
上
の
よ
う
な
信
仰
の
遺
跡
や
遺
風
は
、
宮

所
・
平
出
・
笠
原
・
小
野
・
辰
野
等
諸
牧
の
何
か
を
伝
え
る
名
残
り

の
一
部
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
役
行
者
を
開
祖
と
す
る
修
験
道
の
山
岳
信
仰
の
伝
承
の
遺

跡
や
遺
物
も
少
な
く
な
い
し
、
ま
た
旱
魃
時
の
雨
乞
い
と
相
俟
っ
て

農
耕
の
信
仰
と
し
て
木
曽
で
も
伊
那
で
も
濃
ケ
池
か
ら
山
頂
へ
の
山

道
を
開
き
、
や
が
て
は
駒
ケ
岳
神
社
を
祀
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
山
岳
信
仰
の
伊
那
側
の
登
山
口
と
し
て
は
、
小
出
か
ら

の
権
現
山
コ
ー
ス
、
大
田
切
川
中
御
所
コ
ー
ス
、
内
ノ
萱
行
者
小
屋

コ
ー
ス
な
ど
が
山
の
信
仰
と
共
に
早
く
か
ら
開
か
れ
始
め
た
。
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二

山
の
夜
明
け

伊
奈
郡
之
絵
図
で
山
々
を
見
る
と
、
山
に
は
芝（
柴
）山
・
雑
木

有
・
桧
椹
な
ど
と
大
ま
か
で
は
あ
る
が
林
相
の
記
入
が
見
え
る
。
こ

れ
は
山
々
で
早
く
も
木
材
や
草
木
の
採
取
が
行
わ
れ
て
い
た
証
拠
で

あ
る
。
ま
た
絵
図
の
西
方
伊
那
側
に
駒
ケ
岳
の
山
の
絵
が
二
つ
あ

り
、
そ
れ
を
背
景
に
し
て
上
穂
山
の
山
形
が
「
雑
木
有
」
と
し
て
三

つ
も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
が
い
わ
ゆ
る
大
田
切
入
り
（
山
）
で
あ

り
、
高
遠
藩
初
期
の
保
科
氏
時
代
に
宮
田
側
と
上
穂
側
と
で
山
争
い

が
始
ま
っ
た
が
、
保
科
氏
の
裁
量
に
よ
り
双
方
入
会
地
と
定
め
ら
れ

た
ま
ま
元
禄
検
地
を
迎
え
た
。

し
か
し
幕
府
に
よ
る
惣
検
地
も
例
の
高
山
険
阻
故
御
検
地
に
及
ば

ず
、
で
奥
山
は
前
々
ど
お
り
と
し
、
た
だ
大
田
切
川
の
谷
口
よ
り
下

流
の
境
界
線
に
分
杭
を
立
て
る
こ
と
で
終
始
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

の
結
果
が
も
と
と
な
り
、
や
が
て
紛
争
が
始
ま
り
、
山
を
一
時
留
山

に
ま
で
し
て
実
地
検
分
し
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
に
よ
う
や

く
江
戸
に
て
幕
府
の
裁
許
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。

耕
地
の
拡
大
や
山
林
資
源
の
開
発
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
山
争
い
は

何
処
で
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
に
伴
っ
て
検
分
や
絵
地
図

等
の
作
成
や
利
用
は
盛
ん
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
大
田
切
山
紛
争

は
関
係
村
は
も
と
よ
り
、
高
遠
藩
当
局
も
山
検
分
の
必
要
性
を
痛
感

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
入
会
紛
争
の
山
論
文
書
を
見
る
と
、
証
拠
資
料
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
事
例
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
随
分
古
く
か
ら
杣
人

は
も
と
よ
り
猟
師
あ
る
い
は
行
者
等
が
入
山
し
て
い
た
こ
と
も
分
か

る
。江

戸
幕
府
の
五
街
道
創
設
以
来
、
中
山
道
の
開
通
に
よ
り
木
曽
谷

の
交
通
は
今
ま
で
の
伊
那
谷
の
東
山
道
に
代
わ
っ
て
急
速
に
開
け

た
。
初
期
中
山
道
の
牛
首
峠
を
は
じ
め
、
二
つ
の
谷
を
結
ぶ
交
通
路

と
し
て
は
、
先
に
清
内
路
峠
や
大
平
峠
が
あ
り
、
元
禄
九
年
（
一
六

九
六
）
に
は
木
曽
側
の
伊
那
側
へ
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
権
兵
衛
峠

が
開
通
し
、
萱
ケ
平
に
は
木
曽
代
官
の
管
理
す
る
番
所
も
置
か
れ
た

と
い
う
。

け
れ
ど
も
尾
張
藩
の
寛
文
以
来
の
林
政
は
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇

八
）
に
は
木
曽
山
の
檜

ひ
の
き

・
椹

さ
わ
ら

・
明
檜

あ
す

ひ

・
槙ま

き

な
ど
の
四
木
を
停
止
木

ち
よ
う
じ
ぼ
く

と

し
、
全
山
で
一
切
の
伐
木
を
厳
禁
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
な
る
と
木
曽
谷
住
民
の
山
林
利
用
は
極
度
に
狭
め
ら
れ
て
そ

の
余
波
は
伊
那
側
へ
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
木
曽
側
で
は
、
享
保
四
年
に
は
奈
良
井
か
ら
北
川
藤
太
夫

等
が
駒
ケ
岳
の
絵
図
作
成
の
た
め
に
登
山
し
て
い
る
し
、
同
じ
く
こ

の
年
に
は
幕
命
の
採
薬
御
用
に
よ
り
本
草
家
野
呂
源
次
等
が
薬
草
採
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集
の
た
め
木
曽
大
桑
か
ら
駒
ケ
岳
に
登
山
し
て
薬
草
十
余
種
を
採
集

し
て
い
る
。

さ
ら
に
享
保
二
十
年
に
は
幕
命
に
よ
り
諸
国
産
物
書
き
上
げ
が
行

わ
れ
、「
享
保
年
中
谷
中
村
々
産
物
書
上
」
と
「
高
遠
藩
産
物
書
上

帳
」
が
奇
し
く
も
今
日
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
将
軍
吉
宗
が
産
業
奨
励
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め

に
命
じ
た
も
の
で
、
動
植
物
や
鉱
物
な
ど
の
調
査
も
目
立
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
領
内
村
々
ご
と
の
細
か
な
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

高
遠
藩
と
し
て
は
既
に
享
保
八
年
に
星
野
縫
殿
介

ぬ
い
ど
の
の
す
け

に
よ
っ
て
領

分
郷
村
絵
図
も
作
ら
れ
て
お
り
、
今
ま
で
検
地
見
分
の
行
き
届
か
な

か
っ
た
地
域
へ
の
調
査
が
よ
う
や
く
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
時
と

思
わ
れ
る
。
こ
と
の
次
第
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
藤
太
郎

兵
衛
に
よ
る
駒
ケ
岳
一
覧
は
、
高
遠
藩
産
物
書
上
帳
の
提
出
さ
れ
た

翌
年
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
四
章

高
遠
藩
の
駒
ケ
岳
見
分

前
述
の
よ
う
な
情
勢
か
ら
か
、
高
遠
藩
で
も
何
時
迄
も
高
山
険
阻

に
つ
き
検
地
に
及
ば
ず
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
元

文
元
年
（
一
七
三
六
）
に
は
郡
代
安
藤
太
郎
兵
衛
が
駒
ケ
岳
の
見け

ん

分ぶ
ん

を
命
ぜ
ら
れ
、
小
出
村
の
百
姓
人
足
多
数
を
率
い
て
初
め
て
駒
ケ
岳

登
山
を
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
駒
ケ
岳
に
と
っ
て
画
期
的
な
事
で

あ
り
、
こ
の
報
告
書
で
あ
る
『
駒
ケ
岳
一
覧
之
記
』
は
、
見
分
の
必

要
を
一
層
喚
起
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

藩
で
は
二
十
年
後
の
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）、
山
絵
図
作
成
の

た
め
に
さ
ら
に
郡
代
阪
本
英
臣
に
登
山
を
命
じ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

駒
ケ
岳
の
絵
地
図
が
作
成
さ
れ
、『
駒
嶽
見
分
復
命
書
』（『
後
駒
ケ

岳
一
覧
之
記
』）
に
よ
っ
て
詳
細
に
報
告
さ
れ
た
。

こ
の
両
度
の
見
分
に
よ
っ
て
駒
ケ
岳
は
、
古
来
の
幻
や
伝
説
の
山

か
ら
大
自
然
の
高
山
と
し
て
の
実
態
が
次
第
に
実
証
見
分
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
二
十
八
年
後
の
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
は
、
郡

代
阪
本
天
山
が
三
度
目
の
見
分
登
山
を
な
し
、
高
山
の
真
相
を
究

め
、
庶
民
の
信
仰
以
上
に
更
に
精
神
性
を
高
め
、
封
域

ふ
う
い
き

鎮ち
ん

護ご

の
山
と
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成
し
、
勒
銘
石

ろ
く
め
い
せ
き

を
残
し
、
今
日
ふ
る
さ
と
の
山
と
な
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
ろ
う
。
以
下
、
そ
れ
ら
見
分
の
概
要
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

一

安
藤
太
郎
兵
衛
の
駒
ケ
岳
一
覧

日
時

元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
八
月
五
日
～
十
日

郡
代

安
藤
太
郎
兵
衛
ほ
か
徒
者
と
も
に
二
十
一
人

小
出
・
殿
島
村
両
村
人
足

九
十
三
人

計
百
十
四
人

登
山
コ
ー
ス

五
日

高
遠

小
出
村
（
現
伊
那
市
西
春
近
）。

六
日

出
立
の
と
こ
ろ
雨
天
の
た
め
小
出
村
に
逗
留
。

七
日

権
現
山

東
芦
山
に
小
屋
が
け
し
て
仮
泊
。

八
日

ま
な
板
倉

這
松
、
芝
山
の
道

濃
ケ
池
上
の
峰

本
岳
手
前
十
余
丁

絶
頂

駒
形
山

濃
ケ
池

崖
下
泊
。

九
日

北
東
の
尾
根
道

芦
山

権
現
山
の
峰

小
出
村
。

十
日

高
遠
帰
着
。

事
前
研
究

高
遠
藩
と
し
て
初
め
て
の
事
で
あ
り
、
し
か
も
目
の
前
に
何

時
も
見
て
は
い
る
が
、
未
だ
誰
も
登
っ
た
事
の
な
い
山
だ
け
に

不
安
は
多
く
、
二
十
六
年
前
の
宝
永
七
年
に
雨
乞
に
、
濃
ケ
池

ま
で
一
泊
登
山
し
た
と
い
う
小
出
村
の
百
姓
と
、
ま
た
同
じ

頃
、
黒
川
入
り
で
樵
を
し
、
本
岳
ま
で
登
っ
た
と
い
う
宮
田
村

の
老
人
の
話
を
聞
き
、
こ
の
老
人
も
同
行
さ
せ
て
い
る
事
な

ど
、
慎
重
に
事
前
研
究
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

権
現
山
を
経
て
東
芦
山
に
雨
中
泊

権
現
山
ま
で
は
村
人
も
登
り
馴
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
上
は

雑
木
林
や
す
ず
竹
の
藪
、
風
倒
木
を
跨
い
だ
り
く
ぐ
っ
た
り
、

道
な
き
中
を
押
し
分
け
て
行
く
。
強
雨
に
な
っ
た
た
め
東
芦
山

に
て
小
屋
が
け
す
る
。
立
ち
木
を
柱
に
し
て
横
木
を
渡
し
、
役

人
の
小
屋
は
渋
紙
を
二
重
に
し
て
天
井
を
片
下
が
り
に
張
っ
た

が
、
た
る
み
に
雨
が
溜
り
、
払
っ
て
も
は
ら
っ
て
も
夜
中
雨
漏

り
が
し
て
い
た
。
人
足
た
ち
の
小
屋
は
、
葉
の
付
い
た
木
の
枝

で
屋
根
を
覆
っ
て
い
た
が
、
結
局
こ
の
方
は
雨
漏
り
し
な
か
っ

た
。
笹
や
枝
の
上
に
渋
紙
や
薄
縁
を
敷
い
て
床
と
し
、
薪
を
山

ほ
ど
集
め
て
夜
通
し
火
を
焚
く
。

こ
の
芦
山
ま
で
来
て
も
駒
ケ
岳
ま
で
は
程
遠
く
見
え
た
の

で
、
最
初
尋
ね
た
時
は
、
日
帰
り
で
行
け
る
と
い
っ
た
案
内
の

老
人
を
呼
び
出
し
て
尋
ね
る
と
、
こ
れ
よ
り
駒
ケ
岳
ま
で
、
ま

だ
三
、
四
里
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
。
話
が
違
う
で
は
な
い
か
と

い
う
と
、
年
寄
り
ゆ
え
、
話
が
前
後
し
て
し
ま
っ
た
と
笑
っ
て

い
る
。
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本
岳
を
前
に
し
て

八
日
朝
出
発
。
藪
や
林
の
中
を
行
く
こ
と
二
里
ほ
ど
で
、
ま

な
板
倉
と
い
う
木
が
鬱
蒼
と
茂
っ
た
場
所
が
あ
り
、
さ
ら
に
二

里
ほ
ど
行
く
と
、
か
ね
て
聞
い
て
い
た
よ
う
に
這
松
が
ま
る
で

芝
山
の
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
出
た
。
こ
の
這
松
は
長
い
も

の
は
二
、
三
間
も
あ
り
、
透
き
間
も
な
く
谷
の
方
へ
な
び
い
て

い
る
上
を
枝
に
取
り
付
き
な
が
ら
行
く
事
二
里
程
で
、
松
の
な

い
砂
場
の
よ
う
な
平
地
に
出
た
。
だ
ん
だ
ん
登
っ
て
峰
に
近
付

く
と
、
西
の
方
は
木
曽
で
、
こ
ち
ら
側
の
下
は
濃
ケ
池
で
あ
っ

た
。濃

ケ
池
の
東
は
御
所
山
、
南
は
駒
形
の
あ
る
山
、
西
も
岳
続

き
の
山
、
北
側
へ
は
大
き
な
沢
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

三
方
向
か
ら
立
て
込
ん
だ
中
に
、
南
北
二
十
間
・
幅
十
四
、
五

間
の
濃
ケ
池
が
あ
り
、
西
の
方
か
ら
見
下
ろ
せ
ば
、
池
ま
で
二

丁
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
。
水
の
色
は
青
々
と
し
て
い
る
が
、
さ
ら

に
濃
い
青
色
で
幅
七
、
八
寸
く
ら
い
の
う
ね
り
が
、
池
の
真
ん

中
通
り
を
向
こ
う
か
ら
こ
ち
ら
の
縁
ま
で
う
ね
っ
て
い
る
の
が

見
え
る
。
上
か
ら
見
れ
ば
小
さ
な
池
に
見
え
る
が
、
近
寄
っ
て

み
る
と
甚
だ
大
き
い
池
で
、
近
寄
り
難
く
す
さ
ま
し
い
も
の
だ

と
い
う
。
池
の
水
を
汲
ん
で
く
る
よ
う
二
、
三
人
の
人
足
に
申

し
付
け
た
と
こ
ろ
、
山
を
走
り
下
り
て
池
に
近
付
く
の
が
見
え

た
が
、
寄
り
付
き
難
く
恐
ろ
し
い
池
に
見
え
た
と
い
う
事
で
、

や
が
て
遥
か
下
の
谷
の
方
か
ら
水
を
汲
ん
で
上
が
っ
て
来
た
。

こ
の
池
は
、
長
さ
百
間
・
幅
六
十
間
も
あ
る
と
い
い
伝
え
て
い

る
由
だ
が
、
い
か
に
も
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

濃
ケ
池
よ
り
ま
た
二
、
三
丁
登
れ
ば
、
本
岳
は
白
雲
を
帯
び

て
遥
か
南
に
荒
々
し
く
見
え
、
そ
れ
に
劣
ら
な
い
よ
う
な
峰
々

が
二
段
ほ
ど
見
え
て
い
る
。
濃
ケ
池
を
丑
寅
（
北
東
）
の
方
角

に
見
下
ろ
し
、
西
は
木
曽
谷
で
、
こ
の
谷
を
見
下
ろ
せ
ば
ま
る

で
屏
風
の
上
に
登
っ
た
よ
う
で
、
道
は
人
一
人
が
や
っ
と
立
て

る
よ
う
な
岩
で
あ
る
。

鳥
も
飛
ば
な
い
程
の
数
千
丈
と
も
見
え
る
西
の
谷
は
、
白
雲

が
大
波
の
よ
う
に
翻
り
、
さ
な
が
ら
海
上
に
あ
る
よ
う
で
あ

る
。
わ
ず
か
に
木
曽
福
島
辺
り
が
透
い
て
見
え
る
程
度
で
あ
る

が
、
東
は
よ
く
晴
れ
て
遠
山
辺
り
ま
で
よ
く
見
え
た
が
、
富
士

山
は
雲
の
中
で
見
え
な
か
っ
た
。

さ
て
、
こ
れ
か
ら
岳
ま
で
の
道
の
り
は
十
余
丁
も
あ
ろ
う
か

と
思
わ
れ
る
が
、
険
し
い
山
容
で
、
ど
こ
か
ら
取
り
付
い
た
ら

よ
い
も
の
か
、
連
れ
て
来
た
杣
人
を
呼
び
出
し
て
尋
ね
る
と
、

「
ど
う
や
っ
て
こ
の
上
ま
で
登
れ
ま
し
ょ
う
。
も
う
こ
こ
も
峰

で
ご
ざ
い
ま
す
。
わ
し
ら
も
以
前
こ
こ
ま
で
参
り
、
向
こ
う
の

お
山
を
拝
ん
で
帰
っ
た
の
で
、
こ
の
先
の
様
子
は
分
か
り
ま
せ
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ん
」
と
い
う
。

こ
れ
を
聞
い
て
、
一
同
の
者
は
大
変
だ
か
ら
こ
の
へ
ん
で
下

り
よ
う
と
口
々
に
い
い
、
岩
に
腰
掛
け
て
周
囲
を
見
回
せ
ば
、

足
下
は
数
千
丈
も
あ
り
、「
目
く
ら
め
き
手
の
舞
い
足
の
踏
む

と
こ
ろ
を
知
ら
ず
」
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
か
と
思
い
当
っ

た
。す

で
に
陽
は
傾
い
て
申
の
時
を
過
ぎ
（
お
よ
そ
午
後
三
時

頃
）、
た
と
え
絶
頂
ま
で
行
っ
た
と
し
て
も
、
帰
路
は
こ
の
辺

り
で
暮
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
濃
ケ
池
の
上
の
難
所
も
あ
り
、
灯

火
も
持
た
ず
に
こ
の
よ
う
な
難
所
で
夜
に
な
れ
ば
進
退
が
窮
っ

て
し
ま
う
、
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
絶
頂
ま
で
行
っ
た
も
同
然
と
衆

議
一
決
し
、
遠
見
の
方
角
を
記
録
し
た
。

記
録
し
終
っ
て
、
さ
て
下
山
と
い
う
時
に
な
っ
て
、
見
物
の

た
め
同
道
し
て
い
た
藩
の
重
役
の
内
藤
庄
左
衛
門
が
、「
こ
れ

ま
で
は
る
ば
る
来
た
の
も
絶
頂
ま
で
登
る
の
が
第
一
の
目
的
で

来
た
の
に
、
九
分
目
ま
で
来
て
峰
を
目
前
に
し
て
引
き
返
す
な

ど
実
に
残
念
に
思
う
。
岩
壁
で
難
儀
を
す
る
な
ど
、
家
を
出
る

前
か
ら
の
覚
悟
だ
っ
た
で
は
な
い
か
。
ま
だ
七
つ
時
（
四
時
）

過
ぎ
だ
と
思
う
か
ら
、
急
げ
ば
間
に
合
う
。
仮
令

た

と

え

ど
の
辺
り
で

日
暮
に
な
っ
て
も
い
い
か
ら
、
ど
う
し
て
も
高
峰
を
見
残
す
の

は
惜
し
い
」
と
い
い
出
す
と
、
安
藤
太
郎
兵
衛
を
は
じ
め
賛
同

者
が
出
て
、
そ
れ
な
ら
ば
一
刻
も
早
く
登
る
べ
し
と
、
さ
っ
き

ま
で
の
気
持
ち
は
ど
こ
へ
や
ら
、
皆
々
勇
ん
で
岩
に
と
り
つ
き

松
の
根
を
攀
じ
て
岩
を
飛
び
移
り
、
難
な
く
絶
頂
へ
登
る
。
頂

は
鍋
を
伏
せ
た
よ
う
な
丸
い
山
で
、
四
方
の
山
々
を
眺
め
、
砂

場
や
岩
山
付
近
の
動
植
物
を
珍
し
く
観
察
し
、
文
字
の
消
え
た

白
木
同
然
の
分
杭
の
あ
る
の
を
幸
い
に
、

元
文
元
丙
辰
年
八
月
八
日

御
名
代

内
藤
庄
左
衛
門

安
藤
太
郎
兵
衛

同
金
左
衛
門

岩
瀬
丈
右
衛
門

中
村
甚
右
衛
門

徒
者
共
に
二
十
一
人

小
出
・
殿
島
両
村
百
姓
之
人
足
九
十
三
人

都
合
百
十
四
人

登
と
登
頂
記
念
の
署
名
を
す
る
。

絶
頂
近
辺
の
見
届
け
を
し
て
夕
日
と
共
に
下
山
。
予
め
人
足

た
ち
に
小
屋
が
け
を
命
じ
て
あ
っ
た
濃
ケ
池
の
崖
下
に
泊
ま

る
。

濃
ケ
池
よ
り
下
山

九
日
東
天
、
四
方
の
遠
山
、
冨
士
嶺
は
駒
ケ
岳
の
八
分
目

程
、
日
輪
の
大
き
さ
六
、
七
寸
位
、
元
の
道
を
下
る
、
九
時
頃

芦
山
、
昼
飯
、
七
ツ
半
頃
権
現
山
、
両
村
役
人
出
迎
え
無
事
を

祝
い
一
献
、
入
相

い
り
あ
い

時
に
無
事
小
出
着
、
泊
ま
る
。
十
日
九
ツ
半

出
立
、
七
ツ
半
高
遠
安
着
。
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見
分
観
察
事
項

①

濃
ケ
池
は
三
つ
、
一
つ
は
本
岳
の
北
方
東
下
、
一
つ
は
本
岳

の
後
七
分
目
（
こ
れ
は
三
つ
の
う
ち
最
も
大
き
く
本
濃
ケ
池

と
い
う
由
）、
も
う
一
つ
は
空
木
岳
の
内
に
あ
り
。
此
方
の

濃
ケ
池
は
、
本
岳
続
き
の
岩
窟
見
え
、
風
強
く
、
水
色
変
化

不
定
の
様
子
、
妖
艶
の
気
集
ま
る
所
か
、
農
人
ば
か
り
で
来

れ
ば
不
思
議
、
恐
怖
、
疑
惑
の
難
も
あ
ろ
う
。

②

絶
頂
遠
見
方
角

二
十
余
箇
所

③

動
植
物
そ
の
他

小
松

九
輪
草
の
葉
に
似
て
実
を
結
ん
だ

草

黒
色
の
百
合

紅
白
の
五
月
つ
つ
じ

か
ん
ぞ
う
に
似

て
実
も
あ
る
草

這
松

峰
の
八
、
九
分
目
よ
り
上
は
外
の

草
木
無
く
、
焼
け
石
の
よ
う
な
石
、
御
影
石
、
岩
茸
、
岩

鳥
、
岩
鹿
、
猿
、
生
干
し
の
馬
糞
、
馬
の
尾
の
毛
。

④

馬
に
関
す
る
こ
と

駒
形
山
の
駒
の
足
跡
石
（
爪
形
が
二
つ
）。

馬
船
石
（
大
干
の
節
も
此
の
た
ま
り
水
は
絶
え
た
事
が
無

い
、
こ
の
水
を
紙
に
湿し

め

し
て
持
ち
帰
り
馬
に
食
わ
せ
る
と
、

勢
力
を
増
し
長
生
き
を
す
る
と
言
う
）。

馬
糞
（
前
日
頃
に
で
も
お
ち
た
か
と
見
え
る
生
乾
き
の
馬
糞

が
丸
い
ま
ま
一
所
に
十
四
、
五
程
落
ち
て
い
た
）。

馬
の
尾
の
毛
（
峰
近
い
木
の
枝
に
二
、
三
十
筋
付
い
て
い

た
。
下
山
し
て
か
ら
聞
く
所
に
よ
る
と
、
古
来
よ
り
、
こ
の

嶽
に
馬
糞
が
落
ち
て
い
て
、
瘧

お
こ
り

の
病
（
熱
病
）
な
ど
に
用
い

れ
ば
よ
く
効
く
し
、
尾
の
毛
は
、
お
守
り
に
す
る
と
て
人
足

寄
り
合
い
一
、
二
寸
ず
つ
に
切
っ
て
配
分
持
参
し
た
と
の
こ

と
）。

特
記
事
項

①

濃
ケ
池
へ
の
雨
乞
い
と
黒
川
入
り
へ
の
木
出
し
の
登
山
体
験

者
が
い
る
だ
け
で
、
初
め
て
の
駒
ケ
岳
登
山
に
慎
重
に
対
処

し
て
い
る
。

②

検
地
の
測
量
、
絵
図
地
図
作
成
な
ど
学
術
的
技
術
的
な
見
分

に
は
及
ん
で
い
な
い
。

③

駒
ケ
岳
に
馬
が
い
る
～
半
信
半
疑
か
、
馬
に
関
す
る
土
俗
的

伝
承
が
古
来
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
察
し
ら
れ
る
。

④

安
藤
郡
代
の
円
満
な
人
柄
で
全
員
絶
頂
を
極
め
、
安
全
で
確

実
な
登
山
技
術
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

⑤

『
駒
ケ
岳
一
覧
記
』
は
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
ず
よ
く
書
け
て

い
る
。
最
後
の
「
山
温
順
に
し
て
能
く
人
を
愛
す
る
と
も
申

す
可
く
候
。
誠
に
山
多
く
あ
り
て
神
も
在
す
ご
と
き
景
風
と

感
心
仕
候
。」
は
さ
す
が
で
あ
る
。
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二

阪
本
運
四
郎
の
駒
嶽
見
分

日
時

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
八
月
十
一
日
よ
り
十
六
日

郡
代

阪
本
運
四
郎
（
英
臣
）
ほ
か
役
人
九
人
。

宮
田
村
役
人
・
人
足
五
十
三
人
。

自
分
山
山
見
願
い
人

同
行
八
人

計
七
十
人
。

持
参
品

飯
料
の
ほ
か
一
斗
入
り
水
樽
二
つ

酒
一
斗

餅

少
々
。

登
山
コ
ー
ス

十
一
日

高
遠

宮
田
町
。

十
二
日

宮
田
町
を
朝
卯
の
上
刻
（
午
前
五
時
）
出
立

白

心
寺
の
脇
道
を
小
田
切
川
へ
出
て
、
大
田
切
川
・
黒

川
の
出
合
（
こ
こ
は
井
口
と
い
い
、
宮
田
五
か
村
の

用
水
を
揚
げ
て
い
る
場
所
）

髭
摺
岩

ひ
げ
す
り
い
わ

分
杭

（
上
穂
と
の
領
分
境
）

帰
命
山
石
地
蔵

中
御
所

谷

清
水
と
い
う
所
の
樵
小
屋
に
泊
る
。

十
三
日

中
御
所
の
大
な
ぎ

山
伏
谷
・
滝
谷
の
滝

小
横

川
渡
（
お
び
た
だ
し
く
畳
み
上
げ
た
大
石
）

大
石

や
淵

大
横
川
渡

大
滝
の
下
に
て
昼
食

這

松
地
帯

前
岳
五
、
六
分
目
の
這
松
の
中
に
泊
る
。

十
四
日

前
岳
の
本
峰
（
朝
日
が
藪
川
岳
と
戸
台
岳
の
間
か
ら

出
る
の
を
見
る
）

一
の
岳

尺
丈
岳

天
狗
岩

二
の
岳

三
の
岳

四
の
岳
・
四
の
峰

這

松
の
中
黒
川
の
開
き
と
い
う
所

大
釣
根

小
尾

根
下
に
泊
る
。

十
五
日

大
釣
根

小
室
岳

泥
ケ
池

昼
食
、
権
現
釣

根
（
こ
こ
に
て
名
所
絵
図
な
ど
認
め
る
）

小
出
村

に
泊
る
。

十
六
日

（
絵
図
な
ど
整
理
し
）

高
遠
帰
着
。

検
地
見
分

歩
詰

絵
図

記
録
作
成

検
地
八
箇
所

分
間
絵
図
作
成
（
岳
々
の
命
名

見
図
り

見

積
も
り
）

所
々
見
通
し
方
角
を
記
す
（
一
の
岳
よ
り
十
七
箇
所

二
の
岳

よ
り
五
箇
所
）

探
検
事
項

①

竜
馬
の
尾
と
い
う
も
の
は
、
白
樺
の
こ
け
で
あ
る
。

②

前
夜
、
尺
丈
の
岳
に
灯と

も

っ
た
火
は
、
人
足
共
が
這
松
の
中

で
、
煙
草
を
吸
っ
た
た
き
火
の
火
で
あ
っ
た
。

③

前
岳
よ
り
本
岳
へ
行
く
途
中
、
人
足
共
が
山
男
の
足
跡
と
見

た
の
は
、
方
々
に
熊
の
足
跡
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
熊
の
足
跡

の
重
ね
踏
み
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
日
濃
ケ
池
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の
出
口
の
沼
に
熊
の
足
跡
が
あ
り
、
そ
の
翌
日
泥
ケ
池
へ
行

く
と
水
は
少
し
も
無
く
、
熊
の
足
跡
だ
ら
け
で
山
男
の
足
跡

と
い
う
疑
い
は
な
く
な
っ
た
。

④

鉄
砲
を
発
射
し
て
山
荒
れ
を
試
す
。

尺
丈
ケ
岳
の
下
の
辺
で
、
村
役
人
や
人
足
共
が
山
で
高
声
に

騒
い
で
は
い
け
な
い
、
と
話
し
て
居
た
の
で
訳
を
尋
ね
る

と
、
高
声
し
て
騒
ぐ
と
山
が
荒
れ
る
と
聞
い
た
。
そ
の
ま
ま

聞
き
置
い
た
が
、
尺
丈
ケ
岳
の
中
腹
の
岩
壁
目
が
け
て
六
匁

玉
を
一
発
打
ち
付
け
、
そ
れ
か
ら
大
石
を
尺
丈
ケ
岳
の
下
へ

落
と
し
て
声
高
に
騒
ぎ
立
て
て
見
た
が
、
何
の
山
荒
れ
も
無

か
っ
た
。

濃
ケ
池
の
上
を
見
通
す
と
、
出
口
の
方
は
雪
が
積
も
っ
て
い

る
の
で
、
頭
を
出
し
た
岩
を
目
当
て
に
鉄
砲
二
発
を
発
射
し

て
召
し
連
れ
た
者
共
が
か
れ
こ
れ
騒
ぎ
立
て
た
が
、
何
の
異

変
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
。

⑤

尺
丈
ケ
岳
か
ら
勢
州
・
三
州
・
尾
州
の
海
面
が
見
え
る
と
聞

い
て
い
た
が
、
勢
州
や
尾
州
の
方
は
木
曽
の
山
々
に
隠
れ
、

三
州
の
方
は
天
狗
岩
に
隠
れ
、
駿
州
や
遠
州
の
方
は
前
の

山
々
に
隠
れ
て
見
え
な
い
。

特
記
事
項

①

阪
本
郡
代
五
十
四
才
、
前
回
安
藤
郡
代
の
見
分
よ
り
二
十
年

を
経
て
い
る
。
前
回
と
の
関
連
は
別
に
見
ら
れ
な
い
。

②

「
地
理
道
図
等
の
術
業
不
鍛
練
に
御
座
候
へ
ば
云
々
」
と
は

あ
る
が
、
科
学
的
な
技
術
が
い
ろ
い
ろ
と
目
立
つ
。

平
地
は
歩
行
の
数
を
以
て
、
分
間
丈
尺
を
定
め
、
曲
尺
六
分

一
町
の
割
り
の
里
数
。
山
地
は
空
眼
に
見
通
し
引
き
合
は
せ

中
々
難
渋
、
見
通
し
の
朱
引
き
。
そ
の
他
（
検
地
技
術

名

所
絵
図
作
成
技
術

歩
詰

行
程
分
間
概
測

鉄
砲
や
眼
鏡

濃
ケ
池
の
水
質
見
分
な
ど
）

③

砲
術
家
で
特
に
士
風
の
昂
揚
に
努
め
た
郡
代
ら
し
い
科
学
的

実
証
的
な
態
度
が
見
ら
れ
る
。

鉄
砲
を
発
射
し
て
山
荒
れ
の
実
験
を
す
る
と
は
、
さ
す
が
。

④

赤
木
や
諏
訪
形
の
山
持
の
一
行
八
人
の
同
行
の
こ
と
。

三

阪
本
天
山
の
『
登
駒
嶽
記
』

日
時

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
七
月
二
十
三
日
よ
り

郡
代

阪
本
孫
八
（
天
山
）
役
人
・
御
共
計
十
六
人

村
役
人

八
人
・
山
案
内
・
人
足
・
石
工
（
数
人
）
等
六
十
余
人

登
山
コ
ー
ス

二
十
三
日

高
遠

宮
田

大
田
切
川

黒
川

ひ
げ
す

り
岩
。
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二
十
四
日

帰
命
山

北
御
所
山

冷
泉
室

道
士
滝

中
御
所
山

明
王
滝

大
滝
泊
。

二
十
五
日

九
層
の
岩

三
巨
岩

這
松
の
道

前
峰

馬
の
足
跡
石

真
人
峰

（
勒
銘
石
）

金
策

峰

天
狗
岩
。

『
登
駒
嶽
記
』
序
論

山
名
の
由
来
と
そ
の
全
貌

山
の
形
が
駒
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
。
昔

の
こ
と
は
史
料
が
な
く
て
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
今
高
遠
か
ら

遠
望
す
る
と
、
天
辺
に
は
切
り
立
っ
た
数
個
の
峰
、
中
程
に
は

ほ
ら
貝
の
よ
う
な
峰
が
雪
を
帯
び
、
全
体
と
し
て
駆
け
る
馬
の

よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。
こ
の
形
は
四
・
五
月
頃
に
と
り
わ
け

鮮
明
で
、
両
方
の
耳
、
片
方
の
目
、
右
側
の
口
元
、
前
の
足
、

た
て
が
み
や
尾
な
ど
も
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
る
。

我
が
父
は
郡
代
の
時
こ
の
秘
境
に
踏
み
入
っ
て
見
分
検
地

し
、
分
間
絵
図
面
な
ど
を
作
り
、
復
命
書
を
先
君
に
献
上
し
て

い
る
が
、
概
括
す
る
と
こ
の
山
脈
は
東
西
に
連
な
っ
て
七
十
里

（
一
里
は
六
町
）、
東
側
は
伊
那
谷
で
天
竜
川
が
遥
か
に
流
れ
、

西
側
は
木
曽
谷
で
あ
る
。
そ
の
麓
を
南
北
に
通
ず
る
道
は
二
百

里
程
で
、
そ
の
間
の
宿
駅
は
小
野
宿
か
ら
飯
田
城
ま
で
十
一
宿

に
及
ん
で
い
る
。

登
山
見
分

案
内
人
を
立
て
大
田
切
川
に
沿
い
夜
道
を
山
駕
籠
に
て
登
る

も
巨
石
道
に
突
き
出
し
途
中
よ
り
草
鞋
に
て
登
る
。

北
御
所
や
中
御
所
の
地
名
は
、
南
朝
の
行
宮

あ
ん
ぐ
う

の
遺
跡
の
名
残

か
。
先
人
（
父
）
の
宿
所
や
絵
図
作
成
の
跡
を
偲
び
、
参
考
に

す
る
。
駒
の
足
跡
石
を
賞
す
。「
奇
に
し
て
愛
す
べ
し
、
石
上

往
々
蹄
痕
有
り
、
山
駿
の

せ
つ
ち
よ
う（

跳
躍
）
せ
し
所
と
い
ふ
」。

銘
文
を
作
り
、
平
石
に
石
工
数
人
に
刻
ま
せ
る
。（
こ
れ
は

駒
ケ
岳
の
前
岳
に
勒
銘
石

ろ
く
め
い
せ
き

と
し
て
残
っ
て
い
る
）

「
霊
育
神
駿

高
逼
天
門

長
鎮
封
域

維
嶽
以
尊
」

（
霊
神
駿
ヲ
育
テ

高
ク
天
門
ニ
迫
リ

長
ク
封
域
ヲ
鎮
ム

維
嶽
以
テ
尊
シ
）

金
策
峰
の
北
に
天
狗
岩
が
険
し
く
そ
そ
り
立
つ
、
そ
の
下
は

数
千
仞
の
崖
で
ち
ょ
っ
と
覗
い
た
だ
け
で
も
目
が
眩
ん
で
し
ま

う
。
天
狗
の
故
事
は
星
が
地
に
落
ち
て
炎
に
な
っ
た
も
の
と
も

い
う
が
、
今
は
石
と
な
っ
て
た
だ
平
和
の
世
の
中
を
見
下
ろ
し

て
い
る
だ
け
だ
。

特
記
事
項

①

藩
と
し
て
三
回
目
の
見
分
登
山
で
あ
る
。
前
二
回
と
関
連
し

た
計
画
的
な
登
山
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
何
か
と
先
人
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（
父
）
の
見
分
を
偲
ん
で
い
る
。

時
に
天
山
三
十
八
才
、
父
見
分
し
て
よ
り
二
十
九
年
後
と
な

る
。

②

山
名
の
由
来
は
『
信
濃
地
名
考
』
に
拠
っ
て
い
る
。

山
へ
の
秘
話
的
奇
談
的
な
関
心
は
な
い
が
、
伝
説
伝
承
な
ど

は
文
学
的
に
許
容
し
て
い
る
。

③

終
始
歴
史
的
文
学
的
な
見
分
登
山
で
あ
り
、
記
録
は
未
完
成

で
、
銘
文
も
載
せ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

④

難
解
な
漢
字
漢
語
を
駆
使
し
た
登
山
記
で
、
文
学
的
に
は
兎

に
角
、
報
告
書
と
し
て
は
公
的
性
格
を
欠
い
て
い
る
。

以
上
は
江
戸
時
代
中
期
五
十
年
間
に
お
け
る
高
遠
藩
の
三
回
の
駒

ケ
岳
見
分
に
つ
い
て
、
そ
の
報
告
書
に
も
と
づ
い
て
概
略
を
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
回
の
見
分
は
お
よ
そ
二
十
余
年
間
の
隔
た
り

を
も
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
各
回
と
も
に
実
施
の
経
緯
に
つ
い
て

の
資
料
を
欠
き
、
従
っ
て
全
体
的
に
も
こ
の
事
業
の
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
の
評
価
は
今
ま
で
に
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

最
初
の
安
藤
太
郎
兵
衛
に
よ
る
見
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の

「
高
山
険
阻
に
つ
き
御
検
地
に
及
ば
ず
」
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た

時
代
的
背
景
を
中
心
に
述
べ
た
積
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
見
分
実
施

の
具
体
的
な
経
緯
と
い
う
も
の
は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
。

初
め
て
の
こ
と
で
素
朴
な
見
分
登
山
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け

に
慎
重
で
敬
虔
で
本
質
的
な
登
山
見
分
を
行
い
、
そ
の
一
覧
記
は
所

期
の
目
的
を
果
た
し
て
い
る
。
終
わ
り
の
「
誠
に
山
多
く
あ
り
て
神

も
在
す
が
ご
と
き
景
風
」
と
の
感
銘
を
残
し
、
今
後
の
登
山
見
分
の

必
要
を
訴
え
て
い
る
。

二
回
目
の
阪
本
英
臣
に
よ
る
駒
嶽
見
分
は
、
そ
れ
ま
で
人
跡
未
到

の
未
知
な
高
山
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
抱
か
れ
て
い
た
土
俗
的
神
秘

的
な
伝
承
や
疑
問
に
つ
い
て
、
さ
す
が
は
荻
野
流
砲
術
家
ら
し
く
科

学
的
実
証
的
な
メ
ス
を
入
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
元
の
人
々

の
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
多
く
の
事
項
が
明
確
に
実
証
さ
れ
た
。

駒
ケ
岳
に
は
山
男
も
馬
も
住
ん
で
は
い
な
い
こ
と
、
そ
の
他
動
植

物
を
は
じ
め
大
自
然
の
実
態
に
目
を
開
か
せ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
見
分
を
当
時
相
当
に
進
ん
で
い
た
算
術
や
測
量
、
絵

図
や
地
図
作
成
の
技
術
を
発
揮
し
て
検
地
し
、
駒
ケ
岳
を
絵
図
や
地

図
に
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
は
其
後
の
山
の
開
発
に
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
。

三
回
目
の
見
分
の
隊
長
は
、
砲
術
家
に
し
て
文
学
者
の
三
十
八
才

の
若
さ
の
阪
本
天
山
で
あ
っ
た
。
天
山
は
父
の
駒
ケ
岳
見
分
の
影
響

を
受
け
、
少
年
の
頃
か
ら
朝
夕
駒
ケ
岳
の
英
姿
を
仰
ぎ
、
駒
ケ
岳
の

歴
史
に
も
関
心
を
持
ち
、
何
時
の
日
に
か
頂
上
を
極
め
た
い
と
思
っ

て
い
た
。
た
ま
た
ま
若
く
し
て
郡
代
と
い
う
要
職
に
就
い
た
天
山
に
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天狗岩 昭和39年７月16日写

ま
さ
に
時
節
到
来
、
天
山
は
か
ね
て
の
夢
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
っ
た
。
見
分
に
は
父
の
残
し
て
く
れ
た
絵
地
図
等
の
お
陰
で
難

路
も
首
尾
よ
く
登
り
、
そ
の
分
だ
け
余
計
に
高
山
の
浩
然
の
気
を
養

う
こ
と
が
で
き
た
。

天
山
が
郡
代
と
し
て
藩
政
改
革
に
意
を
用
い
た
の
は
、
文
武
両
道

何
よ
り
も
先
ず
士
風
の
高
揚
で
あ
っ
た
。
か
ね
て
の
夢
、
郷
土
の
高

峰
に
立
っ
て
四
海
を
見
渡
せ
ば
、
手
前
を
一
羽
の
鳥
が
飛
ん
で
行

く
。

天
山
は
遂
に
、
か
の
詩
を
口
ず
さ
み
、
維
嶽
以
て
尊
し
と
結

ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

第
五
章

山
麓
の
猛
者

一

イ
ノ
シ
シ
騒
動

駒
ケ
岳
と
動
物
、
と
い
え
ば
何
よ
り
も
先
ず
馬
の
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
馬
は
や
は
り
伝
説
や
伝
承
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
ま
ず
高
遠
藩
の
駒
ケ
岳
見
分
記
に
お
け
る
動
物
に
つ
い
て

の
見
分
を
眺
め
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

安
藤
太
郎
兵
衛
の
『
駒
ケ
岳
一
覧
記
』
で
は
、
人
足
共
が
馬
糞
や

馬
の
尾
の
毛
を
信
じ
て
い
る
の
を
批
判
的
に
記
し
、
実
際
に
見
た
岩

鳥
・
岩
鹿
・
猿
な
ど
を
書
き
上
げ
て
い
る
。

ま
た
阪
本
英
臣
の
『
駒
嶽
見
分
復
命
書
』
で
は
、
人
足
共
が
山
男

の
足
跡
で
あ
る
、
と
い
う
の
を
熊
の
糞
の
多
い
事
例
か
ら
熊
の
足
跡

で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
見
届
け
て
い
る
。

阪
本
天
山
の
『
登
駒
嶽
記
』
で
は
、「
鳥
あ
り
、
鶉

う
ず
ら

身
に
し
て
鷲わ

し

の
翼
、
脛
に
毛
あ
り
翔か

け

り
て
延
松
に
雙
蔓

そ
う
ま
ん

す
、
其
名
を
知
ら
ず
。」

と
か
、
馬
は
勒
銘
石
の
神
駿
と
な
り
、
さ
す
が
は
文
学
の
世
界
と

な
っ
て
い
る
。

時
代
は
ず
っ
と
下
る
が
、
昭
和
十
五
、
六
年
頃
の
上
伊
那
郡
教
育
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会
の
調
査
記
録
の
『
駒
ケ
岳
研
究
』
で
は
、
哺
乳
類
の
目
録
の
中

に
、
ニ
ッ
ポ
ン
サ
ル
・
ツ
キ
ノ
ワ
ク
マ
・
カ
モ
シ
カ
な
ど
が
見
え
る

が
、
注
記
と
し
て
「
イ
ノ
シ
シ
・
ヤ
マ
イ
ヌ
・
シ
カ
な
ど
明
治
初
年

頃
、
本
山
脈
に
て
見
た
り
と
の
由
な
れ
ど
も
現
今
は
そ
の
姿
を
見

ず
、
あ
る
い
は
絶
滅
せ
し
か
と
考
え
ら
る
」
と
あ
る
。

さ
す
が
に
ウ
マ
は
も
と
よ
り
ヤ
マ
イ
ヌ
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の

は
頷

う
な
ず

け
る
が
、
当
時
イ
ノ
シ
シ
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
、

と
ち
ょ
っ
と
不
思
議
で
あ
る
。

近
頃
伊
那
地
方
は
も
と
よ
り
県
内
各
地
で
里
山
近
く
に
ク
マ
・
サ

ル
・
イ
ノ
シ
シ
・
シ
カ
・
カ
モ
シ
カ
な
ど
が
出
没
し
て
田
畑
を
荒
ら

し
、
熊
は
人
畜
に
も
被
害
を
与
え
た
り
す
る
の
で
こ
れ
ら
の
駆
除
対

策
に
つ
い
て
は
何
処
の
市
町
村
で
も
毎
年
手
を
や
い
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

特
に
今
年
（
二
〇
〇
一
）
は
春
先
の
五
月
初
め
頃
か
ら
ア
ヤ
メ
の

自
生
地
で
名
高
い
伊
那
市
西
春
近
の
野
田
山
の
湿
原
が
毎
晩
猪
に
何

回
か
掘
り
返
さ
れ
て
そ
の
被
害
が
大
き
く
、
開
花
を
前
に
ア
ヤ
メ
園

の
管
理
者
を
悩
ま
し
、
イ
ノ
シ
シ
か
ら
ア
ヤ
メ
を
守
れ
と
話
題
に

な
っ
た
。
そ
の
挙
げ
句
は
雷
電
棒
と
か
を
三
基
設
置
し
て
イ
ノ
シ
シ

が
近
づ
く
と
録
音
さ
れ
た
犬
の
鳴
き
声
が
流
れ
た
り
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ

が
光
っ
た
り
し
て
音
や
光
で
イ
ノ
シ
シ
を
威
嚇
し
て
侵
入
を
防
ぐ
の

に
や
っ
と
成
功
し
た
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
話
題
は
野
田
山
と
い
う
地

名
考
に
も
発
展
し
た
。

地
名
研
究
に
よ
る
と
、
も
と
も
と
野
田
山
の
野
田
と
い
う
の
は
ニ

タ
・
ヌ
タ
・
ノ
タ
な
ど
に
通
ず
る
地
名
で
各
地
の
分
布
調
査
か
ら
吟

味
す
る
と
、
ニ
タ
は
湿
地
な
ど
、
ヌ
タ
は
泥
田
や
沼
地
、
ノ
タ
は
泥

な
ど
の
意
に
ま
と
め
ら
れ
、
野
田
山
は
野
田
の
あ
る
山
、
つ
ま
り
泥

地
や
湿
地
の
あ
る
山
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
イ
ノ
シ
シ
は
体
温
を
下
げ
た
り
、
体
に
付
い
た
ダ
ニ
な

ど
を
取
り
除
く
た
め
に
泥
沼
を
転
げ
回
っ
て
好
ん
で
泥
ん
こ
に
な
る

習
性
を
も
っ
て
い
て
、
昔
か
ら
イ
ノ
シ
シ
の
好
む
湿
地
を
ヌ
タ
場
と

い
い
、
そ
の
ヌ
タ
場
の
あ
る
山
を
野
田
山
と
呼
ん
だ
わ
け
あ
る
。

イ
ノ
シ
シ
は
ア
ヤ
メ
の
根
を
食
っ
た
り
、
泥
の
中
の
ミ
ミ
ズ
を
食

お
う
と
し
て
ア
ヤ
メ
園
を
掘
り
返
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
野
田
山

は
も
と
も
と
イ
ノ
シ
シ
た
ち
の
先
祖
伝
来
の
ヌ
タ
場
で
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

伊
那
市
西
春
近
の
小
出
か
ら
蛇
石
山
を
経
て
駒
ケ
岳
の
麓
一
帯
は

野
田
山
と
呼
ば
れ
、
そ
の
名
の
ご
と
く
昔
か
ら
イ
ノ
シ
シ
が
好
ん
だ

生
息
地
で
あ
っ
た
。
駒
ケ
岳
登
山
道
の
内
ノ
萱
コ
ー
ス
の
桂
小
場
ぶ

ど
う
の
泉
沢
を
過
ぎ
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
行
く
と
、
野
田
山
の
内
の

野
田
場
に
達
す
る
。
湿
地
や
湧
水
の
状
況
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し

て
も
野
田
場
と
い
う
地
名
は
イ
ノ
シ
シ
の
遺
跡
と
し
て
残
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
ろ
う
。
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猪
しし

土
ど

手
て

の遺構（右）

辰野町宮木湯舟 昭和59年11月写

復元された猪垣
ししがき

（下）

伊那市西春近諏訪形 平成13年４月写

二

イ
ノ
シ
シ
の
本
場

イ
ノ
シ
シ
は
東
北
や
北
陸
地
方
の
よ
う
な
深
雪
地
帯
に
は
生
息
せ

ず
、
長
野
県
内
で
も
降
雪
量
の
割
に
少
な
い
美
ケ
原
高
原
か
ら
鉢
伏

山
（
一
九
二
八
・
五

）
以
南
の
低
山
帯
に
生
息
す
る
と
い
う
。

伊
那
谷
で
は
多
く
は
天
竜
川
右
岸
、
中
央
ア
ル
プ
ス
裾
の
低
山
帯

の
森
林
に
分
布
し
て
い
る
。
現
在
、
中
央
ア
ル
プ
ス
の
東
山
麓
一

帯
、
北
は
辰
野
町
北
部
か
ら
下
伊
那
に
至
る
ま
で
全
市
町
村
に
わ

た
っ
て
イ
ノ
シ
シ
の
生
息
分
布
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
相
対
し
て
ニ
ホ
ン
ジ
カ
は
主
と
し
て
天
竜
川
左
岸
の
南
ア

ル
プ
ス
山
麓
一
帯
に
生
息
し
て
い
る
と
い
う
。

前
述
の
駒
ケ
岳
の
哺
乳
類
の
注
記
か
ら
考
え
て
も
こ
れ
ら
の
生
息

状
況
は
、
時
代
に
よ
り
変
化
は
大
き
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
江
戸
時

代
の
伊
那
谷
に
お
け
る
イ
ノ
シ
シ
の
生
息
振
り
は
、
現
在
の
状
況
を

遥
か
に
上
回
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
今
な
お
残

る
猪
垣
な
ど
の
遺
跡
や
地
名
や
古
記
録
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

イ
ノ
シ
シ
の
遺
跡
や
地
名

猪
垣
は
猪し

し

土ど

手て

、
鹿し

し

土ど

手て

、
猪
堀

し
し
ぼ
り

あ
る
い
は
猪し

し

除よ

け
な
ど
所
に
よ
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鹿
しし

土
ど

手
て

跡の碑（箕輪町大出）

り
、
あ
る
い
は
時
代
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
に
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
山

か
ら
里
へ
下
り
て
来
る
イ
ノ
シ
シ
を
く
い
止
め
る
た
め
の
一
連
の
深

い
空
堀
の
こ
と
で
あ
る
。
堀
を
よ
り
深
く
す
る
た
め
に
盛
り
土
を
多

く
し
て
土
手
や
柵
を
主
と
す
れ
ば
猪
土
手
（
鹿
土
手
）
と
な
り
、
今

で
も
各
地
に
そ
の
一
部
が
残
っ
て
い
る
。

自
分
の
家
の
田
畑
を
守
る
為
に
自
分
で
猪
土
手
を
作
る
場
合
も
あ

る
が
、
こ
れ
は
誰
で
も
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
。
大
概
は
村
々
で
協

力
し
て
築
造
に
当
た
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
維
持
管
理
も
大
変

な
こ
と
で
あ
っ
た
。

猪
垣
の
築
造
は
元
禄
以
前
に
始
ま
っ
て
い
る
と
も
推
定
さ
れ
て
い

る
が
、
確
か
な
記
録
の
例
と
し
て
は
、
上
古
田
村
（
現
箕
輪
町
）
の

享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
に
二
十
三
町
の
猪
土
手
の
新
築
や
寛
保

元
年
（
一
七
四
一
）
に
再
普
請
さ
れ
た
と
い
う
伊
那
市
西
春
近
か
ら

宮
田
村
に
か
け
て
凡
そ
二
里
の
猪
垣
な
ど
が
あ
る
。

箕
輪
町
大
出
の
高
橋
神
社
の
西
方
西
天
竜
幹
線
水
路
右
岸
百
メ
ー

ト
ル
ば
か
り
の
西
寄
り
に
「
鹿
土
手
跡
の
碑
」
と
い
う
の
が
建
て
ら

れ
て
い
る
。
此
処
に
は
最
近
ま
で
昔
の
鹿
土
手
が
所
々
に
残
っ
て
い

た
の
で
そ
れ
を
記
念
し
て
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
に
建
立
し

た
も
の
と
い
う
。
享
保
十
二
年
作
製
の
村
絵
図
に
「
鹿
土
手
」
と
書

き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
築
造
の
古
さ
が
偲
ば
れ
る
が
、
此
処
に

立
つ
と
、
西
山
山
麓
か
ら
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
下
っ
た
平
坦
地
に
も
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昔
は
猪
が
出
た
の
か
と
驚
く
。

そ
し
て
こ
の
例
か
ら
考
え
る
と
、
猪
堀
や
猪
土
手
は
最
初
か
ら
山

麓
ば
か
り
で
な
く
、
長
い
時
代
の
間
に
は
里
か
ら
山
麓
へ
と
移
動
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

イ
ノ
シ
シ
は
夜
行
性
の
動
物
で
夜
中
に
出
没
し
て
田
畑
を
荒
ら
し

た
。
水
田
で
は
乳
熟
期
の
稲
穂
が
好
物
で
、
そ
れ
を
食
べ
る
為
に
例

の
ヌ
タ
場
よ
ろ
し
く
転
が
っ
て
食
い
荒
ら
し
、
畑
は
芋
で
も
人
参
で

も
掘
り
荒
ら
す
の
で
、
そ
の
惨
状
は
俗
に
イ
ノ
シ
シ
の
馬
耕
と
い
わ

れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
百
姓
の
今
ま
で
の
丹
精
は
一
夜
に
し
て
台
無

し
に
な
っ
て
し
ま
う
惨
め
さ
で
あ
っ
た
が
、
所
に
よ
っ
て
は
今
で
も

同
じ
よ
う
な
被
害
を
受
け
て
い
る
所
も
あ
る
。

田
畑
の
全
て
を
猪
垣
で
囲
む
わ
け
に
も
い
か
ず
、
む
し
ろ
猪
垣
の

無
い
田
畑
の
方
が
多
く
、
ま
た
猪
垣
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
安
全
と
も
い

か
ず
、
田
畑
を
守
る
に
は
ど
う
し
て
も
夜
番
を
し
て
猪
追
い
を
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
田
畑
の
近
く
に
小
屋
を
造
り
、
其
処
に
詰

め
て
火
を
焚
い
た
り
、
イ
ノ
シ
シ
の
嫌
う
臭
い
を
発
散
さ
せ
た
り
、

音
を
立
て
た
り
し
て
夜
中
猪
追
い
に
努
め
た
。
そ
の
詰
所
を
猪
小
屋

と
呼
び
、
猪
小
屋
が
方
々
に
あ
っ
た
の
で
そ
の
名
が
地
名
と
な
っ
て

残
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
猪
に
関
し
た
地
名
が
少
な
く
な
い
の
は
、

猪
が
如
何
に
農
民
を
苦
し
め
た
か
を
物
語
る
証
拠
で
あ
ろ
う
。

で
は
駒
ケ
岳
の
山
麓
地
方
で
イ
ノ
シ
シ
に
関
す
る
地
名
を
拾
っ
て

見
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
野
田
山

②
野
田
場

③
野
田
原

④
猪
山

⑤
猪
沢

⑥
井
の
久
保

⑦
猪
小
屋

⑧
猪
ノ
子
原

⑨
鹿
お
と
し

⑩
猪
垣

⑪
猪
土
手

な
お
伊
那
市
で
は
、
野
田
山
の
麓
の
諏
訪
形
の
猪
垣
の
一
部
を
復

元
し
て
昔
の
農
民
の
苦
労
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
し
て
い
る
。

猪
鹿
発
向

江
戸
時
代
の
古
文
書
や
古
記
録
を
見
る
と
、
猪
は
イ
ノ
シ
シ
、
鹿

は
カ
ノ
シ
シ
と
い
い
、「
猪
鹿
」
と
書
い
て
こ
れ
を
「
し
し
」
と
読

み
、
猪
鹿
が
山
か
ら
出
て
来
て
田
畑
を
荒
ら
す
こ
と
を
「
猪
鹿
発

向
」（
し
し
は
っ
こ
う
）
と
い
っ
て
い
る
。

箕
輪
町
上
古
田
の
大
板
屋
の
家
記
「
年
々
日
記
」
の
享
保
二
十
年

（
一
七
三
五
）
に
は
「
猪
鹿
正
月
よ
り
大
分
発
向
、
人
家
の
軒
下
迄

掘
り
ち
ら
し
、
青
麦
、
つ
く
ね
芋
を
喰
事
限
り
な
し
、
当
村
、
南
は

ば
に
土
手
を
つ
き
、
木
を
植
る
こ
と
三
月
朔
日
、
二
日
両
日
に
成
就

せ
り
、
両
方
に
て
二
十
三
町
あ
り
」
な
ど
と
あ
り
、
猪
鹿
発
向
が
頻

繁
で
方
々
で
猪
垣
や
土
手
を
築
い
て
猪
鹿
発
向
に
苦
し
め
ら
れ
た
事

が
分
か
る
。

ま
た
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の
高
遠
藩
の
村
々
困
窮
訴
え

（『
御
領
内
助
加
村
之
難
渋
書
上
』）
の
中
か
ら
駒
ケ
岳
山
麓
の
村
々
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の
難
渋
事
項
や
困
窮
事
項
を
拾
っ
て
み
る
と
、

下
牧
村

天
竜
川
三
峰
川
荒
川

橋
流
れ
山
高
く
荒
所
多
く

猪
鹿
発
向

表
木
村

田
切
大
田
切
荒
川

猪
鹿
発
向

中
越
村

田
切
大
田
切
荒
川

猪
鹿
発
向

宮
田
村

駒
ケ
岳
麓
諸
作
不
熟

冷
害

猪
鹿
発
向

猪
土
手
費
用
人
足
莫
大

な
ど
が
あ
り
、
こ
の
年
駒
ケ
岳
山
麓
の
大
小
の
田
切
川
は
洪
水
で
荒

れ
、
冷
害
に
加
え
て
猪
鹿
発
向
も
多
く
、
猪
土
手
修
理
に
費
用
人
足

莫
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
う
し
た
村
々
へ
は
そ
の
村
の
実
情
に
よ
っ
て
領
主
か
ら
威
鉄
砲

や
猟
師
鉄
砲
が
何
挺
も
貸
し
出
さ
れ
て
鳥
獣
害
防
除
の
対
策
と
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
村
で
は
猟
師
を
頼
む
給
金
や
火
薬
代
で
村
入
用
の

か
さ
む
の
を
嘆
い
た
り
し
て
い
る
。

ま
た
村
々
の
難
渋
に
対
し
て
領
主
は
減
税
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

例
え
ば
羽
広
村
の
元
禄
十
四
年
の
免
状
に
は
「
猪
喰
引
き
」
と
い
う

一
項
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
猪
鹿
発
向
に
よ
っ
て
減
収
が
見
込
ま
れ

る
の
で
村
高
か
ら
そ
の
分
だ
け
控
除
し
て
租
税
対
象
か
ら
は
ず
し
た

わ
け
で
あ
る
。

ま
た
三
峰
神
社
へ
猪
鹿
防
ぎ
の
代
参
の
例
さ
え
あ
り
、
猪
鹿
発
向

に
悩
ま
さ
れ
た
農
民
の
苦
労
の
数
々
が
し
の
ば
れ
る
。

三

猪
肉
調
達
の
廻
状

延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
十
一
月
、
飯
島
陣
屋
代
官
大
草
太
郎
左

衛
門
は
、
支
配
村
々
名
主
当
て
に
朝
鮮
人
来
朝
に
つ
き
猪
肉
調
達
の

廻
状
を
発
し
た
。
そ
の
お
よ
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

来
年
四
月
朝
鮮
人
来
朝
に
つ
き
、
遠
州
宿
々
の
賄
所
へ
猪
肉
十
六

疋
分
を
納
付
す
る
よ
う
当
役
所
へ
仰
せ
付
け
ら
れ
た
か
ら
、
村
々
申

し
合
わ
せ
の
上
、
こ
の
冬
中
に
打
ち
取
り
塩
肉
に
し
て
置
く
こ
と
。

な
お
、
そ
の
割
り
付
け
や
塩
漬
け
の
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、
来
月

十
日
の
御
年
貢
上
納
の
日
に
申
し
渡
す
か
ら
、
も
し
そ
れ
ま
で
に
猪

を
打
ち
取
っ
た
村
で
は
早
々
申
し
出
る
こ
と
。
と
い
う
の
で
あ
っ

た
。年

貢
上
納
の
十
日
の
申
し
渡
し
は
再
び
廻
状
と
な
っ
て
飯
島
町
等

の
村
々
に
回
っ
た
。
そ
の
村
々
は
飯
島
町
・
石
曽
根
村
・
南
割
・
中

平
・
北
河
原
・
小
町
屋
・
上
赤
須
・
南
下
平
・
北
下
平
・
市
場
割
・

赤
須
町
の
締
め
て
十
一
か
村
で
、
差
し
出
す
猪
は
弐
疋
で
あ
っ
た
。

猪
肉
塩
漬
け
の
仕
様
に
つ
い
て
は
、

胴
な
ど
は
不
要
、
四
足
に
十
分
肉
を
つ
け
て
切
り
取
る
こ
と
。

猪
と
直
ぐ
分
か
る
よ
う
に
爪
よ
り
五
、
六
寸
の
所
ま
で
毛
皮
を
付

け
て
置
く
こ
と
。
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そ
の
外
は
皮
を
は
ぎ
、
肉
ば
か
り
を
骨
に
付
け
、
肉
深
き
所
へ
は

包
丁
を
入
れ
塩
を
よ
く
滲
み
こ
ま
せ
る
こ
と
。

一
疋
の
四
足
を
一
桶
ず
つ
に
漬
け
る
、
蓋
を
よ
く
し
て
腐
ら
ぬ
よ

う
に
注
意
し
、
村
毎
に
保
管
す
る
こ
と
。

等
々
が
挙
げ
ら
れ
、
差
し
出
し
は
沙
汰
次
第
致
す
よ
う
に
、
ま
た

惣
村
で
申
し
合
わ
せ
て
余
計
に
用
意
し
て
置
き
差
し
支
え
の
無
い
よ

う
に
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
朝
鮮
人
来
朝
と
は
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で

行
わ
れ
た
朝
鮮
通
信
使
の
事
で
、
こ
こ
で
は
寛
延
元
年
四
月
に
行
わ

れ
た
来
朝
で
あ
る
。
こ
の
朝
鮮
使
節
の
大
坂
江
戸
間
の
陸
路
往
復
の

道
中
の
接
待
に
沿
線
の
諸
大
名
は
幕
府
の
命
に
よ
り
そ
の
負
担
が
少

な
く
な
か
っ
た
。
飯
島
陣
屋
は
駿
府
陣
屋
の
支
庁
で
あ
っ
た
の
で
、

駿
府
陣
屋
か
ら
東
海
道
の
遠
州
宿
々
泊
休
御
賄
所
へ
の
負
担
の
一
部

と
し
て
協
力
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。

日
頃
百
姓
の
敵
と
も
い
う
べ
き
猪
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
猪
肉
調

達
の
課
役
を
村
人
は
ど
ん
な
気
持
ち
で
果
た
し
た
だ
ろ
う
か
。

第
六
章

コ
マ
ク
サ
の
今
昔

一

コ
マ
ク
サ
の
群
落

平
成
十
三
年
七
月
に
は
い
く
つ
か
の
新
聞
が
、
中
ア
駒
ケ
岳
に
コ

マ
ク
サ
の
咲
き
誇
る
写
真
入
り
の
記
事
を
掲
載
し
た
。
西
駒
ケ
岳
に

コ
マ
ク
サ
の
群
落
と
は
珍
し
く
、
七
月
十
七
日
の
『
信
毎
』
に
は
、

そ
の
経
過
に
つ
い
て
大
凡
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

将
棊
頭
山
の
西
駒
山
荘
の
脇
で
は
、
ピ
ン
ク
色
の
コ
マ
ク
サ
が

今
咲
き
誇
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
地
元
が
六
年
ほ
ど
前
に
駒
ケ
岳
に

「
再
生
」
を
目
指
し
て
植
栽
活
動
と
し
て
植
え
て
き
た
も
の
で
、

同
山
荘
の
話
で
は
こ
こ
が
「
中
ア
随
一
」
の
規
模
で
、
百
平
方

メ
ー
ト
ル
程
の
群
落
に
広
が
っ
て
い
る
。

こ
の
運
動
に
最
初
に
着
手
し
た
の
は
、
伊
那
市
御
園
の
和
木
千

馬
男
さ
ん（
七
六

）
で
、
現
木
曽
郡
上
松
町
の
小
学
校
時
代
に
先
生

か
ら
校
章
の
コ
マ
ク
サ
は
西
駒
ケ
岳
に
咲
い
て
い
る
と
教
わ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
た
ま
た
ま
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
六
三
）
に
駒

ケ
根
営
林
署
に
赴
任
し
て
み
る
と
、
駒
ケ
岳
に
は
コ
マ
ク
サ
は
無

か
っ
た
。
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
和
木
さ
ん
は
、
北
ア
ル
プ
ス
の
コ

― 44 ―



マ
ク
サ
の
種
を
貰
い
受
け
て
適
地
を
探
し
て
蒔
い
た
。
し
か
し
、

思
う
よ
う
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
群
馬
県
の
仲
間
か
ら
種

や
苗
を
求
め
て
ま
た
植
栽
に
努
め
た
。

西
駒
山
荘
脇
の
コ
マ
ク
サ
は
、
平
成
二
年
（
一
九
九
〇
）
と
同

七
年
に
集
団
登
山
の
地
元
中
学
生
に
よ
っ
て
苗
を
植
え
た
も
の
で

あ
る
。
再
生
・
増
植
活
動
は
、
同
営
林
署
を
中
心
に
し
た
高
山
植

物
等
保
護
対
策
協
議
会
に
よ
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
二
年
前

で
活
動
は
停
止
し
て
後
は
自
然
増
殖
に
任
せ
て
い
る
。

南
信
森
林
管
理
署
駒
ケ
根
森
林
管
理
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
と
、
西

駒
山
荘
脇
以
外
の
約
二
十
カ
所
の
調
査
で
は
、
昨
年
約
千
四
百
本

余
を
確
認
、
全
体
的
に
は
「
横
ば
い
傾
向
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

中
ア
の
コ
マ
ク
サ
は
薬
草
と
す
る
た
め
の
乱
獲
で
、
終
戦
後
に

は
絶
滅
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
。
一
方
で
は
、
も
と
も
と
駒
ケ
岳

に
は
自
生
し
て
い
な
か
っ
た
と
の
意
見
も
あ
る
。

と
結
ん
で
い
る
。

ま
た
、「
長
野
日
報
」
で
も
、
同
じ
十
七
日
版
に
、
美
し
い
写
真

に
「
岩
の
間
か
ら
花
を
咲
か
せ
る
人
工
増
殖
地
の
コ
マ
ク
サ
」
の
解

説
と
と
も
に
「
コ
マ
ク
サ
か
れ
ん
～
中
ア
駒
ケ
岳
順
調
に
生
育
」
の

見
出
し
で

駒
ケ
岳
の
一
帯
に
人
工
増
殖
さ
れ
た
コ
マ
ク
サ
が
今
年
も
順
調

に
ピ
ン
ク
色
の
花
を
付
け
て
い
る
。
中
央
ア
ル
プ
ス
で
は
昭
和
初

期
に
絶
滅
し
た
と
さ
れ
る
が
、
高
山
植
物
保
護
対
策
協
議
会
伊
那

地
区
協
議
会
が
昭
和
五
十
二
年
か
ら
二
十
年
余
り
に
わ
た
っ
て
、

人
工
増
殖
を
続
け
て
き
た
。
し
か
し
近
年
は
発
芽
率
が
毎
年
二
千

株
前
後
で
安
定
。
こ
の
た
め
、
毎
年
夏
に
行
っ
て
き
た
種
ま
き
な

ど
を
昨
年
か
ら
一
時
中
断
し
、
自
然
増
殖
が
可
能
か
ど
う
か
の
経
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過
観
察
を
続
け
て
い
る
。
今
年
は
そ
の
二
年
目
。
同
協
議
会
は
八

月
中
に
も
山
に
登
り
、
生
育
状
況
な
ど
を
確
認
す
る
。

と
記
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
絶
滅
し
た
コ
マ
ク
サ
の
人
工
増
殖
に
よ
る
順
調
な
生
育

の
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
が
、
そ
の
絶
滅
の
時
期
と
は
昭
和
初
期
か
、
終

戦
後
か
。
ま
た
後
者
で
は
触
れ
て
は
い
な
い
が
、
も
と
も
と
自
生
し

て
い
な
か
っ
た
と
の
意
見
と
い
う
の
は
。
そ
の
他
読
者
の
中
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
関
心
を
抱
い
た
人
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二

駒
ケ
岳
に
お
け
る
植
物
調
査

前
掲
の
『
信
毎
』
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
、
西
駒
ケ
岳
に
コ
マ
ク

サ
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
最
初
に
着
手
し
た
の
は
伊
那
市
の
和
木
さ
ん

で
、
そ
の
こ
と
は
早
く
も
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
十
月
七
日

の
『
信
毎
』
に
報
道
さ
れ
、
か
ね
て
西
駒
ケ
岳
に
は
コ
マ
ク
サ
の
自

生
は
見
ら
れ
な
い
と
認
識
し
て
い
た
辰
野
町
平
出
の
茅
野
益
穂
氏
は

意
外
な
こ
と
に
驚
き
、
以
来
こ
の
問
題
に
こ
だ
わ
り
を
感
じ
、
植
物

専
門
の
立
場
か
ら
執
拗
な
ま
で
に
調
査
研
究
を
続
け
、
そ
の
中
間
報

告
と
し
て
平
成
七
年
に
「
コ
マ
ク
サ
の
古
典
を
追
っ
て
」
と
題
す
る

論
文
を
発
表
し
て
い
る
（『
伊
那
路
』
第

巻
第
４
・
６
号
）。

こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
紹
介
す
る
が
、
本
書
に
お
い
て
も
コ
マ
ク

サ
に
関
す
る
そ
う
し
た
課
題
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
特
に
第
四
章
の
高

遠
藩
の
駒
ケ
岳
見
分
記
で
は
、
植
物
に
つ
い
て
の
見
分
観
察
も
特
記

し
て
は
き
た
が
、
コ
マ
ク
サ
は
も
と
よ
り
こ
れ
に
関
す
る
こ
と
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
今
回
コ
マ
ク
サ
の
こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
り
、
こ
の

問
題
を
素
通
り
に
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、
駒
ケ
岳
の
植
物

面
に
も
広
く
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
特
に
コ
マ
ク
サ
に
関
し
て
尋
ね
て

み
る
こ
と
に
す
る
。

巻
末
の
駒
ケ
岳
年
表
を
一
覧
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に

は
薬
草
や
そ
の
採
集
な
ど
に
か
か
わ
る
事
項
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
我
が
国
の
本
草
学
の
発
達
普
及
に
よ
っ
て
山
野
に
薬
の
原

料
と
な
る
動
植
鉱
物
等
の
採
集
が
盛
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。

実
際
に
は
ど
ん
な
植
物
が
薬
種
と
し
て
採
集
さ
れ
た
か
詳
し
い
こ

と
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
例
え
ば
駒
ケ
岳
山
麓
の
光
前
寺
で
は
、

古
く
か
ら
仏
薬
建
中
丸
と
い
う
薬
を
作
っ
て
き
た
が
、
そ
の
原
料
に

は
開
山
本
聖
上
人
伝
授
の
寺
山
の
植
物
を
用
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
他
江
戸
時
代
に
は
、
木
曽
で
は
百
草
な
ど
、
伊
那
で
も
養

命
酒
や
カ
ッ
パ
の
妙
薬
を
始
め
駒
ケ
岳
山
麓
の
村
や
町
に
は
薬
を
製

造
販
売
す
る
生
薬
屋
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
薬
種
は
い
ず

れ
も
秘
伝
で
は
あ
っ
た
が
、
一
部
は
深
山
幽
谷
の
地
に
求
め
ら
れ
、

と
り
わ
け
高
山
植
物
が
採
集
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
一
つ
に
コ
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マ
ク
サ
も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
『
図
説
草
木
名
彙
辞
典
』（
柏
書
房

平
成
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
駒
草
は
ケ
シ
科
の
多
年
草
で
自
生
し
、
御

駒
草
・
金
銀
草
、
和
名
駒
草
は
花
弁
を
馬
の
顔
に
見
立
て
た
も
の

か
。
高
山
植
物
の
一
。
薬
用
と
し
て
種
子
は
腰
痛
止
め
、
葉
は
霊
薬

と
あ
る
。

し
か
し
、
薬
種
と
し
て
は
も
と
よ
り
、
西
駒
ケ
岳
に
お
け
る
コ
マ

ク
サ
に
関
す
る
資
料
は
、
木
曽
で
も
伊
那
で
も
不
明
で
あ
る
。

そ
れ
に
巻
末
の
駒
ケ
岳
年
表
で
も
分
か
る
よ
う
に
明
治
以
後
は
、

専
ら
植
物
学
的
調
査
研
究
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
茅
野
氏

の
調
査
研
究
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
今
日
的
な
問
題
に
迫
り
た
い
と
思

う
。三

コ
マ
ク
サ
の
古
典
を
追
っ
て

駒
ケ
岳
に
コ
マ
ク
サ
の
種
蒔
き
が
試
み
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は

前
述
の
よ
う
で
あ
る
が
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
七
日
の
『
信
毎
』
に

は

「
コ
マ
ク
サ
よ
、
よ
み
が
え
っ
て
。
宝
庫
だ
っ
た
中
ア
駒
ケ
岳
、

祈
り
を
込
め
て
種
ま
き
」
と
い
う
見
出
し
で
「
駒
ケ
根
営
林
署
や

駒
ケ
根
市
博
物
館
に
よ
る
と
、
昭
和
の
初
め
ま
で
は
、
中
ア
駒
ケ

岳
周
辺
は
群
生
地
も
多
く
宝
庫
と
さ
え
い
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
コ

マ
ク
サ
は
胃
腸
薬
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
百
草
の
原
料
で
、
大
正

後
期
か
ら
乱
採
取
さ
れ
続
け
、
昭
和
三
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら

は
、
一
本
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

草
や
木
の
研
究
に
生
涯
を
か
け
た
父
の
も
と
で
、
か
ね
て
駒
ケ
岳

に
は
コ
マ
ク
サ
は
無
い
も
の
と
認
識
し
て
き
た
茅
野
氏
は
、
認
識
を

く
つ
が
え
す
か
の
よ
う
な
こ
の
記
事
に
驚
き
、
こ
の
こ
と
に
大
き
な

こ
だ
わ
り
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

西
駒
ケ
岳
の
植
物
誌

そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
先
ず
西
駒
ケ
岳
に
お
け
る
植
物
調
査
記
録

を
調
べ
、
次
の
記
録
に
つ
い
て
コ
マ
ク
サ
の
記
録
の
有
無
を
調
べ
て

み
た
。

①
『
日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
案
内
』
矢
沢
米
三
郎
・
河
野
齢
蔵
著
（
大

正
五
年

岩
波
書
店
発
行
）

②
『
自
然
研
究
調
査
記
録
』
上
伊
那
郡
教
育
会
編
（
大
正
九
年
～
昭

和
四
年
）

③
『
上
伊
那
郡
植
物
誌
』
小
泉
秀
雄
編
（
昭
和
五
年

上
伊
那
郡
教

育
会
）

④
『
上
伊
那
郡
植
物
総
目
録
』
小
泉
秀
雄
校
閲
（
昭
和
六
年

上
伊

那
郡
教
育
会
）

⑤
『
駒
ケ
岳
研
究
第
二
輯
』（
昭
和
十
八
年

上
伊
那
郡
教
育
会
）
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⑥
『
日
本
ア
ル
プ
ス
植
物
誌
』
小
泉
秀
雄
調
査
（
昭
和
三
十
二
年

横
内
斎
）

⑦
『
上
伊
那
誌
自
然
篇
』（
昭
和
五
十
三
年

上
伊
那
誌
刊
行
会
）

⑧
『
伊
那
市
史
自
然
編
』（
昭
和
五
十
六
年

伊
那
市
史
刊
行
会
）

そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に
も
コ
マ
ク
サ
の
記
載
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
に
気
づ
い
た
。

ま
ず
第
一
に
は
、
①
は
高
山
植
物
の
学
術
調
査
で
は
県
下
の
先
駆

を
な
す
も
の
で
、
こ
れ
に
西
駒
ケ
岳
の
コ
マ
ク
サ
の
記
載
の
な
い
事

が
後
々
ま
で
影
響
し
て
、
自
生
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
。

第
二
に
は
、
②
は
第
二
章
第
三
節
の
「
西
駒
ケ
岳
高
山
帯
」
の
項

で
、
柄
山
祐
希
氏
は
「
コ
マ
ク
サ
は
、
乗
鞍
岳
や
八
ケ
岳
の
よ
う
な

火
山
帯
に
は
見
ら
れ
る
が
、
仙
丈
岳
や
西
駒
ケ
岳
に
は
昔
か
ら
自
生

し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
、
移
植
し
た
も
の
が
あ
る
よ
う

だ
が
分
布
学
的
に
は
問
題
外
の
も
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
自
生
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
こ
と
。

第
三
に
は
、
右
に
掲
げ
た
八
の
植
物
調
査
記
録
と
は
別
に
、
柄
山

氏
は
『
中
央
ア
ル
プ
ス
西
駒
ケ
岳
登
山
案
内
』（
昭
和
四
十
一
年
第

四
版

上
伊
那
教
育
会
発
行
）
の
高
山
植
物
図
版
に
、

「
注
。
次
頁
よ
り
揚
げ
た
植
物
の
原
色
図
版
の
中
で
、
コ
マ
ク
サ

と
ウ
ル
ッ
プ
ソ
ウ
は
中
央
ア
ル
プ
ス
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
高
山

植
物
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
参
考
の
た
め
敢
え
て
こ
こ

に
載
せ
た
。」

と
あ
く
ま
で
も
参
考
の
た
め
に
載
せ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
西
駒
ケ
岳
に
お
け
る
植
物
調
査
記
録
を
丹
念
に
ひ
も
と

い
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
コ
マ
ク
サ
の
自
生
に
つ
い
て
の
記
事
は
発

見
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
昭
和
初
め
ま
で
は
、
中
ア
駒
ケ
岳
周

辺
は
群
生
地
も
多
く
宝
庫
と
さ
え
い
わ
れ
た
」
と
新
聞
が
報
ず
る
か

ら
に
は
そ
れ
な
り
の
論
拠
が
あ
る
に
相
違
な
い
と
、
当
事
者
で
あ
る

駒
ケ
根
営
林
署
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
回
答
を
得
た
。

①

一
八
八
〇
年
、
矢
田
部
良
吉
が
採
集
し
た
コ
マ
ク
サ
の
標
本
が

帝
大
標
品
目
録
に
あ
り
、
信
州
駒
ケ
岳
産
と
な
っ
て
い
て
、
日
本

で
コ
マ
ク
サ
の
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。

②

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
に
幕
命
に
よ
り
野
呂
源
次
が
、
西
駒

ケ
岳
に
薬
草
採
集
に
登
山
し
、
コ
マ
ク
サ
や
ト
ウ
ヤ
ク
リ
ン
ド
ウ

を
採
集
し
た
。

③

地
元
飯
島
小
学
校
の
校
歌
に
は
、
コ
マ
ク
サ
が
歌
わ
れ
て
お

り
、
校
章
に
は
コ
マ
ク
サ
が
図
案
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
茅
野
氏
の
コ
マ
ク
サ
へ
の
こ
だ
わ
り
は
一
段
と
飛

躍
し
て
、
早
速
身
近
な
飯
島
小
学
校
の
沿
革
史
に
あ
た
っ
て
み
た
。

そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
和
田
清
著
『
校
章
の

自
然
誌
』
（
昭
和
六
十
年
）
の
中
で
、
飯
島
小
学
校
に
つ
い
て
は
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「
南
駒
ケ
岳
に
あ
っ
た
コ
マ
ク
サ
を
図
案
化
。
昭
和
四
年
改
正
。
明

治
初
年
開
校
。」
と
あ
り
、
コ
マ
ク
サ
の
項
に
つ
い
て
は
、

「
中
央
ア
ル
プ
ス
や
南
ア
ル
プ
ス
で
も
、
昔
は
コ
マ
ク
サ
が
生
え

て
い
た
と
い
う
人
も
い
る
が
、
今
は
見
当
た
ら
ず
確
か
な
こ
と
は
わ

か
ら
な
い
。
た
だ
、
木
曽
駒
と
南
駒
を
は
さ
ん
だ
東
西
の
学
校
が
、

か
な
り
古
い
時
期
に
コ
マ
ク
サ
を
校
章
に
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深

い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
茅
野
氏
は
「
コ
マ
ク
サ
の
自
生
の
事
実
を
物

語
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
」
と
結
び
、
一
応
承
服
の
体
で
②
の

野
呂
源
次
の
事
に
は
ふ
れ
ず
に
、
今
度
は
専
ら
①
の
矢
田
部
良
吉
の

標
本
の
こ
と
に
気
を
取
ら
れ
た
。
そ
し
て
何
と
か
そ
れ
を
見
た
い
も

の
と
思
い
な
が
ら
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
そ
れ
か
ら
年
月
が

流
れ
た
。

矢
田
部
の
標
本
を
観
る

東
京
の
小
石
川
植
物
園
に
そ
の
所
在
と
閲
覧
方
を
問
い
合
わ
せ
、

東
京
へ
出
掛
け
た
の
は
、
平
成
六
年
二
月
十
四
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
。そ

し
て
こ
の
日
、
東
京
大
学
総
合
資
料
館
で
心
ゆ
く
ま
で
に
、
日

本
最
古
の
コ
マ
ク
サ
の
標
本
を
閲
覧
し
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。「

も
う
一
世
紀
も
経
過
し
た
と
い
う
標
本
で
あ
る
が
、
あ
の
コ
マ

ク
サ
の
花
特
有
の
ピ
ン
ク
の
色
は

少
し
も
褪
せ
る
こ
と
な
く
、
あ
た

か
も
つ
い
最
近
作
成
し
た
ば
か
り

の
標
本
の
よ
う
に
鮮
や
か
な
色
を

見
せ
て
い
る
。
標
本
台
紙
の
右
下

部
に
は
、
採
集
デ
ー
タ
を
物
語
る

ラ
ベ
ル
に
左
記
の
よ
う
な
記
載
が

な
さ
れ
貼
ら
れ
て
い
た
。

（
コ
マ
ク
サ

明
治

年
７
月

信
州
駒
ケ
岳
）」

信
州
に
は
二
つ
の
駒
ケ
岳
が
あ

る
。
こ
の
記
述
だ
け
で
こ
れ
を
西

駒
ケ
岳
と
し
て
よ
い
か
ど
う
か
、

矢
田
部
の
採
集
記
録
が
あ
れ
ば
確

実
だ
が
、
と
彼
は
い
ろ
い
ろ
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
東
大
総
合
資
料

館
を
後
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
木
曽
薬
譜
』
を
追
っ
て

大
き
な
期
待
を
く
じ
か
れ
た
彼
は
、
そ
れ
で
も
と
今
度
は
②
野
呂

源
次
の
薬
草
採
集
の
こ
と
の
追
求
に
か
か
っ
た
。

先
の
駒
ケ
根
営
林
署
の
返
答
を
再
び
吟
味
す
る
と
、
実
は
こ
れ
は
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上
伊
那
教
育
会
発
行
の
『
中
央
ア
ル
プ
ス
西
駒
登
山
案
内
』
に
拠
っ

て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
手
持
ち
の
同
書
の
「
西
駒
ケ
岳
登
山
略

史
」
の
項
に
は
、

「
同
じ
年
に
（
享
保
四
年
）
野
呂
源
次
が
薬
草
採
集
の
た
め
に
登

山
し
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
『
木
曽
薬
譜
』
と
い
う
本
を
著
し
、

以
後
薬
草
採
集
の
た
め
に
山
へ
入
る
人
が
多
く
な
り
、
木
曽
の
薬

種
と
し
て
日
本
中
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
、

コ
マ
ク
サ
や
ト
ウ
ヤ
ク
リ
ン
ド
ウ
が
採
集
さ
れ
て
い
ま
す
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
今
度
は
こ
の
『
木
曽
薬

譜
』
を
ど
う
し
て
も
見
な
く
て
は
、
と
先
ず
長
野
県
立
図
書
館
に
出

向
い
た
が
見
当
た
ら
ず
、
次
い
で
東
京
の
国
会
図
書
館
に
出
向
い

た
。
し
か
し
こ
こ
で
も
『
木
曽
薬
譜
』
は
無
か
っ
た
が
、
さ
す
が
は

国
立
図
書
館
で
あ
る
、
似
た
よ
う
な
書
名
の
『
木
曽
採
薬
記
』
と
い

う
書
物
を
発
見
す
る
と
と
も
に
、
か
ね
て
見
た
く
思
っ
て
い
た
上
野

益
三
著
『
日
本
博
物
学
史
』
を
も
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、
野
呂
源

次
の
手
に
よ
り
成
っ
た
と
い
う
『
木
曽
薬
譜
』
は
、
信
州
福
島
の
人

三
村
道
益
の
著
作
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
そ
れ
に
思
い
が
け
な

く
知
っ
た
『
木
曽
採
薬
記
』
と
い
う
本
は
、
尾
張
藩
薬
園
監
守
水
野

豊
文
の
御
嶽
採
薬
登
山
の
記
録
で
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
発
見
し

た
。「

コ
マ
ク
サ

絶
頂
ニ
近
キ
所
ニ
ア
リ
此
草
御
嶽
ヘ
登
ル
者
ハ
御

嶽
山
ノ
御
駒
ク
サ
ト
テ
皆
採
リ
帰
ル
因
ッ
テ
採
尽
シ
テ
今
甚
稀
ナ

リ
」

当
時
、
西
駒
ケ
岳
に
コ
マ
ク
サ
が
あ
れ
ば
、
き
っ
と
関
連
の
記
事

も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
思
い
つ
つ
肝
心
の
『
木
曽
薬
譜
』

に
は
ま
み
え
る
こ
と
も
出
来
ず
に
東
京
か
ら
帰
り
、
夢
は
次
第
に
木

曽
路
へ
と
飛
ん
だ
。

薬
の
事
だ
か
ら
最
初
に
、
先
ず
木
曽
の
製
薬
会
社
へ
尋
ね
て
見
た

が
駄
目
で
、
長
野
県
薬
剤
師
会
へ
尋
ね
て
ご
覧
な
さ
い
と
教
え
ら

れ
、
こ
こ
で
は
『
長
野
県
薬
剤
師
会
百
年
史
』
と
い
う
本
の
あ
る
こ

と
を
教
え
ら
れ
、
今
度
は
町
内
の
薬
屋
さ
ん
か
ら
同
書
を
拝
借
し
て

見
た
が
、
新
し
い
事
実
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
木
曽
の
友
人
知
人
に
手
紙
や
電
話
で
種
々
問
い
合
わ
せ
て

見
た
。『
木
曽
薬
譜
』
の
こ
と
は
、『
木
曽
福
島
町
誌
』
に
も
発
見
で

き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
参
考
に
し
た
と
い
わ
れ
る
信
濃
教
育
会
出

版
部
編
『
明
日
を
築
い
た
人
々
』
に
「
薬
草
を
世
に
出
し
た
人
」
と

し
て
三
村
道
益
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き

た
。
こ
の
本
な
ら
ば
わ
が
書
架
に
も
あ
り
、
心
新
た
に
見
る
と

「
木
曽
の
山
の
中
に
生
え
て
い
る
九
〇
種
類
も
の
薬
草
の
絵
や
、

そ
の
草
の
薬
と
し
て
の
使
い
方
な
ど
を
書
い
た
そ
の
本
は
、
の
ち
に

『
木
曽
薬
譜
』
と
い
う
名
ま
え
で
世
の
中
に
発
表
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
、
日
本
で
も
有
名
な
本
だ
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
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て
い
た
。

そ
の
後
木
曽
大
桑
村
教
育
委
員
会
の
奥
村
氏
か
ら
『
木
曽
薬
譜
』

は
木
曽
に
は
無
い
よ
う
だ
が
、
木
曽
郷
土
館
に
は
江
戸
時
代
の
植
物

の
押
し
葉
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
『
木
曽
薬
譜
』
は
名
古
屋
の
蓬
左
文

庫
に
も
な
い
と
の
こ
と
な
ど
を
調
べ
て
、
教
え
て
も
ら
っ
た
。

な
お
勧
め
ら
れ
た
徳
川
林
政
史
研
究
所
へ
も
問
い
合
わ
せ
て
み
た

が
、
や
は
り
無
い
と
の
返
事
だ
っ
た
。

し
か
し
、
さ
ら
に
三
冊
の
本
か
ら
の
関
係
資
料
の
コ
ピ
ー
が
送
ら

れ
て
き
た
。

『
西
筑
摩
郡
誌
』
に
は
、
人
物
誌
に
三
村
道
益
の
墓
碑
銘
中
に

「
著
す
所
木
曽
薬
譜
若
干
巻
あ
り
家
に
蔵
す
」
と
あ
っ
た
が
他
に
は

触
れ
ず
、『
三
岳
村
誌
』
と
『
御
嶽
の
信
仰
と
登
山
の
歴
史
』
の
中

の
「
採
薬
登
山
」
の
項
は
、
と
も
に
生
駒
勘
七
氏
の
執
筆
で
木
曽
谷

の
本
草
学
と
御
嶽
の
事
に
種
々
触
れ
て
い
て
、
木
曽
福
島
郷
土
館
に

天
保
年
間
の
「
お
し
ば
帳
」
が
あ
る
こ
と
。
幕
府
や
尾
張
藩
の
薬
草

園
に
木
曽
か
ら
沢
山
の
薬
草
を
送
っ
て
い
る
こ
と
。
薬
草
採
取
に
江

戸
か
ら
丹
羽
正
伯
や
尾
張
藩
か
ら
水
谷
豊
文
な
ど
の
本
草
学
者
が
木

曽
へ
や
っ
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
い
ろ
い
ろ
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

木
曽
の
こ
う
し
た
環
境
の
中
か
ら
『
木
曽
薬
譜
』
三
巻
を
著
し
た

三
村
道
益
や
「
お
し
ば
帳
」
の
作
成
者
小
倉
為
助
な
ど
本
草
学
を
志

す
者
が
出
た
の
は
当
然
の
事
と
思
っ
た
が
、
三
村
道
益
に
つ
い
て
は

山
村
家
の
侍
医
の
家
に
生
ま
れ
、
尾
張
藩
儒
松
平
君
山
（
秀
雲
）
に

学
ん
で
い
る
こ
と
の
外
は
『
木
曽
薬
譜
』
に
つ
い
て
は
相
変
わ
ら
ず

幻
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
も
し
や
そ
の
「
お
し
ば
帳
」
に
コ
マ
ク
サ
が
、
と
の
想

い
に
駆
ら
れ
る
こ
と
久
し
く
、
そ
の
後
機
を
得
て
、
木
曽
福
島
郷
土

館
を
尋
ね
て
小
倉
為
助
の
「
お
し
ば
帳
」
を
親
し
く
拝
見
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
「
お
し
ば
帳
」
は
教
科
書
大
の
木
曽
谷
全
域
南
北
二
冊

の
内
の
北
一
冊
で
御
嶽
や
西
駒
ケ
岳
の
山
頂
近
く
の
高
山
植
物
も

あ
っ
た
が
、
コ
マ
ク
サ
は
無
か
っ
た
。

し
か
し
、
天
保
十
五
年
四
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
の
採
集
作
成
の

百
五
十
年
以
上
を
経
た
完
全
な
押
し
葉
に
対
し
て
は
、
感
慨
も
さ
ぞ

か
し
深
い
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。

そ
の
後
、
奥
山
氏
か
ら
は
昭
和
九
年
の
『
第
一
次
信
濃
』
の
中

に
、
木
曽
の
家
高
荒
次
郎
の
「
三
村
道
益
と
木
曽
薬
譜
」
の
論
文
を

発
見
し
た
か
ら
と
、
そ
の
コ
ピ
ー
が
送
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
論
文
で
「
山
村
氏
留
書
抜
粋
」
に
、
享
保
五
年
丹
羽
正
伯
の

薬
草
採
取
の
木
曽
巡
村
に
つ
き

「
主
と
し
て
山
岳
方
面
を
探
索
し
た
も
の
の
如
く
、
南
は
上
松
迄

で
、
九
月
二
日
正
伯
自
身
黒
沢
か
ら
御
岳
山
の
麓
三
里
程
奥
迄

行
っ
て
二
十
三
種
採
取
。
別
に
駒
ケ
岳
方
面
へ
は
随
行
の
野
呂
源

次
、
本
賀
徳
運
、
桐
山
太
右
衛
門
の
三
人
を
遣
わ
し
、
大
原
（
日
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義
村
）
に
於
い
て
五
十
六
種
、
そ
れ
よ
り
三
里
程
駒
ケ
岳
山
麓
を

攀
じ
て
十
二
、
三
種
を
採
取
し
、
六
日
荻
曽
を
経
て
奈
川
泊
り
で

稲
こ
き
へ
ぬ
け
て
い
る
。」

と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
上
伊
那
教
育
会
発
行
の
『
中
央
ア
ル
プ
ス
西

駒
ケ
岳
登
山
案
内
』
の
登
山
史
の
項
の
中
の
野
呂
源
次
の
こ
と
は
、

こ
れ
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

さ
ら
に
家
高
論
文
は
、
三
村
道
益
の
人
物
誌
に
も
ふ
れ
て
は
い
た

が
、『
木
曽
薬
譜
』
三
巻
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
書
木
曽
に
遺
ら
ず
、

徳
川
侯
爵
家
文
庫
に
第
一
巻
の
み
現
存
す
と
い
う
け
れ
ど
も
、
私
は

未
だ
み
せ
て
い
た
だ
く
機
を
え
て
い
な
い
」
と
あ
り
、
奥
山
氏
等
の

協
力
に
限
り
な
い
感
謝
は
抱
い
た
も
の
の
、
茅
野
氏
の
木
曽
へ
の
期

待
は
ま
た
頓
挫
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

再
び
『
木
曽
薬
譜
』
を
追
っ
て

や
が
て
退
職
し
て
家
に
い
る
身
と
な
り
、
生
活
も
し
だ
い
に
落
ち

着
い
て
ふ
た
た
び
よ
み
が
え
っ
て
来
た
の
は
、『
木
曽
薬
譜
』
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

県
立
図
書
館
も
だ
め
、
国
会
図
書
館
も
だ
め
、
し
か
し
未
だ
薬
学

部
付
属
図
書
館
な
ど
が
残
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、

国
公
立
大
学
な
ど
の
薬
学
部
に
こ
の
書
の
有
無
を
照
会
を
し
た
の
は

平
成
六
年
一
月
の
事
で
あ
っ
た
。

全
く
の
私
的
な
依
頼
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
近
く

の
返
答
を
戴
い
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
い
ず
れ
も
無
し
と
い
う
返
答

ば
か
り
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
辰
野
町
誌
編
纂
室
で
三
浦
孝
美
氏
か
ら
『
長
野
県
史
』

近
世
資
料
編
に
、
木
曽
と
高
遠
の
二
つ
の
『
産
物
書
上
帳
』
の
載
っ

て
い
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
尾
張
藩
の
「
享
保
年
中

谷
中
村
々
産

物
書
上

信
州
筑
摩
郡
木
曽
村
々
産
物
」
を
見
る
と
、
御
嶽
山
麓
の

大
滝
村
の
項
に
は
、
は
っ
き
り
と
「
一

駒
草
」
と
あ
り
、
コ
マ
ク

サ
の
自
生
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
享
保
二
十
年
十
一

月

高
遠
領
産
物
書
上
帳
」
に
は
草
類
列
挙
の
中
に
コ
マ
ク
サ
の
名

は
無
か
っ
た
。

再
び
駒
ケ
岳
の
植
物
調
査
誌
に

大
正
十
年
八
月
、
上
伊
那
郡
教
育
会
自
然
研
究
調
査
班
五
名
は
、

内
ノ
萱
か
ら
登
山
し
、
宝
剣
岳
を
越
え
て
極
楽
平
に
下
り
、
南
駒
ケ

岳
か
ら
オ
ン
ボ
ロ
沢
を
七
久
保
に
下
り
、
初
め
て
駒
ケ
岳
連
峰
の
完

全
縦
走
を
成
し
遂
げ
た
。

次
い
で
同
十
三
年
に
は
同
自
然
研
究
調
査
班
一
行
二
十
一
名
は
、

七
月
二
十
八
日
よ
り
八
月
三
日
ま
で
、
小
泉
秀
雄
氏
を
指
導
者
と
し

て
中
央
ア
ル
プ
ス
縦
走
植
物
調
査
を
実
施
し
た
。

こ
れ
ら
は
駒
ケ
岳
の
学
術
調
査
と
し
て
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
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た
。
こ
の
時
採
集
し
た
標
本
二
百
余
種
は
郷
土
館
に
保
存
さ
れ
て
い

る
し
、

ま
た
、
こ
の
時
の
西
駒
山
彙
植
物
目
録
は
、
そ
の
後
昭
和

八
年
か
ら
十
二
年
に
至
る
五
か
年
間
の
数
回
に
わ
た
る
調
査
記
録
を

も
加
え
て
「
木
曽
駒
ケ
岳
植
物
目
録
」
と
し
て
、
十
八
年
発
行
の

『
駒
ケ
岳
研
究

第
二
輯
』
に
編
集
さ
れ
報
告
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
時
の
中
堅
委
員
で
あ
っ
た
木
下
義
男
氏
が
克
明
に

綴
っ
た
調
査
記
録
は
、
翌
十
四
年
に
植
物
記
載
目
録
だ
け
は
小
泉
先

生
の
校
訂
を
受
け
て
あ
っ
た
が
、
全
て
は
長
ら
く
筐
底
に
眠
っ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
十
二
年
一
月
、
月
刊
『
伊
那
路
』
が
創
刊
さ
れ
る
と
、
そ

の
編
集
委
員
で
あ
っ
た
木
下
氏
は
、
時
節
到
来
と
大
正
十
三
年
の
旧

稿
を
「
中
央
ア
ル
プ
ス
縦
走
植
物
調
査
概
況
」
と
題
し
て
八
・
九
月

号
に
発
表
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
初
期
の
『
伊
那
路
』
十
巻
は
、
昭
和
六
十
一
年
に
復

刻
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
復
刻
版
の
木
下
氏
の
長
い
調
査
記
録
の

中
に
茅
野
氏
は
、
実
に
思
い
が
け
な
い
記
述
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ

た
。「

天
水
岩
か
ら
尾
根
を
伝
っ
て
中
箕
輪
小
学
校
生
徒
遭
難
記
念
碑

に
黙
祷
を
捧
げ
濃
ケ
池
に
向
か
っ
た
。
コ
マ
ク
サ
・
ク
ロ
ユ
リ
・

ヒ
メ
ウ
ス
ユ
キ
ソ
ウ
・
キ
バ
ナ
ノ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
四
品
種
絶
対
禁

止
の
制
札
が
立
っ
て
い
た
の
で
一
同
に
も
注
意
を
願
っ
て
歩
を
進

め
る
。」

こ
れ
に
は
全
く
驚
い
た
。

①

駒
ケ
岳
の
今
ま
で
の
植
物
調
査
目
録
に
自
生
が
認
め
ら
れ
て
い

な
い
コ
マ
ク
サ
が
、
営
林
署
で
立
て
た
制
札
の
採
集
禁
止
品
種
に

あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
調
査
記
録
（
自

大
正
九
年
至
昭
和
四
年
自
然
研
究
調
査
記
録
）
に
は
コ
マ
ク
サ
の

こ
と
は
何
も
書
い
て
な
い
こ
と
。

②

さ
ら
に
驚
い
た
こ
と
は
「
ヒ
メ
ウ
ス
ユ
キ
ソ
ウ
の
豊
富
な
の
に

一
同
眼
を
見
張
る
」
と
か
「
雲
海
、
さ
て
は
ヒ
メ
ウ
ス
ユ
キ
ソ
ウ

の
群
落
に
、
蓋
し
カ
メ
ラ
日
和
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。」
な
ど

と
記
し
、
ク
ロ
ユ
リ
や
キ
バ
ナ
ノ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
に
つ
い
て
は
観
察

の
時
点
で
、
他
の
植
物
と
一
緒
に
書
い
て
、
特
記
し
て
い
な
い
こ

と
。
等
々
不
思
議
に
思
わ
れ
る
こ
と
多
々
で
は
あ
る
が
、
営
林
署

で
コ
マ
ク
サ
の
名
の
あ
る
制
札
を
立
て
て
い
る
こ
と
は
、
大
正
十

三
年
当
時
に
は
コ
マ
ク
サ
が
自
生
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
、
そ

れ
と
は
別
に
こ
の
制
札
は
西
駒
ケ
岳
だ
け
に
限
ら
ず
、
高
山
植
物

保
護
の
た
め
方
々
の
高
山
へ
も
一
斉
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
の
か
、
制
札
へ
の
思
い
は
す
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
行
き
詰
ま
っ

て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
こ
れ
ま
で
次
か
ら
次
へ
と
、
多
く
の
人
々
の
協
力
を
仰
ぎ

な
が
ら
何
年
に
も
わ
た
っ
て
追
い
求
め
て
き
た
コ
マ
ク
サ
の
古
典
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は
、
文
字
ど
お
り
の
追
求
、
追
究
、
追
窮
の
ま
ま
、

①

矢
田
部
標
本
に
信
州
駒
ケ
岳
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
果
た
し
て

西
駒
ケ
岳
の
こ
と
か
。

②

採
集
禁
止
品
目
に
コ
マ
ク
サ
の
名
の
見
え
た
大
正
十
三
年
の
営

林
署
の
制
札
は
西
駒
ケ
岳
に
限
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
か
。

な
ど
の
二
点
か
ら
、「
自
生
↓
乱
採
集
↓
絶
滅
？
」

「
で
も
コ
マ
ク
サ
は
西
駒
ケ
岳
に
は
自
生
し
て
い
な
か
っ
た
、
と

私
は
学
ん
で
き
た
」
と
の
執
念
を
捨
て
切
れ
ず
に
、
何
と
も
決
し
き

れ
な
い
も
ど
か
し
さ
の
ま
ま
、
そ
の
古
典
探
求
の
最
後
は
、

「
生
物
の
生
命
現
象
を
研
究
し
て
行
く
の
に
、
自
分
は
歴
史
的
な

物
の
見
方
や
考
え
方
が
欠
如
し
て
い
た
」
と
の
深
い
自
己
反
省
と
、

「
も
と
も
と
な
か
っ
た
所
に
植
物
を
植
え
る
と
か
、
同
じ
も
の
で

あ
れ
ば
、
何
処
の
も
の
で
も
よ
い
と
い
う
よ
う
な
自
然
へ
の
接
し
方

は
、
真
に
自
然
に
親
し
む
者
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
の
厳
し
い

自
戒
を
も
っ
て
結
び
と
し
て
い
る
。

茅
野
氏
の
研
究
意
欲
の
た
く
ま
し
さ
や
追
求
の
根
気
強
さ
に
は
研

究
者
の
亀
鑑
と
し
て
敬
服
の
極
み
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
過
程
に
お

い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
研
究
機
関
や
い
ろ
い
ろ
な
人
々
の
協
力
の
賜
物

の
多
か
っ
た
こ
と
に
も
驚
く
。

ま
た
研
究
資
料
は
、
思
い
が
け
な
い
身
近
に
も
有
る
こ
と
な
ど
を

教
え
ら
れ
、
誠
に
心
こ
こ
に
有
ら
ざ
れ
ば
見
れ
ど
も
見
え
ず
、
聞
け

ど
も
聞
こ
え
ず
で
あ
る
。

茅
野
氏
の
コ
マ
ク
サ
の
古
典
の
追
求
は
こ
れ
で
終
わ
る
こ
と
な
く

ま
だ
ま
だ
続
く
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
問
題
は
生
命
現
象
に
か
か

わ
る
一
研
究
者
の
研
究
方
法
の
自
己
反
省
や
植
物
栽
培
に
つ
い
て
の

自
戒
で
終
わ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

長
野
県
は
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
西
駒
ケ
岳
を
中
心

と
し
た
中
央
ア
ル
プ
ス
一
帯
の
自
然
を
保
護
す
る
た
め
に
県
立
公
園

第
一
号
に
指
定
し
て
い
る
。
以
来
半
世
紀
が
過
ぎ
て
い
る
の
に
、
地

元
で
は
こ
の
自
然
公
園
に
関
す
る
認
識
も
関
心
も
全
く
見
ら
れ
な
い

の
が
、
今
回
の
コ
マ
ク
サ
再
生
の
一
件
と
い
え
よ
う
。

県
立
公
園
指
定
区
域
を
持
つ
市
町
村
の
観
光
案
内
に
中
央
ア
ル
プ

ス
県
立
公
園
の
記
載
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
最
近
の
大
作
『
伊
那
谷
の

自
然
』
に
さ
え
中
央
ア
ル
プ
ス
県
立
公
園
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
語

さ
え
見
え
な
い
。
誠
に
ナ
ン
セ
ン
ス
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

観
光
一
点
張
り
で
な
く
、
県
立
公
園
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
今
こ
そ

中
央
ア
ル
プ
ス
一
帯
の
自
然
の
保
護
と
利
用
に
努
め
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。
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お
わ
り
に

郷
土
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
と
、
登
山
や
観
光
だ
け
の
駒
ケ

岳
で
は
な
く
、
郷
土
の
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
駒
ケ
岳
が
関
係

し
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
歴
史
の
古
さ
に
驚
く
。

中
学
生
の
頃
、
時
折
に
上
伊
那
学
生
団
の
「
流
る
る
河
は
一
百

里
、
聳
ゆ
る
山
は
数
千
尺
」
を
唄
っ
た
り
、「
駒
ケ
岳
巍
々
然
と
し

て
四
時
白
皚
々
、
天
竜
河
溶
々
乎
と
し
て
長
へ
に
滔
々
た
る
吾
が
郷

郡
」
な
ど
を
音
吐
朗
々
口
ず
さ
ん
だ
り
し
て
駒
ケ
岳
へ
の
あ
こ
が
れ

は
自
然
と
高
ま
り
、
五
年
生
の
夏
に
は
つ
い
に
数
人
の
仲
間
と
一
泊

登
山
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
出

で
立
ち
で
家
人
に
は
随
分
と
心
配
を
か
け
た
が
、
雨
具
兼
用
の
花
ゴ

ザ
で
濃
ケ
池
の
雪
渓
を
滑
っ
た
こ
と
な
ど
懐
か
し
く
思
い
出
す
。

今
で
は
駒
ケ
岳
と
い
う
名
の
山
が
全
国
で
二
十
以
上
も
あ
り
、
関

係
市
町
村
で
駒
ケ
岳
サ
ミ
ッ
ト
も
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
か
ら
驚

く
。
駒
ケ
岳
と
い
う
名
前
に
何
か
特
別
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
思
っ

た
り
、
そ
の
中
で
一
番
の
本
元
は
伊
那
の
駒
ケ
岳
で
は
な
い
か
な
ど

と
こ
だ
わ
る
よ
う
に
な
り
、
駒
ケ
岳
の
頭
に
西
と
か
、
木
曽
と
か
、

区
別
の
た
め
に
い
ろ
い
ろ
着
け
て
呼
ぶ
の
も
苦
に
な
っ
た
り
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。

最
初
、
駒
ケ
岳
と
い
う
山
名
は
馬
と
一
緒
に
大
陸
か
ら
来
た
の
か

と
思
っ
た
が
、
中
国
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
。

た
ま
た
ま
昭
和
五
十
七
年
に
中
国
へ
の
研
究
旅
行
に
参
加
し
た
の

で
、
そ
れ
で
も
と
思
い
西
安
か
ら
敦
煌
ま
で
の
陸
路
は
案
内
人
に
特

に
頼
ん
で
馬
に
関
係
す
る
山
の
名
を
尋
ね
た
。
で
も
や
は
り
駒
ケ
岳

と
い
う
山
の
名
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。

た
だ
一
つ
、
嘉
峪
関

か

よ
く
か
ん

で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
嘉
峪
関
城
は
万
里
の

長
城
の
西
端
で
、
遠
く
南
方
に
は
雪
に
お
お
わ
れ
た
祁し

連れ
ん

山
脈
を
望

み
、
近
く
北
西
に
横
た
わ
る
黒
色
の
山
肌
の
山
脈
を
馬
し
ゅ
う
山
と

呼
ん
で
い
た
（「
し
ゅ
う
」
と
い
う
字
は
、
髟
の
下
に
宗
を
書
き
、

馬
の
た
て
が
み
の
こ
と
）。
山
容
や
山
肌
の
様
子
が
よ
く
似
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、
詳
し
い
こ
と
は
何
も
分
か
ら

な
か
っ
た
が
、
こ
の
地
と
馬
の
か
か
わ
り
を
思
わ
さ
れ
た
。

管
見
で
は
、
駒
ケ
岳
と
い
う
山
の
名
は
、
や
は
り
中
国
か
ら
来
た

も
の
で
は
な
く
日
本
独
自
の
も
の
と
な
っ
た
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
で
か
か
わ
っ
た

駒
ケ
岳
の
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
み
た
い
と
手
を
着
け
た
の
が
こ
の

小
冊
子
で
、
ま
と
ま
っ
た
内
容
で
は
な
い
の
で
題
名
は
「
駒
ケ
岳
も

の
が
た
り
」
と
し
た
。
し
か
し
こ
の
駒
ケ
岳
も
伊
那
側
の
こ
と
が
主

に
な
る
の
で
、「
ふ
る
さ
と
の
山
」
を
頭
に
付
け
た
。
し
か
し
、
こ
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の
ふ
る
さ
と
も
今
日
で
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
こ
と
が
多
く
な
っ

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
天
竜
川
上
流
地
域
の
駒
ケ
岳
に
就
い
て
書

い
て
み
た
こ
と
に
な
る
。

本
稿
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、
上
伊
那
郡
教
育
会
発
行
の
『
駒
ケ
岳

研
究
』（
第
一
輯

昭
和
十
五
年
・
第
二
輯

昭
和
十
八
年
）
に
終

始
お
世
話
に
な
っ
た
。

も
う
六
十
年
も
前
の
戦
時
中
発
行
の
小
冊
子
二
冊
で
は
あ
る
が
、

多
年
の
実
地
踏
査
と
学
界
の
研
究
と
を
重
ね
、
広
く
古
来
の
文
献
を

渉
猟
し
て
ま
と
め
上
げ
た
駒
ケ
岳
の
重
要
資
料
集
で
、
先
輩
各
位
の

学
究
に
対
し
て
は
敬
服
す
る
の
み
で
あ
る
。

小
著
『
駒
ケ
岳
も
の
が
た
り
』
は
、
ふ
る
さ
と
の
山
、
歴
史
の
山

を
語
る
に
は
余
り
に
も
さ
さ
や
か
で
内
心
忸
怩
た
る
も
の
が
あ
る

が
、
せ
め
て
馬
の
年
の
記
念
と
も
な
ら
ば
、
少
し
は
救
わ
れ
る
か
と

思
う
次
第
で
あ
る
。

（
平
成
十
四
年
三
月
）

【
参
考
文
献
】

『
吾
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鏡
』『
信
濃
史
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』
第
三
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（
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島
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』
中
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（
同
刊
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会

平
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）
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伊
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集
』
新
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伊
那
史
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叢
書
（
二
）（
伊
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史
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刊
行
会

昭
和
五
十
年
）

「
阪
本
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駒
ケ
岳
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記
通
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」
小
松

徹
（『
伊
那
路
』
第
十

六
巻
第
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昭
和
四
十
七
年
）

『
伊
那
志
略
』
蕗
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拾
葉
第
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（
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伊
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教
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』
新
編
信
濃
史
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叢
書
第
十
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（
信
濃
史
料
刊
行
会

昭
和
四
十
九
年
）

『
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集
伊
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』
古
歌
篇
（
池
田
寿
一
・
今
村
良
夫
・
村
沢
武
夫
編

昭
和
三
十
六
年
）

『
上
伊
那
誌
』
歴
史
篇
（
同
刊
行
会

昭
和
四
十
年
）

「
木
曽
駒
ケ
岳
」
二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
（
国
土
地
理
院

昭

和
五
十
二
年
）

『
岐
蘇
古
今
沿
革
志
』
武
居
正
次
郎
編
著
（
国
書
図
書
刊
行
会
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大
正
三
年
）

『
吉
蘇
志
略
』
栗
岩
英
治
譯
文
（
昭
和
九
年
）

『
木
の
下
蔭
』
蕗
原
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葉
第
九
輯
（
上
伊
那
郡
教
育
会

昭
和
十
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）

「
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書
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信
濃
史
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』
第
四
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刊
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会

昭
和
二
十
九

年
）

『
駒
ケ
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研
究
』
第
一
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（
上
伊
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郡
教
育
会

昭
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十
五
年
）

『
駒
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研
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第
二
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（
上
伊
那
郡
教
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会

昭
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十
八
年
）

「
コ
マ
ク
サ
の
古
典
を
追
っ
て
」
茅
野
益
穂
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伊
那
路
』
第
三
十

九
巻
第
四
・
六
号

平
成
七
年
）

「
阪
本
英
臣
の
駒
ケ
岳
見
聞
復
命
書
」
北
原
通
男
（『
伊
那
路
』
第

十
二
巻
第
十
二
号

昭
和
五
十
三
年
）

『
信
濃
奇
勝
録
』
新
編
信
濃
史
料
叢
書
第
十
三
巻
（
信
濃
史
料
刊

行
会

昭
和
五
十
一
年
）

『
信
濃
地
名
考
』
新
編
信
濃
史
料
叢
書
第
一
巻
（
信
濃
史
料
刊
行

会

昭
和
四
十
五
年
）

「
信
濃
毎
日
新
聞
」（
平
成
十
三
年
七
月
十
七
日
）

『
信
州
伊
奈
郡
郷
村
鑑
』
新
編
信
濃
史
料
叢
書
第
四
巻
（
信
濃
史

料
刊
行
会

昭
和
四
十
六
年
）

『
新
著
聞
集
』
日
本
随
筆
大
成
第
二
期
５
（
吉
川
弘
文
館

昭
和

四
十
九
年
）

『
諏
訪
大
明
神
畫
詞
』（
今
井
広
亀
著

昭
和
五
十
四
年
）

『
高
遠
記
集
成
』
蕗
原
拾
葉
第
十
一
輯
（
上
伊
那
郡
教
育
会

昭

和
十
三
年
）

『
長
野
県
史
』
通
史
編

第
四
巻
近
世
編
（
同
刊
行
会

昭
和
六

十
二
年
）

『
長
野
県
史
』
近
世
資
料
編

第
六
巻
中
信
地
方
（
同
刊
行
会

昭
和
五
十
四
年
）

『
長
野
県
史
』
近
世
資
料
編

第
四
巻
（
一
）
南
信
地
方
（
同
刊

行
会

昭
和
五
十
二
年
）

「
長
野
日
報
」（
平
成
十
三
年
七
月
十
七
日
）

「
早
太
郎
」『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』（
角
川
書
店

昭
和
六
十

二
年
）

『
蕗
原
拾
葉
』
第
八
輯
（
上
伊
那
郡
教
育
会

昭
和
十
二
年
）

『
蕗
原
拾
葉
』
正
巻
四
十
四
・
四
十
五
（
高
遠
町
図
書
館
所
蔵
）

『
箕
輪
町
誌
』
歴
史
編
（
同
刊
行
会

昭
和
六
十
一
年
）

『
箕
輪
町
の
石
造
文
化
財
』（
箕
輪
町
歴
史
研
究
会

平
成
十
二

年
）

『
宮
田
村
誌
』
上
巻
（
同
刊
行
会

昭
和
五
十
七
年
）
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駒 ケ 岳 年 表

738 天平10．1 信濃国、黒身白髦尾の神馬を献ずる（続日本紀）

801 延暦20 坂上田村麿、蝦夷征伐の途次伊那郡と諏訪郡の境大田切を

通過する（諏訪大明神畫詞）

816 弘仁 7 慈覚大師、藤宝寺（仲仙寺）を開創する（寺伝）

860 貞観 2 本聖上人、光前寺を開創する（寺伝）

1180 治承 4．9．10 甲斐の武田信義・一条忠頼等、伊那郡大田切郷之城に平家

の方人菅冠者を滅ぼす（吾妻鏡）

1336 建長 3 小井弖能綱の所領譲状の四至境に「こまかたけ」の山名が

二か所に見える（小出文書）

1591 天正19 天正検地帳に内ノ萱がみえる

慶長 6 牛首峠に初期中山道が開通する

1625 寛永 7 木食但唱上人、大田切川上流に草庵を結び石の地蔵を刻む

地蔵平や帰命山の名おこる

1648 正保 4 幕命により「信濃国絵図」ができ、また飯田藩主脇坂安元

が「信州伊奈郡之絵図」を作り、ともに駒ケ岳が記載され

る

1664 寛文 4 尾張藩の佐藤半太夫等、山村甚兵衛の案内で駒ケ岳の見分

を行う（この時山中で大きな馬を見たという噂話が生まれ

る）

1675 延宝 2 内ノ萱一帯が高遠藩家中新田として開発される

1690 元禄 3 松代藩主真田氏、幕命によって高遠領内の総検地を行うも

御立山、村山、百姓山共に「高山険阻故御検地に及ばず」

1696 9．6 木曽側の働きかけにより権兵衛街道が開削される

1710 宝永 7．閏 8 小出村の百姓等20人、権現山を経て濃ケ池に雨乞いの一泊

登山をする（駒ケ岳一覧記）

1711 正徳元 この頃、宮田村の杣人等、黒川入より本岳近くまで登る

（駒ケ岳一覧記）

1719 享保 4 木曽奈良井より北川藤太夫等、駒ケ岳の絵図作成のため登

山する



― 59 ―

1720 享保 5．9 幕命により薬草採集のため丹羽正伯が木曽巡村、随行の野

呂源次等が駒ケ岳方面にて採取する（山村氏留書抜粋）

1723 8．10 星野縫殿介、高遠領分郷村絵図を仕立る

1727 12． 宮田側三か村と上穂側二か村との大田切入紛争につき幕府

が双方入会と裁許する（横山文書）

1735 20 筑摩郡木曽村々産物書上、高遠領産物書上帳が出来る

1736 元文元 8．10 高遠藩郡代安藤太郎兵衛、小出村百姓等を率いて（113人）

三泊の見分の登山をなし、一覧記を作る（駒ケ嶽一覧記）

1740 5 関盛胤、『伊那温知集』を著す

1741 6 宮崎言周、『伊奈郷村鑑』を著す

1741 寛保元 藤沢川から大田切川迄の山麓の猪垣の再普請が行われる

青木昆陽、古書改めのため伊那に来る（上伊那誌歴史篇）

1749 寛延 2 神谷養勇軒、紀州藩主の命により『新著聞集』を著し「信

州駒が岳馬化して雲に入る」の話を載せる

1755 宝暦 5 三村道益、『木曽薬譜』を著し、これより木曽の薬草薬種

の名声世に高まる（第一次信濃 第３巻６号）

1756 6．8．6 高遠郡代阪本英臣、駒ケ岳見分のため宮田・小出村の人足

等（70人）を率いて宮田より登山して小出へ下山し、復命

書を作る（駒ケ岳見分復命書）

三村道益、藩主の命にて松平君山を迎えて木曽を案内する

この年代に大平峠開通する

1757 7 松平君山、尾張藩主の命により『吉蘇志略』を著す

1767 明和 4 吉沢好謙、『信濃地名考』を著す

1779 安永 8 上紀流、『木の下蔭』を著す

1784 天明 4．7．23 高遠藩郡代阪本天山、宮田・小出村から村役人・人足・石

工等（76人余）を率いて山見分をなし、勒銘石を刻み、

「登駒嶽記」を著す（登駒嶽記）

1792 寛政 4 『翁草』に駒ケ岳に関する記事あり

1794 6 光前寺の『仏薬証明犬不動霊験物語』ができる

1796 8 宮田村の小町谷文五郎と唐木五郎右衛門が宝剣岳に不動尊

像を祀る
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1799 寛政11．6．11 高遠藩郡代岡村十郎兵衛、総勢22人、地元人足50余人を引

き連れ横川山を見分し、経ケ岳に登る（横川山巡覧記）

1800 12 星野 山、『高遠記集成』を著す

1804 文化元 6．1 岡谷村の寂本行者、伊那木曽両側より駒ケ岳登山道を開く、

伊那側は内ノ萱、野田場、胸突、行者岩、峰伝い頂上へ

1811 8 寂本行者、宝剣岳の駒ケ岳大権現に鉄の錫杖を奉納する

1814 12 中村元恒、『伊那志略』を著す

寂本の弟子先明行者、伊那村に住み、講仲間を率いて小屋

敷から権現山、将棊頭山を経て頂上へ登山する

1818 文政元 6 江戸梅龍院法印講中、前年に引き続き登山し、濃ケ池一帯

の登山道に銅仏十三体を奉納し、山上にて護摩供養をなす

1819 2．7 梅龍院法師講中、濃ケ池・弁財天両社を建立する

1828 11．7 江戸善正院法印等、先年に続き再度登山して護摩供養をなす

1829 12 堀内元鎧、『信濃奇談』を著す

1832 天保 3 木曽須原宿より上穂村へ駒ケ岳新道開削の計画を持ち込む

も実現の運びとならず

8．5 宮田宿、駒ケ岳登下山口としてにぎわい、『駒ケ岳御尋書』

ができる

1834 5 井出道貞、『信濃奇勝録』を著す

1837 8 御子柴村の百姓等、濃ケ池にて雨乞いをする

9 俳人東朝軒亀伯、『駒ケ嶽詣』を著す

1842 13．8．3 中村元起、藩士３人と共に権現山を経て駒ケ岳に登頂し、

宮田村に下る（駒嶽紀游）

1843 14．7．19 田中甚庵、権現つるねを経て登山し『登山記』を著す

嘉永伊那の米講、結社され登山道の整備に努める

安政□ 9．4 木曽の武居用拙、駒ケ岳に登る（登山記）

1871 明治 4 大田切入が官有林となる

1875 8．7．25 官命により諸山に採薬中の田中芳男、飯島より山中二泊空

木岳に登る（信州諸山採薬記）（信濃 第53巻第２号）

1876 9 上殿島の那須環、門弟と共に駒ケ岳一泊登山をなす

1880 13．7．15 西伊那部学校生徒67名、内ノ萱より本岳に登り濃ケ池に一
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泊して下山（月桂新誌）

1881 明治14 英人ゴーランド、日本中部の三山並みをヨーロッパのアル

プスに因んで日本アルプスと総称する

その後、小島烏水が三山並みを北アルプス・中央アルプス・

南アルプスの三つに分称する

1886 19 伊那諏訪の米講信者、内ノ萱に駒ケ岳神社里宮を建立する

1889 22 原田豊吉、駒ケ岳を主峰とする山脈を木曽山脈と命名する

1891 24．8．12 英人ウエストン、木曽上松より駒ケ岳に登り、12時間で伊

那部に到着する 後『日本アルプスの登山と探検』を著し

駒ケ岳を世界に紹介する

10．28 濃尾大地震あり、駒ケ岳に崖崩れあり

1892 25．3 宮田村と諏訪形区講社所有の山頂の駒ケ岳神社へ寂本先明

教会が加盟し講社の活動を共にする

1894 27 陸地測量部、駒ケ岳に三角測量の撰点を設置する

1899 32 この頃上伊那郡下の高等小学校の駒ケ岳集団登山が始まる

1909 42 河野齢蔵・矢沢米三郎、植物採集のため宝剣岳より空木岳

へ縦走する

1911 44 陸地測量部、五万分の一地形図「赤穂」「伊那」を出版する

1912 45 内ノ萱において駒ケ岳開山百年祭が行われる

1913 大正 2．8．26 中箕輪尋常高等小学校高等科生徒等、駒ケ岳登山にて遭難

し校長外生徒等11名遭難死する

1914 3．8．15 上伊那郡教育会、駒ケ岳に遭難記念碑を建立する

岡谷における全国民謡大会で「おんたけやま」出演（羽広）

伊那電気鉄道、辰野から宮田を経て赤穂迄開通する

武居用拙の『岐蘇古今沿革誌』出版される

1921 10 上伊那郡教育会自然研究調査班５名、内の萱より宝剣岳、

極楽平、空木岳、南駒ケ岳、オンボロ沢を経て七久保に下

山し、完全縦走をする

1922 11 伊那電気鉄道株式会社、太田切発電所を建設する

13．7．27～8．3 まで 上伊那郡教育会自然研究調査班一行21名、中

央アルプス縦走植物調査をなす
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1931 昭和6．8．30 勒銘石保存建碑会、勒銘石保存記念碑を建設する

1933 8 伊那市余地に伊那節の碑建立

1935 10 東京帝大スキー山岳部員、宝剣岳、空木岳、南駒ケ岳の冬

期縦走に成功する

1940 15 上伊那郡教育会、『駒ケ岳研究』を編集発行する

1951 26 上伊那教育会、『西駒ケ岳登山案内』を発刊する

11．22 長野県、中央アルプス一帯の自然を保護するために県立公

園第一号に指定する

1958 33 中部電力株式会社、新太田切発電所を建設する

1960 35 伊那公園に伊那節発祥之地の碑を建立する

1962 37．12 明治末期に大芦に建てられた駒ケ岳神社里宮一の鳥居が内

の萱に移される

1967 42 中御所しらび平より千畳敷カールへロープウエイが開設さ

れ駒ケ根高原の観光開発が進む

1971 46 伊那市余地に民謡碑（伊那節の碑）建立（伊那節保存会）

1975 50．7 伊那中学校駒ケ岳登山隊、落雷に遭う

1976 51 新田次郎、『聖職の碑』を著し、次いで松竹映画「聖職の

碑」ができる

1978 53 駒ケ根営林署等、駒ケ岳にコマクサ再生のため種蒔きをす

る（『信毎』）

1977 55 伊那毎日新聞社、『伊那節のうた』を発行する

1979 57 中央アルプス太田切川流域の自然と文化総合学術報告書発

刊

1990 平成2 集団登山の地元中学生、西駒山荘脇にコマクサの苗2000本

を植える（『信毎』）

1995 7 集団登山の地元中学生、西駒山荘脇にコマクサの苗を植え

る以後、 伊那地区高山植物保護対策協議会による再生

・増殖活動は、自然増殖に任せ経過を見守る（『信毎』）

茅野益穂、「コマクサの古典を追って」を発表する（『伊那

路』第459・461号）

2001 13 コマクサの群落、西駒山荘付近に花咲き誇る（『信毎』）
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「語りつぐ天竜川」の発刊にあたって

南アルプス、中央アルプスの高峰にはさまれて、伊那谷を北から南へ貫流

する天竜川。その流域では、あり余るほどの自然の恩恵に浴して、人々は豊

かな暮しを育んでいます。しかし、名にし負う“暴れ天竜”は、ひとたび豪

雨が見舞えば、日々の穏やかな表情を一変し、猛々しい牙を き、人々の暮

しを脅かしてきました。

天竜川上流工事事務所では、天竜川が“母なる川”として優しい微笑をた

たえ続けて欲しいと願う人々の切なる気持ちに応えるため、半世紀にわたり、

地域の人々の多大なご協力のもと、自然の脅威と闘いながら河川改修事業や

砂防事業に取り組んできました。しかし、まだまだ危険な箇所は多く残され

ており、絶えず流域の変貌をみつめ、河川管理施設、砂防施設の整備と維持

を図っていかなければなりません。

平成９年には河川法の改正が行われ、これまでの「治水」・「利水」を主な

目的として進められてきた河川の整備及び管理は、新たに「河川環境の整備

と保全」を目的に加えるよう位置づけられました。また、地域の意見を反映

した河川整備の計画策定の手続きも創設され、地域の方々の意見を反映させ

た河川整備の推進が求められる時代になってきています。この地域の方々の

意見を採り入れる際には、この天竜川流域に暮らす人々が長い歴史の中で育

んできた風土や自然環境といった、基本的な事項について我々行政も理解を

深めることが重要と考えています。

「語りつぐ天竜川」は、こうした考え方に立ち、天竜川に関する地域の知

見や経験を収集し、広く地域共有の知識とすることにより、地域の方々に天

竜川に対する認識を深めていただき、よりよい天竜川を築いていくことに役

立てたいと思い発刊するものです。昭和61年度に初版を発刊してから早16年

を迎え、今回の発刊を合わせて55巻になります。これも偏に天竜川を愛する

地域の方々、その気持ちに答えようとお忙しい中ご協力いただいた執筆者の

方々の賜物です。

なおご執筆頂いた方々には、自由な立場からお考えを披瀝して頂いていま

すので、国土交通省の見解とは異なる場合がありますことを付言します。

国土交通省中部地方整備局天竜川上流工事事務所

所 長 浦 真
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