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平
成
十
六
年
一
月
二
十
五
日
に
大
町
市
木
崎
湖
周
辺

で
'
二
月
十
四
日
に
豊
科
町
犀
川
光
ダ
ム
湖
で
探
鳥
会
を

開
催
い
た
し
ま
し
た
｡
こ
れ
は
財
団
法
人
自
治
総
合
研
究

セ
ン
タ
ー
平
成
十
五
年
度
コ
ミ
ユ
ニ
一
才
助
成
事
業
(
青
少
年

健
全
育
成
助
成
事
業
)
で
す
｡
両
日
併
せ
て
の
べ
子
供
二
八

名
･
大
人
二
三
名
の
計
五
一
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
｡

木
崎
湖
で
は
水
鳥
九
種
を
含
む
二
六
種
､
犀
川
光
ダ
ム

湖
で
は
水
鳥
一
五
種
を
含
む
一
人
種
の
野
鳥
を
観
察
し
ま

し
た
｡
木
崎
湖
と
犀
川
と
で
は
観
察
で
き
る
野
鳥
の
種
類

が
異
な
り
ま
す
｡
光
ダ
ム
湖
は
人
に
よ
っ
て
餌
付
け
を
さ

れ
て
い
る
場
所
で
あ
り
'
こ
こ
で
多
く
見
る
こ
と
の
出
来

る
オ
ナ
ガ
ガ
モ
等
は
木
崎
湖
で
は
ほ
と
ん
ど
観
察
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
｡
逆
に
木
崎
湖
に
多
く
見
ら
れ
る
オ
オ

バ
ン
や
ヨ
シ
ガ
モ
等
の
種
は
､
光
ダ
ム
湖
で
は
個
体
数
が

少
な
い
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
｡
ま
た
､
光
ダ
ム
湖
付
近
に

分
布
し
て
い
る
カ
ワ
ウ
は
木
崎
湖
で
は
全
く
見
る
こ
と
が

出
来
ま
せ
ん
｡
こ
の
よ
う
に
水
鳥
の
分
布
の
違
い
や
､
種

に
よ
り
人
間
と
の
関
係
を
含
め
'
異
な
っ
た
環
境
を
好
む

こ
と
を
二
回
の
観
察
会
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
｡
光
ダ
ム
湖
で
は
非
常
に
近
距
離
で
コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
等
多

く
の
水
鳥
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
､
特
に
年
少
の
子
供

た
ち
が
皿
味
を
持
ち
楽
し
め
た
よ
う
で
し
た
｡

ま
た
､
そ
ろ
そ
ろ
水
鳥
の
北
へ
の
渡
り
(
北
帰
行
)
が
始

ま
る
こ
と
か
ら
'
同
種
ご
と
の
集
団
化
が
始
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
や
'
一
見
ば
ら
ば
ら
に
見
え
て
も
､
ほ
と
ん
ど
の

個
体
が
つ
が
い
で
行
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
観
察
で
き
ま

し
た
｡こ

の
観
察
会
は
野
鳥
観
察
の
ほ
か
'
広
/
主
自
然
に
つ
い
て

学
び
､
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す

雪
の
中
に
飛
び
込
ん
で
み
た
り
'
雪
の
上
に
残
さ
れ
た
動

物
の
足
跡
を
探
し
た
り
､
周
囲
の
林
で
冬
の
植
物
の
過
ご

し
方
､
冬
芽
､
昆
虫
の
越
冬
な
ど
に
つ
い
て
の
話
を
聞
き
､

実
際
に
触
っ
て
み
た
り
す
る
こ
と
を
通
し
て
､
楽
し
み
な

が
ら
環
境
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
学
豊
富
只
)
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大
町
登
山
案
内
者
組
合
の
は
じ
ま
り
(
請
)

関

　

　

　

悟

　

志

は
じ
め
に

平
成
十
四
年
十
月
五
日
か
ら
十
二
月
十
五
日
に
大
町
山

た

い

ざ

ん

か

ん

も

も

せ

し

ん

た

ろ

う

岳
博
物
館
で
開
催
し
た
企
凹
展
｢
野
山
館
と
白
瀬
慎
太
郎
｣

に
お
い
て
､
｢
大
町
登
山
案
内
者
組
合
｣
と
い
う
ひ
と
つ
の

区
画
東
,
B
け
､
結
成
当
時
か
ら
初
期
の
山
案
内
人
を
っ
の

写
真
や
山
道
具
な
ど
の
資
料
を
展
示
し
た
ほ
か
､
彼
ら
に

ま
つ
わ
る
逸
話
を
紹
介
し
た

過
去
'
当
館
で
山
案
内
人
に
焦
古
を
あ
て
て
行
っ
た
企

画
展
示
は
昭
和
四
十
九
年
(
一
九
七
四
)
度
に
開
催
し

た
大
町
市
文
化
祭
時
の
企
画
展
｢
歴
史
に
見
る
大
町
登
山

ロ
ー
針
ノ
木
崎
⊥
が
あ
る
こ
の
と
き
の
展
示
概
略
と

一
部
資
料
に
関
し
て
は
､
荒
井
今
朝
一
氏
が
｢
大
町
口
登

山
案
内
人
抄
録
｣
と
題
し
て
本
誌
上
【
註
1
】
で
紹
介
し
て

い
る
｡
大
町
登
山
案
内
者
組
合
の
概
略
や
初
期
の
山
案
内

人
の
姿
な
ど
に
つ
い
て
は
す
で
に
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
'
こ
こ
で
典
7
回
の
展
示
を
通
じ
て
調
べ
た
文
献
や

大
町
山
岳
博
物
館
所
蔵
な
ら
び
に
個
人
所
蔵
の
資
料
や
関

係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
を
も
と
に
し
て
､
次
の
点
に
関
し

て
述
べ
た
い
｡
L
　
大
正
･
昭
和
初
期
の
登
山
事
情
2
.

山
案
内
人
と
大
町
登
山
案
内
者
組
合
､
3
.
山
案
内
人
の

仕
事
'
4
.
山
案
内
人
の
横
顔
｡

ま
ず
､
大
町
登
山
案
内
者
組
合
の
結
成
か
ら
現
在
に
い

た
る
ま
で
の
流
れ
を
確
認
し
た
い
｡

大
町
登
山
案
内
者
組
合
は
大
正
六
年
(
一
九
一
七
)
六

月
､
百
瀬
慎
太
郎
が
主
唱
し
て
大
町
に
設
立
さ
れ
た
｡
設

立
時
の
組
合
員
は
二
二
名
｡

昭
和
十
六
年
(
一
九
四
一
)
に
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
す

る
と
'
こ
の
こ
ろ
か
ら
山
に
登
山
者
の
姿
を
見
つ
け
る
の

も
難
し
く
な
り
､
組
合
は
一
時
休
業
状
態
と
な
る
｡
昭
和

十
八
年
六
月
に
は
野
山
館
が
廃
業
｡
昭
和
二
十
年
八
月
に

終
戦
を
迎
え
た
後
､
し
ば
ら
く
す
る
と
山
へ
登
山
者
が
戻

り
た
し
て
案
内
人
も
再
び
活
躍
の
場
を
得
る
が
､
昭
和
二

十
四
年
三
月
に
慎
太
郎
が
亡
く
な
り
'
組
合
は
岐
路
に
立

つ
｡
結
果
､
同
年
六
月
に
組
合
員
二
名
で
新
た
な
組
合

長
の
も
と
に
組
合
存
続
を
決
定
す
る
｡

昭
和
三
十
年
代
に
入
る
と
登
山
を
取
り
巻
く
諸
環
境
も

整
備
･
充
実
し
個
人
山
行
を
中
心
に
蕪
案
内
無
人
夫

登
山
｣
が
王
流
に
な
っ
て
い
く
｡
そ
の
後
､
何
度
か
組
合

長
が
代
わ
り
な
が
ら
活
動
は
続
い
た
｡
そ
し
て
､
平
成
六

午
(
一
九
九
回
)
に
規
約
を
改
正
し
'
組
合
員
二
一
名
に

よ
っ
て
再
出
発
が
切
ら
れ
､
そ
の
際
に
会
の
名
称
は
｢
大

町
登
山
案
内
人
組
合
｣
に
定
め
ら
れ
た
｡
平
成
九
年
に
は

八
〇
周
年
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
'
現
在
に
い
た
っ
て
い

る
｡
需
2
】

-
 
｡
大
正
･
昭
和
初
期
の
登
山
事
情

大
町
登
山
案
内
者
組
合
が
結
成
さ
れ
た
当
時
の
登
山
事

情
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
S
O

明
治
時
代
に
は
じ
ま
り
を
見
せ
た
日
本
の
近
代
的
な
登

山
は
､
大
正
時
代
に
入
る
と
さ
ら
に
そ
の
裾
野
を
広
げ
る
｡

明
治
四
十
年
(
一
九
〇
七
)
､
白
馬
岳
頂
上
の
石
室
に
山

小
屋
が
併
設
さ
れ
て
か
ら
､
大
正
初
期
ま
で
に
北
ア
ル
プ

ス
で
は
次
々
と
山
小
屋
が
開
設
宝
わ
た
｡
ま
た
'
大
正
二

午
(
一
九
一
三
)
に
は
陸
地
測
量
部
に
よ
っ
て
`
北
ア
ル

プ
ス
部
分
の
五
万
分
の
一
地
形
図
が
発
行
さ
れ
る
｡

大
正
初
め
に
H
_
'
北
ア
ル
プ
ス
の
各
方
面
へ
の
登
山
口

を
持
つ
大
町
に
も
重
恩
な
ど
か
ら
の
登
山
者
が
増
加
し
た
｡

当
時
､
重
恩
方
面
普
決
河
へ
の
交
通
手
段
は
､
列
車
を

乗
り
継
い
で
篠
ノ
井
線
明
科
駅
ま
で
来
て
､
明
科
か
ら
大

町
ま
で
お
よ
そ
二
〇
血
の
道
程
は
､
ガ
タ
馬
車
と
か
円
太

郎
馬
車
と
呼
ば
れ
た
乗
合
馬
車
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
大
正
五
年
に
松
本
･
大
町
間
の
軽
便
鉄
道
と
し

て
信
濃
鉄
道
が
開
通
し
た
ほ
か
'
自
動
車
盆
白
及
に
よ
り
'

乗
合
馬
車
は
昭
和
初
め
に
明
科
･
大
町
間
か
ら
姿
を
消
す

こ
と
と
な
ウ
匂
【
註
3
】

(
-
)
日
本
の
近
代
登
山
の
黎
明

で
は
､
前
述
の
よ
う
な
時
代
に
い
た
る
以
前
､
明
治
期

の
登
山
事
情
は
果
た
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

そ
の
流
れ
を
見
て
み
た
い
｡

明
治
維
塑
別
後
'
国
内
で
は
新
し
い
目
的
や
志
向
の
登

山
が
行
わ
れ
は
じ
め
る
｡
そ
れ
ま
で
は
狩
猟
･
漁
労
･
採

集
'
信
仰
､
垂
事
的
春
日
的
で
の
登
山
が
主
で
あ
っ
た
が
､

い
わ
ゆ
る
窒
雇
い
外
国
人
ら
に
よ
る
調
査
や
趣
味
の
登
山
､

西
洋
流
の
知
識
京
伝
得
し
た
日
本
の
目
映
雑
学
者
に
よ
る

学
術
登
山
､
政
府
に
よ
る
測
量
登
山
`
教
養
人
に
よ
る
探

検
登
山
な
ど
､
様
々
な
人
々
に
よ
る
多
様
な
目
的
の
日
本

に
お
け
る
近
代
的
な
登
山
が
富
士
山
や
北
ア
ル
プ
ス
な
ど

で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡

や
が
て
登
山
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
や
山
岳
美
の
魅
力

が
書
物
な
ど
で
広
く
一
般
に
伝
え
ら
れ
る
と
､
さ
ら
に
登

山
者
が
増
加
し
､
登
山
環
境
の
整
備
･
充
実
が
時
代
の
要

請
と
な
っ
て
い
っ
た
｡
【
註
3
】

こ
こ
で
明
治
末
こ
ろ
に
お
け
る
登
山
の
一
例
を
伝
え
る

逸
話
を
紹
介
し
た
い
｡

L
J
な
べ
じ
ゆ
う
じ

明
治
四
十
三
年
(
一
九
一
〇
)
夏
､
園
部
重
治
【
註
4
】

は
有
峰
か
ら
ザ
ラ
峠
､
針
ノ
木
峠
を
越
え
て
大
町
へ
抜
け

よ
う
と
い
う
山
旅
を
計
画
す
る
｡
こ
の
と
き
用
意
し
た
物

は
､
テ
ン
上
代
わ
り
の
油
紙
'
十
分
な
食
糧
と
寝
具
､
そ

れ
と
な
ん
と
一
本
の
日
本
刀
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
護
身
用

に
持
っ
て
い
く
よ
う
に
と
父
が
よ
こ
し
た
も
の
で
'
親
を

心
配
さ
せ
な
い
た
め
に
と
田
部
は
山
行
中
に
携
え
る
こ
と

き

ご

ざ

に
す
る
｡
道
中
'
人
目
に
つ
く
里
で
は
刀
を
董
典
麗
に
包

み
､
山
中
で
は
腰
に
ぶ
ら
下
げ
て
歩
い
た
と
い
う
｡
こ
の

山
旅
の
出
発
前
'
田
部
が
参
考
の
た
め
に
目
に
し
た
当
時

の
陸
地
測
量
部
二
〇
万
分
の
一
地
形
図
の
右
下
に
は
｢
本

図
は
精
確
な
る
材
料
に
よ
っ
て
調
整
せ
し
も
の
に
あ
え
ず
､

故
に
二
〇
万
帝
国
図
成
る
上
は
廃
止
す
べ
き
も
の
な
り
｣

と
の
注
意
書
き
が
小
文
字
で
書
か
れ
､
架
空
の
山
名
も
数

多
く
記
載
さ
れ
て
お
り
､
信
州
･
飛
騨
･
越
中
の
山
岳
地

域
は
当
時
未
知
の
境
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
o
 
t
.
I
.
5
】

こ
う
し
た
当
時
の
状
況
を
考
え
る
と
'
田
部
の
父
親
が

帯
刀
を
す
す
め
た
の
も
､
あ
な
が
ち
大
け
さ
と
は
言
え
な

い
の
で
は
な
い
だ
る
つ
か
｡

ま
た
､
次
の
逸
話
か
ら
も
当
時
の
様
子
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
｡た

け
だ
ひ
さ
よ
し

明
治
三
十
八
年
夏
'
武
田
久
吉
【
註
6
】
は
山
仲
間
ら
と

と
も
に
'
八
ヶ
岳
経
由
で
明
科
か
ら
大
町
を
通
っ
て
白
馬

岳
登
山
を
行
っ
た
｡
そ
の
道
中
'
予
期
せ
ぬ
事
態
が
起
こ

る
｡
出
発
前
に
重
恩
か
ら
送
っ
て
あ
る
荷
物
を
明
科
駅
で

受
け
取
ろ
う
と
し
た
際
､
郵
送
し
た
は
ず
の
引
換
証
が
届

か
な
か
っ
た
た
め
に
荷
物
を
す
ぐ
に
手
に
で
き
な
か
っ
た

の
だ
｡
詳
細
な
事
情
説
明
を
し
た
上
､
証
人
を
立
て
､
拇

印
を
押
し
た
仮
受
取
証
を
渡
し
て
よ
う
や
く
落
着
す
る
｡

当
初
､
引
換
証
が
な
い
と
荷
物
は
渡
せ
な
い
と
い
う
明
科

駅
の
駅
員
の
対
応
に
久
喜
は
再
発
前
に
重
恩
の
信
濃
町

駅
か
ら
荷
物
を
発
送
し
た
時
､
明
科
と
い
う
駅
の
あ
る
こ

と
は
､
駅
員
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
の
所
に
､
知
己
が

あ
り
よ
う
筈
も
な
い
｣
と
も
ら
し
て
い
る
｡
【
註
1
】

明
科
駅
の
駅
員
蛙
所
定
の
手
続
き
に
準
じ
て
職
務
を
果

た
そ
う
と
し
だ
だ
け
か
と
思
う
が
'
重
恩
の
駅
員
は
明
科

駅
と
い
う
名
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
東
京

か
ら
大
町
方
面
へ
赴
く
旅
客
者
は
'
当
時
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
を
か
っ
を
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
3
.
は
た
ま
i
J
r
そ
の

駅
員
が
た
ま
た
ま
知
ら
な
か
っ
た
だ
け
な
の
S
o
こ
の
後
､

久
喜
ら
は
馬
車
に
て
大
町
へ
入
S
'
徒
歩
で
白
馬
方
面
へ

向
っ
て
い
る
｡

(
2
)
乗
合
馬
車

こ
の
事
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
明
科
･
大
町
間
璽
萎
口
馬
車

に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
た
い
｡

大
北
地
方
に
荷
馬
車
を
含
め
を
馬
車
が
姿
を
見
せ
る
の

は
明
治
十
八
年
(
一
八
八
五
)
の
こ
と
で
あ
る
そ
れ
以
前

の
乗
り
物
を
使
っ
た
人
や
荷
物
の
運
輸
は
､
人
力
車
と
牛

馬
に
よ
る
荷
車
が
主
で
あ
っ
た
｡
大
町
に
乗
合
馬
車
が
登

場
し
た
の
は
明
治
十
年
代
で
あ
り
､
明
治
十
年
代
末
に
は
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藤百柳力､

大
町
に
四
-
八
台
ほ
ど
の
荷
車
が
あ
っ
た
と
い
ゝ
㌔
【
註
8
】

当
時
空
襲
口
馬
車
は
明
科
か
ら
大
町
間
五
里
(
約
二
〇

h
)
　
の
交
通
機
関
と
し
て
､
大
町
方
面
へ
向
か
う
旅
行
･

登
山
者
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡
御
者
が
馬
を

駆
使
し
'
鉄
輪
が
ガ
タ
ガ
タ
と
音
を
立
て
る
様
子
か
ら
､

ガ
タ
馬
車
や
ト
テ
馬
車
な
ど
と
呼
ば
れ
た
｡
大
正
四
年

(
一
九
一
五
)
､
当
時
｢
大
阪
朝
日
漑
調
五
誌
措
叱
撞
い
て

い
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
･
思
想
家
の
長
谷
川
如
是
閑
(
本

名
萬
次
郎
)
は
明
科
か
星
雲
口
馬
車
で
大
町
へ
や
っ
て
き

て
市
街
地
を
通
り
野
山
館
へ
宿
泊
し
た
｡
如
是
閑
は
そ
の

と
き
の
様
子
を
こ
う
記
す
｡
r
R
夕
馬
車
が
吹
い
て
又
曝
っ

や
ふ
な
時
代
を
超
越
し
た
ラ
ッ
パ
の
音
と
車
輪
の
け
た
ゝ

ま
し
い
騒
音
を
響
か
せ
て
､
町
の
沈
ん
ぶ
究
土
気
に
一
時
恐

ろ
し
い
波
動
を
立
て
る
｡
｣
【
註
9
】

大
町
･
明
科
間
を
結
ん
だ
大
町
に
お
け
る
初
期
の
乗
合

馬
車
は
'
一
頭
立
て
で
乗
車
人
数
は
十
人
は
ど
そ
の
間

は
二
時
間
半
を
要
し
､
一
日
に
二
⊥
二
往
復
し
た
と
い
う
｡

料
金
は
明
治
二
十
五
年
こ
ろ
で
'
片
道
三
二
銭
ほ
ど
で
､

や
し
ろ

途
中
'
社
宮
本
と
池
田
の
二
ヶ
所
で
休
憩
し
'
宮
本
で
は

茶
代
と
し
て
一
人
一
〇
銭
を
取
っ
た
と
い
う
｡
大
町
で
最

初
に
乗
合
馬
車
に
よ
る
運
輸
を
は
じ
め
た
の
が
､
八
日
町

の
平
林
艶
市
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
神
栄
町
･
八
日
町
･
東

町
･
五
日
町
の
接
宕
交
善
…
巧
拙
境
に
車
庫
と
事
務
所

が
あ
S
'
こ
の
馬
車
の
発
着
所
は
立
場
と
呼
ば
れ
て
い
た
｡

【牲8】

一
方
､
明
治
十
年
代
末
の
大
町
に
賽
口
馬
車
と
と
も

に
乗
合
自
動
車
も
あ
り
､
そ
の
台
数
は
一
⊥
否
で
'
大

町
･
明
科
間
は
二
時
間
を
要
し
た
と
い
う
｡
【
注
e
l

北
安
曇
郡
内
の
車
両
数
推
移
か
ら
見
る
と
馬
車
は
明
治

末
か
ら
大
正
初
期
ま
で
に
絶
頂
を
迎
え
､
以
後
は
減
少
し

て
い
る
(
大
正
元
年
に
一
三
台
)
｡
大
町
市
内
の
み
を
見
て

も
､
昭
和
五
年
(
一
九
三
〇
)
に
は
自
動
車
が
二
八
両
に

達
し
'
一
方
､
乗
合
馬
車
や
荷
馬
車
は
こ
の
時
代
に
は
姿

を
消
し
た
｡
こ
れ
は
大
正
五
年
の
信
渡
鉄
道
松
本
･
大
町

間
開
通
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
【
註
8
】

2
"
山
案
内
人
と
大
町
登
山
案
内
者
組
合

山
案
内
人
と
は
登
山
者
が
望
む
登
山
を
安
全
か
つ
確
実

に
先
導
し
て
収
入
を
得
薯
で
'
登
山
案
内
者
J
B
翠
｡

初
期
の
案
内
人
は
登
山
者
の
荷
物
を
一
部
背
負
う
歩
荷
も

兼
ね
た
｡
そ
の
信
州
側
で
の
は
じ
ま
り
は
明
治
中
期
の
こ

と
で
､
登
山
者
に
請
わ
れ
､
山
の
地
理
な
ど
に
詳
し
い
地

や
家
う
ど

元
の
猟
師
な
ど
山
人
が
山
の
道
案
内
と
歩
荷
を
し
た
こ
と

に
あ
る
｡
一
方
､
富
士
山
や
立
山
な
ど
で
の
信
仰
登
山
に

お
い
て
は
古
く
か
ら
参
拝
の
た
め
盤
る
者
詑
繕
尋
す
る

者
が
お
り
､
登
拝
者
の
荷
物
を
運
び
上
げ
る
強
力
や
歩
荷

な
ど
と
呼
ば
れ
る
同
行
者
た
ち
が
い
た
｡
彼
ら
も
近
代
登

山
の
隆
盛
と
と
も
に
山
案
内
人
へ
と
姿
を
変
え
て
い
っ
た
｡

大
正
時
代
に
入
り
､
登
山
道
･
山
小
屋
･
地
図
な
ど
登

山
環
境
も
急
速
に
整
備
さ
れ
て
き
た
が
､
ま
だ
ま
だ
危
険

を
と
も
な
う
野
営
が
主
だ
っ
た
の
で
実
際
の
登
山
に
は

山
案
内
人
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
｡
北
ア
ル
プ
ス
各

方
面
へ
の
主
要
な
登
山
口
だ
っ
た
大
町
で
は
､
当
時
､
夏

期
中
心
に
山
案
内
人
の
需
要
が
鉄
道
の
開
通
な
ど
に
よ
る

登
山
者
の
急
増
に
よ
っ
て
急
速
に
高
ま
り
､
質
の
高
い
山

案
内
人
の
安
定
し
た
供
給
が
求
め
ら
れ
た
｡
こ
う
し
た
要

請
を
敏
感
に
と
ら
え
を
白
瀬
慎
太
郎
が
主
唱
し
て
大
正
六

午
(
一
九
一
七
)
に
大
町
登
山
案
内
者
組
合
が
設
立
さ

れ
､
山
案
内
人
の
資
質
向
上
な
ど
を
目
指
し
た
｡
設
立
時

の
組
合
員
は
二
二
名
で
あ
っ
た
｡
【
註
3
】

(
-
)
山
人
酸
渉

前
述
の
山
人
と
は
､
狩
猟
･
漁
労
･
採
集
の
た
め
に
山

へ
入
り
'
山
の
幸
を
得
て
い
た
者
を
こ
こ
で
は
さ
し
て
い

き
こ
り

る
｡
そ
の
多
く
は
山
里
に
住
む
猟
師
や
樵
な
ど
で
あ
る
｡

彼
ら
は
動
植
物
や
鉱
物
な
ど
山
岳
地
域
独
特
の
天
妖
資
源

を
得
る
た
め
､
奥
山
に
踏
み
入
っ
た
｡
北
ア
ル
プ
ス
後
立

山
連
峰
周
辺
を
生
活
圏
と
す
る
山
人
た
ち
も
'
峠
や
尾
根

を
越
え
'
高
瀬
雷
黒
部
の
谷
を
渡
り
'
カ
モ
シ
カ
や
ク
マ

を
捕
っ
た
り
､
イ
ワ
ナ
を
釣
っ
た
り
し
て
生
活
の
糧
と
し

て
い
な

余
談
に
な
る
が
､
山
人
を
｢
や
ま
ひ
と
｣
と
読
む
と
前

述
と
は
違
う
意
味
合
い
を
持
つ
よ
う
に
な
る
日
本
民
俗

洋
治
荻
で
､
日
本
山
真
裏
の
早
製
貢
で
も
あ
っ
た

や
ま
ひ
と

柳
田
国
男
は
自
著
『
山
の
人
生
〓
注
目
】
で
山
人
に
つ
い

て
記
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
､
山
人
と
は
山
男
･

や

ま

う

ば

お

お

ひ

と

山
姥
･
天
狗
･
大
人
な
ど
と
呼
ば
れ
る
山
中
に
暮
ら
す
異

形
の
者
の
総
称
を
い
う
と
い
う
｡
さ
ら
に
'
日
本
列
島
の

先
住
民
の
姿
を
そ
札
ら
に
想
定
し
て
い
る

閑
話
休
題
｡
百
瀬
慎
太
郎
は
｢
案
内
人
風
景
｣
【
註
=
)

の
中
で
｢
そ
れ
ら
の
案
内
た
ち
は
'
誠
に
愛
す
べ
き
純
朴

や
ま
う
ど

な
山
人
で
あ
っ
た
｣
と
述
べ
て
い
諦
+
そ
宮
の
案
内
た

ち
｣
と
は
猟
師
や
イ
ワ
ナ
釣
り
や
柵
大
の
は
&
'
陸
地
測

量
部
の
測
量
登
山
に
同
行
し
た
者
た
ち
で
あ
る
と
し
'
具

体
的
な
人
物
と
し
て
上
條
嘉
門
次
､
遠
山
品
右
衛
門
､
小

林
喜
作
､
横
沢
類
蔵
､
大
西
又
吉
の
名
を
挙
げ
て
い
る
｡

実
際
に
山
案
内
を
積
極
的
に
行
っ
た
か
ど
､
(
水
と
い
う
こ

と
壇
は
見
ら
れ
る
が
､
彼
ら
は
猟
な
ど
高
根
や

谷
を
顕
渉
し
て
い
た
こ
と
で
山
岳
の
地
形
･
地
理
に
通
じ
､

な
お
か
つ
山
中
で
の
生
活
に
も
長
け
て
い
た
た
め
に
､
登

山
客
を
案
内
す
る
能
力
が
備
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
｡

大
町
登
山
案
内
者
組
合
設
立
時
の
山
案
内
人
た
ち
の
中

核
は
す
で
は
明
治
末
の
測
量
登
山
に
同
行
し
た
経
歴
を
持

つ
若
干
名
か
ら
構
成
さ
k
'
そ
の
ほ
か
は
彼
ら
に
連
れ
ら

れ
て
猟
な
ど
を
手
伝
っ
た
り
測
量
登
山
で
荷
を
背
負
っ
た

り
し
て
山
を
知
っ
た
者
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
設
立
時
か
ら
の
山
案
内
人
で
あ
る
里
…
岩
直
吉

と
松
沢
由
蔵
は
中
核
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
伊
藤
菊
十
に
誘

わ
れ
て
組
合
に
参
加
し
た
と
い
い
電
1
r
戦
後
活
躍
し
た

山
案
内
人
の
桜
井
一
雄
は
大
西
又
吉
が
山
の
師
匠
で
あ
っ

た
と
い
う
電
霊
こ
の
よ
う
に
古
参
の
山
案
内
人
た
ち
の

中
に
は
'
山
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
と
山
を
共
に
歩
く
こ
と

で
山
を
覚
え
た
場
合
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

で
は
一
体
､
山
人
自
身
は
ど
の
よ
う
に
し
て
山
を
覚
え

た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
こ
に
は
名
も
な
い
山
人
た
ち
に
よ
っ

て
綿
々
と
蓄
積
さ
れ
た
山
で
の
経
験
･
知
識
や
工
夫
が
受

け
継
が
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
す
る
｡
そ
し
て
､
近

代
登
山
と
山
人
た
ち
が
遭
遇
し
た
時
代
に
居
合
わ
せ
た
の

が
､
裏
門
次
や
品
右
衛
円
空
亘
口
作
と
い
っ
た
今
に
名
を
残

す
山
人
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
$
0
彼
ら
は

確
か
に
超
人
的
な
逸
話
を
残
し
て
ほ
か
の
猟
師
た
ち
と
は

一
線
を
画
し
'
自
ら
の
力
で
山
に
生
活
の
場
を
切
り
開
い

た
と
い
う
面
も
大
い
に
あ
る
と
察
す
る
が
､
お
そ
ら
く
そ

し

ま

し

ま

お

お

い

で

の
根
底
に
は
島
々
(
現
安
曇
村
)
や
大
出
(
現
大
町
市

-

-

ヽ

｣

辛
)
や
牧
(
現
穂
高
町
)
と
い
っ
た
北
ア
ル
プ
ス
山
麓
の

出
身
地
に
継
承
さ
れ
た
｢
山
岳
文
化
｣
と
も
呼
べ
る
'
柵

や
猟
な
ど
に
関
す
る
｢
山
の
知
恵
｣
を
先
人
か
ら
受
け
継

い
で
い
た
と
考
え
る
｡

し
か
し
､
山
人
と
呼
ば
れ
た
人
々
が
自
ら
文
字
で
記
録

を
残
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
､
そ
れ
に
関
す
る
直
接
的

な
資
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
十
分
に
確
認
で
き
て
い
な
い
｡

そ
れ
ゆ
え
､
こ
こ
に
述
べ
た
山
人
の
姿
に
つ
い
て
は
あ
く

ま
で
推
測
の
域
を
出
て
い
な
い
｡
山
案
内
か
ら
少
し
そ
れ

た
話
題
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
､
山
人
と
日
本
の
近
代
的

な
山
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
後
別
の
場
で
考
え
て
み
た

い
｡
(
つ
づ
⊥

(
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
皇

【
註
1
一
荒
井
今
朝
-
著
｢
大
町
日
馬
山
案
内
人
抄
録
｣
｢
山
と
博
物
饉
第

1
9
巻
n
号
･
第
2
0
巻
1
号
･
岡
3
雲
一
九
七
四
､
七
五
)

【
謹
2
】
芙
町
山
案
内
人
組
合
創
立
0
0
周
年
記
念
誌
岳
と
と
も
に
先

達
〓
大
町
山
案
内
人
組
合
'
一
九
九
九
)

【
註
3
】
企
画
展
解
説
蕗
爵
山
館
と
百
瀬
慎
太
郎
岳
都
大
町
に
花
開
い

た
登
山
文
化
の
原
点
を
探
る
〓
大
町
山
岳
博
物
館
､
一
一
〇
〇
二
)

の
韮
者
歌
謡
部
分
よ
り
抜
粋
し
､
一
部
訂
正
･
加
範
し
た
｡

【
註
4
】
園
部
重
治
(
.
八
八
四
～
一
九
九
二
)
英
文
学
者
｡
富
山
県
出
身
｡

東
京
帝
国
大
学
英
文
科
卒
｡

【
註
5
】
園
部
重
治
蕃
｢
わ
が
山
旅
五
十
年
〓
桃
源
社
､
一
九
六
四
)

【
註
6
】
武
田
久
喜
(
一
八
八
三
～
.
九
七
三
東
京
出
身
｡
英
国
公
使

E
･
M
･
サ
ト
ウ
を
父
に
持
つ
｡
重
恩
外
国
語
学
校
卒
｡
植
物

学
者
｡
理
学
博
士
｡

【
註
7
】
武
田
久
喜
著
明
治
の
山
旅
｣
(
創
文
社
二
九
七
-
)

【
註
8
〓
大
町
市
些
第
4
巻
近
代
･
現
代
(
第
2
革
3
節
)
(
大
町
市
､

一
九
八
五
)

【
註
9
】
長
谷
川
如
展
開
著
｢
ガ
タ
馬
車
常
時
の
大
町
二
大
町
案
内
｣
　
(
ア

ル
プ
ス
郷
土
社
､
一
九
二
七
)

審
理
太
郎
薯
｢
山
の
憶
い
出
〓
龍
星
閣
､
一
九
四
一
)

田
国
男
著
市
の
人
位
｣
(
郷
土
研
究
社
∴
九
二
六
)

瀬
慎
太
郎
藷
｢
案
内
人
風
塁
｢
文
馨
春
秋
｣
(
一
九
≡
)
(
近

信
行
編
『
山
の
旅
大
正
･
昭
和
堕
(
岩
波
書
店
､
二
〇
〇
三
)

収
録
)

【
註
里
瓜
生
卓
遺
著
焉
お
ま
ち
物
董
(
山
と
渓
谷
二
九
七
六
)
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歌
に
読
む
百
瀬
慎
太
郎
の
心
情
(
後
)

峯

　

村

　

　

　

隆

そ
の
後

な
り
は
ひ
を
廃
め
て
佗
居
の
静
け
さ
に

籠
り
て
何
か
足
ら
ぬ
寂
し
さ

移
り
住
む
こ
の
小
さ
き
家
に
燕
の

来
り
巣
く
は
ず
何
か
淋
し
き

思
ふ
事
な
し
た
ヾ
一
人
ゐ
て
山
小
屋
の

墟
辺
の
椅
火
見
つ
､
あ
が
な
く

ま
な
か
ひ
に
初
雪
の
山
を
倣
さ
見
つ

思
は
ず
歩
み
止
め
つ
､
居
り

(
昭
和
十
九
年
`
五
十
一
歳
)

昭
和
十
九
年
　
□
雪
の
立
山
･
針
ノ
木
峠
を
大
正

十
二
年
に
共
に
越
え
た
盟
友
･
伊
藤
孝
一
が
三
月
に

松
本
へ
疎
開
九
月
､
伊
藤
と
戸
隠
参
詣
□
十
月

山
の
画
家
で
最
を
親
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
茨
木
猪
之

吉
が
穂
高
山
中
で
行
方
不
明
と
な
る
｡

朝
開
き
夕
べ
に
萎
む
露
草
の

紫
の
花
見
つ
､
さ
び
し
き

重
畳
読
め
ど
友
を
恩
へ
ど
戦
ひ
の

事
に
い
た
れ
ば
静
心
な
し

秋
海
業
咲
く
べ
く
な
り
ぬ
底
知
ら
ぬ

寂
し
さ
に
聴
く
秋
雨
の
音
　
(
敗
塑

(
昭
和
二
十
年
`
五
十
二
歳
)

昭
和
二
十
年
　
□
三
月
､
次
女
結
婚
｡
口
八
月
'

ま

き

ゆ

う

こ

う

と

さ

わ

敗
戦
口
十
月
､
槇
有
恒
の
軽
井
沢
か
ら
骨
盤
仏
崎

へ
の
疎
開
を
介
助
｡

雪
晴
れ
の
今
朝
の
ま
ぶ
し
き
陽
の
光

ひ
と
､
き
の
ま
の
う
ら
さ
や
け
さ
や

河
風
に
襖
は
ら
ま
せ
板
橋
の

長
さ
を
渡
る
わ
が
下
駄
の
音

(
昭
和
二
十
年
､
五
十
二
歳
)
1

昭
和
二
十
一
年
　
□
一
月
､
石
川
欣
一
の
帰
国
を

喜
ぶ
｡
口
二
月
､
熊
井
文
吾
の
戦
死
を
聞
き
大
い
に

悲
し
む
｡
□
七
月
､
大
町
観
光
協
会
設
立
､
専
従
｡

□
十
月
､
三
女
結
婚
｡
□
十
一
月
､
長
女
措
婿
｡

今
日
見
れ
ば
六
年
よ
れ
る
長
の
椅
子

あ
り
し
ま
ま
に
て
寂
し
く
残
る
も

闇
に
お
ど
る
技
拙
け
れ
ば
明
る
み
に

生
く
る
術
な
え
7
日
の
代
な
る
か

い
つ
/
＼
と
待
ち
て
あ
り
し
を
と
こ
と
ば
に

轟

　

　

帰

ら

ぬ

霊

と

聞

く

が

か

な

し

き

2

琴
を
廃
め
て
三
年
の
秋
は
来
ぬ

I

な
お
虹
第
に
し
て
続
く
一
生
か

(
昭
和
二
十
一
年
`
五
十
三
歳
)

昭
和
二
十
二
年
　
□
六
貝
日
本
山
岳
会
信
濃
支

部
謹
上
の
た
め
､
槇
有
恒
と
松
本
へ
行
く
｡
□
九
月
､

繕
補
整
等
十
一
月
､
槇
崇
.
四
女

戦
ひ
に
敗
れ
し
こ
と
は
言
は
ざ
ら
む

こ
の
山
々
の
お
は
き
鎮
も
り

嶺
に
立
ち
て
見
さ
く
る
四
囲
の
山
々
に

我
が
過
ぎ
し
日
の
足
跡
を
思
ふ
3

君
去
る
と
聞
け
ば
高
瀬
の
板
橋
を

わ
が
ふ
む
の
ち
の
寂
し
さ
を
思
ふ
4

(
昭
和
二
十
二
年
､
五
十
四
歳
)

昭
和
二
十
三
年
　
□
四
月
日
本
ア
ル
プ
ス
山
小

屋
袈
口
副
会
長
に
｡
□
七
月
大
沢
小
屋
再
開
｡
□

八
月
大
破
し
た
針
ノ
木
小
嚢
続
体
､
再
建
の
緒

に
つ
く
｡
こ
の
こ
ろ
よ
り
食
物
喋
下
障
室
易
り
｡

大
沢
の
小
屋
の
窓
辺
ゆ
爺
ケ
嶺
の

秋
ば
む
色
を
見
つ
つ
幾
日
ぞ

い
ち
じ
ろ
く
輝
き
て
見
ゆ
雲
き
れ
の

あ
ひ
よ
り
光
る
鹿
島
鎗
ケ
峰

(
昭
和
二
十
三
年
､
五
十
五
歳
)

戦
後
､
慎
太
郎
は
大
町
の
観
光
や
､
登
山
関
連
で

社
会
的
な
働
き
も
し
た
｡
娘
の
結
婚
･
孫
の
誕
生
､

山
小
屋
の
再
開
･
再
建
へ
と
生
き
る
力
の
湧
く
出
来

事
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
｡
昭
和
二
十
一
年
以
降
は

活
発
に
筆
を
走
ら
せ
､
地
力
紙
な
ど
へ
市
岳
夜
話
｣

や
｢
針
ノ
木
崎
雑
談
｣
を
綴
っ
て
も
い
る
｡

だ
が
戦
争
に
ま
つ
わ
る
痛
手
は
大
き
く
､
歌
を
読

む
限
り
慎
太
郎
の
心
の
奥
底
に
沈
殿
す
る
悲
し
み
や

寂
し
さ
は
つ
の
る
ば
か
り
の
よ
う
に
見
え
る
｡
疎
開

中
の
槇
有
恒
と
の
｢
ひ
と
､
き
の
ま
の
う
ら
さ
や
け

さ
｣
は
､
大
き
な
慰
め
だ
っ
た
ろ
う
｡

昭
和
二
十
四
(
一
九
四
九
)
年
三
月
五
日
､
食
道

癌
に
て
逝
去
享
年
五
十
六
歳
三
カ
月

お
わ
り
に

慎
太
郎
は
戦
後
'
｢
物
質
に
敗
け
た
も
の
は
心
に

生
き
る
よ
り
外
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
心
の
寄

り
所
は
山
へ
の
思
慕
で
あ
り
'
山
へ
の
憧
憬
を
有
つ

人
々
へ
の
懐
し
さ
で
あ
る
｣
5
と
も
'
｢
山
を
想
へ

ば
人
恋
し
'
人
を
想
へ
ば
山
恋
し
｡
童
謡
な
ら
ぬ
老

謡
を
口
吟
み
な
が
ら
､
我
な
が
ら
い
つ
ま
で
も
抜
け

き
ら
な
い
老
セ
ン
チ
メ
ン
ク
リ
ス
ト
を
自
分
に
発
見

す
る
の
で
あ
る
｣
6
　
と
も
述
べ
て
い
る
｡

山
を
想
へ
ば
人
恋
し
　
人
を
想
へ
ば
山
恋
し

こ
う
し
て
短
歌
を
読
み
進
ん
で
み
る
と
､
こ
の
言

葉
は
慎
太
郎
の
生
き
ざ
ま
を
凝
縮
し
っ
く
し
た
表
現

で
あ
る
こ
と
を
し
み
じ
み
と
感
じ
る
｡

山
が
崇
高
､
神
聖
､
永
導
無
限
､
不
動
の
存
在

と
す
れ
ば
'
人
は
刹
那
､
有
限
で
'
俗
界
に
移
ろ
う

存
在
｡
百
瀬
慎
太
郎
は
山
を
徹
す
る
素
質
を
持
ち
な

が
ら
､
こ
の
雨
域
を
等
し
く
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
生

涯
を
歩
ん
だ
と
考
え
る
｡

永
遠
に
終
わ
り
の
な
い
言
葉

人
が
人
を
超
え
ら
れ
な
い
限
り
､
山
を
愛
す
る

人
々
に
永
ノ
圭
関
り
継
が
れ
る
三
景
で
あ
ろ
う
｡

最
後
に
'
金
田
国
武
の
詩
を
記
し
て
筆
を
お
く
｡

鳩
の
手
紙
(
抜
粋
)
7

わ
し
も
昭
利
.
"
十
四
年
に
せ
わ
し
い
現
世
と
別
れ

早
や
五
十
ね
ん
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
が

未
だ
人
恋
し
さ
の
煩
悩
を
捨
て
き
れ
ず

今
も
岳
の
ま
わ
り
を
さ
迷
っ
て
い
る
の
だ
よ

あ
れ
か
ら
山
気
遇
い
遵
中
が
大
勢
や
っ
て
き
た
な
あ

根
有
恒
先
生
や
石
川
欣
.
先
生

平
林
武
夫
君
や
向
の
会
の
仲
間
た
ち

筋
旋
仲
間
の
傘
木
次
郎
君
た
ち
も
や
っ
て
き
た
な

山
を
肴
に
飲
み
明
し

皆
ん
な
こ
の
雪
渓
を
登
り
つ
め

避
革
岳
の
大
き
な
向
ふ
と
こ
ろ
へ
包
ま
れ
て
い
っ
た
よ

貴
方
は
夜
の
自
む
ま
で
師
父
と
語
り
明
し

翌
朝
ス
キ
ー
を
担
い
で
黙
々
雪
渓
を
篤
っ
て
い
っ
た
が

一
足
ご
と
に
足
跡
も
行
手
も
消
さ
れ

風
を
切
っ
て
大
雪
渓
を
滑
走
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ

岳
の
ロ
マ
ン
に
睡
郷
か
せ
だ
少
年
の
H

信
渡
大
町
駅
前
の
　
中
部
向
市
場
協
会
の
上
空
で
輪
を
描
い
て
い
た

あ
の
雪
の
よ
う
に
白
い
伝
評
鳩
に

駒
単
一
輪
そ
え
た
手
紙
を
託
す
と

貴
方
は
バ
ッ
ハ
の
荘
厳
な
葬
送
曲
に
包
ま
れ
て
い
っ
た
の
だ

1
　
頒
布
恒
の
疎
開
に
か
か
わ
る
囲
首
の
う
ち
の
二
日
｡
こ
の
板
橋
は
高
瀬

川
に
か
か
る
観
音
橋
を
さ
す
｡

2
　
熊
井
文
吉
の
戦
死
に
か
か
わ
る
六
百
の
う
ち
の
.
苗
｡

3
　
以
上
は
横
と
の
鹿
島
槍
登
高
の
歌
十
八
百
の
う
ち
の
二
芭

4
　
棟
の
帰
京
に
際
し
て
の
歌
｡

5
　
百
瀬
慎
太
郎
｢
山
岳
夜
話
｣
(
一
九
四
七
)
｡

6
　
百
瀬
慎
太
郎
｢
針
ノ
木
崎
雑
談
｣
(
一
九
四
人
)
｡

7
　
曇
の
湧
く
降
　
霜
流
れ
る
谷
　
丸
山
彰
追
悼
袋
(
二
〇
〇
〇
)
所
収
｡

本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
短
歌
の
校
閲
な
ど
`
遠
藤
三
春

氏
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
｡
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)

訂
正
と
お
詫
び

第
四
九
巻
二
号
四
段
口
､
叩
首
目
の
歌
の
｢
た
ぎ
り
｣
は
｢
た
ぎ
ち
｣

の
誤
り
で
し
た
｡
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