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ヤ
ズ
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ル

1
6
7
7
0
m
の
未
踏
峰
-

三
戸
呂
　
拓
也

中
国
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
岳
嵩
山
脈
に
そ
れ
は
あ
る
｡

｢
高
校
生
に
夢
を
上
を
趣
意
に
､
今
夏
に
未
踏
峰
踏
破

を
目
指
す
登
山
隊
が
､
長
野
県
山
岳
協
会
主
催
の
も
と
発

足
し
た
｡
登
山
隊
は
信
濃
高
等
学
校
教
職
員
山
岳
会
の
会

員
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
お
り
､
長
野
県
出
身
で
あ
り
､

以
前
教
職
に
就
い
て
い
た
自
分
も
隊
員
と
し
て
参
加
で
き

る
こ
と
に
な
っ
た
｡

自
分
が
今
回
､
隊
員
と
し
て
の
参
加
を
熱
望
し
た
理
由

は
三
点
｡
ま
ず
､
目
指
す
山
が
6
7
7
0
m
の
標
高
に
加

え
て
未
踏
峰
で
あ
る
こ
と
｡
誰
も
登
っ
た
こ
と
の
な
い
山

を
目
で
見
て
身
体
で
感
じ
､
ま
た
誰
も
立
っ
た
こ
と
の
な

い
山
の
頂
を
自
分
の
足
で
目
指
す
こ
と
に
､
大
き
な
魅
力

を
感
じ
た
｡
次
に
､
若
者
に
向
け
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持

つ
登
山
隊
で
あ
る
こ
と
｡
自
分
が
こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た

も
の
を
発
揮
し
､
そ
の
目
標
に
つ
な
が
る
の
で
あ
れ
ば
､

貢
献
し
た
-
思
っ
た
｡
最
後
に
､
故
郷
長
野
の
登
山
隊
で

あ
る
こ
と
｡
故
郷
を
愛
し
､
未
熟
な
が
ら
登
山
を
志
す
人

間
が
い
る
こ
と
を
伝
え
た
い
｡

ま
た
今
回
隊
長
を
務
め
る
松
田
大
氏
は
､
大
町
高
校
山

岳
部
時
代
の
恩
師
で
あ
っ
た
｡
自
分
に
登
山
の
魅
力
を
伝

え
て
-
れ
た
一
人
で
あ
る
｡
そ
の
繋
が
り
に
大
き
な
意
味

は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
､
こ
の
緑
も
温
か
い
も
の
で
あ

り
､
こ
の
登
山
を
通
し
て
絆
と
な
る
も
の
だ
と
感
じ
る
｡

全
て
の
巡
り
会
わ
せ
に
感
謝
し
､
そ
れ
を
表
現
で
き
れ
ば
､

と
思
う
｡

最
後
に
､
自
分
が
参
加
の
き
っ
か
け
を
得
た
の
は
､
前

山
岳
博
物
館
館
長
､
柳
沢
昭
夫
氏
の
お
別
れ
会
で
の
こ
と

で
あ
っ
た
｡
自
分
に
今
登
山
と
の
出
会
い
を
-
ね
た
柳
沢

氏
と
博
物
館
に
感
謝
し
た
い
｡
多
く
の
方
に
応
援
し
て
も

ら
え
る
登
山
隊
と
な
る
よ
う
､
尽
力
し
た
い
｡
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小滝より5.7km地点

飛
州
新
道
(
飛
騨
新
道
)
の
道
筋
と

庄
屋
の
槍
ヶ
岳
山
行
記

飛
州
新
道
は
､
飛
騨
信
州
の
交
易
の
最
短
の
道
と
し

て
岩
岡
村
庄
屋
､
岩
岡
伴
次
郎
親
子
三
代
に
引
き
継
が

れ
て
開
拓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

穂
苅
　
貞
雄

特
に
万
延
元
年
(
1
8
6
0
)
五
月
の
大
暴
風
雨
に

す
っ
か
り
破
壊
さ
れ
､
通
行
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た

の
で
､
文
久
元
年
(
1
8
6
-
)
新
道
は
閉
鎖
さ
れ
た
の

で
あ
る
｡
三
十
年
足
ち
ず
の
短
命
で
あ
っ
た
｡

飛
州
新
道
に
つ
い
て
は
､
中
島
正
文
氏
の
『
神
河
内

誌
』
に
大
変
-
わ
し
い
｡
そ
し
て
｢
飛
騨
新
道
獲
る
図
｣

と
共
に
｢
新
道
町
間
表
｣
を
挙
げ
て
い
る
｡

文
政
三
年
(
1
8
2
0
)
着
工
､
付
近
の
村
々
の
協

力
が
あ
り
､
松
本
藩
領
で
あ
る
小
倉
村
よ
り
上
高
地
迄

は
文
政
七
年
開
通
し
た
が
､
飛
騨
側
は
幕
領
で
あ
る
の

で
な
か
な
か
許
可
が
下
り
ず
､
中
田
又
重
の
協
力
が
あ

り
天
保
六
年
(
1
8
3
6
)
漸
-
貫
通
し
た
の
で
あ
る
｡

新
道
は
六
尺
巾
の
牛
道
と
し
て
開
通
し
た
も
の
の
､
高

山
を
越
え
て
い
る
の
で
積
雪
の
た
め
一
年
の
大
半
は

不
通
と
な
り
､
ま
た
各
所
に
道
路
崩
壊
し
､
そ
の
維
持

管
理
に
経
費
が
か
か
っ
た
｡
ま
た
新
道
の
利
用
者
が

少
な
-
岩
岡
本
家
は
そ
の
為
に
財
産
を
使
い
果
た
し
､

新
通
に
つ
い
て
､
｢
上
河
内
か
ら
小
倉
村
迄
は
さ
っ

ぱ
り
わ
か
ち
な
い
｡
｣
｢
ま
た
地
元
に
聞
い
て
も
文
献
を

採
っ
て
も
実
に
要
領
を
得
な
か
っ
た
｡
｣
と
し
な
が
ら

も
庇
の
新
道
は
小
倉
村
か
ら
鏑
冠
へ
登
り
､
大
滝
山

へ
出
て
蝶
ケ
岳
の
鞍
部
を
越
し
て
上
河
内
へ
下
る
も

の
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
上
高
地
の
平
地

へ
の
下
降
地
古
は
大
滝
山
､
蝶
ケ
岳
の
鞍
部
よ
り
徳
沢

で
あ
る
｡
し
か
し
飛
騨
新
道
概
念
図
､
新
道
町
問
表

に
は
｢
徳
沢
｣
な
る
文
字
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

概
念
図
は
誰
が
作
製
し
た
の
か
判
明
し
な
い
が
､
新
道

町
問
表
は
天
保
六
年
､
新
道
が
完
成
､
信
飛
両
国
役
人

か
ら
新
道
の
出
来
栄
え
見
分
を
受
け
､
新
道
の
通
行
許

可
を
得
る
た
め
に
作
製
し
た
新
道
経
路
の
里
程
表
で

あ
る
｡
新
道
見
分
と
り
わ
け
町
間
改
用
に
作
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
里
程
は
正
確
な
筈
で
あ
る
｡

中
島
氏
は
当
時
､
飛
州
新
道
に
消
失
地
名
が
あ
っ
た

の
で
誤
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

あ
る
｡
ま
た
最
近
三
郷
村
誌
Ⅱ
』
の
編
纂
者
の
降
旗

正
幸
氏
よ
り
､
廼
意
図
､
町
問
表
の
｢
牛
道
｣
は
｢
牛
首
｣

の
間
違
い
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
｡
私
も
｢
槍
ヶ
岳
開

山
播
隆
｣
の
飛
騨
新
道
の
項
に
､
中
島
正
文
氏
の
飛
騨

新
道
概
念
図
､
新
道
町
問
表
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
て
最

近
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
｡
大
変
お
恥
し
い
次
第

で
あ
る
｡

横
山
篤
実
氏
の
『
上
高
地
物
語
』
｣
で
は
､
｢
短
命
だ
っ

た
飛
騨
新
道
｣
の
項
で
｢
飛
騨
新
道
ま
た
は
小
倉
街
道

と
も
呼
ば
れ
た
こ
の
道
は
､
松
本
西
在
南
安
曇
郡
小
倉

村
よ
り
黒
沢
を
上
り
､
鍋
冠
か
ら
大
滝
､
蝶
ケ
岳
に
か

か
り
､
上
高
地
徳
沢
に
降
り
､
梓
川
に
沿
っ
て
下
り
､
明

神
池
近
-
の
与
九
郎
大
橋
で
右
岸
へ
移
り
､
温
泉
を
経

て
焼
岳
北
の
鞍
部
を
越
え
中
尾
村
へ
下
る
線
で
あ
っ

た
｡
｣
と
述
べ
て
い
る
が
､
上
高
地
へ
下
降
点
は
や
は
り

徳
沢
で
あ
る
｡
ま
た
大
戦
中
､
地
元
の
国
民
学
校
の
高

等
科
生
徒
の
大
滝
越
え
登
山
は
､
大
滝
小
屋
の
西
裏
､

蝶
ケ
岳
寄
り
の
既
存
は
廃
道
と
な
っ
て
い
る
道
を
利

用
し
て
徳
沢
へ
下
っ
て
い
る
｡
こ
の
道
を
地
元
の
人
々

は
｢
小
倉
新
道
｣
と
呼
ん
で
い
た
｡
し
た
が
っ
て
地
元

役
場
へ
問
い
合
わ
せ
る
と
､
小
倉
新
道
を
飛
騨
新
道
だ

と
返
答
し
て
い
た
｡

『
飛
騨
新
道
と
有
敬
舎
』
の
巻
頭
地
図
｢
飛
騨
新
道

(
伴
次
郎
街
道
)
再
現
図
は
､
地
元
で
称
し
て
い
る
｢
小

倉
新
道
｣
の
道
筋
で
あ
り
､
飛
州
新
道
の
道
筋
で
は

な
い
｡な

お
『
飛
騨
新
道
と
有
敬
舎
』
は
､
私
塾
有
敬
舎
創
立

二
百
年
に
当
り
､
岩
岡
家
の
子
孫
達
が
先
租
を
た
た
え

る
た
め
に
記
念
碑
を
建
立
す
る
と
共
に
私
家
版
と
し

て
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
｡
記
念
碑
建
立
の
祝
宴
に

私
は
招
待
を
受
け
､
ま
た
拙
い
文
を
『
飛
騨
新
道
と
有

数
舎
』
に
寄
稿
し
た
が
､
そ
の
中
に
飛
州
新
道
は
古
池

へ
下
降
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
｡
私
は
昔
か
ら
徳

沢
へ
の
急
坂
に
は
六
尺
巾
の
牛
道
を
造
る
こ
と
は
無

理
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
｡
案
の
定
､
現
在
こ
の
道

は
荒
れ
果
て
､
下
方
に
砂
防
堰
堤
が
造
ら
れ
て
い
て
廃

道
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
れ
ま
で
の
説
を
一
歩
進
め
た
の
か
三
郷
村
誌

Ⅱ
』
で
あ
る
｡
小
滝
(
大
滝
山
北
岳
)
か
ち
左
方
徳
本
峠

へ
の
尾
根
道
､
中
村
新
道
を
辿
り
大
滝
槍
見
合
か
ら
曲

り
沢
沿
い
に
徳
沢
本
谷
へ
下
る
も
の
で
あ
る
｡
当
時
､

私
は
可
能
性
あ
り
と
思
っ
た
の
で
､
こ
の
検
証
は
平
成

2
0
年
1
 
1
月
8
日
に
試
み
た
｡
私
は
老
齢
､
し
か
も
病
身

に
て
登
山
不
可
能
で
あ
る
の
で
､
実
地
踏
査
者
は
二
人
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古道と思われる周辺には､すでに大木も密集する｡

の
山
小
屋
従
業
員
に
依
頼
し
た
｡
大
滝
槍
見
台
か
ら

徳
沢
へ
下
り
た
二
人
の
報
告
は
､
｢
急
斜
面
で
こ
の
付

近
に
交
易
の
た
め
の
六
尺
巾
の
牛
道
を
造
る
こ
と
は

到
底
不
可
能
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡
地
図
上
で
み

て
も
､
曲
り
沢
下
り
の
等
高
線
の
詰
り
様
は
､
作
道
し

て
も
廃
道
の
運
命
に
あ
る
｡
検
証
の
策
を
失
っ
た
私

は
､
い
ろ
い
ろ
の
文
献
に
か
え
り
､
小
滝
･
池
之
窪
･
百

曲
り
･
古
池
な
ど
地
名
に
目
を
通
し
て
い
る
う
ち
に

気
が
つ
い
た
｡
そ
れ
は
信
州
野
沢
村
(
現
安
曇
野
市

三
郷
温
野
沢
)
庄
屋
､
務
台
与
一
石
衛
門
景
邦
の
山
行

記
『
槍
ケ
嶽
適
法
』
で
あ
る
｡
こ
れ
は
庄
屋
が
残
し
た

大
量
の
古
文
書
の
中
か
ゝ
ち
､
降
旗
正
幸
氏
が
発
掘
し
た

も
の
で
､
当
時
の
飛
州
新
道
､
槍
ヶ
岳
､
上
河
内
な
ど
を

物
語
る
大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
｡
庄
屋
景
邦
は
天

保
六
年
(
1
8
3
5
)
七
月
､
播
隆
が
槍
ヶ
岳
参
籠
中
に

槍
ヶ
岳
へ
参
詣
登
撃
し
て
い
る
｡
次
に
そ
の
全
文
を

掲
載
す
る
こ
と
に
す
る
｡

｢
小
倉
よ
り
一
里
半
程
登
り
急
な
り
｡
そ
れ
よ
り
尾

根
通
り
半
道
程
登
り
な
し
｡
小
倉
よ
り
牛
首
ま
で
二

里
､
こ
こ
に
つ
め
た
沢
掘
割
あ
り
｡
こ
れ
よ
り
鍋
冠
山

の
間
を
登
り
､
掘
割
よ
り
十
丁
ば
か
り
行
っ
て
牛
小
屋

あ
り
｡
こ
こ
に
も
泊
ま
(
礼
)
る
な
り
｡
鍋
冠
南
の
横

手
を
通
る
｡
こ
こ
を
富
士
見
横
手
と
い
う
｡
二
十
丁

ば
か
り
束
よ
り
南
へ
ま
わ
る
｡
そ
れ
よ
り
一
里
余
り

北
口
へ
下
る
な
り
｡

そ
れ
よ
り
向
こ
う
に
高
山
見
ゆ
る
｡
こ
れ
を
手
水
ケ

嶽
(
大
滝
山
)
と
い
い
､
こ
の
山
を
少
し
登
り
て
上
口
道

と
鎗
ケ
嶽
と
道
分
か
る
｡
左
は
上
口
､
右
は
細
道
に

鎗
ケ
嶽
道
な
り
｡
こ
の
分
か
れ
道
､
は
な
は
だ
細
-
名

は
知
れ
難
し
｡
注
連
を
張
り
て
あ
り
､
ず
い
ぶ
ん
気
を

付
け
か
え
し
｡
こ
れ
よ
り
分
か
り
(
礼
)
て
少
し
行
っ

て
小
屋
あ
り
｡
こ
こ
に
も
泊
(
礼
)
る
な
り
｡
鍋
な
ど

あ
り
｡
こ
れ
よ
り
十
丁
ば
か
り
大
急
､
登
り
は
な
は
だ

難
所
な
り
｡
通
し
れ
難
し
｡
そ
れ
よ
り
手
水
ケ
嶽
中

程
へ
登
り
､
こ
こ
に
て
諸
方
山
々
見
ゆ
る
｡
こ
こ
は

少
々
水
あ
り
｡
そ
れ
よ
り
お
ね
通
り
北
へ
行
-
こ
と

十
丁
ほ
ど
｡
そ
れ
よ
り
ま
た
下
る
こ
と
大
急
五
､
六
丁

に
し
て
ま
た
登
る
な
り
｡
こ
こ
に
て
ま
た
向
こ
う
に

大
高
山
あ
り
｡
こ
れ
蝶
ケ
嶽
な
り
｡

こ
こ
へ
ま
た
登
る
こ
と
久
し
う
し
て
､
蝶
ケ
嶽
中
程

へ
登
り
､
お
ね
通
り
北
西
へ
い
-
こ
と
半
道
ば
か
り
､

そ
れ
よ
り
ク
ロ
を
少
々
行
っ
て
､
大
険
難
所
下
り
あ

り
｡
こ
れ
熊
倉
沢
の
坂
落
し
と
て
大
難
所
な
り
｡
一

里
ば
か
り
の
内
言
語
道
断
な
り
｡
そ
れ
よ
り
沢
多
き

中
を
下
る
こ
と
､
半
道
余
ば
か
り
あ
り
｡
大
難
所
な
り
｡

こ
こ
を
漸
-
凌
ぎ
下
り
つ
き
､
梓
川
あ
り
｡
こ
れ
よ
り

右
の
方
､
川
上
へ
川
原
を
上
る
こ
と
半
道
ほ
ど
行
っ
て

二
ノ
股
と
て
小
屋
あ
り
｡
こ
こ
に
て
石
の
方
よ
り
一

ツ
の
沢
落
ち
入
り
､
左
の
方
の
本
瀬
へ
付
き
所
で
よ

し
｡
こ
の
夜
､
二
ノ
股
小
屋
に
泊
る
｡

美
濃
の
国
伊
尾
(
揖
斐
)
と
い
う
と
こ
ろ
の
衆
四
人

並
び
に
小
倉
又
重
郎
と
鎗
ケ
嶽
へ
参
詣
戻
り
に
落
ち

合
い
､
同
宿
す
｡

二
ノ
股
小
屋
よ
り
左
の
梓
川
へ
付
け
一
里
ほ
ど

行
っ
て
､
赤
沢
に
て
右
方
よ
り
押
し
出
し
あ
り
｡
石
皆

赤
し
｡
こ
の
赤
沢
の
中
を
上
へ
登
る
こ
と
五
､
六
丁
ほ

ど
行
っ
て
､
向
こ
う
の
-
ろ
ふ
(
ク
ロ
)
へ
移
る
｡
こ
の

と
こ
ろ
に
赤
嶽
(
赤
沢
)
の
岩
穴
屋
あ
り
｡
そ
れ
よ
り

こ
の
梓
川
原
の
中
を
登
る
こ
と
､
お
よ
そ
一
里
あ
ま
り

岩
島
か
､
は
な
は
だ
通
り
悪
し
｡
こ
の
川
原
を
詰
り
ま

で
登
り
て
向
こ
う
を
見
れ
ば
､
陰
山
嶽
々
に
し
て
空
に

そ
び
え
､
諸
々
よ
り
小
沢
流
れ
出
る
｡
こ
こ
梓
川
の
水

上
な
り
｡
右
の
方
の
山
を
見
れ
ば
､
山
の
少
し
へ
こ
み

て
ひ
-
き
所
あ
り
｡
こ
れ
を
目
の
当
た
り
に
登
る
な

り
｡
所
々
に
雪
の
積
も
り
た
る
所
あ
り
｡
こ
の
所
大

急
の
登
り
一
里
あ
ま
り
に
し
て
､
上
人
様
の
窟
へ
着

-
｡
下
沢
よ
り
こ
こ
ま
で
木
一
本
も
な
し
｡
嶽
松
ば

か
り
這
い
あ
る
な
り
｡
二
ノ
股
小
屋
よ
り
こ
こ
岩
窟

ま
で
二
里
半
あ
ま
り
な
り
｡

こ
の
窟
よ
り
上
人
様
ご
案
内
に
て
登
山
す
｡
岩
窟

よ
り
頂
上
ま
で
半
道
ほ
ど
｡
内
十
五
､
六
丁
ほ
ど
は
大

急
の
登
り
な
り
｡
そ
れ
よ
り
鎗
ケ
嶽
大
鉾
先
へ
登
る
｡

こ
こ
に
は
草
木
一
本
も
な
し
｡
皆
岩
石
に
て
､
土
は
少

し
も
な
-
､
手
を
立
た
る
ご
と
-
に
て
､
登
る
べ
き
術

な
し
｡
上
人
様
､
去
年
お
開
き
に
な
ら
れ
て
漸
-
人

の
辛
う
じ
て
登
る
こ
と
を
得
る
な
り
｡
頂
上
に
上
人

様
小
南
を
立
て
､
釈
迦
如
来
･
観
童
首
薩
･
地
蔵
菩
薩
｡

文
殊
菩
薩
四
尊
を
勧
進
す
｡
至
心
に
礼
拝
し
､
諸
方

の
山
々
を
遠
望
す
れ
ど
も
､
雲
虚
し
-
立
ち
昇
り
､
定

か
に
見
え
ず
｡
朝
の
内
は
空
す
み
わ
た
り
見
ゆ
る
由
｡

こ
の
頃
は
昼
時
な
れ
ば
見
え
か
ね
候
｡
そ
れ
よ
り
下

り
て
上
人
様
岩
窟
へ
泊
る
｡

翌
朝
未
明
に
ま
た
ま
た
登
山
致
し
､
太
陽
の
御
来
迎

を
拝
し
､
ま
た
諸
方
の
高
山
を
遠
見
す
｡
先
ず
束
に

当
っ
て
浅
間
ケ
嶽
､
辰
巳
(
南
東
)
に
富
士
の
高
根
､
未

の
方
(
南
西
)
の
前
に
は
乗
鞍
嶽
､
向
こ
う
に
木
曽
の
御

嶽
､
西
に
加
賀
の
白
山
､
北
に
越
中
の
立
山
な
ど
見
ゆ

る
｡
ま
た
近
間
の
山
々
は
束
に
常
念
ケ
嶽
､
辰
(
東
南

莱
)
に
兄
増
り
､
辰
巳
に
鍋
冠
･
蝶
ケ
嶽
､
南
に
保
高
嶽
､

西
に
飛
州
伽
多
ケ
嶽
(
笠
ケ
岳
)
､
戌
亥
(
北
西
)
に
薬

師
ケ
嶽
見
ゆ
る
｡
誠
に
無
双
の
高
山
な
り
｡
そ
れ
よ

り
上
人
様
の
岩
窟
へ
帰
り
休
息
し
て
､
そ
れ
よ
り
上
ロ

ノ
湯
へ
赴
-
｡
ま
ず
二
ノ
股
の
小
屋
よ
り
半
道
ほ
ど
､

こ
の
方
ま
で
は
､
先
の
道
を
帰
る
｡
鎗
ケ
嶽
よ
り
上
ロ

ノ
湯
ま
で
七
里
な
り
｡
二
ノ
肢
小
屋
よ
り
二
里
半
ほ

ど
川
原
の
中
を
川
よ
り
束
を
下
る
｡
そ
れ
よ
り
川
の

西
へ
移
る
｡
上
口
ま
で
川
原
を
離
れ
て
一
里
半
は
ど

な
り
｡
上
下
な
-
平
地
な
り
｡
川
原
を
離
れ
て
少
し

行
っ
て
保
高
大
明
神
の
御
池
あ
り
｡
束
の
端
に
御
社

あ
り
｡
一
ノ
池
･
二
ノ
池
三
ノ
池
と
て
あ
り
､
こ
れ
保

高
嶽
の
麓
な
り
｡
い
ず
れ
の
池
も
見
事
な
様
と
も
就

中
二
ノ
池
の
景
色
､
誠
に
無
類
の
景
色
な
り
｡
言
語
に

及
ば
ず
に
候
｡

そ
れ
よ
り
上
ロ
ノ
湯
へ
行
き
泊
る
｡
こ
の
辺
､
畑
あ

り
｡
蕎
麦
･
稗
･
粟
･
麻
な
ど
作
り
て
あ
り
｡
早
朝
に
出

立
致
し
､
ま
た
向
こ
う
へ
十
丁
ほ
ど
行
っ
て
､
ま
た
ま

た
小
屋
掛
け
て
人
の
住
所
あ
り
｡
こ
の
所
に
も
畑
あ

り
｡
そ
れ
よ
り
ま
た
湯
へ
帰
り
､
帰
宅
に
赴
-
｡
ま

ず
一
里
半
ほ
ど
来
た
り
､
梓
川
原
ま
で
は
､
先
の
道
を

帰
る
｡
川
原
を
越
し
て
こ
の
方
は
古
池
と
言
う
な
り
｡
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そ
れ
よ
り
蝶
ケ
嶽
(
手
水
ケ
嶽
の
誤
り
)
へ
登
り
､
一
里

半
ほ
ど
大
急
な
り
｡
そ
れ
よ
り
先
に
き
た
道
へ
出
､

段
々
小
倉
へ
下
り
､
黄
昏
時
目
出
度
-
無
難
に
帰
宅
致

し
候
｡
｣

庄
屋
景
邦
は
｢
此
方
は
古
池
と
言
う
な
り
｡
そ
れ
よ

り
手
水
ケ
嶽
(
大
滝
山
)
登
り
､
一
里
半
大
急
な
り
｡
｣
と

云
っ
て
飛
州
新
道
を
古
池
よ
り
入
っ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
『
神
河
内
壷
の
｢
新
道
町
問
表
｣
の
古
池
よ
り
池

ノ
藩
ま
で
壱
里
拾
七
町
(
約
壱
里
半
)
に
相
当
す
る
も

の
で
あ
る
｡
こ
の
｢
古
池
｣
か
ら
の
登
り
道
の
検
証
が
､

二
回
目
の
実
地
踏
査
で
あ
る
｡
平
成
2
 
1
年
日
月
的
日
､

こ
れ
ま
た
二
人
の
屈
強
な
山
小
屋
従
業
員
に
依
頼
､
古

池
よ
り
稜
線
の
中
村
新
道
ま
で
登
り
､
そ
の
状
況
を
調

べ
て
も
ら
っ
た
｡
二
人
の
報
告
に
よ
る
と
｢
山
の
斜
面

は
一
面
に
熊
笹
な
ど
が
背
丈
位
に
生
い
茂
り
､
登
り
は

少
々
苦
労
で
あ
っ
た
が
､
約
三
時
間
半
で
稜
線
に
出

た
｡
古
池
の
下
方
の
斜
面
は
急
で
あ
る
が
､
登
る
に
つ

れ
緩
-
な
り
､
上
方
は
殆
ん
ど
起
伏
の
な
い
平
の
尾
根

で
あ
っ
た
｡
｣
と
い
う
｡
下
方
で
軟
斜
面
を
選
ぶ
よ
う

に
す
れ
ば
､
交
易
の
た
め
の
六
尺
巾
の
牛
道
の
開
削
は

可
能
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
｡
飛
州
新
道
は
､
大
滝
山

の
小
滝
か
ら
｢
池
ノ
窪
｣
へ
､
さ
ら
に
徳
本
峠
へ
の
尾
根

を
辿
り
､
｢
百
曲
り
｣
か
ゝ
ら
(
古
池
沢
を
)
古
池
へ
下
降
し

た
こ
と
は
明
白
な
こ
と
で
あ
る
｡
た
だ
し
｢
池
ノ
聾

参
詣
登
山
者
の
槍
穂
先
へ
の
登
撃
や
頂
上
で
の
展
望

案
内
を
し
て
い
た
｡
そ
の
第
二
は
､
槍
ヶ
岳
山
頂
に
善

の
網
が
掛
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
か
､
遠
-
美
濃
か
ら

の
参
詣
登
山
者
も
み
ら
れ
た
｡
そ
の
第
三
は
､
飛
州
新

道
の
消
失
地
名
の
位
置
が
判
明
し
て
き
た
｡
｢
牛
首
｣

は
､
な
め
し
穴
山
か
ち
鏑
冠
山
へ
の
上
り
口
の
冷
沢
掘

割
付
近
｡
｢
大
平
牛
小
屋
｣
｢
富
士
見
横
手
｣
は
､
鍋
冠
山

の
束
か
ら
南
へ
の
廻
り
道
付
近
｡
｢
大
久
保
｣
は
八
丁

た
る
み
付
近
｡

中
島
正
文
氏
｢
神
河
内
誌
｣
昭
和
1
 
6
年
日
本
山
岳
会
発
行
｢
山
岳
｣
に
よ
る

の
地
古
は
消
失
し
て
い
て
判
明
し
な
い
の

で
､
平
成
2
2
年
9
月
7
日
､
二
人
の
山
小
屋

従
業
員
に
検
証
を
依
頼
､
G
p
s
で
測
量
し

て
も
ち
っ
た
と
こ
ろ
､
小
滝
か
ち
大
滝
槍
見

合
ま
で
､
4
.
4
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
､
槍
見
台
手

前
の
標
高
点
､
2
2
3
3
メ
ー
ト
ル
付
近
の

地
点
が
4
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
(
壱
里
拾
八
開
)

で
あ
る
の
で
｢
池
ノ
窪
｣
と
判
断
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
｡

景
邦
の
『
鎗
ケ
嶽
適
法
』
(
務
台
久
彦
文

書
)
は
､
飛
州
新
道
の
新
事
実
を
提
供
し
､

具
体
的
し
か
も
明
解
に
述
べ
て
い
る
｡
飛

州
新
道
は
｢
槍
ヶ
岳
開
山
｣
の
播
隆
上
人
の

槍
ヶ
岳
へ
の
参
詣
､
通
い
道
で
あ
る
｡
大
滝

山
で
､
上
高
地
と
槍
ヶ
岳
の
道
が
わ
か
れ
る

の
で
あ
る
｡
景
邦
は
｢
右
は
細
道
に
鎗
ケ

嶽
道
な
り
､
こ
の
分
か
れ
道
､
は
な
は
だ
細

-
名
は
知
れ
難
し
､
注
連
張
り
て
あ
り
｣
と
｡

よ
-
注
意
し
て
い
け
と
記
し
て
い
る
｡

景
邦
の
｢
鎗
ケ
嶽
適
法
｣
に
よ
り
､
い
ろ
い

ろ
の
こ
と
が
判
明
し
て
き
た
｡

そ
の
第
一
は
､
槍
ヶ
岳
長
期
滞
在
中
(
天

保
六
年
)
の
播
隆
は
､
槍
ヶ
岳
石
窟
に
あ
り
､

そ
の
第
四
は
､
蝶
ケ
岳
尾
根
か
ら
梓
川
谷
へ
は
熊
倉

沢
(
槍
見
沢
)
を
下
っ
た
の
で
あ
り
､
従
来
説
の
ワ
サ
ビ

沢
で
は
な
い
｡
そ
の
第
五
は
､
当
時
松
本
藩
の
伐
採

は
､
槍
ヶ
岳
の
山
麓
の
二
ノ
侯
で
も
行
わ
れ
柚
小
屋
が

あ
っ
た
｡
そ
の
第
六
は
､
上
高
地
に
は
湯
屋
以
外
の
人

家
と
畑
作
物
(
蕎
麦
･
稗
･
粟
･
麻
)
が
あ
っ
た
｡
な
ど
､

当
時
の
槍
ヶ
岳
や
上
高
地
の
状
況
を
も
知
る
こ
と
が

で
き
る
貴
重
な
文
書
で
あ
る
｡

新
道
は
開
削
か
ら
1
7
0
年
以
上
も
経
過
､
廃
道
と

な
っ
て
久
し
い
の
で
昔
の
牛
道
に
は
草
木
が
茂
り
､
道

跡
も
判
明
し
な
い
｡
こ
れ
以
上
探
索
し
て
も
成
果
は

あ
が
ら
な
い
と
思
う
の
で
､
今
回
を
以
っ
て
検
証
を
終

了
す
る
こ
と
に
す
る
｡
末
筆
に
な
り
ま
す
が
降
旗
正

幸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
｡

(
参
孝
文
献
)

中
島
正
文
『
神
河
内
誌
』
　
　
　
(
昭
和
土
ハ
年
)

横
山
篤
実
『
上
高
地
物
語
』
　
　
(
昭
和
五
十
六
年
)

岩
岡
家
私
家
版
『
飛
騨
新
道
と
有
敬
舎
』

(
平
成
十
年
)

三
郷
村
誌
H
』
第
二
巻
･
歴
史
編
上
(
平
成
十
八
年
)

『
播
隆
研
究
』
三
号
　
　
　
　
　
(
平
成
十
四
年
)

降
旗
､
今
井
氏
の
蓼
薯
　
『
播
隆
研
究
千
号

(
平
成
二
十
一
年
)

(
槍
ヶ
岳
山
荘
会
長
　
穂
苅
　
貞
雄
)

人
事
異
動
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
付
で
､
副
館
長
の
降
旗

孝
浩
が
中
央
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長
へ
の
異
動
に
と
も

な
っ
て
､
副
館
長
に
清
水
博
文
が
就
任
致
し
ま
し
た
｡

学
芸
員
に
は
生
涯
学
習
課
か
ち
関
悟
志
が
転
入
し

ま
し
た
｡
動
物
飼
育
員
の
飯
島
志
津
が
退
職
し
､
代

わ
っ
て
尾
関
美
穂
が
着
任
し
ま
し
た
｡
ま
た
事
務
員

の
北
村
洋
子
が
大
町
市
立
第
一
中
学
校
に
転
出
し
､
代

わ
っ
て
細
野
信
子
が
着
任
致
し
ま
し
た
｡
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