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2階｢山岳の自然｣コーナー

は〈製を中心としたジオラマ雁式による般′高二なりました｡

展
示
が
新
し
く
な
り
ま
し
た

-
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
ー

大
町
出
血
同
博
物
館

大
町
中
高
博
物
館
で
は
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業

の
ひ
と
つ
と
し
て
､
鮪
向
の
塵
小
改
修
上
申
を
今
年

の
.
月
中
旬
か
ら
進
め
て
い
ま
し
た
が
､
去
る
:
-
〟

上
六
日
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
フ
ン
を
迎
え
ま
し
た

こ
の
日
と
翌
日
の
二
日
間
は
博
物
鮎
を
埴
科
開
放
し

て
､
新
し
く
な
っ
た
庚
示
を
常
民
の
皆
さ
ん
や
観
光

客
の
方
々
に
広
く
こ
覧
い
た
だ
け
る
機
会
を
量
は
ま

し
たオ

ー
プ
ン
当
日
の
牛
後
に
は
記
念
式
理
を
開
催
し
､

腰
原
人
町
常
長
な
ど
が
あ
い
さ
つ
を
行
な
っ
た
後
､

倉
科
飾
長
が
参
加
者
の
皆
さ
ん
を
案
回
し
て
細
面
の

見
辛
を
行
な
い
ま
し
た
-

今
回
の
蝶
示
改
修
は
｢
同
店
の
自
然
｣
を
テ
ー
マ

に
し
た
二
酷
の
第
二
娘
小
室
を
中
心
に
1
 
J
な
い
ま
し

た
､
こ
れ
ま
で
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
を
使
っ
た
塵
示
方

法
を
.
新
し
'
は
く
製
を
中
心
と
し
た
シ
オ
ラ
マ
彫

式
に
よ
る
展
示
と
な
っ
て
い
ま
す
ら
北
ア
ル
プ
ス
の

里
中
か
ら
高
向
ま
で
'
渓
谷
･
湖
･
湿
原
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
環
境
と
そ
こ
に
生
忠
す
る
動
物
た
ち
を
わ
か

り
や
す
く
紹
介
し
て
い
ま
す
､
-
ぜ
ひ
新
し
く
な
っ
た

展
示
を
こ
光
に
博
物
館
へ
お
い
で
ト
さ
い

次
号
で
は
､
新
し
く
な
っ
た
展
示
の
み
と
こ
ろ
を

詳
し
-
ご
紹
介
す
る
予
定
で
す

な
お
､
次
]
与
よ
り
本
紙
の
体
裁
を
あ
ら
た
め
ま
す
-

こ
れ
ま
で
の
A
4
変
彬
判
か
ら
､
ひ
と
ま
れ
り
大
き

い
A
4
判
の
紙
面
に
変
え
る
と
と
も
に
､
文
字
も
今

ま
で
よ
り
大
き
く
し
ま
す
い
見
や
す
く
､
読
み
や
す
い

細
面
づ
く
り
を
心
が
け
て
ま
い
り
ま
す
の
で
､
ご
意

見
三
感
想
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
~
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図1　高瀬川断面図(北安曇郡境まで)
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高
瀬
渓
谷
の

電
源
開
発
と
自
然
保
護

平

　

林

　

照

　

雄

北
ア
ル
プ
ス
の
地
形
地
質

北
ア
ル
プ
ス
は
我
が
国
の
屋
根
と
も
い
わ
れ
る
高

山
帯
を
連
ね
､
南
ア
ル
プ
ス
と
共
に
回
し
立
公
園
と
し

て
保
護
さ
れ
て
い
る
∩
-
登
山
や
ス
キ
ー
客
が
多
く
､

大
町
両
は
山
岳
観
光
部
高
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
｡

我
が
国
で
は
先
駆
け
て
大
町
両
店
博
物
館
が
造
ら
れ

今
年
(
二
〇
〇
二
)
　
で
五
十
一
年
の
歴
史
を
も
っ
て

い
る
｡降

水
量
が
豊
富
で
高
峻
な
地
彬
は
､
水
力
発
電
の

宝
庫
で
も
あ
る
｡
〉
ま
た
､
素
晴
ら
し
い
自
然
環
境
は

こ
の
地
に
住
む
私
達
や
､
訪
れ
る
観
光
客
の
感
性
を

豊
か
に
し
､
心
身
の
健
康
と
を
与
え
て
-
れ
る
へ
)
北

ア
ル
プ
ス
は
三
〇
〇
〇
m
級
の
連
峰
を
も
ち
､
長
野

県
側
に
急
傾
斜
面
が
あ
っ
て
､
こ
れ
を
流
下
す
る
高

瀬
渓
谷
や
梓
川
渓
谷
は
､
首
都
圏
に
も
近
-
､
電
力

資
源
が
豊
富
で
あ
る
｡
北
ア
ル
プ
ス
は
日
本
列
島
で

最
大
の
隆
起
量
を
も
ち
､
中
世
や
古
生
代
の
堅
固
な

占
い
堆
積
岩
や
､
そ
れ
ら
に
貴
人
し
た
花
崗
岩
類
を

主
体
と
し
て
い
る
｡

高
瀬
渓
谷
の
地
質
と
電
源
開
発

高
瀬
川
は
北
ア
ル
プ
ス
主
峰
の
二
.
八
〇
m
の
槍

ヶ
再
を
発
源
と
し
て
い
る
｡
氷
河
時
代
の
カ
ー
ル
跡

と
い
わ
れ
る
千
丈
沢
と
､
天
上
沢
が
合
流
し
た
水
俣

川
に
､
湯
供
用
が
合
わ
さ
っ
て
高
瀬
川
と
な
っ
て
い

る
｡
こ
の
上
流
部
の
辛
均
勾
配
は
ー
〇
〇
〇
分
の
六

〇
も
あ
っ
て
侵
食
力
が
大
き
い
/
　
(
図
1
一

高
瀬
渓
谷
の
上
流
部
は
'
湯
僕
か
ら
濁
の
間
の
一

一

ノ

I

二

〇
k
m
が
甫
北
方
向
の
縦
谷
で
あ
る
｡
両
側
の
斜
面

の
勾
配
は
一
〇
〇
〇
分
の
五
七
〇
か
ら
八
七
〇
の
花

崗
岩
の
急
崖
で
崩
壊
し
や
す
い
｡
そ
の
う
え
に
高
瀬

縦
谷
に
は
､
幅
二
〇
m
の
高
瀬
川
断
層
が
走
っ
て
お

り
､
花
嵐
岩
の
破
砕
帯
を
侵
食
し
て
い
る
｡
そ
の
多

量
な
岩
屑
は
､
下
流
の
濁
付
近
に
一
〇
〇
m
も
の
小

丘
や
段
丘
を
堆
積
し
た
｡
幸
い
に
も
こ
の
堆
積
物
が

フ
ィ
ル
式
の
高
瀬
ダ
ム
の
堤
体
材
料
と
な
っ
た
｡

ふ

高
瀬
渓
谷
は
濁
で
也
角
に
近
-
東
へ
屈
折
し
､
大

i
,
l
l
l
,
/

出
で
松
本
盆
地
に
出
る
｡
東
西
に
一
五
山
の
横
谷
で
､

南
北
方
向
の
同
地
を
侵
食
し
た
V
字
谷
で
ゆ
る
い
蛇

行
を
し
て
い
る
｡
(
図
2
)

横
谷
の
勾
配
は
一
〇
〇
〇
分
の
囲
○
で
､
上
流
の

縦
谷
　
(
一
〇
〇
〇
分
の
二
五
)
　
よ
り
急
で
あ
る
｡
こ

の
横
谷
に
高
瀬
･
七
倉
･
大
町
の
ダ
ム
が
､
約
一
k
m

間
隔
に
造
ら
れ
た
｡
横
谷
流
域
の
有
明
花
崗
岩
は
､

岩
質
で
五
種
類
に
細
区
分
で
き
る
が
､
ほ
と
ん
ど
が

粗
粒
で
あ
る
｡
か
つ
て
は
両
岸
に
岩
盤
が
壁
の
よ
う

に
連
続
し
て
露
出
し
て
い
た
｡
南
北
系
の
節
理
や
断

層
が
多
く
､
特
に
高
瀬
と
七
倉
ダ
ム
付
近
は
破
砕
帯

や
汚
染
帯
と
呼
ん
だ
脆
弱
な
岩
質
で
､
地
質
的
に
は

ダ
ム
建
設
に
は
好
条
件
と
は
言
え
な
い
｡
し
か
し
､

フ
ィ
ル
式
工
法
と
高
度
の
近
代
技
術
を
駆
使
し
て
､

維
工
事
は
完
成
さ
れ
た
｡
な
お
地
下
発
電
所
や
揚
水

式
の
配
慮
も
さ
れ
た
｡

発
電
工
事
と
地
質
調
査

高
瀬
渓
谷
は
大
町
而
民
に
と
っ
て

は
､
得
が
た
い
天
与
の
自
然
環
境
で

あ
る
｡
ま
た
工
事
中
の
地
質
調
査
は
､

地
下
の
神
秘
を
知
る
好
機
で
あ
っ
た
｡

こ
の
渓
谷
は
鶉
や
湯
俣
温
泉
の
行
楽

地
で
あ
り
､
裏
鉄
座
連
峰
の
登
山
口

で
も
あ
る
｡
ま
た
大
町
肩
と
し
て
は

竜
力
資
源
の
宝
庫
で
も
あ
る
｡
し
か

し
､
国
立
公
園
で
､
自
然
保
護
の
配

慮
も
望
ま
れ
た
｡
大
町
山
岳
博
物
館

に
と
っ
て
は
､
研
究
や
郷
土
の
自
然

観
察
や
登
山
技
術
の
啓
発
の
フ
ィ
ー

ル
ド
で
あ
る
｡

私
は
終
戦
直
後
か
ら
高
瀬
渓
谷
に

は
縁
が
あ
っ
た
｡
度
々
生
徒
の
実
地

調
査
や
北
安
曇
誌
･
大
町
正
史
の
た

め
や
､
公
害
関
係
や
地
質
研
究
の
た

め
に
人
中
し
た
｡
半
時
は
第
五
発
電

所
ま
で
営
林
署
の
ト
ロ
ソ
コ
が
あ
り
､

川
岸
沿
い
に
は
舗
装
し
な
い
道
路
が

あ
っ
た
｡
今
で
は
高
瀬
渓
谷
の
姿
は

一
変
し
'
先
端
的
な
水
力
発
電
所
の

設
偶
の
見
学
と
､
自
然
の
懐
で
の
行

楽
地
と
さ
れ
､
取
り
つ
け
道
路
は
ト

ン
ネ
ル
の
多
い
｣
立
派
な
道
路
と
な
っ

た
｡

高
瀬
渓
谷
の
発
電
は
古
く
か
ら
着

日
さ
れ
､
大
証
十
三
年
に
は
水
路
式

の
五
カ
所
の
発
電
所
が
造
ら
れ
､
二

万
七
五
〇
〇
冊
の
確
保
が
で
き
た
｡

当
時
と
し
て
は
大
工
事
で
あ
り
､
得

が
た
い
電
力
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
と
開

通
し
て
高
瀬
川
下
流
部
や
高
木
湖
で

の
発
電
所
も
造
ら
れ
､
各
方
面
の
水
.
抑
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図2　高瀬渓谷の綿谷部

高潮川が北アルプス川中を流トする流蹄は

高潮渓谷で､湯俣一渇の縦谷と濁一夫出の

樹谷に分かれるr　南新･ L倉･大町ダムは

禎谷に造られている(平林照雄1977)
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霊襲撃≒≒塾
大町市を挟む東西の山地｡

両山地間の松本盆地の幅は約4 km

上が西側の北アルプス(大町三山)｡左(南)から

右(北)へ爺ケ岳･鹿島槍ヶ岳･五竜岳

下は東側の中山地(大晦三山)｡左(北)から右

(南)へ霊松寺･鷹狩山･南鷹狩山

館物博ど山

く
脆
い
花
揖
岩
が
多
い
｡

高
瀬
･
七
倉
･
大
町
の
三

ダ
ム
は
底
部
や
側
面
部
の

岩
盤
の
補
強
は
大
変
で
あ

る
｡
ま
ず
約
二
一
〇
m
の
川

床
の
砂
礫
を
掘
り
取
っ
て
'

新
鮮
な
岩
盤
を
洗
い
出
し
､

割
れ
口
は
ロ
ノ
ク
ボ
ル
ト

で
締
め
､
隙
間
に
は
コ
ン

ク
リ
ー
ト
を
入
れ
た
｡
フ

ィ
ル
式
ダ
ム
の
堤
体
の
中

央
の
核
に
は
不
透
水
性
の

ロ
ー
ム
質
の
粘
土
層
を
使

及
方
の
天
の
恵

み
が
将
来
と
も

続
-
と
は
限
ら

な
い
　
時
代
の

流
れ
や
予
期
し

な
い
天
災
で
､

せ
っ
か
-
の
白

妹
も
荒
療
し
､

人
類
が
滅
亡
に

圭
ら
な
い
と
も

限
ら
な
い

北
ア
ル
プ
ス

利
に
役
立
ち
､
大
町
地
域
は
水
雷
の
恐
れ
も
な
-
秦

り
､
工
業
の
発
嬢
に
役
立
て
た
し

次
い
で
我
が
国
の
工
業
国
化
と
高
度
経
済
の
発
展

と
な
り
､
電
力
の
需
要
は
さ
ら
に
高
ま
り
､
大
町
吊

を
根
拠
と
し
て
黒
部
川
に
重
力
式
の
天
発
電
所
が
造

ら
れ
た
｡
こ
れ
に
次
い
で
へ
　
昭
和
五
上
し
年
に
は
市

瀬
ダ
ム
と
七
倉
ダ
ム
が
完
成
し
､
地
下
式
の
新
高
瀬

発
竜
所
及
び
中
ノ
沢
発
電
所
が
造
ら
れ
た
｡
揚
水
式

で
最
高
二
三
万
剛
の
発
電
が
可
能
に
な
っ
た
.
-
ざ

ら
に
へ
　
昭
和
六
十
一
年
に
は
高
瀬
渓
谷
の
入
り
R
に
､

建
設
省
の
多
H
的
の
大
町
ダ
ム
が
造
ら
れ
､
一
万
一

〇
〇
〇
剛
の
電
力
が
得
ら
れ
た
｡
こ
の
ダ
ム
は
重
力

式
で
､
高
瀬
ダ
ム
と
七
倉
ダ
ム
は
フ
ィ
ル
式
で
あ
る
｡

ち
な
み
に
黒
部
ダ
ム
は
ア
ー
チ
式
で
､
こ
れ
で
北
ア

ル
プ
ス
に
は
二
種
類
の
ダ
ム
が
建
造
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
っ
　
こ
れ
ら
の
工
法
は
､
主
と
し
て
地
質
的
条
件

に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
｡

高
瀬
と
七
倉
ダ
ム
で
は
､
堤
体
材
料
の
ロ
ー
ム
層

や
砂
礫
が
､
高
瀬
渓
谷
の
濁
や
下
流
の
尾
入
沢
出
口

の
堆
積
物
で
間
に
合
い
､
地
下
発
電
所
掘
削
時
の
岩

石
も
フ
ィ
ル
式
ダ
ム
に
利
用
出
来
た
｡
し
か
し
高
瀬

渓
谷
の
基
盤
に
な
る
岩
盤
の
表
面
は
､
鳳
化
し
や
す

い
､
次
々
に
相
槌
の
層
を
両
側
に
数
層
重
ね
'
最
後

に
巨
岩
で
押
さ
え
る
大
工
事
で
あ
る
｡
ま
た
ダ
ム
の

漏
水
や
崩
壊
の
な
い
よ
う
に
､
内
部
の
地
質
構
造
の

調
査
ボ
ー
リ
ン
グ
を
泥
中
入
れ
､
堤
体
面
に
は
地
震

計
を
始
め
各
種
の
計
測
器
を
設
傭
し
て
あ
る
ハ

大
町
ダ
ム
の
岩
盤
は
松
本
盆
地
に
近
い
だ
け
に
､

風
化
し
た
岩
盤
や
断
層
や
破
砕
部
が
多
い
∵
二
〇

〇
m
の
谷
幅
の
岩
壁
に
'
H
立
っ
た
断
層
が
十
回
本

も
あ
っ
た
｡
岩
盤
が
風
化
し
て
深
-
ま
で
粒
状
に
マ

サ
化
し
て
い
た
り
'
ま
た
ダ
ム
の
北
側
の
断
層
の
破

砕
帯
の
幅
が
一
〇
m
も
あ
り
'
慎
重
を
要
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
｡

高
瀬
ダ
ム
の
よ
う
な
大
工
事
に
な
る
と
､
堤
高
は

九
〇
四
m
で
､
ダ
ム
の
底
辺
の
長
さ
は
上
流
か
ら
下

流
ま
で
､
約
二
一
〇
〇
m
も
あ
る
｡
ま
た
ダ
ム
予
定

地
の
調
査
ボ
ー
リ
ン
グ
は
七
十
一
本
も
あ
っ
て
､
そ

の
合
計
の
延
長
は
二
二
〇
〇
m
に
達
し
て
い
る
｡
近

代
の
技
術
の
粋
を
尽
く
し
た
大
工
事
で
､
危
険
も
催

い
が
ち
で
､
工
事
完
成
後
の
管
理
も
大
変
で
あ
る
｡

地
下
発
電
の
大
工
事
は
､
高
瀬
ダ
ム
と
上
倉
ダ
ム

の
中
間
の
高
瀬
川
南
岸
の
地
下
で
実
施
さ
れ
た
｡
こ

れ
は
国
立
公
園
の
自
然
環
境
を
損
ね
な
い
た
め
で
あ

る
｡
高
瀬
川
か
ら
約
二
五
〇
m
南
へ
､
高
瀬
川
と
平

行
に
発
電
所
と
変
電
所
が
計
画
さ
れ
た
｡
発
電
所
の

深
さ
は
山
肌
か
ら
.
八
〇
m
で
あ
る
｡
発
電
所
の
空

洞
の
大
き
さ
は
実
に
一
六
五
m
と
二
L
m
で
'
高
さ

は
五
回
･
五
m
で
あ
る
し
変
電
所
の
空
洞
の
長
さ
は

一
〇
〇
m
で
や
や
小
判
で
あ
る
)
　
こ
れ
ら
を
入
れ
る

大
空
渦
を
仰
ぎ
見
て
そ
の
広
大
さ
に
驚
い
た
し

こ
の
掘
削
に
よ
っ
て
こ
こ
の
地
下
の
岩
石
が
花
樹

岩
と
閃
緑
岩
が
ほ
と
ん
ど
で
､
こ
れ
に
ひ
ん
岩
脈
が

貴
人
し
て
い
る
と
わ
か
っ
た
｡
ま
た
構
造
と
し
て
は

複
雑
な
岩
相
で
､
長
さ
二
〇
〇
m
の
破
砕
帯
が
あ
り
､

さ
ら
に
地
表
で
は
見
え
な
い
大
断
層
が
､
ほ
ぼ
高
瀬

川
に
平
行
し
て
足
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
　
こ

れ
に
猪
ノ
R
断
層
と
命
名
さ
れ
た
｡
か
つ
て
高
潮
川

汚
染
帯
と
指
摘
し
た
地
域
で
あ
っ
た
｡
こ
の
断
層
は

幸
運
に
も
'
発
遣
所
空
洞
か
ら
は
約
-
0
0
m
離
れ

て
い
た
が
､
地
表
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
地
下

の
構
造
の
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
｡

高
瀬
渓
谷
と
自
然
保
護

高
瀬
渓
谷
は
国
立
公
園
と
し
て
の
自
然
景
観
と
､

竜
力
資
源
と
し
て
の
宝
庫
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の

に
は
じ
ま
り
他

項
や
宇
宙
の
よ
う
な
偉
大
な
自
然
物
は
､
人
間
か
ら

見
れ
ば
不
変
で
あ
り
､
不
滅
と
さ
え
銅
賞
し
が
ち
で

あ
るし

か
し
､
私
た
ち
は
自
然
環
境
は
､
人
為
的
な
保

護
が
な
い
か
き
り
､
破
壊
を
免
れ
な
い
こ
と
を
､
そ

ろ
そ
ろ
知
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
-
動
植
物
の
み

で
な
-
∴
日
妹
を
荒
ら
し
､
地
球
の
保
譲
さ
え
で
き

な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
る

現
代
の
料
亭
の
進
少
は
'
肉
眼
で
見
る
こ
と
の
で

き
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
'
物
質
や
人
間
の
創
造
に

全
る
経
過
ま
で
､
説
明
出
来
る
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い

る
と
聞
い
て
い
る
-
こ
れ
に
危
機
を
感
じ
る
の
は
無

坤
と
し
て
も
､
人
間
の
か
よ
わ
ざ
に
反
し
て
､
そ
の

知
能
の
か
ぎ
り
な
さ
や
､
ど
ん
欲
さ
に
私
は
恐
怖
を

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
の
こ
ろ
で
あ
る
｡

(
大
町
中
高
博
物
館
嘱
記
手
芸
買
､
理
字
博
士
)

注
　
本
文
は
大
町
中
高
博
物
館
緬
　
｢
新
･
北
ア
ル
プ

ス
博
物
誌
.
(
信
濃
毎
日
新
聞
社
､
二
〇
〇

一
の
編
集
時
､
新
た
に
膏
き
下
ろ
し
て
い
た

だ
い
た
文
章
で
す
｡
(
緬
集
部
一
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欄間　　　1｣　と

館物坐
胃

〓
　
=

ど山

三
好
幸
雄
の
ピ
ッ
ケ
ル
と
ア
イ
ゼ
ン
(
後
)

峯

　

村

　

　

　

隆

四
本
爪
軽
ア
イ
ゼ
ン
を
考
案
す
る

ピ
ソ
ケ
ル
作
り
の
絶
頂
期
と
も
言
え
る
昭
和
三
上

年
頃
'
白
萄
館
の
松
沢
恒
久
か
,
i
.
･
〓
鳴
大
雪
渓
を

登
る
発
出
者
に
鮎
し
出
す
カ
ン
シ
キ
の
ま
と
ま
っ
た

製
作
の
依
頼
が
き
た
ノ
　
r
　
ヾ

そ
れ
は
写
真
○
に
近
　
㌢

-
 
'
針
状
の
爪
が
二

本
､
T
の
字
に
配
置

き
れ
て
い
た
と
三
好
　
∴

幸
雄
は
記
憶
し
て
い

ら
-
こ
れ
を
見
た
時
､
､
.

と
っ
さ
に
弱
を
よ
ぎ
　
(
.
,
《

っ
た
の
は
コ
ス
ト
の
　
｢

問
題
だ
っ
た
(

松
沢
は
当
初
一
個
二
両
五
十
日
で
作
っ
て
く
れ
と

言
っ
た
-
と
こ
ろ
が
当
時
､
一
挺
.
三
日
五
十
円
で

･f

売
れ
る
鍬
が
一
日
に
十
艇
も
で
き
る
の
に
､
こ
れ
は

ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
も
"
H
二
伸
か
三
個
し
か
で
き

な
い
手
間
の
か
か
る
代
物
だ
っ
た

ま
ず
釘
作
り
が
葉
で
は
な
い
｡
大
工
に
使
う
軟
ら

･
ソ
○

か
な
丸
釘
と
違
い
､
中
心
に
鍋
を
包
み
込
ん
で
沸
か

す
　
(
溶
解
す
る
)
　
工
程
が
あ
る
/
)
鍋
を
芯
に
し
た
針

は
使
い
込
ん
で
も
､
い
つ
も
尖
っ
て
い
る
の
だ
　
こ

れ
は
手
間
も
か
か
る
が
技
術
的
に
も
相
当
維
し
い
｡

さ
ら
に
は
､
ひ
と
ま
わ
り
細
い
川
角
の
軸
と
し
､
し

L

'

カ

)

カ

か
も
単
板
に
は
事
由
に
寸
分
違
わ
ぬ
川
角
の
穴
を
穿

^

=

ち
､
は
め
て
一
気
に
頭
を
潰
し
て
と
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
本
式
の
カ
ン
ジ
キ
を
作
る
こ

と
の
で
き
る
鍛
冶
屋
は
､
当
時
で
も
大
町
周
辺
に
は

ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
言
う
し

そ
こ
で
三
好
は
ひ
ら
め
い
た
｡
.
枚
の
川
角
の
鉄

板
の
両
短
辺
を
三
つ
に
割
り
､
タ
コ
の
足
の
よ
う
に

開
い
て
加
上
す
る
回
本
爪
の
ア
イ
ゼ
ン
　
(
写
真
?
.
)
,
)

を
考
え
つ
い
た
の
だ
､
こ
れ
な
ら
頑
丈
で
コ
ン
パ
ク

ト
な
上
に
､
手
間
を
は
ふ
け
る
｡

試
作
品
を
白
蔦
館
に
持
参
し
た
ら
松
沢
は
　
｢
.
-
.
杏

爪
で
三
占
有
上
円
な
ら
､
川
本
爪
な
ら
ま
た
高
い

ぞ
｣
と
言
っ
た
｡
さ
す
が
に
恐
縮
し
て
｢
二
白
川
十

円
で
い
い
か
ら
買
っ
て
-
れ
｣
と
言
っ
た
ち
｢
そ
れ

は
安
い
ぞ
｣
と
(
　
そ
こ
で
製
品
に
は
｢
日
時
大
雪

渓
｣
　
の
刻
印
を
特
別
に
打
た
せ
て
も
ら
っ
た
｡

白
鳩
館
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
､
や
が
て
地
元
の
運
動

具
席
や
土
産
物
席
で
も
た
-
さ
ん
売
れ
る
よ
う
に
な

り
､
最
確
期
に
は
プ
レ
ス
機
を
使
い
､
妻
の
手
伝
い

で
一
口
有
価
も
作
っ
た
　
し
か
し
昭
和
囲
十
年
代
に

入
る
と
'
全
く
両
親
の
ア
イ
ゼ
ン
を
大
手
ス
ポ
ー
ツ

メ
ー
カ
ー
が
九
十
円
で

売
る
よ
う
に
な
り
､
囲

十
三
年
頃
や
め
て
し
ま

っ
た
し

荒
井
は
試
作
当
初
か

ら
特
許
を
取
る
こ
と
を

臆
-
勧
め
た
｡
血
気
盛

ん
で
面
倒
な
こ
と
の
嫌

い
だ
っ
た
三
好
は
耳
を

傾
け
ず
､
ひ
た
す
ら
作

り
続
け
た
｡
後
の
社
製

量
産
同
型
品
の
爆
発
的

な
普
及
を
見
て
､
一
.
一
軒

は
少
し
残
念
が
る
｡

な
お
ピ
ッ
ケ
ル
や
川
本
爪
ア
イ
ゼ
ン
の
製
作
時
代

に
､
鴫
を
聞
き
つ
け
て
様
々
を
同
道
具
の
直
接
注
文

が
あ
っ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
-
-
八
本
爪
や
X
型

の

ア

イ

ゼ

ン

､

ハ

ー

ケ

ン

'

ピ

ト

ン

､

出

力

'

狂

細

川
ナ
イ
フ
な
ど
だ
が
､
自
宅
に
獲
る
物
は
ご
-
わ
ず

か
で
あ
り
､
ピ
ノ
ケ
ル
は
皆
無
で
あ
る
-

そ
の
後

｢
ピ
ッ
ケ
ル
を
作
っ
た
ら
日
が
党
め
て
し
ま
っ
た

あ
ら
ゆ
る
も
の
に
｡
人
間
と
い
う
も
の
は
何
か
ひ
と

つ
の
も
の
を
や
っ
て
､
本
当
に
つ
き
つ
め
て
考
え
る

と

-

-

｡

こ

れ

を

や

っ

た

二

上

二

､

‥

服

の

時

に

'

九
代
の
鍛
冶
居
の
蓄
梢
が
脳
に
あ
る
｡
そ
れ
が
真
剣

に
､
ど
う
や
っ
た
ら
い
い
か
夜
中
の
二
時
く
ら
い
に

ハ
ノ
と
気
が
つ
い
て
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ぶ
と
そ
の
ま

ま
工
場
に
行
っ
て
､
火
を
お
こ
し
て
カ
ン
カ
ン
カ
ン

と
叩
い
て
､
ア
～
で
き
た
な
と
　
そ
う
や
っ
て
日
が

覚
め
て
､
こ
う
い
う
も
の
が
で
き
て
-
る
と
､
あ
ら

ゆ
る
も
の
に
日
が
覚
め
て
し
ま
う
｣

納
得
の
ゆ
く
ピ
ソ
ケ
ル
が
で
き
て
か
ら
ー
椎
が

日
に
‥
.
推
し
か
作
れ
な
い
鍬
を
幸
雄
は
そ
れ
以
上
に

良
い
物
を
十
艇
も
作
っ
て
し
ま
い
､
ケ
ン
カ
し
た
こ

と
も
あ
っ
た
一
こ
う
し
て
ア
イ
ゼ
ン
ま
で
も
考
案
し

た
後
､
大
町
に
移
り
住
ん
で
か
ら
は
主
に
鍬
な
ど
の

農
具
の
製
造
を
日
常
と
し
つ
つ
､
大
き
な
特
注
品
の

製
作
に
力
点
を
移
す
｡
そ
の
頃
は
や
り
出
し
た
公
図

の
様
々
な
遊
具
､
サ
ノ
カ
ー
ゴ
ー
ル
な
ど
雪
枝
の
体

育
関
連
の
大
型
器
具
な
ど
､
当
地
で
は
例
の
少
な
い

物
､
ど
ん
な
難
し
い
物
で
も
頼
ま
れ
れ
ば
作
っ
て
し

ま
え
た
と
述
懐
す
る
｡

あ
わ
り
に

ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
山
麓
に
シ
ュ
ン
ク
､
ウ
イ
リ
ノ

シ
ユ
､
ベ
ン
ト
ら
優
れ
た
ピ
ソ
ケ
ル
作
者
が
い
た
よ

う
に
'
南
都
大
町
に
も
三
好
さ
ん
が
い
た
こ
と
を
誇

り
に
し
た
い
.
ひ
ら
め
き
､
独
創
性
､
独
自
性
と
い

う
個
性
が
'
鍛
冶
屋
の
ウ
デ
と
と
も
に
幾
多
の
出
道

具
を
生
ん
で
き

た
　
そ
の
営
み

は
戦
後
復
興
の

勢
い
の
表
徴

で

あ

る

登

用

7
-
ム
に
支
え

ら
れ
て
い
た
わ

け
だ
が
､
大
量

生
産
大
量
消
費

が
原
則
の
高
度

絡
済
成
長
の
テ

ン
ポ
は
あ
ま
り

に
性
急
で
､
良

き
傭
人
の
手
仕
事
を
も
急
速
に
衰
退
さ
せ
た
こ
と
を

思
い
知
ら
さ
れ
る

大
町
周
辺
で
作
ら
れ
て
い
た
カ
ン
シ
キ
と
し
て
は

他
に
､
写
真
3
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
が
多
数
出
席

博
物
館
に
収
載
さ
れ
て
い
る
･
や
は
り
こ
れ
も
､
昭

和
　
-
年
代
に
自
時
大
半
淡
で
使
わ
れ
て
い
た
と
も

聞
く
　
こ
う
し
た
地
場
産
カ
ン
､
ン
キ
の
変
遷
等
に
つ

い
て
は
調
布
を
重
ね
､
後
日
ま
と
め
て
み
た
い

三
好
さ
ん
は
い
つ
か
.
度
､
ピ
ソ
ケ
ル
を
作
る
姿

を
孫
に
見
せ
た
い
と
言
う

｢
s
T
A
G
 
O
M
A
c
H
I
.
M
I
Y
O
S

I
L
 
｡
呼
び
こ
の
刻
印
が
打
た
れ
る
日
を
待
っ
て
い

る

､
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