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撮
影
‥
丸
山
陸
士

金
障
山
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ

富
野
　
典
夫

金
峰
山
は
標
高
2
5
9
9
メ
ー
ト
ル
で
､
長
野
県
と
山
梨
県
の
県
境
に
位
置

し
､
少
な
い
な
が
ら
高
山
植
物
も
あ
る
山
域
の
中
に
あ
り
ま
す
｡

昭
和
4
2
年
7
月
2
7
日
､
山
梨
県
林
務
課
の
職
員
ら
が
､
南
ア
ル
プ
ス
か
ら
ラ

イ
チ
ョ
ウ
の
オ
ス
2
羽
と
メ
ス
3
羽
の
計
5
羽
を
金
峰
山
に
移
殖
し
ま
し
た
｡

こ
の
移
殖
の
7
年
前
の
昭
和
3
5
年
の
8
月
2
1
日
に
は
日
本
馬
学
会
や
林
野
庁

が
主
体
と
な
っ
て
北
ア
ル
プ
ス
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
7
羽
を
富
士
山
に
移
殖
し
ま
し

た
｡
そ
の
後
の
調
査
で
繁
殖
の
確
認
が
さ
れ
て
い
る
も
の
の
､
世
代
交
代
を
繰

り
返
す
こ
と
が
で
き
ず
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ
は
富
士
山
か
ら
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
｡

金
峰
山
へ
の
移
殖
は
､
環
境
か
ら
み
て
稜
線
に
は
ハ
イ
マ
ツ
も
あ
り
､
富
士

山
よ
り
有
利
だ
と
考
え
た
よ
う
で
す
｡

そ
の
後
の
発
見
情
報
を
確
認
す
る
と
､
昭
和
4
9
年
2
月
ま
で
は
時
々
で
は
あ

り
ま
す
が
､
生
存
を
示
す
痕
跡
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
｡

こ
の
た
び
､
金
峰
山
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
に
関
し
て
大
町
市
常
盤
の
丸
山
隆
土
民

よ
り
情
報
提
供
が
あ
り
ま
し
た
｡
ア
ル
バ
ム
な
ど
の
整
理
中
に
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の

写
真
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
｡
記
録
に
よ
り
ま
す
と
昭
和
4
6
年
Ⅱ
月
2
2
日
午

前
8
時
0
0
分
過
ぎ
､
金
峰
山
の
山
頂
近
く
､
朝
日
岳
寄
り
で
の
撮
影
と
な
っ
て

い
ま
す
｡
放
鳥
し
た
地
点
が
山
頂
の
お
よ
そ
5
0
0
メ
ー
ト
ル
西
下
方
と
の
記

録
が
あ
り
ま
す
の
で
､
お
そ
ら
く
こ
の
個
体
群
は
金
峰
山
周
辺
を
生
活
の
場
に

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
｡

写
真
に
は
冬
の
姿
の
2
羽
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
映
っ
て
い
て
､
目
か
ら
ク
チ
バ

ン
に
か
け
て
白
色
で
す
の
で
2
羽
と
も
メ
ス
の
個
体
で
す
｡
た
だ
し
､
写
真
か

ら
は
4
年
前
に
移
殖
し
た
個
体
な
の
か
､
金
峰
山
で
繁
殖
し
た
個
体
な
の
か
を

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡

昨
年
､
白
山
で
メ
ス
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
確
認
さ
れ
た
の
も
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の

写
真
を
撮
っ
た
方
が
白
山
自
然
保
護
セ
ン
タ
ー
に
情
報
を
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
が

発
端
で
し
た
｡
一
枚
の
写
真
が
科
学
的
な
調
査
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
わ
け
で

す
｡

金
峰
山
に
て
撮
影
さ
れ
た
こ
の
2
羽
の
メ
ス
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
写
真
も
､
ほ

か
の
情
報
と
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
れ
ば
､
点
か
ら
線
へ
と
展
開
で
き
､
今
は
も

う
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
金
峰
山
の
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
動
向
の
解
明
に
つ

な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡
　
　
　
　
　
　
　
　
(
大
町
山
岳
博
物
館
館
長
)
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レ
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｡
排
せ
つ
行
為
の
呼
び
方

排
せ
つ
行
為
は
い
ろ
い
ろ
な
呼
称
で
呼
ば
れ
て
い

る
｡
一
枝
的
に
家
庭
で
は
ト
イ
レ
に
行
く
､
便
所
に

行
く
､
用
足
し
に
行
く
､
う
ん
ち
を
す
る
な
ど
で
､

一
歩
社
会
に
出
る
と
こ
の
他
､
お
手
洗
い
に
行
く
や

文
章
で
は
用
便
､
排
便
な
ど
の
語
が
こ
れ
に
加
わ
る
｡

ま
た
病
院
用
語
で
は
｢
お
通
じ
｣
と
呼
ん
で
い
る
｡

こ
の
他
､
女
の
子
は
喫
茶
店
な
ど
で
は
｢
お
電
話

か
け
に
｣
な
ど
と
､
そ
れ
と
な
く
美
し
い
言
葉
で
席

を
外
す
｡
し
か
し
屋
外
で
仕
事
を
す
る
土
建
業
の
作

業
員
な
ど
は
､
の
垂
に
便
意
を
催
し
て
木
陰
な
ど
で
す

る
排
便
は
｢
野
糞
｣
　
｢
糞
ひ
り
一
な
ど
と
呼
ん
で
い

る
し
､
登
山
者
仲
間
で
は
､
山
中
で
す
る
排
便
を
｢
キ

ジ
撃
ち
｣
と
か
､
女
の
子
は
｢
お
花
摘
み
｣
な
ど
と

呼
ん
で
い
る
｡

2
 
"
ト
イ
レ
施
設
の
呼
び
名

ト
イ
レ
施
設
も
い
ろ
い
ろ
な
呼
び
名
で
呼
ば
れ
て

い
る
｡
①
厨
､
厨
屋
　
②
川
屋
　
③
雪
隠
､
ち
ょ
う

ず
場
､
は
ば
か
り
､
じ
よ
う
と
　
④
東
司
､
や
す
み

所
　
⑤
便
所
､
ト
イ
レ
､
W
c
､
化
粧
室
､
お
手
洗

い
な
ど
｡

①
は
母
屋
の
そ
ば
に
建
て
た
側
屋
の
意
で
､
昔
は

ト
イ
レ
は
こ
の
よ
う
に
母
屋
と
少
し
離
し
て
独
立
し

て
建
て
る
も
の
が
多
か
っ
た
｡

②
の
川
屋
は
文
字
通
り
で
､
近
く
に
川
や
流
れ
が

あ
る
所
で
は
､
ト
イ
レ
は
そ
の
流
れ
の
上
や
､
ま
た

長

澤

　

　

武

は
川
が
大
き
い
場
合
は
､
そ
こ
か
ら
分
流
さ
せ
た
中

流
の
上
に
板
を
渡
し
て
､
そ
こ
で
排
せ
つ
行
為
を
し
､

排
せ
つ
さ
れ
た
も
の
は
自
然
に
下
流
に
流
れ
去
る
よ

う
に
し
た
も
の
で
､
水
洗
ト
イ
レ
の
原
形
と
も
言
う

べ
き
も
の
で
あ
る
｡

③
は
用
便
を
す
る
場
所
ま
た
は
手
や
顔
を
洗
う
場

所
を
言
う
言
葉
｡
④
も
仏
教
用
語
で
､
用
便
を
す
る

所
を
言
う
一
一
霊
木
｡

⑤
は
そ
の
も
の
ず
ば
り
､
用
便
を
す
る
所
を
言
う

言
葉
で
､
こ
れ
は
昨
今
ト
イ
レ
の
有
ヶ
所
を
示
す
表

示
に
､
カ
ラ
ー
の
人
形
絵
な
ど
と
共
に
多
く
使
わ
れ

て
い
る
｡

3
"
ト
イ
レ
余
話

0
お
返
し
､
駄
賃

汲
み
取
り
式
の
便
槽
で
は
､
小
便
の
方
が
多
く
滴

る
の
で
､
便
楠
に
は
水
液
が
多
く
､
大
便
を
す
る
と
､

そ
こ
へ
落
ち
た
時
､
水
液
が
そ
の
反
動
で
上
へ
飛
び

返
っ
て
く
る
現
象
が
起
き
､
強
い
時
に
は
尻
に
ま
で

当
っ
て
気
特
が
悪
い
｡

こ
の
現
象
を
俗
に
お
返
し
と
か
お
は
ね
､
駄
賃
と

い
っ
て
い
や
が
り
､
そ
れ
を
避
け
る
為
に
途
中
の
斜

目
に
板
を
付
け
た
り
､
野
山
か
ら
草
を
刈
っ
て
き
た

り
､
養
蚕
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
は
｢
蚕
尻
｣
と
い
う
蚕

の
糞
や
蚕
が
食
べ
残
し
た
桑
の
葉
を
便
楢
に
撒
き
散

ら
し
た
り
し
て
､
そ
の
は
ね
返
り
を
防
い
だ
｡

㊥
｣
も
吊
る
し

今
で
も
山
村
で
は
､
寒
い
冬
な
ど
に
､
部
屋
に
出

入
り
す
る
時
に
戸
を
し
っ
か
り
閉
め
な
い
人
の
こ
と

を
｢
こ
も
吊
る
し
｣
と
呼
ぶ
の
を
時
々
耳
に
す
る
｡

が
､
こ
れ
は
昔
の
便
所
の
構
造
か
ら
出
た
言
葉
で
､

昔
の
便
所
の
入
口
は
戸
で
は
な
く
､
｢
こ
も
｣
を
吊

り
下
げ
た
だ
け
の
構
造
で
あ
っ
た
の
で
､
こ
こ
へ
出

入
り
す
る
時
は
､
そ
の
｢
こ
も
｣
　
の
一
端
を
つ
か
ん

で
横
へ
動
か
し
て
出
入
り
す
る
だ
け
の
簡
単
な
も
の

で
､
し
っ
か
り
閉
め
た
り
す
る
必
要
は
な
く
､
自
動

的
に
こ
も
は
元
に
戻
っ
て
く
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て

い
た
｡
こ
の
方
が
屋
内
に
臭
気
が
こ
も
ら
ず
良
か
っ

た
の
で
あ
る
｡

丁
度
今
の
自
動
ド
ア
の
よ
う
な
も
の
で
､
入
っ
た

り
出
た
り
す
る
時
､
一
々
手
で
し
っ
か
り
閉
め
る
必

要
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
､
戸
を
し
っ
か
り
閉

め
な
い
人
の
こ
と
を
､
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

4
"
厨
　
神

と

う

す

神
道
や
仏
教
で
は
便
所
(
束
司
)
も
大
事
な
修
行

の
場
と
し
､
こ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
を
祀
り
､
毎
朝

お
参
り
を
し
供
物
を
供
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
行

っ
て
い
る
｡

民
間
で
も
日
本
で
は
､
糞
尿
は
大
事
な
肥
料
と
し

て
高
価
で
取
り
引
き
が
さ
れ
て
き
て
お
り
､
そ
れ
に

伴
い
便
所
は
大
切
で
尊
い
所
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
､

神
を
祀
り
清
潔
に
し
花
を
飾
結
論
だ
し
て
詫
笠
甲
る
｡

厨
神
は
小
塙
の
神
道
で
は
埴
山
姫
神
と
水
岡
女
神
､

さ

ま

仏
教
で
は
烏
舞
(
枢
)
沙
摩
明
王
を
祀
っ
て
い
る
｡

修
行
僧
の
雲
水
の
い
る
大
寺
で
は
､
雲
水
は
朝
四

時
に
起
き
て
飯
を
炊
き
､
本
尊
を
は
じ
め
多
く
の
仏

に
仏
飯
を
供
え
る
｡
が
､
そ
の
一
つ
に
風
神
が
あ
る
｡

こ
の
神
は
束
司
の
中
央
か
入
口
に
祀
ら
れ
て
い
て
､

臭
気
が
残
る
所
に
仏
飯
は
供
え
ら
れ
る
｡

仏
飯
の
供
え
が
終
る
と
掃
除
が
始
ま
り
､
や
が
て

朝
食
と
な
る
が
､
こ
の
時
先
ほ
ど
供
え
ら
れ
た
仏
飯

は
､
風
神
の
も
の
も
含
め
て
下
げ
ら
れ
お
粥
に
し
て

い
た
だ
く
｡
こ
れ
は
｢
仏
と
人
が
合
体
し
て
饗
飯
す

る
尊
い
こ
と
｣
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
｡

民
間
で
も
風
神
は
､
昔
は
全
国
の
ほ
と
ん
ど
の
所

で
祀
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
｡
手
元
に
あ
る
資
料
か
ら

二
､
三
紹
介
す
る
と
､

小
愛
知
県
知
多
半
島
の
先
端
に
あ
る
日
間
箕
島
の

例

こ
こ
で
は
便
所
は
母
屋
と
は
別
に
一
坪
の
個
建
て

で
､
前
半
分
は
便
所
､
奥
の
半
分
は
板
じ
き
り
の
板

の
間
で
か
ま
ど
が
据
え
て
あ
っ
て
､
女
性
た
ち
が
月

の
も
の
の
時
こ
こ
で
別
食
を
し
た
も
の
だ
と
い
う
｡

こ
こ
に
祀
ら
れ
て
い
る
厨
神
は
､
｢
ウ
ツ
シ
マ
サ
マ
｣

と
呼
び
､
戸
の
所
に
油
皿
を
置
い
て
あ
っ
て
､
正
月

三
ケ
日
､
節
分
､
ツ
キ
目
に
は
こ
れ
に
燈
明
を
と
ぼ

し
､
花
や
線
香
を
上
げ
る
棚
も
つ
く
っ
て
あ
っ
た
｡

(
『
日
間
賀
島
民
俗
董
瀬
川
清
子
　
刀
江
書
院

昭
和
2
6
年
)

㈲
岐
阜
県
奥
飛
騨
地
方
の
例

風
神
は
コ
ウ
カ
の
神
様
と
い
っ
て
､
ハ
バ
カ
リ

場
の
隅
の
柱
に
祀
り
､
何
時
も
花
を
供
え
る
｡
十
六

日
が
神
様
の
縁
日
で
､
こ
の
日
は
花
や
燈
明
を
供
え

る
｡

(
『
飛
騨
採
訪
日
誌
』
沢
田
四
郎
作
　
自
費
出
版

昭
和
1
3
年

㈲
新
潟
県
六
日
町
の
例

明
治
末
頃
の
話
だ
が
､
お
産
後
へ
そ
の
緒
が
落

ち
た
ら
そ
れ
を
和
紙
に
包
み
､
ヨ
シ
を
添
え
て
大
便

所
の
上
に
吊
る
し
た
｡
大
便
所
に
は
神
様
が
い
て
､

人
の
体
か
ら
出
る
不
浄
物
を
全
て
清
浄
無
害
に
し
て

下
さ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
て
図
図
産
後
七
日
目
に
は

米
の
お
ひ
ね
り
と
､
自
分
の
髪
の
毛
を
切
っ
た
も
の

を
持
ち
､
赤
児
を
抱
い
て
ジ
ョ
ー
ド
参
り
を
し
､
赤

児
の
無
事
成
長
と
産
後
恢
復
を
祈
っ
た
も
の
で
す
｡
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リョウメンシダ

館物博ど山

(
『
植
物
と
民
俗
』
宇
都
宮
貞
子
　
岩
崎
美
術
社

昭
和
5
7
年
)

㈲
富
山
県
内
の
例

富
山
県
内
で
は
広
い
地
域
で
年
取
り
の
日
の
十

二
月
三
十
一
日
の
朝
は
､
年
男
が
体
を
清
め
て
､
あ

ら
か
じ
め
採
っ
て
き
て
格
納
し
て
あ
る
松
を
､
家
の

各
所
に
飾
る
｡
こ
れ
を
｢
松
飾
り
一
と
い
う
｡

飾
る
場
所
は
神
棚
､
土
蔵
､
馬
屋
､
炊
事
場
､
か

ま
ど
､
便
所
な
ど
で
､
便
所
に
は
特
別
神
棚
を
祀
っ

て
な
い
が
､
松
飾
り
を
供
え
飾
る
｡

(
富
山
県
史
民
俗
編
』
富
山
県
　
昭
和
4
8
年
)

㈲
群
馬
県
奥
多
野
地
方
の
例

奥
多
野
中
里
村
聞
物
の
高
橋
家
で
は
､
便
所
に
も

御
幣
を
付
け
た
〆
飾
り
を
供
え
新
年
を
祝
う
｡
そ
し

て
家
族
の
人
数
だ
け
結
び
玉
を
こ
し
ら
え
て
残
し
て

お
き
一
月
十
四
日
の
｢
ど
ん
ど
焼
き
｣
に
持
っ
て
行

き
､
こ
こ
で
焼
く
｡

(
『
奥
多
野
残
照
』
三
沢
義
信
　
上
毛
新
聞
社

昭
和
6
 
1
年
)

㈲
長
野
県
内
の
例

便
所
に
祀
る
風
神
は
｢
ミ
サ
キ
の
神
｣
を
祀
る

安
原
〕
｡
｢
烏
頭
明
王
｣
を
祀
る
〔
中
萱
〕
｡
｢
う
ず

ま
明
王
｣
を
祀
る
〔
下
角
〕
｡
｢
烏
枢
沙
摩
明
圭
を

祀
る
〔
洗
馬
他
〕
｡
｢
コ
-
カ
ノ
神
｣
を
祀
る
〔
中
条
､

西
之
久
保
他
)
｡
｢
ジ
ョ
ー
ド
神
｣
を
祀
る
〔
吉
野
〕

な
ど
で
あ
る
｡

祭
日
の
､
十
二
月
三
十
一
日
に
米
､
酒
を
供
え
て

榊
で
お
払
い
を
す
る
〔
二
重
〕
｡
十
二
月
三
十
一
日

に
煤
払
い
を
し
､
き
れ
い
に
掃
除
を
し
て
か
ら
｢
お

飾
り
｣
を
供
え
松
も
飾
る
〔
館
之
内
〕
｡
神
様
は
祀

っ
て
な
い
が
｢
若
年
｣
　
(
小
正
月
)
　
の
繭
玉
(
団
子
)

を
柳
の
枝
に
さ
し
た
も
の
を
入
口
の
柱
に
飾
る
市

村
〕
｡(

『
長
野
県
史
民
俗
編
』
第
三
巻
-
2
　
長
野
県

平
成
元
年
)

筆
者
宅
は
白
馬
連
峰
の
麓
に
あ
る
が
､
昭
和
三
十

年
代
ま
で
家
の
内
か
ら
と
外
か
ら
も
戸
を
開
け
て
入

れ
る
便
所
が
あ
り
､
風
神
は
祀
っ
て
な
か
っ
た
が
､

十
二
月
三
十
一
日
に
は
､
上
質
の
A
4
割
大
の
白
紙

二
枚
を
重
ね
､
中
央
の
端
に
穴
を
開
け
て
こ
こ
へ
カ

ン
ジ
ン
よ
り
の
紙
紐
を
通
し
て
赤
松
の
枝
に
縛
っ
た

｢
松
飾
り
｣
を
､
外
か
ら
入
る
戸
口
に
飾
っ
て
い
た
｡

が
､
そ
の
後
家
を
新
築
し
て
､
外
か
ら
入
る
便
所
が

無
く
な
っ
て
か
ら
は
､
｢
松
飾
り
｣
は
飾
ら
な
く
な

っ
た
｡

5
 
"
落
し
紙
い
ろ
い
ろ

人
間
が
排
便
の
後
､
尻
を
何
か
で
拭
く
よ
う
に
な

っ
た
の
は
､
身
に
衣
服
を
ま
と
う
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
で
､
そ
れ
以
前
は
野
生
動
物
と
同
じ
で
､
拭
く
よ

う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
時
の
拭
く
物
で
あ
る
が
､
時
代

の
推
移
と
共
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
｡

昨
今
は
専
用
の
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
が
安
値
で
市

販
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
､
洋
式
ト
イ
レ
で
は
排
便

後
ボ
タ
ン
一
つ
で
温
水
が
出
て
局
部
を
き
れ
い
に
洗

浄
し
て
く
れ
､
次
に
は
温
風
が
出
て
､
き
れ
い
に
乾

燥
ま
で
し
て
く
れ
る
､
全
く
手
出
し
せ
ず
に
き
れ
い

に
後
拭
き
が
で
き
る
時
代
と
な
っ
た
｡

し
か
し
こ
こ
ま
で
来
る
に
は
､
長
い
年
月
が
か
か

っ
て
お
り
､
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
の
山
村
で
は
何
処

で
も
い
ろ
い
ろ
な
物
を
使
っ
て
い
た
歴
史
が
あ
る
｡

小
芋
の
葉
､
木
の
葉

先
ず
歴
史
的
に
見
て
､
最
も
古
く
か
ら
何
処
に
で

も
生
え
て
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
き
た
物
に
､
身
近

に
あ
る
フ
キ
(
蕗
)
､
ギ
ン
ギ
ン
､
ク
ス
(
葛
)
の
葉
､

ヤ
ブ
マ
オ
〔
隠
岐
〕
､
カ
ラ
ム
シ
の
葉
〔
岐
阜
県
国

府
町
他
〕
､
エ
ビ
藻
な
ど
の
川
藻
〔
長
野
市
周
辺
他
〕
､

山
村
で
は
リ
ョ
ウ
メ
ン
シ
ダ
(
ホ
ト
ロ
草
)
､
コ
ゴ

ミ
(
ク
サ
ソ
テ
ツ
)
､
オ
タ
カ
ラ
コ
ウ
な
ど
の
革
の
葉
｡

木
の
葉
で
は
､
タ
二
ウ
ツ
ギ
､
ゴ
マ
キ
､
ハ
ク
ウ

ン
ボ
ク
(
ヒ
ト
ツ
バ
)
､
ア
ジ
サ
イ
類
の
葉
､
柿
の

葉
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

フ
キ
､
ギ
ン
ギ
ン
､
ク
ズ
の
葉
は
大
き
く
柔
ら
か

く
し
な
や
か
で
使
い
易
く
､
全
国
的
に
用
い
て
お
り
､

シ
ダ
の
仲
間
リ
ョ
ウ
メ
ン
シ
ダ
や
ク
サ
ソ
テ
ツ
な
ど

は
も
ん
で
用
い
る
が
､
柔
ら
か
く
て
良
い
も
の
で
､

秋
田
県
や
長
野
県
と
新
潟
県
の
県
境
に
あ
る
秋
山
郷

の
他
､
岐
阜
県
の
揖
斐
川
流
域
で
も
､
ホ
ト
ロ
草
と

呼
ん
で
広
く
用
い
て
い
た
｡
が
､
用
い
方
に
な
れ
と

多
少
の
技
術
が
必
要
だ
っ
た
よ
う
だ
｡

こ
の
他
岐
阜
県
郡
上
郡
で
は
シ
シ
ウ
ド
を
セ
ン
チ

草
(
雪
隠
革
)
と
呼
ん
で
用
い
て
き
た
｡
ハ
ク
ウ
ン

ボ
ク
は
､
東
北
地
方
か
ら
広
島
､
岡
山
県
ま
で
の
広

い
範
囲
で
ヒ
ト
ツ
バ
と
呼
ば
れ
､
葉
は
大
き
く
柔
ら

か
く
'
微
毛
が
密
生
し
て
い
て
､
ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う

な
感
触
が
あ
り
､
落
し
紙
の
代
用
と
し
て
旦
含
よ
く
､

ま
た
ゴ
マ
キ
の
葉
も
大
き
く
､
秋
田
県
由
利
郡
で
は
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エ
ン
コ
ノ
尻
ぬ
ぐ
い
､
山
本
郡
で
は
犬
の
尻
ぬ
ぐ
い

と
呼
ん
で
､
共
に
落
し
紙
の
代
用
と
し
て
い
た
｡

落
し
紙
の
こ
と
を
岩
手
県
や
新
潟
県
の
佐
渡
で
は

カ
キ
ン
､
ま
た
佐
渡
で
は
肥
柄
杓
を
カ
キ
ン
シ
ヤ
ク

シ
と
呼
ん
で
い
る
｡
こ
れ
は
古
い
言
葉
の
名
残
り
の

よ
う
だ
｡

以
上
述
べ
た
も
の
は
､
そ
の
ま
ま
か
ま
た
は
乾
か

し
て
用
い
た
｡
中
で
も
ク
ズ
の
葉
が
最
も
上
等
の
も

の
と
さ
れ
､
夏
の
土
用
中
に
採
っ
て
き
て
適
当
に
束

ね
､
薄
い
塩
水
に
し
ば
ら
く
漬
け
て
か
ら
良
く
乾
か

し
､
便
所
に
吊
り
下
げ
て
お
い
て
そ
れ
を
一
枚
ず
つ

取
っ
て
使
っ
た
｡
福
岡
県
彦
山
東
麓
で
カ
ン
ニ
ョ
､

ま
た
は
カ
ン
ネ
と
い
い
｢
カ
ン
ニ
ョ
は
徳
な
も
の

コ
イ
と
り
実
と
り
　
あ
と
の
カ
ス
は
尻
の
ご
い
｣
と

い
う
諺
が
あ
る
｡
コ
イ
は
粉
の
こ
と
｡

大
正
時
代
の
終
わ
り
に
は
､
新
聞
紙
や
障
子
を
張

り
替
え
た
古
紙
な
ど
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
､

そ
れ
ま
で
こ
の
よ
う
な
状
況
は
続
い
た
｡

以
上
の
落
し
紙
代
用
と
し
て
用
い
た
草
や
木
の
葉

は
､
使
用
後
は
そ
の
ま
ま
便
楢
に
捨
て
ら
れ
た
｡
が
､

こ
れ
は
当
時
糞
尿
は
大
事
な
肥
料
と
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
､
落
ち
た
も
の
は
腐
敗
し
肥
効
も
増
大
す

る
の
で
､
喜
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

㈲
ち
ゅ
う
木
(
鴛
木
)
､
か
き
ん
(
化
巾
)

菅
江
真
澄
は
天
明
八
年
六
月
か
ら
七
月
に
岩
手
県

を
旅
し
､
岩
手
郡
岩
手
町
の
御
堂
村
で
山
伏
正
覚
院

に
一
夜
読
み
こ
こ
に
宿
り
､
そ
の
時
の
様
子
を
｢
こ

こ
ら
は
蚊
帳
も
な
く
｢
か
や
り
工
も
た
か
な
い
､
信

濃
路
の
山
里
と
同
じ
よ
う
に
､
柾
と
い
っ
て
薄
く
削

っ
た
板
を
細
か
く
割
り
､
あ
る
い
は
枯
れ
た
太
い
イ

タ
ド
リ
の
幹
を
く
だ
い
て
小
さ
な
箱
に
入
れ
､
便
所

の
す
み
に
吊
っ
て
お
い
て
､
こ
れ
を
用
便
の
た
び
に

使
ち
秦
い
る
｡
中
国
人
の
風
俗
で
､
そ
の
名

か
き
ん

を
鴛
木
と
か
化
巾
と
い
っ
て
い
る
の
も
同
様

で
､
こ
こ
に
も
古
い
風
習
が
残
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
｡
｣
と
書
い
て
い
る
｡
(
『
菅
江
真
澄

遊
覧
記
』
Ⅱ
　
｢
岩
手
の
山
｣
)

岩
手
県
閉
伊
地
方
で
は
カ
キ
ギ
､
そ
の
周

辺
の
郡
で
は
カ
キ
ン
と
言
い
､
こ
れ
を
入
れ

て
置
く
箱
を
カ
キ
ギ
箱
と
言
っ
て
い
た
｡
秋

田
県
鹿
角
地
方
で
は
尻
拭
箱
(
シ
リ
ヌ
ゲ
バ

コ
)
と
い
い
､
把
手
の
付
い
た
箱
が
使
わ
れ

て
い
た
｡

｢
高
山
の
チ
ュ
ウ
ギ
は
富
山
の
つ
け
木
｣

と
い
う
子
供
歌
が
あ
る
｡
こ
れ
は
高
山
市
で

落
し
紙
と
し
て
使
う
｢
ち
ゅ
う
木
一
と
富
山

で
火
の
焚
き
付
け
に
使
う
｢
つ
け
木
｣
と
は

同
じ
寸
法
の
も
の
で
良
く
似
て
い
る
と
も
､

ま
た
は
上
流
の
高
山
市
で
落
し
紙
と
し
て
使

っ
た
ち
ゅ
う
木
は
､
洪
水
の
時
に
流
さ
れ
て

神
通
川
の
下
流
の
富
山
市
で
拾
わ
れ
､
乾
か

し
て
付
け
木
と
し
て
売
ら
れ
て
い
る
｡
と
も
と
れ
る

歌
で
､
高
山
市
や
そ
の
周
辺
で
は
桧
の
柾
目
の
板
を
､

幅
二
セ
ン
チ
長
さ
十
五
セ
ン
チ
に
裂
き
､
落
し
チ
エ

ウ
ギ
､
チ
ョ
ウ
ゲ
｣
な
ど
と
呼
び
尻
拭
き
に
使
い
使

用
後
は
便
楢
に
捨
て
る
こ
と
な
ど
し
な
か
っ
た
｡
そ

れ
は
便
楢
の
糞
尿
は
､
運
び
出
し
て
田
畑
の
肥
料
に

す
る
の
で
､
中
に
異
物
が
入
っ
て
い
る
と
使
う
時
に

困
る
か
ら
で
､
使
用
後
川
に
晒
し
て
再
び
使
っ
た
り
､

川
に
流
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
｡

(
『
廟
考
』
浅
野
弘
光
　
教
育
出
版
文
化
協
会

平
成
4
年
)

高
山
市
辺
で
｢
ち
ゅ
う
木
｣
と
呼
ば
れ
た
落
し
紙

代
用
の
割
り
木
片
は
､
同
じ
岐
阜
県
で
も
南
の
美
濃

と
呼
ば
れ
る
中
津
川
辺
で
は
､
洪
水
の
時
な
ど
木
曽

川
へ
上
流
か
ら
よ
く
流
れ
て
き
て
､
｢
あ
れ
は
木
曽

の
は
ね
木
だ
｣
と
言
っ
て
皆
嫌
が
っ
た
も
の
だ
と
い

う
｡
そ
し
て
ま
た
そ
れ
が
､
更
に
下
流
の
ほ
う
で
拾

い
上
げ
ら
れ
て
､
一
拍
い
く
ら
で
焚
き
付
け
に
売
ら

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

(
『
山
村
小
話
』
向
山
雅
重
　
度
友
社
　
昭
和
4
9

午)
小
野
蘭
山
述
の
『
本
草
綱
目
啓
蒙
〓
宇
和
三
年
刊

に
も
､
｢
厨
筆
　
力
ワ
ヤ
ノ
ス
テ
ギ
　
チ
ュ
ウ
ギ

土
州
甲
州
云
々
｣
と
載
っ
て
お
り
､
高
知
県
や
山
梨

県
で
も
こ
の
よ
う
に
呼
ん
で
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
｡㈲

捨
木
､
ぞ
-
つ
木
､
よ
う
ぞ
木
な
ど

昭
和
十
年
代
ま
で
信
州
の
ほ
と
ん
ど
全
域
で
､

｢
す
て
ぎ
｣
と
呼
ば
れ
る
長
さ
十
五
セ
ン
チ
､
太
さ

人
指
し
指
く
ら
い
の
木
片
を
割
っ
た
物
を
'
用
便
後

の
尻
拭
き
に
使
っ
て
い
て
､
新
し
い
の
が
一
方
の
箱

に
入
れ
て
あ
り
､
使
用
後
の
も
の
が
他
の
箱
に
入
れ

て
あ
っ
た
｡
ま
た
こ
誓
寄
木
｣
の
ほ
か
に
､
､

あ
わ
が
ら

薬
種
か
ら
む
し
の
樺
､
麻
樺
な
ど
の
繊
維
を
採
る
為

に
皮
を
む
い
た
後
の
樺
を
捨
木
と
同
じ
よ
う
に
長
さ

十
二
セ
ン
チ
く
ら
い
に
押
し
鎌
で
切
っ
て
使
っ
て
い

る
所
も
あ
り
､
ま
た
割
り
竹
を
使
っ
て
い
た
所
も
あ

る
｡
こ
れ
ら
を
｢
ぞ
う
き
｣
　
｢
よ
う
ぞ
木
｣
一
よ
う
ど

木
｣
ま
た
は
｢
ぞ
う
き
ぼ
う
｣
と
呼
ん
で
い
た
｡
ま

た
飛
騨
の
蒲
田
で
は
一
ホ
ト
ケ
ギ
｣
と
呼
ん
で
い
た
｡

こ
れ
ら
も
使
用
後
は
便
槽
に
捨
て
る
よ
う
な
こ
と

は
せ
ず
､
他
の
箱
へ
入
れ
て
置
き
､
後
日
土
に
穴
を

掘
っ
て
埋
め
る
な
ど
し
て
い
た
｡
火
に
燃
す
こ
と
も

禁
じ
ら
れ
て
い
た
｡
そ
れ
は
火
は
神
聖
な
も
の
で
､

き
た
な
い
物
な
ど
火
に
燃
や
す
と
罰
が
当
た
る
と
言

わ
れ
て
い
た
か
ら
だ
｡

大
正
時
代
以
前
は
こ
れ
ら
の
他
に
､
藁
や
縄
を
使

っ
て
い
る
所
も
あ
っ
た
と
い
う
｡
藁
は
す
ぐ
っ
た
ワ

ラ
の
中
東
を
用
意
し
て
お
き
､
こ
れ
か
ら
一
つ
ま
み

取
っ
て
､
用
を
足
し
て
い
る
間
に
折
り
曲
げ
て
十
二

セ
ン
チ
く
ら
い
な
棒
状
の
小
束
を
作
り
､
こ
れ
を
使

っ
て
尻
を
拭
い
た
｡

縄
は
｢
わ
た
し
縄
｣
と
呼
ぶ
も
の
で
､
便
所
の
土

間
に
ま
た
ぐ
高
さ
に
､
親
指
く
ら
い
の
太
さ
の
縄
が

張
っ
て
あ
り
､
一
端
か
ら
順
次
使
っ
て
は
た
ぐ
っ
て

後
へ
お
く
っ
て
､
下
の
か
ご
へ
入
れ
る
仕
掛
け
に
し

て
あ
っ
た
｡

(
白
馬
村
文
化
財
審
議
会
委
員
)

人
事
異
動
の
お
知
ら
せ

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
付
､
臨
時
職
員
　
北
村

洋
子
が
選
挙
管
理
委
員
会
よ
り
転
入
し
ま
し
た
｡
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