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ス
キ
ー
ヤ
ー
に
望
む

今
年
は
暖
冬
異
変
で
十
二
月
に
入
っ
て
も
北
ア
山

麓
で
雪
が
な
い
｡

曖
虜
器
具
･
防
寒
衣
料
な
ど
も
例
年
よ
り
､
売
行

か
の
ぴ
な
い
そ
う
で
あ
る
｡

先
日
ス
キ
ー
場
を
持
つ
町
や
村
で
は
｢
雪
ご
い
｣
の

行
事
が
行
な
わ
れ
た
｡

ス
キ
ー
人
口
は
年
々
の
び
`
こ
の
と
こ
ろ
各
地
に

｢
民
宿
｣
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
し
て
い
る
が
'
雪
が
降
ら

な
い
こ
と
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
｡

し
か
し
予
報
で
は
二
十
日
過
ぎ
に
は
降
り
年
末
年

始
は
相
当
積
る
だ
ろ
う
と
の
こ
ど
｡

雪
と
共
に
ス
キ
ー
ヤ
ー
が
年
末
年
始
の
休
暇
を
利

用
し
て
ド
ッ
ト
は
か
り
に
押
し
ょ
せ
て
く
る
だ
ろ
う

こ
と
は
た
し
か
｡

普
段
､
車
の
ゴ
､
･
､
ゴ
･
･
､
す
る
は
ご
り
っ
ぱ
い
街
の

中
で
仕
事
は
追
い
廻
さ
れ
て
い
た
人
々
に
は
､
広
々

と
し
た
白
い
ゲ
レ
ン
デ
を
滑
走
す
る
こ
と
は
､
誠
に

爽
快
こ
の
上
な
し
で
あ
ろ
う
｡
限
ら
れ
た
休
暇
を
充

分
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
｡

解
放
感
を
味
わ
う
の
は
良
い
け
れ
ど
も
'
近
年
の

ス
キ
ー
ヤ
ー
の
中
に
は
他
人
の
ス
キ
ー
や
ス
キ
ー
靴

を
失
敬
す
る
輩
が
現
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
い
た
だ
け

な
い
｡
道
徳
的
な
低
下
が
目
立
つ
の
も
近
年
の
ス
キ

ー
ヤ
ー
の
特
徴
の
ひ
と
つ
｡

昼
食
や
間
食
の
紙
ク
ズ
･
空
カ
ン
･
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
i

ど
雪
に
穴
を
掘
っ
て
ポ
イ
と
埋
め
て
し
ま
う
｡

表
面
上
は
雪
で
覆
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
大
変
き
れ

い
た
が
､
雪
が
消
え
は
じ
め
る
と
大
変
で
あ
る
｡
と
-

こ
ろ
さ
ら
わ
ず
埋
め
ら
れ
た
ゲ
レ
ン
デ
は
一
変
し
て

ゴ
･
･
､
の
山
に
変
る
｡

近
年
環
現
実
化
運
動
が
盛
り
上
り
を
見
せ
､
保
健

所
な
ど
も
力
を
注
い
で
､
登
山
者
な
ど
に
は
ゴ
･
､
､
範

な
ど
を
各
地
に
設
置
し
て
協
力
を
呼
び
か
け
て
い
る

ス
キ
ー
ヤ
ー
も
紙
ク
ズ
･
空
躍
な
ど
は
椿
に
持
ち

帰
る
か
施
設
備
え
つ
け
の
ク
ズ
範
に
入
れ
る
よ
う
心

か
け
て
ほ
し
い
｡

【
千
葉
彬
司
】

I

-

●

●

i

●

三

1

-

‥

　

　

-

　

　

一

一

●

　

　

-

　

　

●

●

●

　

　

-

　

　

‥

-

　

　

-

　

　

●

●

●

i

●

-

-

1

●

●

●

i

-



第3種郵便物認可(昭和35年7月26日)　④
1968. 12.25

-

-

-

後

立

山

達

峯

を

中

心
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山

　

名

　

考

A
　
統
一
山
名
の
生
れ
る
ま
で
.

〔
五
万
分
の
一
の
地
図
誕
生
と
そ
の
功
罪
〕

㈲
陸
測
測
量
班
と
五
万
分
の
一
地
形
図

長
い
間
混
沌
模
糊
と
し
て
い
た
､
北
ア
ル
プ
ス
奥

山
の
山
名
､
そ
れ
は
深
山
の
た
め
入
関
と
の
接
触
度

の
低
か
っ
た
と
い
う
原
因
に
加
え
て
､
当
時
は
山
の

位
置
づ
げ
を
す
る
測
量
､
緻
図
技
術
共
に
全
く
幼
稚

昭
和
3
2
年
北
憂
患
教
育
会
発
け
追
回
(
部
分
固
)
(
割
物
垂
の
名
前
が

漁
っ
て
い
る
)

長

　

　

　

沢

　

　

　

　

武

な
も
の
で
｢
絵
図
｣
と
い
わ
れ
る
通
り
､
奥
行
き
の
な

い
鳥
観
図
的
域
を
脱
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
地
図
で

し
た
｡

富
山
側
で
は
加
賀
百
万
石
前
田
利
常
候
の
キ
モ
入

り
で
慶
安
元
年
(
〓
ハ
四
八
年
)
よ
り
始
め
ら
れ
た

｢
黒
部
奥
山
廻
り
役
｣
も
､
そ
れ
か
ら
五
二
年
過
ぎ

た
元
藤
十
三
年
に
な
っ
て
も
､
国
撞
稜
線
の
山
々
に

つ
い
て
は
､
ま
だ
概
念
が
よ
く
つ
か
め
て
い
な
い
よ

う
で
す
｡

〔
奥
山
廻
り
岩
城
記
録
〕

(
前
審
)
右
書
上
申
御
墳
山
に
方
角
並
道
程
に
付

有
家
村
よ
り
信
州
瑳
道
の
り
'
立
山
峯
よ
り
は
り
の

木
嶋
迄
道
の
り
､
蛭
谷
村
よ
り
信
州
墳
鑓
ケ
嶽
迄
道

の
り
の
義
､
右
山
々
難
二
罷
越
一
山
数
多
く
御
座
候

に
付
方
角
道
の
り
等
難
レ
図
由
連
中
候
　
(
後
署
)

こ
れ
は
藩
よ
り
絵
図
製
作
に
当
っ
て
､
奥
山
の
よ

う
す
を
詳
し
-
答
え
る
よ
う
に
と
の
奥
山
廻
役
へ
の

命
令
は
対
し
て
の
彼
等
の
卒
直
な
告
白
の
手
記
で
す

し
か
し
'
江
戸
時
代
も
後
期
と
な
る
と
､
伊
能
忠

孝
な
ど
に
よ
り
西
洋
式
測
量
術
に
基
づ
-
経
度
経
度

の
入
っ
た
地
図
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
'
さ
ら
に

あ
ら
ゆ
る
面
で
急
速
に
近
代
化
が
進
ん
だ
明
治
の
御

代
に
お
い
て
は
'
行
政
上
､
軍
事
上
正
確
な
国
土
地

図
製
作
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
､
明
治
十
七
年
か
ら

内
務
省
地
境
局
と
陸
軍
省
参
謀
本
部
と
で
測
最
が
開

始
さ
れ
た
わ
け
で
､
北
ア
ル
プ
ス
で
は
前
積
商
岳
､

白
馬
岳
が
共
に
そ
の
最
初
で
､
明
治
二
六
年
に
一
等

三
角
点
の
接
点
を
み
て
お
り
､
毘
島
槍
､
槍
ヶ
岳
で

は
三
五
年
に
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
｡

と
こ
ろ
で
､
明
治
二
十
年
代
と
い
え
ば
､
日
本
の

近
代
登
山
の
黎
明
期
で
､
か
の
ウ
エ
ス
ト
ン
氏
が
来

日
し
た
の
は
`
陸
測
部
発
足
の
明
治
二
一
年
で
氏
は

二
四
年
に
は
御
嶽
､
駒
ヶ
岳
登
山
と
槍
ヶ
岳
の
試
登

を
し
､
翌
二
五
年
に
は
､
槍
ヶ
岳
の
頂
上
に
立
っ
て

お
り
ま
す
｡
志
賀
重
昂
の
｢
日
本
風
景
論
｣
の
刊
行
は

白
馬
､
穂
高
岳
に
三
角
点
の
撰
点
さ
れ
た
翌
明
治
二

七
年
で
､
こ
の
年
ほ
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
第
一
回
の
白

馬
登
山
を
し
て
お
り
､
続
い
て
二
九
年
(
｢
日
本
ア

ル
プ
ス
登
山
と
探
険
｣
が
刊
行
さ
れ
た
年
)
に
は
第

二
回
目
の
白
馬
登
山
を
し
て
お
り
ま
す
｡

し
か
し
`
後
立
山
縦
走
の
兆
が
み
え
る
の
は
明
治

四
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
､
こ
の
頃
に
お
い
て
も

な
お
山
名
の
混
沌
と
し
て
い
た
こ
と
は
`
例
を
唐
松

岳
か
ら
爺
岳
は
挙
げ
て
五
月
号
で
紹
介
し
た
通
り
で

す
｡

さ
て
､
北
ア
ル
プ
ス
最
初
の
五
万
分
の
一
地
形
図

は
大
正
二
年
｢
白
馬
｣
｢
黒
部
｣
｢
立
山
｣
が
発
行
さ

れ
た
あ
け
で
す
が
､
こ
れ
は
白
馬
岳
竺
高
点
が
設

け
ら
れ
て
か
ら
実
に
二
十
年
の
歳
月
を
経
て
お
り
ま

す
｡
も
っ
と
も
陸
測
部
で
は
､
明
治
二
二
年
｢
高
山

｣
と
い
う
二
十
万
分
の
一
地
形
図
を
発
行
､
同
三
十

四
年
修
正
を
行
な
っ
て
お
り
'
農
商
務
省
地
質
調
査

所
で
も
｢
富
山
図
幅
｣
と
い
う
二
十
万
分
の
一
地
形
図

を
出
し
て
い
ま
す
が
(
注
5
)
白
馬
岳
の
名
前
は
載

っ
て
い
る
も
の
1
実
測
ま
か
い
の
幼
稚
な
も
の
で
そ

の
他
の
山
名
や
位
置
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
あ
て
に

な
ら
な
い
-
ら
い
の
も
の
で
し
た
｡

0
､
誤
読
､
音
読
､
宛
字

五
万
の
地
図
を
見
る
時
､
測
量
班
は
少
な
か
ら
ざ

る
努
力
を
し
て
こ
の
測
量
と
地
形
図
の
編
集
に
当
っ

た
こ
と
に
深
い
改
憲
を
表
し
ま
す
が
､
そ
の
山
名
が

当
時
の
信
州
名
で
あ
っ
た
り
､
富
山
名
で
あ
っ
た
り

は
良
い
と
し
て
も
(
こ
れ
は
案
内
者
が
信
州
人
で
あ

る
か
越
中
人
で
あ
る
か
に
よ
り
､
ま
た
そ
の
山
へ
入

り
安
い
条
件
を
も
つ
側
の
呼
称
が
使
用
さ
れ
た
場
合

が
多
い
)
聞
き
違
え
､
宛
字
で
あ
る
こ
と
が
過
去
の

資
料
か
ら
は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
､
こ
れ

は
今
日
山
岳
研
究
家
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ

ら
れ
る
問
題
で
､
今
考
え
て
み
る
と
陸
測
部
も
山
名

の
決
定
に
は
'
も
少
し
の
注
意
と
慎
重
さ
が
は
し
か

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡

･
･
･
聞
き
違
え
か
書
き
違
え
と
思
わ
れ
る
も
の
-

古
絵
図
な
ど
古
い
資
料
か
ら
し
て
､
五
万
の
地
図

の
山
名
が
北
ア
ル
プ
ス
北
部
の
も
の
に
お
い
て
も
二

三
聞
き
違
え
た
か
書
き
違
え
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
｡
白
馬
岳
以
北
の
山
で
は
､
朝
日
岳
と
恵

振
､
或
は
等
倉
岳
と
鉢
ケ
岳
が
五
万
の
地
図
と
元
藤

以
降
明
治
に
至
る
ま
で
の
絵
図
を
比
べ
る
時
い
ず
れ

も
山
名
が
入
れ
替
っ
て
お
り
ま
す
し
､
南
の
鹿
島
槍

の
隣
の
布
引
岳
に
つ
い
て
も
､
古
く
か
ら
の
言
伝
え

や
雪
形
か
ら
し
て
､
現
在
の
布
引
岳
の
位
置
は
間
違

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
八
月
号
に
述
べ
た
通
り
で
す
｡

こ
れ
ら
の
誤
り
は
初
期
の
段
階
に
お
い
て
訂
正
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
､
五
万
分
の
一
地
図
発
行
以
来
麻

里
ハ
十
年
近
く
経
て
い
､
こ
の
間
一
般
に
は
誤
り
を

誤
り
と
知
ら
ず
正
し
さ
も
の
と
し
て
世
人
に
使
用
さ

れ
て
い
る
の
で
､
今
さ
ら
こ
れ
を
訂
正
す
か
は
大
混

乱
が
起
る
心
配
が
あ
る
の
で
､
何
と
も
致
し
方
あ
り

ま
せ
ん
｡
五
万
分
の
一
｢
槍
ヶ
岳
｣
図
幅
の
初
版
と
思

あ
れ
る
大
正
元
年
測
図
､
同
四
年
製
版
出
版
の
地
図

で
は
､
現
三
俣
襲
撃
岳
が
鶴
羽
岳
に
又
双
六
岳
が
蓮

華
岳
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
一
登
山
家
か
ら
次

の
よ
う
な
抗
議
文
が
出
さ
れ
ま
し
た
｡
(
注
･
･
:
)

(
山
岳
第
八
年
二
号
｢
机
上
談
山
｣
)

『
(
前
著
)
槍
ヶ
岳
図
幅
を
見
る
と
飛
信
越
国
の
損

が
鶴
羽
嶽
と
な
っ
て
い
る
｡
実
際
は
其
の
東
北
二
九

二
四
㍍
の
三
角
櫓
の
あ
る
峯
が
鶴
羽
嶽
と
か
単
に
篤

と
か
呼
ば
れ
て
い
る
馨
で
目
標
に
な
る
べ
き
駕
羽
の

池
も
図
に
ち
ゃ
ん
と
表
ほ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
而

し
て
三
国
の
擬
は
蓮
華
嶽
な
る
名
で
呼
ば
れ
て
い
る

の
で
あ
る
｡
而
し
て
其
の
南
地
図
に
難
撃
嶽
と
あ
る

の
は
正
t
j
T
蟹
六
岳
に
当
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ

ら
の
山
の
名
は
殆
ん
ど
一
般
の
通
用
を
持
っ
て
い
る

の
で
､
決
し
て
彼
我
桐
混
じ
て
使
わ
れ
る
様
な
轟
の

な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
頗
る
該
図
の
名
は
不
都
合
千

万
で
あ
っ
て
そ
の
地
方
に
行
く
人
々
に
と
っ
て
は
人

足
の
使
う
名
と
行
遭
い
が
出
来
た
り
し
て
仲
々
迷
惑

を
起
す
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
｡
』

こ
の
抗
議
文
は
採
用
さ
れ
て
､
昭
和
五
年
修
正
測
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図
よ
り
三
国
擬
の
山
は
一
一
俣
蓮
華
と
改
め
ら
れ
､
璃

羽
岳
は
喪
北
の
一
一
九
二
叩
㍍
の
馨
へ
移
さ
れ
た
あ
げ

で
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
述
べ
る
よ
う
問
題
は
残

り
ま
し
た
が
､
当
時
に
お
い
て
も
陸
測
部
は
山
名
に

つ
い
て
は
そ
う
と
う
神
経
を
使
っ
て
い
た
し
､
訂
正

も
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
｡

誤
読
､
音
読
､
宛
字

次
に
問
題
と
な
る
の
は
､
誤
読
､
音
読
､
宛
字
の

問
題
で
､
誤
読
↓
宛
字
､
音
読
-
宛
字
､
宛
字
l
音

読
､
宛
字
↓
誤
読
な
ど
と
な
っ
て
､
語
源
や
語
根
が

長
い
間
に
忘
れ
ら
れ
､
異
な
っ
た
意
味
に
解
釈
さ
れ

る
結
果
が
生
ま
れ
る
も
の
で
､
注
意
し
た
い
点
で
す

山
名
に
限
ら
ず
種
々
雑
多
な
全
国
の
地
名
を
み
て
も

こ
れ
が
原
因
で
今
日
多
く
の
地
名
が
生
ま
れ
'
そ
の

語
源
､
語
根
を
尋
ね
調
.
へ
る
地
名
学
と
い
う
学
問
も

生
ま
れ
て
い
る
程
で
､
幾
つ
か
の
古
絵
図
の
山
名
を

見
て
も
宛
字
が
良
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
､
五
万
分

の
一
地
図
で
も
さ
ら
に
宛
字
を
用
い
た
と
思
わ
れ
る

も
の
が
ニ
ー
三
見
受
け
ら
れ
ま
す
｡

現
在
よ
く
ぞ
の
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
シ
ロ

ウ
マ
岳
の
白
馬
の
他
､
後
立
山
-
五
竜
山
､
オ
テ
ン

シ
ョ
岳
l
大
天
井
､
.
｢
一
-
ロ
岳
-
五
郎
岳
`
祖
父
岳

↓
爺
岳
､
薬
師
又
は
釈
師
-
杓
子
岳
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
､
詳
し
く
は
山
名
考
名
論
に
ゆ
す
り
た
い
と
思

い
ま
す
｡

㈹
`
広
域
総
称
の
分
化

原
始
時
代
人
が
､
目
に
見
え
る
幾
千
幾
万
の
星
を

さ
し
て
､
た
だ
単
に
お
地
陳
と
呼
ん
で
い
た
も
の
が

時
代
が
進
む
に
従
い
､
そ
れ
人
-
の
星
に
名
前
が
つ

け
ら
れ
､
足
軽
別
に
区
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ

う
に
･
奥
山
の
姿
も
｢
岳
｣
か
ら
個
々
の
峯
々
に
名
前

が
附
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
か
､
し
か
し
そ

の
中
間
の
時
期
で
は
一
群
の
山
々
へ
寒
々
を
総
称
し

た
と
え
は
白
馬
岳
山
群
を
蓮
華
(
花
)
山
､
鷲
羽
三

俣
蓮
華
群
を
驚
ノ
羽
ケ
嶽
､
爺
､
針
ノ
木
及
び
槍
か

ら
餓
鬼
の
山
脈
を
屍
飛
､
蓮
華
か
ら
不
動
岳
に
か
け

て
の
針
ノ
木
､
あ
る
い
は
立
山
の
後
の
山
と
し
て
五

竜
-
爺
岳
と
思
わ
れ
る
間
を
後
立
山
と
呼
ん
だ
時
期

が
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
ら
は
白
蓮
花
の
花
弁
群
､
鷲
が

羽
根
を
広
げ
た
姿
､
あ
る
い
は
屏
風
を
立
て
た
よ
う

に
打
続
く
山
々
､
地
獄
の
針
ノ
山
の
よ
う
な
無
数
の

ピ
ー
ク
群
と
い
っ
た
､
ど
れ
も
そ
の
も
の
の
姿
に
似

て
い
､
言
い
得
て
誠
は
妙
を
得
て
い
る
ふ
さ
わ
し
い

山
名
だ
と
感
心
し
ま
す
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
山
名
は
､
現
在
古
い
資
料
が
揃
っ

て
い
な
い
の
で
､
何
時
頃
か
ら
呼
ば
れ
て
来
た
の
か

良
く
解
ら
な
い
け
れ
ど
も
､
い
ず
れ
も
〓
ハ
0
0
年

代
に
は
既
に
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
∵
｣
れ
ら
の
山

が
分
塞
名
を
持
つ
の
は
文
化
･
文
政
　
(
一
八
〇
三

-
)
以
後
の
こ
と
で
す
｡

越
市
側
の
絵
図
で
は
､
元
練
(
一
六
八
八
-
)
か

ら
天
明
(
一
七
八
一
-
)
の
問
の
も
の
で
は
い
ず
れ

も
鑓
ケ
岳
か
ら
鷲
羽
ケ
岳
ま
で
の
間
に
､
不
帰
､
餓

鬼
､
後
龍
山
､
真
砂
子
'
針
ノ
木
､
鷲
羽
の
七
ツ
の

山
名
を
見
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
､
文
化
の
初
め
奥
山

廻
り
役
が
作
っ
た
と
思
わ
れ
る
｢
奥
山
御
墳
日
並
谷

口
川
筋
等
署
絵
図
｣
で
は
､
大
運
花
､
栂
山
､
コ
ス

･
ハ
リ
､
申
岳
剣
な
ど
の
山
名
が
現
れ
で
参
り
ま
す
し

白
馬
岳
周
辺
で
は
夫
蓮
華
､
申
蓮
華
､
前
蓮
華
な
ど

信
漁
国
絵
図
(
都
分
国
A
)
(
元
禄
の
絵
図
と
思
わ
れ
ろ
も
の
で
あ

る
｡
｣
　
日
本
民
俗
資
料
館
蔵

の
名
前
が
天
保
十
三
年
(
一
八
三
五
)
の
絵
図
に
見

｣
1
J

晴
れ
嘗
仁
へ
謹
話
埋
惨
博
打
醤
茜
南
.
L
北
針
宮
林

岳
､
~
大
蓮
華
､
小
蓮
華
山
の
名
前
も
文
政
五
年
(
一

人
二
二
)
の
絵
図
か
ら
見
え
て
き
ま
す
｡
(
注
7
)
し

か
し
､
明
治
中
-
未
年
頃
迄
未
分
化
で
あ
っ
た
の
は

針
ノ
木
周
辺
の
屏
風
と
現
表
銀
座
と
呼
ば
れ
る
槍
-

燕
の
屏
風
と
呼
ば
れ
る
山
々
で
､
こ
れ
ら
の
寒
々
に

名
前
が
与
え
ら
れ
文
字
と
な
っ
て
世
に
出
た
の
は
､

や
は
り
五
万
分
の
一
地
図
に
お
い
て
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
｡

0
分
署
名
の
統
合

前
項
の
よ
う
に
､
片
や
一
連
の
山
々
が
無
名
の
ま

ゝ
明
治
末
年
ま
で
来
た
か
と
思
う
と
､
一
方
､
猟
師

鉱
山
師
な
ど
人
々
と
接
触
の
多
い
山
に
お
い
で
は
､

岳
と
い
う
程
の
も
の
で
な
い
ピ
ー
ク
や
霹
岩
に
迄
何

々
山
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
る
も
の
も
あ
り
､
こ

れ
ら
の
轄
理
統
合
と
い
う
こ
と
も
五
万
分
の
一
地
図

発
行
曙
際
し
て
は
必
要
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡

鹿
島
槍
は
三
つ
の
ピ
ー
ク
を
持
っ
て
､
北
墓
を
槍

ヶ
岳
､
中
央
を
乗
鞍
岳
､
南
峯
を
布
引
岳
と
言
っ
た

し
､
爺
岳
も
三
つ
の
峯
を
持
っ
て
い
'
北
賽
を
五
岳

中
央
を
六
岳
､
高
察
を
祖
父
岳
､
戎
い
北
賽
を
鹿
島

大
岳
､
中
央
を
丙
俣
岳
､
南
峯
を
祖
父
岳
な
ど
と
呼

ん
で
い
ま
し
た
が
(
注
8
)
五
万
分
の
一
地
図
で
は
共

に
整
理
統
合
さ
れ
'
代
表
名
を
も
っ
て
山
名
と
決
っ

た
も
の
で
す
｡

こ
の
他
'
五
竜
岳
､
野
口
五
郎
岳
も
こ
の
よ
う
な

統
合
名
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
山
で
､
野
口
五
郎
岳

に
つ
い
て
は
明
治
の
始
め
頃
か
ら
四
五
六
岳
と
呼
ん

で
い
た
こ
と
は
確
で
､
こ
の
山
の
北
に
三
ツ
岳
が
あ

り
､
南
に
七
八
沢
岳
(
現
在
無
名
峯
)
が
あ
る
処
か
ら

な
る
と
､
こ
の
五
郎
岳
も
あ
る
い
は
北
峯
を
四
岳
中

央
を
五
岳
､
南
雀
を
六
岳
と
江
戸
時
代
に
は
呼
ん
で

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
｡

㈹
地
域
異
称
の
整
理
と
統
合

地
域
に
よ
る
呼
称
の
相
違
に
つ
い
て
は
､
第
二
表

あ
る
い
は
八
月
号
に
く
わ
し
-
述
べ
た
通
り
､
五
万

分
の
一
地
図
数
作
に
当
っ
て
､
ど
の
山
名
を
採
用
す

る
か
ほ
大
き
な
問
題
で
あ
り
､
大
い
ほ
迷
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
｡
殊
聖
二
僕
達
華
周
辺
は
`
信
州
､
飛
騨

越
中
の
三
国
境
の
地
点
で
､
山
名
も
三
者
三
様
で
あ

り
'
最
后
迄
結
論
が
出
な
か
っ
た
所
で
､
三
保
蓮
華

双
六
岳
に
つ
い
て
は
前
㊥
項
で
紹
介
し
た
よ
う
な
山

岳
家
の
抗
議
文
な
ど
も
あ
っ
た
地
点
で
す
｡

北
ア
ル
プ
ス
北
部
の
後
立
山
周
辺
の
山
に
つ
い
て

結
果
か
ら
見
れ
ば
'
そ
の
大
部
分
は
信
州
名
を
採
用

し
た
わ
け
で
す
が
､
三
俣
蓮
華
な
ど
一
部
の
山
名
に

つ
い
て
は
､
し
っ
か
り
し
た
根
拠
も
な
い
山
名
を
付

信
漁
国
絵
図
(
部
分
囲
B
)

し
た
と
し
て
､
｢
黒
部
奥
山
廻
り
役
｣
と
い
う
古
く

か
ら
充
実
し
た
組
織
を
も
っ
て
国
掻
警
備
に
当
り
､

絵
図
や
山
名
も
し
っ
か
り
し
て
い
る
越
中
側
の
名
称

を
･
ど
う
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
越
中
側
山
岳

研
究
家
の
批
判
も
あ
る
よ
う
で
す
(
注
9
)

尚
､
岳
と
し
て
山
名
を
附
す
る
に
足
ら
な
い
山
と

し
て
､
陸
測
班
か
ら
整
理
の
対
象
と
な
っ
た
山
に
､

親
鸞
羽
岳
と
野
口
五
郎
間
の
稜
線
上
の
山
に
､
越
中

名
車
岳
､
信
州
名
と
八
沢
岳
､
ま
た
こ
の
山
の
南
で

鷲
羽
岳
の
近
く
に
､
越
中
名
獅
子
岳
又
は
小
鷲
岳
､

信
州
名
割
物
岳
が
あ
り
ま
す
が
､
こ
れ
ら
は
共
に
地

元
の
人
達
に
古
か
ら
し
た
し
ま
れ
て
来
た
山
で
す
の

で
､
な
ん
と
か
五
万
分
の
一
地
図
上
に
日
の
目
を
み

せ
て
あ
げ
た
い
山
で
す
｡

(
注
5
)
武
田
久
吉
｢
白
馬
岳
初
期
登
山
者
そ
の
他
｣
山
岳
会
報
二
五

五
(
一
九
六
六
年
九
月
)
辻
本
満
丸
｢
祖
父
岳
の
こ
ら
し
山
岳
第
四
年

第
三
号
(
明
治
四
十
二
年
)

(
注
6
)
　
中
京
正
文
｢
黒
部
奥
山
廻
り
役
C
｣
山
岳
弟
三
一
年
第
-

号
p
五
五

(
注
7
)
　
中
島
正
文
｢
黒
部
奥
山
廻
り
後
日
｣
山
岳
第
三
四
年
･
一

早
(
注
8
)
　
北
安
曇
披
育
全
編
｢
北
安
曇
郡
地
誌
｣
明
治
三
九
年
四
月

及
び
下
川
預
入
氏
談

(
注
9
)
　
や
あ
正
文
｢
黒
部
奥
山
廻
り
役
C
｣
山
岳
第
三
二
年
第
-

号
p
五
大
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坂

十
月
下
旬
紅
葉
の
終
り
を
飾
る
カ
ラ
ヤ
ツ
の
黄
葉

が
散
る
頃
か
ら
上
高
地
の
冬
が
せ
わ
し
く
訪
れ
て
く

る
｡
十
一
月
十
日
の
最
終
.
ハ
ス
の
運
行
を
最
後
に
山

の
観
光
業
者
は
施
設
を
閉
じ
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
人
が

下
山
し
て
し
ま
い
､
雪
に
と
ざ
さ
れ
た
上
高
地
は
静

か
な
自
然
の
姿
に
か
え
る
､
こ
れ
か
ら
来
春
の
四
月

ま
で
が
山
の
一
番
美
し
い
季
節
で
も
あ
ろ
う
｡

広
々
と
分
布
し
た
植
物
は
降
雪
に
背
丈
を
ち
ゞ
め

又
深
い
雪
に
埋
れ
る
､
一
見
山
は
長
い
冬
眠
期
に
入

っ
た
如
く
み
え
る
の
で
あ
る
が
比
の
厳
し
い
自
然
界

の
中
に
も
､
少
数
の
人
間
を
始
め
数
多
-
の
動
植
物

た
ち
の
生
き
抜
く
斗
い
が
続
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡十

二
月
上
旬
頃
か
ら
の
降
雪
は
根
雪
と
な
り
そ
の

後
は
吹
雪
の
明
け
暮
れ
が
続
く
こ
の
附
近
の
例
年
の

積
雪
量
は
一
㍍
前
後
で
あ
る
｡

冬
山
に
な
っ
て
人
足
の
と
だ
え
た
､
こ
の
地
に
も

十
二
月
下
旬
か
ら
一
月
ヒ
旬
ま
で
に
冬
山
登
山
の
大

学
山
岳
部
貝
や
一
般
山
岳
会
の
社
会
人
パ
ー
テ
ィ
ー

の
若
者
達
が
沢
渡
部
落
か
ら
ワ
カ
シ
の
輪
型
を
雪
の

上
に
残
し
な
が
ら
冬
山
重
装
備
の
重
い
キ
ス
リ
ン
グ

を
背
負
っ
て
入
山
す
る
､
途
中
幾
個
所
か
の
デ
ブ
リ

と
ナ
ダ
レ
の
危
険
を
お
か
し
な
か
ら
彼
等
は
登
山
計

画
に
も
と
づ
い
て
た
ゞ
黙
々
と
そ
の
日
的
を
慎
重
に

遂
行
す
る
の
で
あ
る
｡

巨
大
な
生
き
物
の
よ
う
な
荒
肌
を
横
た
え
た
焼
宙

も
今
は
雪
の
.
ヘ
ー
ル
に
包
ま
れ
静
か
な
呼
吸
を
し
て

い
る
｡
鉛
色
に
半
は
凍
結
し
た
大
正
池
に
越
冬
す
る

マ
ガ
モ
の
群
が
登
山
者
の
列
に
怯
え
水
面
に
い
く
つ

か
の
波
紋
を
残
し
て
飛
び
立
つ
'
白
銀
の
目
映
ゆ
い

ば
か
り
の
頼
高
速
鵬
が
見
ら
れ
る
晴
天
も
一
ケ
月
に

四
､
五
日
あ
る
t
t
:
J
げ
で
あ
る
｡

田

尚

雪
又
雪
`
五
十
セ
ン
チ
巾
の
ト
レ
ー
ス
の
つ
い
た

果
し
な
い
道
が
針
葉
樹
林
帯
の
中
に
続
い
て
い
る
｡

帝
国
ホ
テ
ル
手
前
の
裏
道
か
ら
雪
道
は
左
に
折
れ
て

木
村
小
屋
へ
通
じ
る
冬
期
登
山
者
の
誰
も
が
必
ず
立

寄
っ
て
入
山
届
け
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
木

村
小
屋
に
は
現
在
上
高
地
の
主
で
あ
る
木
村
殖
氏
が

薪
ス
ト
ー
ブ
の
前
に
ど
っ
か
り
と
腰
を
す
え
て
ヒ
ゲ

だ
ら
け
の
顔
で
素
朴
で
は
あ
る
が
温
味
の
あ
る
応
得

を
し
て
-
れ
る
､
早
速
に
渋
茶
と
小
か
ぶ
の
漬
物
を

出
し
て
も
て
な
し
て
く
れ
る
青
木
の
小
母
さ
ん
は
教

少
な
い
上
高
地
の
越
冬
人
の
中
で
唯
一
人
の
女
性
で

ある〕夏
山
最
盛
期
に
は
数
百
台
の
マ
イ
カ
ー
と
パ
ス
で

混
雑
し
て
い
た
駐
車
場
附
近
も
今
は
ひ
っ
そ
り
と
し

た
雪
の
広
場
で
あ
る
､
梓
川
石
澤
の
安
曇
村
営
ホ
テ

ル
の
あ
た
り
か
ら
越
冬
人
の
飼
う
カ
ツ
高
い
犬
の
喘

ぎ
声
が
聞
え
る
､
冬
の
河
童
橋
は
寒
風
に
雪
が
吹
き

飛
ば
さ
れ
橋
の
上
に
は
ザ
ラ
メ
雪
が
煎
り
付
き
ど
こ

か
ら
と
も
な
く
･
､
､
シ
〈
と
橋
の
軋
れ
音
が
す
る
｡

梓
川
の
水
は
一
本
の
帯
に
な
っ
て
減
水
し
､
カ
ワ
ガ

ラ
'
ス
が
一
羽
こ
ま
め
妃
水
に
潜
り
潜
っ
て
は
上
が
り

身
ぶ
る
い
し
て
い
た
､
川
底
に
水
苔
の
つ
い
た
小
石

の
一
つ
く
が
く
っ
き
り
浮
び
上
が
っ
て
見
え
る
の

も
こ
の
季
節
で
あ
る
`
比
の
附
近
で
静
か
な
眠
り
に

入
っ
て
い
る
の
は
閉
ざ
さ
れ
た
観
光
施
設
だ
け
で
あ

ろ
う
か
｡

小
梨
平
に
あ
る
厚
生
省
の
筒
理
悪
務
所
の
煙
突
か

ら
出
て
い
る
ス
ト
ー
ブ
の
白
い
煙
り
が
道
ゆ
-
登
山

者
の
重
い
足
を
軽
く
は
げ
ま
し
て
く
れ
る
こ
と
も
､

う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
｡

キ
ャ
ン
プ
地
に
群
生
し
て
い
る
ミ
ヤ
で
ズ
･
､
､
の
小
枝

か
ら
数
羽
の
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
梢
の
雪
を
散
ら
し
て

飛
び
立
っ
た
｡
一
㍍
近
く
も
背
丈
の
あ
る
ク
マ
ザ
サ

も
雪
に
埋
れ
山
の
傾
斜
面
か
ら
こ
の
雪
原
へ
か
け
雪

の
上
に
残
さ
れ
た
無
数
の
ウ
サ
ギ
の
足
あ
と
は
彼
等

の
前
夜
の
行
動
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

登
山
者
は
重
い
足
は
増
々
窪
み
を
深
く
残
し
て
六

百
沢
の
針
葉
樹
林
を
行
く
'
時
々
モ
･
･
､
や
ツ
ガ
の
枝

が
雪
の
重
味
を
ふ
る
い
落
す
よ
う
に
身
ぶ
る
い
を
す

る
｡
テ
ン
の
残
し
た
二
点
の
足
あ
と
が
執
念
深
く
ト

レ
ー
ス
の
あ
と
を
追
っ
て
い
る
､
た
ま
に
雪
道
を
板

切
る
キ
ッ
ネ
の
足
あ
と
は
さ
す
が
に
注
意
深
-
`
あ

た
り
を
警
戒
し
て
い
る
さ
ま
が
テ
ン
と
Y
ら
べ
て
面

白
い
象
対
で
あ
る
｡

六
百
沢
を
過
ぎ
小
白
沢
ま
で
来
る
と
急
に
視
界
が

開
け
て
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
華
の
群
落
が
目
に
入
る
､
一

月
か
ら
三
月
に
か
け
て
梢
の
先
の
若
芽
が
赤
く
繭
え

続
け
雪
の
白
き
と
梢
の
赤
色
の
バ
ラ
ン
ス
は
明
神
岳

を
背
景
に
し
て
実
に
見
事
な
景
観
で
あ
る
｡

梓
川
の
流
れ
は
明
神
橋
を
競
い
に
水
枯
れ
し
て
お

り
､
庇
の
あ
た
り
で
地
下
水
が
湧
き
明
神
池
の
清
流

と
六
百
沢
で
出
合
い
冬
の
大
正
池
を
潤
し
て
い
る
の

で
あ
る
｡
冬
の
登
山
者
が
氷
を
割
っ
て
イ
ヮ
ナ
の
つ

か
み
取
り
を
楽
し
む
の
も
切
神
橋
附
近
の
水
溜
り
で

あ
る
｡

大
正
池
よ
り
溌
岳

明
神
池
附
近
に
キ
ッ
ネ
`
テ
ン
､
タ
ヌ
キ
､
ヤ
マ

イ
タ
チ
な
ど
が
獲
物
を
求
め
て
集
ま
る
の
も
こ
う
し

た
水
溜
り
に
イ
ワ
ナ
が
い
る
た
め
で
も
あ
る
｡
ケ
シ

ョ
ゥ
ヤ
ナ
ギ
の
若
芽
に
ウ
リ
が
群
が
り
そ
の
棋
力
に

こ
ぼ
れ
た
新
芽
を
あ
き
る
キ
ジ
.
ハ
ト
と
ヤ
マ
ド
リ
が

見
ら
れ
る
　
ア
カ
ゲ
ラ
が
老
木
の
幹
を
叩
き
､
･
､
､
ヤ

マ
ハ
ン
ノ
キ
の
枯
木
に
穴
を
う
が
つ
｡

泡
中
に
群
生
し
て
い
た
水
草
イ
チ
ョ
ウ
バ
イ
カ
モ

も
夏
の
頃
よ
り
大
部
少
な
-
な
っ
て
い
る
の
は
池
に

越
冬
す
る
数
十
羽
の
マ
ガ
モ
の
冬
の
食
餌
に
嬢
は
ま

れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
｡

最
低
気
温
マ
イ
ナ
ス
二
十
五
､
六
度
を
記
録
す
る

寒
地
に
あ
っ
て
も
生
物
が
そ
れ
ぐ
の
生
活
を
大
切

に
守
っ
て
い
る
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
｡

上
高
地
で
冬
の
自
然
に
還
っ
た
景
観
の
中
で
特
に

美
し
く
印
象
に
残
る
も
の
1
一
つ
に
梓
川
べ
り
の
霧

氷
が
あ
る
｡
降
雪
′
湿
度
と
気
温
の
変
化
が
樹
木
を

一
夜
の
う
ち
に
実
の
極
致
へ
変
え
て
し
ま
う
､
そ
の

美
し
さ
は
陽
の
の
は
る
一
瞬
ま
で
の
ご
く
短
い
生
命

で
あ
り
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
自
然
の
変
化
が
一
瞬
の
美

を
与
え
､
ま
た
そ
れ
を
借
し
げ
も
な
く
崩
壊
し
て
ゆ

く

○雪
に
埋
れ
た
冬
の
上
高
地
の
す
べ
て
が
こ
の
季
節

の
問
だ
け
で
も
自
然
の
で
姿
あ
る
の
は
誠
に
嬉
し
い

限
り
で
あ
る
｡

【
明
科
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
ラ
ン
ド
飼
育
係
〕
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お
願
い
　
｢
山
と
博
物
館
｣
の
購
読
者
を
つ
の
っ

て
お
り
ま
す
｡
年
間
三
〇
〇
円
(
送
料
共
)
大
町

山
岳
博
物
館
宛
お
送
り
下
さ
い
｡
(
切
手
は
不

可
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