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立
山
開
発
に
思
う

鉦
の
木
島
の
開
発
者
'
市
内
八
日
町
に
あ
っ
た
旅

館
〝
対
向
館
〟
の
経
営
者
､
針
ノ
木
､
大
沢
小
出
の

小
屋
主
百
滴
慎
太
郎
さ
ん
は
､
針
ノ
木
を
越
え
叩
-

刈
安
-
五
色
-
ザ
ラ
峠
-
浄
土
巾
-
一
の
越
-
立
山

こ
の
コ
ー
ス
が
雑
然
立
山
へ
は
信
州
か
ら
一
番
登

り
や
す
く
､
展
親
も
き
れ
い
だ
と
擁
奨
し
て
い
た
｡

国
鉄
大
糸
前
線
の
前
身
､
信
濃
鉄
道
会
社
の
出
口

勝
さ
ん
､
属
人
で
も
あ
り
山
岳
写
輿
家
の
大
町
小
学

校
の
　
教
師
手
塚
頗
一
郎
さ
ん
達
は
､
こ
の
コ
ー
ス

を
踏
破
し
て
､
立
川
辿
紫
の
大
自
然
を
鵬
喫
し
た
も

の
だ
｡

窒
蛙
'
弥
陀
ケ
原
､
美
女
平
､
立
山
一
帯
の
p
R

は
百
瀬
さ
ん
達
の
宣
伝
は
か
り
で
も
な
い
が
当
時
大

町
口
か
ら
歩
い
て
大
沢
小
屋
に
一
組
､
針
ノ
木
崎
を

越
え
る
立
山
行
き
が
非
常
に
多
か
っ
だ
｡

国
鉄
や
バ
ス
の
発
達
が
遅
れ
て
い
た
関
係
も
あ
っ

て
た
い
か
い
の
登
同
者
は
大
町
に
一
泊
`
勿
論
対
山

館
利
用
者
の
み
で
あ
っ
た
､
従
っ
て
韮
山
案
内
人
組

合
の
事
務
所
も
同
館
に
設
置
､
登
山
者
の
便
宜
を
計

る
な
ど
大
賑
わ
い
だ
っ
た
｡
そ
の
後
白
馬
岳
が
紹
介

さ
れ
て
か
ら
､
立
山
行
き
は
多
少
下
火
に
な
っ
た
｡

関
西
馬
力
黒
部
川
第
四
発
電
所
が
出
来
上
り
､
ダ

ム
周
辺
が
観
光
客
に
解
放
さ
れ
て
か
ら
`
い
ま
ま
で

歩
い
た
コ
ー
ス
が
僅
か
な
時
間
と
軽
装
で
見
物
で
き

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
､
ま
た
人
気
が
盛
り
返
し
て

き
､
四
十
二
年
度
は
見
学
者
が
三
〇
万
人
を
趣
へ
本

年
は
ま
だ
増
加
し
そ
う
だ
と
い
う
｡

立
山
の
自
然
環
擬
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
が
､
四

五
年
度
に
は
立
山
黒
部
貫
光
会
社
の
室
堂
-
新
丸
山

間
が
貫
通
す
る
｡
工
費
は
四
八
億
九
千
八
百
三
十
九

万
円
､
両
県
民
の
願
う
国
際
観
光
ル
ー
ト
が
実
現
す

る
従
来
の
登
山
者
に
加
え
一
般
観
光
客
､
ス
キ
ー
客

を
加
え
れ
ば
年
間
百
万
人
が
予
想
さ
れ
る
｡
地
元
の

受
け
入
れ
対
策
こ
そ
垂
大
問
題
だ
｡

(
北
ア
観
光
協
会
専
務
理
事
･
古
川
　
諜
)
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唐
沢
再
審
山
合
宿

長

　

　

沢

　

　

修

　

　

介

箱物棉ど山

昨
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
懸
案
で
あ
っ
た
癌
沢
正
中

乾
布
へ
の
登
欝
を
開
始
し
た
が
想
像
し
て
い
た
以
上

の
困
難
に
ぶ
つ
か
り
昨
年
は
つ
い
に
下
部
の
ル
ー
ト

工
作
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
｡

以
後
冬
の
状
況
調
査
及
び
周
辺
の
沢
の
状
況
等
に

目
標
を
お
い
て
､
毎
月
一
回
ず
つ
の
入
山
を
決
め
て

い
た
が
節
雪
初
期
の
骨
二
月
中
旬
に
一
回
と
三
月
中

句
に
一
回
の
偵
察
を
行
な
重
た
の
み
で
今
年
の
春
を

迦
･
え
る
に
至
っ
て
･
.
+
ま
っ
+
)
.
 
9

年
度
顕
初
　
今
年
の
五
月
合
宿
に
つ
い
て
大
い
に

議
論
は
あ
っ
た
か
､
我
会
の
発
足
の
頃
よ
り
開
発
に

つ
と
め
て
き
た
穂
状
岳
､
特
に
昔
と
は
大
き
く
変
貌

し
て
し
ま
っ
た
､
唐
沢
岳
の
西
田
'
カ
ラ
沢
の
各
沢

及
び
尾
根
に
つ
い
て
こ
れ
等
の
開
発
と
合
せ
て
新
し

い
人
達
の
雪
上
技
術
の
習
得
と
い
う
意
味
も
含
め
て

行
な
う
と
い
う
決
定
を
み
た
｡

し
か
し
､
一
昨
年
の
三
月
　
餓
鬼
･
唐
沢
集
中
､
昨

年
の
躯
岩
と
毎
年
唐
沢
に
は
入
っ
て
い
る
も
の
の
'

残
雪
期
の
カ
ラ
沢
に
つ
い
て
は
､
も
う
ず
っ
と
以
前

頭
初
の
開
発
の
頃
に
入
っ
た
陰
う
つ
な
感
じ
し
か
残

っ
て
お
ら
ず
あ
の
谷
の
何
処
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か

一
抹
の
不
安
を
打
ち
消
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡

四
月
下
旬
　
昨
年
九
月
に
鼎
岩
上
半
部
ま
で
ル
ー

ト
を
延
し
て
い
た
東
京
の
山
岳
会
､
｢
グ
ル
ー
プ
･

ド
･
コ
ル
デ
｣
か
ら
昨
年
十
月
に
つ
い
に
完
壷
し
た

と
の
手
紙
が
届
き
､
今
年
の
春
の
合
福
に
は
雑
業
周

辺
に
二
十
八
日
か
ら
入
山
す
る
と
の
報
が
入
っ
た
｡

我
々
も
四
月
二
十
八
日
よ
り
入
山
の
予
定
で
あ
っ

た
の
か
､
参
加
人
員
及
び
天
候
な
ど
を
考
船
､
一
部

計
画
に
変
更
を
加
え
五
月
一
日
の
入
山
と
な
っ
た
｡

今
回
の
入
山
は
第
一
隊
が
五
月
一
日
入
山
､
第
二

隊
が
五
月
三
日
入
山
､
新
ら
し
い
人
達
も
含
め
て
給

効
十
三
人
の
合
宿
と
な
り
､
B
C
を
三
の
沢
橋
よ
り

カ
ラ
沢
に
少
し
閉
っ
た
所
に
お
い
て
五
月
五
日
午
前

中
迄
行
な
っ
た
｡
途
中
五
月
四
日
は
朝
､
雨
が
降
り

昼
頃
は
晴
れ
た
が
午
后
'
雷
鳴
を
共
っ
て
ア
ラ
レ
が

降
る
と
い
う
変
っ
た
天
候
の
た
め
'
こ
の
日
一
日
は

休
養
の
日
で
あ
っ
た
｡
以
下
は
今
回
の
合
宿
で
入
っ

た
各
尾
根
及
び
沢
の
状
態
で
あ
る
が
､
今
年
は
例
年

に
な
く
残
雪
が
多
か
っ
た
こ
と
は
各
沢
及
び
ル
ン
ゼ

の
軽
馨
に
は
大
き
な
助
け
と
な
っ
た
｡

○
カ
ラ
沢
(
入
口
よ
り
B
沢
合
流
点
鸞
滝
ま
で
)
一

カ
ラ
沢
入
口
は
昨
年
地
質
調
査
を
行
な
っ
た
た
め
各

所
に
そ
の
あ
と
を
見
る
｡
堰
堤
を
越
え
る
辺
り
ま
で

は
残
雪
も
な
く
夏
と
同
じ
で
あ
る
が
石
窟
に
近
年
で

き
た
大
き
な
崩
落
の
辺
り
は
､
大
き
な
デ
ブ
リ
が
沢

を
埋
め
て
お
り
､
そ
の
上
の
ナ
メ
状
の
沌
は
ま
だ
す

っ
か
り
デ
ブ
リ
の
下
で
こ
の
辺
り
厳
冬
期
の
思
し
き

を
知
ら
さ
れ
る
｡
こ
の
ナ
メ
状
の
滝
の
巻
道
で
無
雪

期
は
右
岸
の
尾
根
に
取
り
つ
く
の
に
苦
労
さ
せ
ら
れ

る
の
だ
が
､
今
回
は
デ
ブ
-
の
上
を
歩
い
て
簡
単
に

右
岸
の
ま
き
道
に
取
り
付
け
た
｡
こ
れ
よ
り
金
時
の

沌
ま
で
は
残
雪
も
ほ
と
ん
ど
な
く
､
夏
と
同
じ
で
あ

っ
た
o

金
時
の
滝
の
高
巻
き
の
ル
ー
ト
は
､
雨
後
及
び
融

雪
期
に
は
落
石
に
充
分
の
注
憲
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
我
々
も
第
一
回
目
の
通
過
が
丁
度
午
後
に
な

っ
た
た
め
､
上
部
か
ら
の
落
石
に
大
変
悩
ま
さ
れ
､

一
時
間
以
上
も
余
分
な
時
間
を
質
し
て
し
ま
っ
た
｡

上
部
の
プ
ッ
シ
ュ
に
は
昨
年
取
り
付
け
ら
れ
た
針

金
の
フ
ィ
ッ
ク
ス
が
あ
る
が
､
登
下
降
に
は
い
つ
も

い
や
み
所
だ
､
金
時
の
滝
を
越
し
て
間
も
な
く
沢
は

す
っ
か
り
雪
の
中
で
B
沢
出
合
驚
清
ま
で
は
雪
の
上

を
行
く
こ
と
が
で
き
た
｡
途
中
､
両
側
よ
り
各
所
に

大
き
な
デ
ブ
リ
が
沢
を
う
め
て
い
る
｡
B
C
地
点
よ

り
駕
絶
遠
は
登
り
約
一
時
間
半
､
下
り
約
三
十
分
で

あ
っ
た
｡

○
幕
岩
の
ぞ
き
岩
よ
り
北
尾
根

こ
の
尾
根
は
カ
ラ
沢
の
ナ
メ
滝
を
高
巻
き
し
て
再

び
カ
ラ
沢
に
下
り
た
所
か
ら
対
澤
(
左
窟
)
　
へ
取
り

付
き
､
途
中
一
ヶ
所
急
な
岩
を
木
に
よ
じ
登
っ
て
､

シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
ブ
ッ
シ
ュ
を
ぬ
け
る
と
大
岩
が
現
れ

る
'
こ
の
岩
か
ら
蒸
暑
の
ほ
と
ん
ど
の
全
容
が
塑
め

る
の
で
こ
の
岩
を
〝
幕
岩
の
ぞ
き
岩
〃
と
称
し
た
｡

沢
か
ら
こ
の
岩
ま
で
約
十
五
分
で
あ
る
｡
こ
こ
は
金

時
の
滝
の
真
上
に
あ
た
る
の
で
こ
の
岩
よ
り
尾
根
を

少
し
登
っ
て
コ
ル
状
の
所
か
ら
金
時
の
滝
の
上
へ
も

下
る
こ
と
が
で
き
る
｡
厳
冬
期
な
ど
の
積
雪
状
態
の

悪
い
時
は
こ
の
ル
ー
ト
の
方
が
前
記
の
ル
ー
ト
よ
り

も
金
時
の
純
を
越
す
に
は
良
い
か
も
知
れ
な
い
｡
こ

の
岩
の
附
近
よ
り
尾
根
を
切
り
開
い
て
あ
り
(
恐
ら

く
測
量
の
道
と
思
わ
れ
る
)
約
一
時
間
半
で
西
尾
根

へ
合
す
る
｡
こ
の
地
点
は
西
尾
根
の
二
､
二
八
〇
㍍
の

ピ
ー
ク
よ
り
三
つ
下
の
ピ
ー
ク
で
あ
る
｡
総
体
に
や

せ
尾
根
で
あ
っ
て
､
森
林
帯
の
中
を
歩
-
た
め
視
界

は
良
く
な
い
が
所
々
か
ら
北
尾
根
吸
び
幕
岩
を
良
く

眺
め
ら
れ
る
｡
暮
岩
の
全
容
を
つ
か
む
た
め
に
は
幕

岩
の
ぞ
き
岩
ま
で
は
ぜ
ひ
初
め
に
登
っ
て
み
た
い
も
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の
で
あ
る
｡
下
降
は
こ
の
尾
根
の
す
ぐ
上
流
に
あ
る

ル
ン
ゼ
を
下
っ
た
｡
途
中
一
ヶ
所
雪
が
切
れ
て
滝
が

あ
っ
た
か
､
上
部
は
急
で
よ
い
ル
ー
ト
で
は
な
い
｡

O

 

D

　

沢

カ
ラ
沢
が
昔
の
カ
ラ
沢
よ
り
も
ず
っ
と
開
け
た
明

る
い
感
じ
に
な
っ
た
と
同
じ
に
D
沢
も
雷
に
比
べ
て

広
く
明
る
い
感
じ
に
な
っ
た
の
は
残
雪
か
沢
山
あ
る

た
め
は
か
り
で
は
な
く
'
C
沢
の
分
岐
点
､
及
び
燕

岩
の
附
近
も
ず
っ
と
広
-
な
っ
た
｡

B
沢
出
合
駕
滝
の
よ
り
右
へ
分
れ
て
約
三
十
分
で

C
沢
と
の
分
岐
点
に
立
つ
､
こ
れ
よ
り
少
し
の
間
急

な
せ
ま
い
沢
を
登
る
と
D
沢
の
開
け
た
所
に
立
ち
､

左
に
蕪
岩
､
C
沢
の
険
悪
な
入
口
が
ゴ
ル
ジ
ュ
状
に

･
又
謀
岩
石
棲
､
が
壮
純
な
姿
で
そ
び
え
て
い
る
｡

一
方
右
側
は
二
､
二
八
〇
㍍
よ
り
の
支
尾
根
が
岩
壁

と
な
っ
て
お
り
､
振
り
返
る
と
露
岩
が
す
っ
ぽ
り
と

切
れ
落
ち
､
B
沢
が
一
直
線
に
尾
棟
へ
と
つ
き
あ
げ

て
い
て
そ
の
向
う
に
裏
白
な
不
動
`
蓮
華
､
針
の
木

盾
が
望
見
で
き
る
｡
こ
の
附
近
は
沢
が
広
い
の
で
良

い
が
､
上
当
部
は
急
で
絶
え
ず
両
側
か
ら
落
石
が
あ

り
非
常
に
神
経
を
す
り
へ
ら
す
､
特
に
午
後
の
通
過

に
は
絶
え
ず
両
側
に
注
慧
し
て
い
な
い
と
落
石
を
喰

う
こ
と
に
な
る
｡
篤
滝
よ
り
約
二
時
半
で
我
々
は
D

沢
コ
ル
に
到
着
し
た
｡
こ
れ
よ
り
唐
沢
の
頂
上
ま
で

某
岩
の
ぞ
き
岩
よ
り
み
た
求
岩
全
零

ほ
､
P
2
ま
で
森
林
の
中
を
深
雪
に
悩
さ
れ
約
二
時

間
､
P
2
よ
り
頂
上
ま
で
は
急
な
雪
按
を
一
時
間
半

で
着
い
た
｡
頂
上
は
す
っ
か
り
雪
が
消
え
春
の
姿
で

あ
っ
た
が
'
北
の
後
立
山
避
寒
､
剣
､
立
山
'
正
面

の
裏
銀
座
､
南
の
槍
､
穂
高
達
家
等
見
わ
た
す
限
り

の
馨
々
は
ま
だ
黄
白
の
冬
の
姿
で
あ
っ
た
｡
下
降
は

D
沢
の
コ
ル
ま
で
一
時
間
コ
ル
か
ら
驚
泊
ま
で
は
三

十
分
で
あ
っ
た
｡

O

 

c

　

沢

今
回
の
こ
の
沢
を
解
明
す
る
こ
と
も
一
つ
の
大
き

な
目
的
で
あ
っ
た
が
雪
の
状
態
等
に
不
安
が
あ
り
入

山
す
る
ま
で
決
定
し
得
な
か
っ
た
､
し
か
し
初
日
の

偵
察
等
で
午
前
中
の
行
動
な
ら
あ
る
程
度
行
な
え
る

と
結
論
を
下
し
､
二
日
に
γ
(
p
l
寄
り
)
'
三
日

に
l
､
及
び
γ
(
P
2
寄
り
)
と
三
隊
を
い
ず
れ
も

朝
五
時
出
発
で
行
な
っ
た
｡

C
沢
は
l
が
本
流
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
端
を
幕

岩
尾
根
西
尾
根
分
岐
点
､
及
び
p
2
ゴ
ル
附
近
か
ら

発
し
､
途
中
で
西
尾
根
よ
り
入
る
γ
及
び
燕
岩
の
上

よ
り
下
る
T
を
父
え
…
替
有
硬
と
燕
岩
末
端
の
壁
で
椛

成
す
る
深
い
ゴ
ル
ジ
ュ
の
間
を
通
っ
て
D
沢
と
合
流

し
て
い
る
｡

我
々
も
今
迄
T
が
最
上
部
迄
入
っ
て
い
る
と
思
っ

た
が
今
回
の
山
行
で
C
沢
上
部
の
状
況
が
無
稽
期
と

興
っ
て
良
く
解
明
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
成
果
で
あ

っ
た
｡

B
沢
の
ル
ー
ト
は

図
示
し
た
が
出
合
よ

り
約
6
時
間
を
要
し

て
お
り
'
雪
渓
は
急

で
`
一
都
青
氷
が
残

っ
て
い
る
所
も
あ
り

滝
も
各
所
に
出
て
い

た
｡
γ
は
l
と
分
れ

て
さ
ら
に
湖
り
`
γ

と
の
合
流
点
で
γ
の

落
口
の
滝
の
青
氷
を

右
に
見
て
'
左
に
折

れ
､
右
'
左
'
ど
ち

ら
の
ル
ン
ゼ
を
詮
っ

て
も
一
部
青
氷
を
ま
じ
え
､
後
か
ら
登
っ
て
来
る
人

の
頭
が
自
分
の
股
の
間
か
ら
見
え
る
種
急
で
あ
っ
た

左
右
ど
ち
ら
も
､
C
沢
人
口
よ
り
五
-
六
時
間
を

要
し
て
西
尾
根
へ
飛
び
出
す
｡

無
雪
柳
の
C
沢
は
ど
れ
を
登
っ
て
も
滝
､
滝
の
連

続
で
`
時
間
も
こ
の
倍
は
必
要
で
あ
ろ
う
｡

○
幕
岩
及
び
幕
岩
尾
横

幕
岩
に
つ
い
て
は
昨
年
の
｢
山
と
博
｣
十
一
月
号
に

書
い
た
が
主
と
し
て
正
面
韓
の
方
で
そ
の
左
に
左
岩

壁
が
あ
り
こ
れ
と
の
間
に
中
央
ル
ン
ゼ
が
あ
り
昨
冬

の
偵
察
で
は
こ
れ
が
上
部
か
ら
青
氷
と
な
っ
て
続
い

て
お
り
下
部
は
壁
と
な
っ
て
消
え
て
い
る
｡
こ
の
中

央
ル
ン
ゼ
の
下
部
辺
り
か
ら
取
り
付
き
､
中
央
ル
ン

ゼ
右
を
通
り
､
バ
ッ
ト
レ
ス
状
を
登
っ
て
､
中
央
を

ぬ
け
る
ル
ー
ト
を
昨
年
十
月
グ
ル
ー
プ
･
ド
･
コ
ル
デ

の
人
達
が
完
透
し
た
｡
こ
の
ル
ー
ト
は
七
月
に
こ
の

壁
で
墜
落
死
し
た
故
畠
山
氏
の
名
を
と
っ
て
｢
島
山

ル
ー
ト
｣
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
｡

幕
岩
尾
根
は
末
端
に
幕
岩
と
い
う
大
き
な
壁
を
も

ち
三
つ
の
顕
著
な
ど
ー
ク
を
持
っ
て
西
尾
根
の
頂
上

に
近
い
所
へ
つ
き
上
げ
て
お
り
`
下
部
は
大
木
も
あ

る
が
上
部
は
岩
と
ブ
ッ
シ
ュ
の
急
な
大
き
い
尾
根
で

あ
る
｡

O

 

B

　

沢

　

右

　

俣

B
沢
は
鷲
滝
よ
り
一
直
線
に
北
尾
根
へ
つ
き
上
げ

て
い
る
が
'
そ
の
中
間
部
の
ゴ
ル
ジ
ュ
の
所
に
､
躯

君
側
よ
り
大
き
な
五
段
の
菱
形
の
滝
と
な
っ
て
B
沢

に
落
ち
込
ん
で
い
る
の
か
B
沢
右
侯
で
あ
る
｡

こ
の
滝
は
九
月
の
渇
水
期
に
も
澗
れ
ず
､
木
沢
よ

り
も
大
き
い
｡
こ
の
沢
の
上
部
は
､
幕
岩
尾
根
と
北

尾
根
に
狭
ま
れ
た
大
き
な
部
分
が
あ
り
､
最
上
部
は

J
･
P
､
及
び
北
尾
根
頂
上
へ
つ
き
上
げ
て
い
る
｡

こ
の
J
･
P
･
北
尾
根
頂
上
間
に
北
尾
根
側
か
ら
見

る
と
`
顕
著
な
ニ
ー
ド
ル
を
持
っ
た
も
の
､
双
子
岩

を
も
っ
た
も
の
､
ワ
ニ
が
口
を
あ
い
た
形
を
し
た
も

の
等
の
三
本
の
細
い
急
な
り
ッ
ヂ
が
つ
き
あ
げ
て
お

り
穂
高
の
滝
谷
を
思
わ
せ
る
眺
め
で
あ
る
｡
こ
れ
籍

の
リ
ッ
チ
は
下
半
部
の
状
態
が
不
明
で
あ
る
が
`
登

る
対
称
と
し
て
は
大
い
に
興
味
が
あ
る
リ
ッ
ヂ
で
あ

る
o

甚
尾
根
ピ
ー
ク
よ
り
見
左
ニ
ー
ド
ル
尾
根

い
ず
れ
に
し
ろ
B
沢
右
俣
上
部
の
細
部
は
不
明
で

あ
る
が
､
こ
れ
等
は
次
の
課
題
に
し
た
い
｡

こ
の
他
今
回
は
金
時
の
滝
よ
り
､
金
時
尾
根
､
唐

沢
用
間
､
A
沢
か
ら
A
B
按
､
B
沢
範
を
行
な
っ
た

が
こ
の
方
は
前
に
も
積
雪
期
､
残
雪
期
､
無
雷
期
に

何
即
も
ト
レ
ー
ス
が
あ
る
の
で
今
回
は
省
略
す
る
｡

(
大
町
山
の
会
)

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
殖
お
送
り
下
さ
い
｡
(
切
手
は
不
計
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舘物檎･
と山

-

-

後

立

山

遵

峯

を

中

心

と

　

し

　

て

-

-

良

派

武

後
立
山
周
辺
は
､
こ
1
十
年
間
に
驚
く
程
開
発
が

進
め
ら
れ
､
観
光
的
に
大
き
-
脚
光
を
あ
び
て
来
て

お
り
ま
す
｡
山
麓
に
は
沢
山
ス
キ
ー
場
が
誕
生
し
八

方
尾
根
に
は
ケ
ー
ブ
ル
が
架
設
さ
れ
､
黒
部
ダ
ム
の

完
成
と
同
時
に
大
町
ル
ー
ト
が
一
般
に
開
放
さ
れ
て

か
ら
､
後
立
山
を
訪
れ
る
観
光
客
は
年
間
百
五
〇
万

人
を
超
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
｡

来
年
は
待
望
の
黒
部
ダ
ム
の
満
水
で
湖
に
は
百
五

〇
人
乗
り
の
遊
覧
船
が
浮
び
'
さ
ら
に
四
五
年
に
は

立
山
ル
ー
ト
の
開
通
で
､
い
な
が
ら
に
し
て
後
立
山

､
黒
部
渓
谷
`
i
M
山
連
峯
を
板
断
す
る
こ
と
が
で
き

る
`
大
観
光
ル
ー
ト
が
誕
生
す
る
予
定
で
す
｡

と
こ
ろ
が
､
こ
の
日
本
の
中
央
部
に
残
さ
れ
た
秘

暁
は
､
明
治
四
〇
年
頃
ま
で
は
､
一
般
に
は
さ
ら
に

縁
の
な
い
山
で
'
〃
嶽
〃
と
し
て
､
千
古
の
謎
の
.
ヘ

ー
ル
に
包
ま
れ
た
ま
ゝ
､
現
在
に
到
る
も
ま
だ
ほ
と

ん
ど
そ
の
歴
史
的
な
考
察
は
進
ん
で
お
り
ま
せ
ん
｡

し
か
し
､
富
山
側
に
つ
い
て
は
､
加
賀
百
万
石
の

城
主
前
田
候
に
よ
っ
て
､
早
く
も
一
､
六
四
八
年
(

慶
安
元
年
)
以
来
明
治
に
到
る
ま
で
の
間
､
〃
黒
部

奥
山
贈
り
役
川
を
し
て
国
境
線
の
三
保
蓮
華
､
野
口

五
郎
か
ら
針
ノ
木
嶋
､
さ
ら
に
は
麗
島
槍
か
ら
白
馬

三
山
と
黒
部
渓
谷
一
帯
を
踏
査
さ
せ
て
お
り
､
又
信

用
と
越
中
を
結
ぶ
山
峡
の
峠
､
針
ノ
木
嶋
は
缶
-
か

ら
潜
道
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
記
録
が
あ
り
､
こ

れ
ら
に
つ
い
て
'
中
島
正
文
氏
の
｢
黒
部
奥
山
と
奥

山
廻
り
役
｣
(
昭
和
十
一
-
十
三
年
)
｢
針
ノ
木
嶋
考

｣
や
､
最
近
で
は
広
瀬
誠
氏
の
｢
針
ノ
木
越
え
年
譜
｣

(
昭
､
三
四
)
｢
信
越
国
境
観
念
の
成
t
j
試
論
｣
(
昭

､
三
五
)
｢
立
山
黒
部
文
献
日
録
｣
(
昭
､
三
二
)
杏

初
め
と
す
る
一
連
の
研
究
な
ど
で
､
大
分
進
ん
で
い

る
が
､
こ
と
信
州
個
に
関
し
て
は
､
前
記
中
島
氏
の

｢
白
馬
岳
史
雑
考
｣
(
耽
､
二
三
-
二
七
)
　
の
員
重
な

研
究
を
除
い
て
は
､
こ
れ
と
い
っ
て
ま
と
ま
っ
た
発

表
が
な
く
､
誠
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
｡

名
前
こ
そ
後
立
山
で
す
が
､
最
近
の
観
光
面
で
は

信
州
側
こ
そ
北
ア
ル
プ
ス
北
部
の
表
玄
関
で
あ
り
､

こ
れ
ら
の
山
の
歴
史
に
つ
い
て
も
っ
と
調
べ
て
お
く

必
要
を
滴
感
す
る
も
の
で
す
｡

そ
こ
で
､
浅
学
を
恥
ず
敢
て
手
元
に
あ
る
僅
か
な

資
料
を
速
に
､
後
立
山
周
辺
の
信
州
側
の
山
を
中
心

と
し
て
古
の
姿
を
討
ね
て
み
､
大
方
諸
賢
の
奮
起
と

資
料
の
発
掘
な
ど
に
つ
い
て
御
教
示
を
お
ね
が
い
す

る
次
第
で
す
｡

一

'

山

　

名

　

考

㈲
　
古
山
名
に
つ
い
て

今
で
こ
そ
正
確
で
立
派
な
地
図
が
あ
り
､
山
の
名

前
も
統
一
さ
れ
し
っ
か
り
決
っ
て
い
て
､
ど
の
地
図

を
見
て
も
､
ま
た
何
所
へ
行
っ
て
も
同
じ
呼
び
方
を

し
ま
す
が
'
こ
れ
に
は
陸
地
測
量
部
の
五
万
分
の
一

の
地
図
が
は
た
し
た
役
割
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま

す
こ
の
五
万
分
の
一
の
地
図
の
北
ア
ル
プ
ス
地
方
の

も
の
が
､
最
初
に
発
行
さ
れ
た
の
は
､
大
正
二
年
で

す
が
､
こ
の
地
図
作
製
の
た
め
の
実
地
酪
盃
や
測
量

は
古
く
､
明
治
十
七
年
以
来
内
務
省
地
理
局
と
陸
軍

参
謀
本
部
と
で
そ
れ
人
-
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
が

参
謀
本
部
で
統
一
し
て
行
な
う
こ
と
に
な
り
､
さ
ら

に
明
治
二
十
一
年
に
は
陸
地
測
量
部
が
発
足
し
て
い

.
よ
く
本
格
的
活
動
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
で
山
頂
に
三
角
点
が
撰
点
さ
れ
た
の
は
､
白
馬

岳
が
明
治
二
六
年
で
測
量
官
は
館
潔
珍
｡
ま
た
脱
島

槍
は
明
治
三
五
年
で
､
測
量
官
は
古
田
盛
作
氏
①
で

し
た
が
､
当
時
の
苦
労
が
思
い
や
ら
れ
ま
す
｡

こ
の
測
量
の
頃
は
よ
う
や
く
日
本
に
近
代
的
登
山

が
始
ま
っ
た
頃
で
､
後
立
山
連
繋
に
お
い
て
も
､
山

の
名
前
は
末
だ
固
定
し
て
い
な
く
､
明
治
三
五
-
四

〇
年
頃
に
こ
1
を
初
縦
走
し
た
人
達
は
す
い
分
ま
ま

わ
さ
れ
､
ど
の
山
の
隣
に
ど
の
山
が
あ
る
の
か
､
地

図
で
研
究
し
て
来
て
も
､
現
地
で
当
る
と
全
く
違
う

と
い
う
例
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
｡

ち
な
み
に
､
明
治
四
二
年
七
月
祖
父
岳
に
登
っ
た

辻
本
満
丸
氏
は
､
そ
の
時
の
よ
う
ず
を
　
②
｢
地
質
調

査
所
二
〇
万
分
の
一
地
形
図
に
は
白
馬
の
鎚
の
南
に

､
不
帰
岳
､
大
黒
岳
､
睦
島
槍
､
赤
鬼
ケ
岳
'
餓
鬼

岳
､
祖
父
岳
､
毘
島
大
岳
､
後
立
山
と
い
う
順
序
に

山
名
を
記
し
て
あ
る
｡
然
る
に
自
分
が
今
大
町
で
買

っ
た
北
安
曇
郡
明
細
地
図
(
明
治
四
二
年
調
整
)
に

は
､
唐
松
谷
岳
､
大
黒
岳
､
鹿
島
鋸
ケ
岳
､
屏
風
岳

､
鹿
島
入
居
､
祖
父
岳
`
赤
沢
岳
と
い
う
順
に
記
し

て
あ
る
｡
又
予
察
四
〇
万
分
の
一
地
形
図
の
此
の
区

域
に
記
さ
れ
て
あ
る
山
は
､
上
犬
ケ
岳
､
東
叡
山
､

乗
鞍
岳
､
布
引
岳
､
祖
母
再
`
犀
風
岳
と
い
う
順
序

で
前
の
二
つ
と
は
線
種
相
違
し
て
い
る
｡
斯
様
に
名

称
の
確
定
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
も
此
拳
の
山
岳
か

如
何
に
世
間
か
ら
閑
却
さ
れ
て
い
る
か
が
分
る
で
あ

ろ
う
〇

三
校
氏
は
昨
年
夏
､
白
馬
か
ら
五
電
岳
に
至
ら
れ

今
年
大
黒
岳
か
ら
尾
根
づ
た
い
に
鹿
島
槍
ヶ
岳
の
絶

頂
を
極
め
ら
れ
た
が
､
不
帰
､
八
方
､
大
黒
､
五
竜

で
つ
ぎ
が
放
鳥
槍
だ
と
い
う
｡
自
分
の
管
見
か
ら
す

れ
ば
､
赤
鬼
岳
､
餓
鬼
岳
'
鹿
島
大
岳
な
ど
と
い
う

山
は
祖
父
高
､
鹿
島
槍
に
対
す
る
越
中
方
面
の
異
称

で
は
な
い
か
と
思
う
｣
｡
と
記
し
て
い
る
の
を
見
る

と
当
時
の
よ
う
す
が
う
か
が
え
て
面
白
い
｡

【詳】

①
寺
田
寅
彦
｢
地
図
を
亀
が
め
て
｣

②
　
｢
祖
父
岳
の
こ
B
L
山
岳
4
年
第
3
号

(
明
治
4
2
年
)

(
山
博
調
査
員
)

博
物
館
だ
よ
り

小
鳥
の
芦
を
聞
き

出
粟
を
採
集
す
る
全

山
博
･
砧
教
委
･
観
光
課
･
市
公
民
舗
共
催
の
｢
小
鳥

.
の
声
を
聞
き
山
菜
を
採
集
す
る
会
｣
は
来
る
6
月
2

日
(
日
腕
白
)
　
に
行
な
わ
れ
る
｡

コ
ー
ス
は
昨
年
と
変
り
青
木
湖
-
佐
野
坂
方
面
で

大
町
駅
前
を
午
前
4
時
に
貸
切
パ
ス
で
出
発
す
る

持
物
は
､
靭
･
昼
食
､
雨
具
､
謹
話
用
具
､
双
眼
鏡
､

山
菜
を
入
れ
る
も
の
で
､
小
鳥
の
声
･
植
物
の
小
冊

子
を
参
加
者
に
配
布
い
た
し
ま
す
｡

会
費
は
二
〇
〇
円
'
子
供
二
m
〇
円

申
込
は
前
記
の
四
カ
所
雨
天
の
場
合
は
中
止
｡

山
　
と
　
博
　
物
　
館
　
第
1
3
巻
第
5
号

一
九
六
八
年
　
五
月
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
長
野
県
大
町
市
T
E
L
大
町
⑨
〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

舘

印
刷
所
　
大
町
市
下
仲
町

大

糸

タ

イ

ム

　

ス

印

刷

都

定
価
　
年
額
　
三
〇
〇
円
　
(
送
料
共
)


