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0
年
前
の
　
こ
　
と

黒
部
ダ
ム
は
解
放
以
来
年
々
観
光
客
は
そ
の
数
を

増
し
､
昨
年
は
｢
黒
部
の
太
陽
｣
の
ヒ
ッ
ト
と
あ
い

ま
つ
で
､
そ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
｡

そ
し
て
､
今
年
は
ダ
ム
に
遊
覧
船
が
浮
び
､
来
年

の
八
月
に
は
､
黒
部
ダ
ム
-
立
山
室
堂
を
給
ぷ
地
下

ケ
ー
ブ
ル
､
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
､
立
山
ト
ン
ネ
ル
自
動

車
が
道
完
成
し
ょ
う
と
し
て
い
る
｡

観
光
開
発
の
み
は
年
々
新
し
い
企
画
が
さ
れ
続
け

る
o

黒
部
ダ
ム
の
建
設
当
時
`
博
物
館
が
中
心
に
な
っ

て
針
の
木
岳
周
辺
の
総
合
調
査
が
な
さ
れ
た
｡

こ
の
調
査
は
や
が
て
完
成
さ
れ
一
級
に
公
開
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
ダ
ム
を
訪
れ
る
人
々
に
､
自
然
を
満
喫

し
て
も
ら
う
た
め
の
蕃
礎
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

そ
れ
は
`
自
然
観
察
路
､
野
外
施
設
､
博
物
館
､

動
植
物
の
野
外
観
察
所
等
々
-
そ
れ
ぞ
れ
の
環
損
を

生
か
し
た
も
の
で
､
こ
の
構
想
は
｢
針
の
木
自
然
園
｣

と
呼
ば
れ
'
日
本
の
国
立
公
園
で
は
類
を
み
な
い
､

薪
し
い
利
用
方
法
で
あ
り
厚
生
省
も
注
目
し
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
を
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
-

一
般
解
放
か
ら
六
年
`
現
在
の
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
の

駅
舎
の
横
に
売
店
が
増
築
さ
れ
つ
つ
あ
る
｡
そ
こ
に

博
物
館
が
作
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
知
る

人
の
方
が
少
な
い
｡
そ
し
て
｢
針
ノ
木
自
然
園
｣
の

構
想
は
今
だ
忙
日
の
目
を
み
て
い
な
い
｡

近
頃
は
自
然
を
楽
し
み
つ
つ
学
ぶ
､
修
学
旅
行
や

林
間
学
校
の
傾
向
で
あ
る
｡
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
自
然

観
察
路
を
つ
け
よ
う
と
い
う
計
画
が
観
光
業
者
の
問

に
あ
る
よ
う
で
あ
る
｡

高
度
成
長
の
ひ
ず
み
か
､
人
間
が
機
械
に
追
い
か

け
ら
れ
る
昨
今
､
い
ず
れ
｢
針
ノ
木
自
然
園
｣
の
よ
う

な
自
然
を
主
体
と
し
た
も
の
が
､
近
い
将
来
強
く
要

求
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
長
い
目
で
み
れ
ば

そ
れ
が
観
光
人
口
を
増
加
さ
せ
て
い
く
基
で
も
あ
ろ

う
｡
観
光
客
か
ら
金
は
か
り
ま
き
上
げ
よ
う
と
す
る

の
か
観
光
事
業
で
は
あ
る
ま
い
､
ギ
ブ
･
ア
ン
ド
･
テ

イ
ク
し
か
し
現
状
は
自
然
保
護
も
地
元
観
光
も
大
資

本
に
押
し
流
さ
れ
た
感
が
あ
る
｡
先
見
の
明
が
な
い

と

云

う

も

の

だ

ろ

う

か

?
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!
た
帝
最
甘

松
本
地
方
で
七
夕
に
人
形
を
飾
る
溜
俗
が
あ
る
の

を
実
見
し
た
の
は
昭
和
二
一
年
の
夏
の
こ
と
で
あ
る

当
時
の
松
本
記
念
館
(
後
に
松
本
市
立
博
物
館
と
改

称
､
現
在
の
日
本
民
俗
資
料
館
の
前
身
)
に
蔵
さ
れ

て
い
た
古
い
ア
ル
バ
ム
に
貼
っ
て
あ
っ
た
市
内
巾
上

町
あ
た
り
の
旧
家
で
､
七
夕
人
形
を
飾
っ
た
光
景
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
た
り
.
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
て
旧

松
本
町
大
名
主
(
大
庄
屋
)
今
井
六
右
衛
門
家
に
蔵
さ

れ
､
後
に
記
念
館
に
寄
贈
さ
れ
た
紙
数
の
七
夕
人
形

に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
そ
の
年
で
あ
っ
た
｡

ま
た
､
そ
の
年
､
足
長
(
あ
し
な
が
)
と
呼
ば
れ
る

奇
妙
な
顔
か
た
ち
の
､
取
外
し
自
在
の
腕
木
(
う
で

ぎ
)
を
持
っ
た
足
の
長
い
木
製
の
七
夕
人
形
も
館
内

の
収
納
箱
か
ら
取
出
し
由
緒
を
尋
ね
出
す
こ
と
が
で

き
た
｡こ

の
足
長
人
形
は
足
長
姫
と
も
呼
ば
れ
､
全
長
四

六
セ
ン
チ
､
頭
に
白
い
胡
粉
を
塗
り
､
目
鼻
等
は
墨

描
き
し
で
あ
り
､
頭
部
は
紺
青
､
下
険
､
口
唇
は
朱

で
隙
取
(
く
ま
ど
)
っ
て
あ
る
誠
に
奇
妙
な
､
ま
た
ひ

よ
う
き
ん
な
顔
立
ち
の
人
形

で
あ
る
｡
昭
和
九
年
`
住
山

久
治
氏
が
当
時
既
に
珍
ら
し

く
な
っ
て
い
た
七
夕
人
形
の

一
種
で
あ
り
郷
土
玩
具
の
一

つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
の

足
長
を
複
製
頒
布
し
好
轟
家

に
配
っ
た
も
の
ゝ
中
の
一
節

で
あ
っ
た
こ
と
も
判
っ
た
｡

頒
布
会
に
際
し
て
附
け
ら
れ

た
住
山
氏
の
解
説
書
に
よ
れ

ば
､
別
名
は
前
記
の
通
り
足

長
姫
で
､
銀
河
若
し
三
粒
の

雨
あ
る
と
き
は
､
こ
の
足
長

姫
が
殿
様
･
姫
君
と
呼
ば
れ

る
鴇
女
の
形
の
人
形
を
背
負

っ
て
銀
河
を
渡
る
と
い
う
俗

説
か
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る

ど
う
見
て
も
女
性
格
の
人

形
で
は
な
く
､
安
曇
地
方
で

盛
ん
に
飾
ら
れ
た
､
か
-
た

り
(
か
わ
こ
し
･
川
渡
り
)

と
同
一
系
統
の
人
形
で
､
松
本
地
方
で
俗
に
い
う
と

こ
ろ
の
尻
へ
し
っ
)
は
さ
み
(
着
物
の
尻
を
端
折
る

)
し
て
軒
先
へ
吊
す
型
式
の
人
形
で
奴
(
や
っ
こ
)

を
か
た
ど
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
｡

七
夕
に
た
と
え
雨
が
三
粒
で
も
降
れ
ば
､
彦
昼
と

姫
塞
と
が
銀
河
が
増
水
し
て
相
遇
う
こ
と
が
で
き
な

-
な
り
､
従
っ
て
農
作
に
書
を
与
え
る
虫
(
千
)
が
生

れ
な
い
｡
そ
れ
で
反
っ
て
降
雨
が
あ
っ
た
方
が
よ
い

と
い
う
考
え
方
が
意
外
に
多
く
日
本
各
地
に
あ
る
｡

都
会
風
の
一
年
に
一
度
`
牽
牛
星
と
織
女
星
と
が

適
え
る
と
す
る
'
ま
た
そ
れ
を
祝
福
す
る
思
想
と
は

裏
表
で
あ
っ
て
興
味
深
い
｡
計
ら
ず
も
松
本
地
方
に

も
古
く
か
ら
｢
三
粒
の
雨
｣
の
考
え
方
が
あ
り
'
そ

こ
へ
出
現
す
る
の
が
こ
の
足
長
で
都
会
風
の
両
忠
相

遇
の
信
仰
を
授
け
る
仲
立
ち
役
を
演
じ
て
い
る
｡

昭
和
の
初
年
頃
は
松
本
の
七
夕
人
形
は
単
な
る
珍

ら
し
い
郷
土
玩
具
の
一
つ
で
あ
り
`
好
事
家
の
愛
玩

物
の
域
を
脱
し
な
か
っ
た
｡
一
方
､
戦
後
も
一
般
家

庭
で
は
､
昔
な
が
ら
に
七
夕
の
夜
は
軒
先
へ
人
形
を

吊
し
て
飾
る
風
習
が
続
い
て
い
た
｡

一
方
､
子
供
の
着
物
を
男
女
一
対
の
校
数
の
人
形

に
掛
け
て
軒
先
へ
吊
す
型
式
の
も
の
が
あ
る
こ
と
も

判
り
､
昔
風
の
も
の
よ
り
や
ゝ
大
型
の
艶
(
つ
や
)

練
と
い
う
き
ら
き
ら
光
る
紙
で
作
ら
れ
る
人
形
と
､

校
数
の
現
代
風
の
童
形
の
顔
立
ち
の
人
形
が
市
販
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
頃
知
り
得
た
｡

七
夕
を
め
ぐ
る
信
仰
､
習
俗
に
特
色
あ
る
も
の
を

見
出
し
､
各
種
各
様
`
と
り
と
め
の
な
い
位
豊
富
な
こ

の
人
形
の
収
集
を
思
い
立
ち
､
同
時
に
分
類
し
て
体

系
付
け
を
行
う
こ
と
を
計
画
し
て
早
速
着
手
し
た
｡
-

ま
た
一
方
､
文
献
を
調
.
へ
､
全
国
各
地
の
民
俗
学
研

究
家
に
照
会
状
を
発
し
で
数
多
-
の
回
答
を
得
た
｡

そ
し
て
'
松
本
城
下
町
に
残
る
七
夕
人
形
と
近
郊

農
村
部
に
残
る
も
の
を
採
訪
し
四
五
点
に
垂
ん
と
す

る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
得
た
｡
こ
の
収
集
品
を
得
る
ま

で
ほ
数
年
の
日
子
を
要
し
て
い
る
｡
繁
務
の
傍
ら
で

あ
り
､
七
夕
人
形
収
集
に
の
み
没
頭
で
き
な
か
っ
た

の
で
こ
の
よ
う
に
日
数
が
か
ゝ
っ
ね
の
で
あ
る
｡

犀
川
筋
の
八
坂
地
方
で
は
人
が
た
風
の
人
形
を
七

夕
明
け
の
朝
､
流
す
風
習
が
あ
る
の
を
知
り
`
地
元

の
先
生
に
依
頼
し
て
件
の
人
形
を
入
手
し
た
り
､
城

下
の
旧
藩
士
の
家
庭
か
ら
は
東
北
地
方
の
お
し
ら
さ

ま
を
思
わ
せ
る
紙
を
貼
り
合
わ
せ
た
､
こ
れ
が
七
夕

人
形
で
あ
ろ
う
か
と
頭
を
傾
け
る
ほ
ど
の
奇
抜
な
人

小
麦
ワ
ラ
で
作
る
｡
酒
田
市
で
も
同
様
｡

｢
才
時
習
俗
語
彙
｣
に
よ
れ
は
『
武
蔵
北
多
摩
郡
･
.

入
間
郡
に
も
同
様
､
七
夕
の
馬
を
作
る
｡
越
後
･
魚
沼

郡
で
は
七
夕
人
形
と
共
に
ヮ
ラ
の
馬
を
作
り
七
月
一

日
頃
か
ら
飾
る
｡
七
夕
様
に
供
え
る
も
の
と
い
う
｡

磐
城
の
右
城
郭
地
方
で
は
ム
カ
へ
ウ
マ
と
い
う
｡
』

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
新
例
を
見
出
し
た
か

ら
で
あ
る
｡
即
ち
､
こ
れ
ら
の
回
答
や
文
献
に
よ
っ

て
関
東
､
東
北
､
越
後
の
各
地
に
七
夕
の
迎
え
馬
の

信
仰
が
あ
り
`
盆
行
事
と
も
関
係
が
あ
り
､
松
本
で

発
見
さ
れ
た
七
夕
の
迎
え
馬
ら
し
さ
も
の
に
乗
る
人

形
は
古
人
の
脳
裡
に
描
か
れ
た
神
と
し
て
の
七
夕
人

形
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
古
く
は
松
本
地
方
に
も
七
夕

の
迎
え
鷹
の
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
り
得
た

こ
と
で
あ
る
｡

.
古
人
は
神
は
天
上
か
ら
降
る
も
の
と
い
ろ
信
仰
を

持
ち
`
神
馬
に
乗
っ
て
天
降
(
あ
ま
く
だ
)
る
と
考

え
て
い
た
｡
他
地
方
の
七
夕
の
迎
え
馬
に
は
人
形
を

殆
ん
と
伴
わ
な
い
の
に
反
し
､
松
本
地
方
で
は
具
体

的
な
人
の
姿
の
偶
像
の
も
の
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が

窺
知
で
き
る
｡

こ
の
場
合
､
人
形
は
一
体
で
男
女
一
対
で
な
い
こ

と
が
特
徴
で
あ
る
｡
前
記
の
足
長
と
同
様
`
七
夕
人

形
に
は
孤
立
し
た
一
体
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
特
記

し
て
お
き
た
い
｡
そ
し
て
､
今
井
六
右
ヱ
門
家
に
旧

蔵
さ
れ
て
い
た
人
形
の
う
ち
､
角
形
の
木
饗
に
日
射

形
を
寄
贈
し
て
貰
っ
た
り
し
た
｡
　
　
　
足
長
へ
単
独
の
も
の
)
　
七
夕
人
形
(
対
物
か
は
彩
)
　
急
患
轟
館
麗

松
本
本
町
筋
の
旧
家
で
あ
っ
た
酒
井
某

家
か
ら
は
白
馬
を
か
た
ど
っ
た
紙
製
の
馬

に
跨
る
日
並
を
冠
っ
た
七
夕
人
形
が
寄
贈

さ
れ
た
｡
こ
れ
が
い
う
と
こ
ろ
の
､
七
夕

の
迎
え
馬
に
乗
っ
た
七
夕
人
形
で
あ
ろ
う

と
実
物
を
手
に
し
た
と
き
い
1
知
れ
ぬ
喜

び
に
泌
る
こ
と
が
で
き
た
｡
と
い
う
の
は

七
夕
の
迎
え
馬
の
習
俗
に
つ
い
て
ア
ン
ケ

ー
ト
を
発
し
た
回
答
と
し
て
､
仙
台
市
の

大
筋
､
七
郷
､
高
砂
地
方
で
は
七
月
六
日

夜
'
マ
つ
モ
`
麦
ワ
ラ
で
二
匹
の
馬
を
作

り
屋
根
の
上
へ
乗
せ
る
｡
田
の
神
が
こ
れ

i
J
乗
り
､
こ
の
夜
`
田
畑
を
見
廻
る
｡
磐

城
相
馬
市
で
も
七
夕
の
迎
え
馬
を
六
日
､
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と山

を
描
き
､
祥
形
の
紙
の
諸
表
を
着
け
て
い
る
の
か
一

体
だ
け
あ
り
上
衣
は
青
色
で
袴
は
茶
褐
色
で
あ
る
｡

こ
れ
も
一
体
だ
け
の
も
の
で
古
形
の
人
形
を
伴
わ
な

い
o

と
こ
ろ
で
､
か
-
た
り
(
か
b
こ
し
)
と
呼
晴
れ

る
角
材
の
大
型
の
人
形
は
概
し
て
布
類
(
せ
ん
)
武

骨
な
い
か
め
し
い
顔
付
の
も
の
で
あ
る
｡
腕
木
が
付

い
て
､
二
本
の
足
が
ぶ
ら
ぶ
ら
手
垂
下
し
て
い
る
｡

こ
の
人
形
に
は
子
供
の
着
物
を
掛
け
て
尻
を
端
折

る
｡
天
の
河
を
渡
る
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
い
る
｡

か
-
た
り
型
の
人
形
は
単
独
の
も
の
も
あ
れ
は
男

女
一
対
の
も
の
も
あ
る
｡
そ
の
場
合
せ
形
の
も
の
は

梗
製
の
も
の
で
腕
木
が
つ
い
て
梯
形
同
様
､
着
物
を

掛
け
て
属
す
型
式
の
も
の
で
あ
る
｡

角
材
シ
枚
数
の
男
女
一
対
の
も
の
で
年
代
が
は
っ

き
り
判
る
も
の
は
松
本
市
田
唐
詩
町
の
二
大
家
か
ら

寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
元
治
元
年
問
(

一
､
八
六
匹
)
　
製
作
の
も
の
で
そ
の
時
代
を
偲
ば
せ

る
髪
形
斉
墨
書
き
し
て
い
る
｡
蛍
狐
の
も
の
が
古
い

か
一
対
の
も
の
が
新
ら
し
い
か
は
別
と
し
て
こ
の
時

代
は
既
に
男
女
を
か
た
ど
っ
た
大
数
の
人
影
が
あ
っ

た
こ
と
が
判
る
｡

さ
て
､
昭
和
二
九
毎
秋
､
｢
地
方
研
究
論
叢
｣
が
刊

行
さ
れ
る
に
先
立
ち
松
本
地
方
の
七
夕
人
形
に
つ
い

て
執
範
を
依
頼
さ
れ
､
叩
刺
式
に
分
類
で
き
た
七
夕

姫
路
市

人
形
は
つ
い
て
概
説
を
行
い
得
た
｡

四
分
類
と
い
う
の
は
次
の
型
式
で
あ
る
｡

1
､
彿
神
体
型
･
･
･
毎
年
､
人
が
た
の
紙
を
丁
寧
に
貼

り
合
わ
せ
て
保
存
す
る
型
式
の
も
の
｡
紙
は
充
色

の
色
紙
(
い
ろ
が
み
)
を
用
い
る
｡
毎
年
､
異
っ

た
色
の
紙
を
貼
っ
て
行
く
｡
角
材
ま
た
は
板
を
軸

木
と
す
る
｡
顔
は
墨
書
き
､
五
〇
年
前
肛
廃
絶
､

長
さ
涌
常
一
五
セ
ン
チ
位
`
東
北
地
方
の
お
し
ら

さ
ま
を
思
わ
せ
る
も
の
｡

2
`
着
物
掛
け
型
-
角
材
ま
た
は
板
を
貼
り
合
わ
せ

た
長
方
形
の
箱
は
腕
木
と
脚
を
付
け
る
｡
こ
れ
に

子
供
の
着
物
を
さ
せ
て
必
ず
裾
を
端
折
る
よ
う
に

し
て
軒
先
へ
吊
す
｡
男
女
一
対
の
も
の
`
ま
た
は

男
形
だ
け
の
も
の
も
あ
る
｡
か
-
た
り
(
か
あ
こ

し
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
こ
の
部
に
属
す
る
｡

3
'
紙
び
な
型
-
古
い
も
の
は
ど
小
型
で
あ
る
よ
う

で
顔
は
大
部
分
は
木
版
刷
り
､
衣
裳
は
紙
数
｡
明

治
中
期
頃
か
ら
長
さ
六
〇
セ
ン
チ
は
及
ぶ
も
の
が

出
で
き
て
い
る
｡
鑑
賞
用
の
人
形
と
で
も
名
付
け

ら
れ
る
も
の
｡

4
､
流
し
び
な
型
-
北
安
曇
､
睦
郷
､
八
坂
村
地
方

で
は
八
月
八
日
の
朝
､
色
紙
か
七
夕
紙
と
呼
ば
れ

る
特
別
な
紙
を
使
っ
て
人
が
た
に
裁
ち
､
て
る
て

る
坊
主
式
の
紙
の
芯
の
人
形
を
作
っ
て
子
供
達
が

川
へ
流
す
｡
今
日
で
も
依
然
と
し
て
昔
風
の
髪
形

に
な
ぞ
ら
え
で
古
風
な
ま
げ
風
に
頭
部
を
作
る
｡

高
浜
些
H
t
S
七
夕
祭
り
　
　
　
以
上
の
通
り
で
が
あ
る
､
そ

の
後
に
次
々
と
収
集
さ
れ
て

き
た
七
夕
入
船
は
い
ず
れ
も

右
の
四
型
式
に
あ
て
は
ま
っ

て
い
る
｡

松
本
市
寿
地
区
赤
木
部
落

の
青
木
同
姓
C
は
､
古
く
か

ら
七
夕
の
と
き
杉
板
で
屋
根

を
こ
し
ら
え
簡
素
な
桐
型
(

ほ
こ
ら
か
た
)
　
の
覆
い
を
作

り
､
そ
の
下
に
小
さ
な
角
材

で
作
っ
た
男
女
の
人
形
を
吊

す
｡
青
と
赤
紙
の
衣
を
ま
と

い
目
鼻
を
墨
描
き
し
て
衣
は

年
々
更
新
す
る
｡
人
形
は
長

さ
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
愛
ら
し
い
も
の
｡
こ
れ
は
明

瞭
に
御
神
体
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
1
`
の
分
類

に
入
る
も
の
で
あ
る
｡

天
明
三
年
(
一
､
七
八
三
)
へ
旅
行
者
､
膏
江
真

澄
が
要
撃
(
い
な
)
　
の
中
路
(
な
か
み
ち
)
な
る
書

物
の
中
に
東
筑
摩
郡
洗
馬
村
の
七
夕
祭
り
の
光
景
を

記
し
て
い
る
が
､
天
明
四
年
の
｢
来
日
路
(
-
め
じ

)
　
の
橋
｣
の
中
に
も
松
本
地
方
の
星
祭
の
密
を
描
写

し
て
い
る
o

ま
た
､
文
化
二
二
年
(
一
､
八
一
六
)
刊
の
喜
多

川
信
節
の
筆
に
成
る
｢
嬉
遊
笑
覧
｣
に
は
『
越
後
･
信
濃

の
国
々
で
は
七
月
一
日
よ
り
七
夕
に
至
る
ま
で
家
毎

に
軒
に
縄
を
張
り
管
の
人
形
を
吊
す
云
々
』
と
み
え

る
｡
そ
し
で
随
筆
･
｢
塩
尻
｣
に
も
七
夕
人
形
の
こ
と

が
あ
り
､
松
本
城
･
水
野
氏
時
代
の
こ
と
を
記
し
た

｢
松
本
御
代
記
｣
に
も
『
七
夕
に
は
赤
･
青
･
黄
等
の
繊

細
に
て
羽
織
た
ち
､
木
に
て
七
夕
と
名
付
こ
し
ら
へ

右
羽
織
を
着
せ
六
日
よ
り
綱
引
へ
通
し
､
あ
い
だ
､

あ
い
だ
へ
､
女
七
夕
を
紙
に
て
裁
ち
懸
置
く
也
』
と

か
な
り
具
体
的
な
描
写
を
行
っ
て
い
る
｡
こ
の
松
本

御
代
記
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
於
て
先
年
､
隣
人

し
た
貴
重
な
水
野
家
資
料
の
中
に
あ
る
も
の
で
正
保

(
約
一
､
六
四
六
)
-
享
保
(
二
七
二
四
)
頃
の
七

夕
ま
つ
り
の
光
景
を
想
像
で
き
る
も
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
報
告
例
を
一
つ
次
に
挙
げ
る
と
､
信
越
園

暁
の
北
安
曇
郡
小
谷
村
戸
土
(
と
ど
)
地
方
で
行
わ

れ
て
い
る
風
調
は
､
部
落
の
入
口
へ
七
五
三
縄
を
張

り
`
七
夕
人
形
を
色
紙
で
作
り
`
背
に
荷
物
を
負
わ

せ
た
姿
に
し
て
七
夕
の
日
に
飾
り
､
前
記
の
部
落
の

道
路
の
一
ヶ
所
に
純
を
高
く
張
り
吊
す
｡

江
戸
時
代
に
躾
府
が
学
者
､
屋
代
弘
費
に
命
じ
て

諸
国
の
風
俗
習
慣
を
取
調
べ
さ
せ
た
と
き
の
ア
ン
ケ

ー
ト
と
し
て
の
風
俗
問
状
答
の
中
の
｢
越
後
長
岡
領

風
俗
問
状
答
｣
に
は
『
栃
尾
て
ふ
山
里
に
は
､
ワ
ラ

も
て
人
形
､
馬
な
ど
を
作
り
､
鎗
(
や
り
)
･
挟
(

は
さ
み
)
箱
持
た
せ
て
縄
に
吊
り
､
入
口
の
外
木
の

枝
に
張
り
お
く
､
是
を
天
河
と
い
ふ
』
と
あ
る
｡

｢
松
本
御
代
記
｣
｢
香
華
の
中
路
｣
｢
来
日
路
の
橋
｣

｢
嬉
遊
笑
覧
｣
｢
越
後
長
岡
領
風
俗
間
状
答
｣
の
い
ず
れ

に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
ろ
七
夕
人
形
の
飾
り
方
は
縄

糸
な
ど
を
張
っ
て
人
形
を
吊
す
こ
と
で
あ
る
｡
今
日

も
同
様
な
方
法
で
あ
り
､
数
百
年
来
､
変
ら
ぬ
も
の

が
み
ら
れ
る
｡

こ
ゝ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
家
の
軒
先
や
､
部
落

の
入
口
へ
縄
を
張
り
人
形
を
吊
す
こ
と
は
､
か
っ
て

は
部
落
単
位
`
ま
た
は
同
族
団
の
行
事
で
あ
り
､
次

第
に
家
々
の
行
轟
へ
と
移
行
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

北
信
渡
中
野
市
地
力
､
下
高
井
郡
地
方
な
ど
で
は

小
正
月
の
行
事
の
一
つ
に
木
製
の
道
祖
神
を
作
り
､

そ
れ
に
白
い
紙
の
着
衣
を
着
せ
家
の
戸
間
口
の
上
方

に
神
を
作
っ
て
ま
つ
る
｡
男
女
一
対
で
日
掛
は
塞
撒

き
で
ヌ
ル
デ
､
ヤ
ナ
ギ
な
ど
の
木
を
切
っ
て
作
る
｡

こ
れ
は
火
災
､
盗
難
よ
け
げ
の
護
符
の
役
割
も
持
つ

道
祖
神
は
斑
陸
の
も
の
を
遮
(
さ
え
ぎ
)
り
遠
ざ

け
る
役
を
も
つ
が
､
全
く
同
じ
よ
う
な
姿
の
七
夕
人

形
が
松
本
平
地
方
で
も
七
夕
の
と
き
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
同
様
な
役
目
を
負
あ
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
も
思
わ
れ
る
｡

盗
難
除
け
に
七
夕
祭
り
の
紙
が
用
い
ら
れ
た
習
俗

は
`
山
中
共
古
翁
が
｢
甲
斐
の
落
葉
｣
の
中
に
､
甲
府

善
光
寺
地
籍
で
七
夕
祭
り
の
赤
紙
を
衣
服
と
し
て
木

を
削
っ
た
人
形
を
戸
口
に
さ
け
て
い
る
の
を
見
た
と

記
し
て
い
る
｡

着
物
掛
け
型
の
人
形
に
子
供
の
薄
物
を
か
け
る
習

俗
は
､
七
夕
様
に
馨
物
を
借
せ
る
と
襟
数
が
増
え
る

と
か
幸
福
に
恵
ま
れ
る
と
か
い
う
信
仰
に
発
し
て
い

る
｡
こ
の
七
夕
に
着
衣
貸
与
の
こ
と
は
北
安
曇
都
下

一
帯
､
大
町
市
地
方
に
も
広
-
み
ら
れ
る
こ
と
で
､

と
き
恰
も
初
秋
の
候
に
当
り
虫
干
し
の
行
事
と
も
習

合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

七
夕
人
形
は
古
来
､
初
児
の
生
れ
た
家
へ
近
親
者

か
ら
贈
答
日
間
と
し
て
贈
ら
れ
そ
の
児
の
成
長
が
祈
ら

れ
る
｡
男
児
に
対
し
て
の
み
贈
ら
れ
る
例
が
多
い
｡

さ
て
'
昨
夏
､
姫
路
市
在
住
の
郷
土
玩
具
愛
好
家
で

あ
る
井
上
重
義
氏
が
､
姫
路
地
方
で
タ
ナ
バ
タ
サ
ン

ノ
キ
モ
ノ
と
呼
ん
で
､
人
が
た
風
の
輩
瞬
な
紙
の
人

形
を
軒
先
へ
七
夕
の
と
き
飾
る
風
習
が
あ
る
こ
と
を

報
告
さ
れ
て
き
た
｡
現
在
､
私
の
手
許
に
同
氏
か
ら
送

ら
れ
た
美
し
い
紙
の
人
形
教
点
と
写
異
数
葉
が
研
究

(
次
頁
へ
つ
づ
く
)
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.舘i物･
博･

と

･
山

木
ロ
ム
イ
ソ
ウ
分
布
の
南
限
に
つ
い
て

寺

　

　

島

　

　

虎

　

　

男

一
九
四
一
年
(
昭
和
一
六
年
)
　
の
九
月
〓
ハ
日
､

北
安
曇
郡
北
部
の
平
地
並
び
に
山
地
の
植
物
採
集
に

東
京
都
立
大
学
理
学
部
附
属
牧
野
採
本
舗
の
水
島
正

美
教
授
に
同
行
し
た
一
人
で
あ
っ
た
が
､
南
神
城
の

親
源
湿
原
に
赴
い
た
際
､
偶
然
水
島
教
授
に
よ
り
発

見
さ
れ
た
の
か
こ
の
ホ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
で
あ
る
｡

分
類
上
よ
り
云
う
と
､
種
子
植
物
門
､
単
子
葉
綱

ホ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
科
の
ホ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
属
(
S
o
h
O
u
C
干

z
e
r
i
a
L
)
　
種
､
ホ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
　
(
S
o
h
e
u
o
ブ
z
-

e
i
a
 
p
a
一
幕
t
r
i
s
r
)
で
あ
っ
て
､
一
科
一
属
の
貴
重

な
植
物
と
云
え
る
｡
世
界
の
分
布
か
ら
み
る
と
北
半

球
温
稿
北
部
で
､
北
海
道
､
朝
鮮
北
部
､
千
島
､
樺

太
に
は
広
布
を
み
る
｡
本
邦
に
お
い
て
は
日
光
`
尾

瀬
ケ
原
よ
り
以
北
の
地
だ
け
に
分
布
し
て
い
た
湿
原

柄
物
で
あ
っ
た
｡

一
見
し
た
と
こ
ろ
､
余
∩
見
は
え
の
し
な
い
地
味

な
軍
本
で
あ
る
が
､
長
野
県
内
で
は
恐
ら
く
最
初
の

発
見
で
あ
り
'
こ
の
南
神
城
､
親
海
湿
原
の
オ
オ
･
･
､

南
神
城
弾
審
湿
原
　
湿
原
に
黒
-
線
溝
に
立
っ
て
い
る
の
か

ホ
ロ
ム
イ
ゾ
ウ
で
あ
っ
?
　
　
(
昭
和
四
四
年
六
月
一
日
銭
影
)

ズ
ゴ
ケ
を
し
と
ね
と
し
て
生
え
て
い
る
隔
離
分
布
を

水
島
教
授
に
よ
る
と
'
こ
の
地
点
が
南
限
と
推
定
さ

れ
る
由
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
大
い
に
生
育
地
域

の
保
護
策
を
考
え
ね
は
な
ら
ぬ
雷
で
あ
る
｡
個
体
数

も
相
当
に
み
ら
れ
､
今
の
と
こ
ろ
環
墳
条
件
が
よ
い

の
で
次
第
に
繁
雑
し
て
い
る
｡
湿
原
の
面
積
が
約
二

〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
､
そ
の
ほ
ほ
中
央
部
山
ぎ
わ
の

湿
原
で
､
凡
そ
一
二
～
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ

た
生
域
と
み
ら
れ
る
｡
ス
ゲ
･
ト
ウ
シ
シ
ソ
ウ
科
の

ほ
か
に
サ
ワ
キ
キ
ョ
ウ
･
エ
ゾ
･
･
､
ソ
ハ
ギ
･
モ
ウ
セ

ン
ゴ
ケ
･
ウ
メ
.
ハ
チ
ゾ
ウ
･
ノ
ハ
ナ
シ
ョ
ウ
ブ
等
が
み

ら
れ
､
な
お
低
木
の
レ
ン
ゲ
ツ
ツ
ジ
･
ノ
リ
ウ
ツ
華

等
が
政
在
し
て
い
る
領
域
内
で
あ
る
､
こ
れ
が
指
採

種
と
云
え
る
｡

最
初
の
時
期
が
初
秋
で
あ
っ
た
為
､
全
部
が
篤
実

し
て
い
て
､
花
を
見
る
事
が
で
き
な
か
っ
た
｡
花
期

が
七
月
と
あ
る
の
で
､
第
二
回
目
は
四
三
年
七
月
の

初
め
に
現
地
に
赴
き
､
､
･
､
ズ
ゴ
ケ
の
中
よ
り
生
い
茂

る
ト
ウ
シ
シ
ソ
ウ
や
ス
ゲ
科
･
サ
ワ
キ
キ
ョ
ウ
･
ユ
ゾ

･
､
､
ソ
ハ
華
等
の
雑
品
の
問
か
ら
湖
く
見
出
し
た
ポ
ム

イ
ソ
ウ
は
や
は
り
結
実
し
て
し
ま
っ
て
落
胆
し
た
｡

こ
の
際
は
ポ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
の
花
茎
(
約
三
～
一
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
よ
り
地
下
茎
を
史
い
で
節
よ
り
葉
だ

け
の
薬
そ
う
を
二
〇
～
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
位
拠

出
し
て
い
る
も
の
を
み
出
し
た
｡

尚
薬
は
線
形
で
掌
円
柱
形
､
先
が
細
く
て
円
く
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
ル
ー
ペ
で
み
た
と
こ
ろ
小
孔
の

あ
る
の
に
気
付
い
た
が
､
さ
て
こ
の
小
孔
は
何
の
た

の
働
き
を
な
す
か
､
水
孔
で
で
も
あ
る
の
か
判
然
し

な
い
が
､
兎
に
角
相
当
の
収
穫
で
も
あ
っ
た
.
第
三

回
の
調
査
は
本
年
六
月
一
日
に
早
め
に
赴
い
た
と
こ

ろ
幸
に
し
て
開
花
中
の
も
の
を
見
出
し
､
望
み
を
達

す
る
こ
と
が
で
き
た
｡

果
時
に
は
六
～
二
二
･
､
､
リ
メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る

差
異
が
あ
る
｡
花
破
片
は
六
で
緑
色
､
だ
円
形
'
長

さ
一
三
･
､
リ
メ
ー
ト
ル
位
､
6
し
べ
は
六
で
鶏
は
線
状

だ
円
形
､
長
さ
は
三
､
､
､
リ
メ
ー
ト
ル
､
♀
し
べ
の
心

皮
は
殆
ん
ど
離
生
し
､
下
部
で
合
生
､
子
房
は
長
さ

一
三
､
リ
メ
ー
ト
ル
､
中
途
で
裂
関
す
る
｡
種
子
は
長

だ
円
形
で
長
さ
三
､
･
､
リ
メ
ー
ト
ル
で
黒
色
で
あ
る
｡

湿
原
に
生
を
保
つ
特
殊
な
植
物
で
あ
る
た
め
`
絶

滅
し
な
い
よ
う
そ
の
繁
殖
を
念
じ
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
､
幸
こ
の
地
域
は
水
温
低
く
､
水
田
に
は
適
し

な
い
よ
う
で
､
開
拓
さ
れ
る
心
配
は
ま
ず
な
い
と
の

こ
と
で
こ
の
点
楽
観
で
き
そ
う
で
あ
る
｡
〔
昭
和
四

四
年
七
月
一
日
〕
(
塚
原
高
校
講
師
)

J
I
f
ズ
コ
ケ
を
し
と
ね
と
し
て
生
宵
す
る
ホ
ロ
ム
イ
ソ
ウ
の

全
形
｡
昭
和
凹
凹
年
六
月
一
日
親
淳
湿
原
に
採
取
し
た
も

の
で
今
は
屯
に
は
ぼ
完
全
に
結
実
し
て
∵
勺
｡

薄
　
∴
嵩
高
擁
日
照
､

(
前
頁
よ
り
)

資
料
と
し
て
あ
る
｡

同
地
方
に
も
数
多
く
の
民
俗
学
著
が
お
り
､
今
ま

で
誰
も
注
目
し
な
い
し
報
告
'
発
表
例
が
な
い
と
い

う
｡
こ
の
キ
モ
ノ
は
一
度
作
る
と
傷
ま
な
い
限
り
毎

年
同
じ
も
の
を
出
し
て
飾
る
｡
晋
は
子
供
の
あ
る
家

も
な
い
家
も
飾
っ
た
と
い
う
｡
現
在
､
キ
モ
ノ
は
姫

路
市
大
塩
､
的
形
地
区
で
は
売
品
と
し
て
売
っ
て
い

る
由
｡
販
売
し
出
し
た
の
は
四
〇
年
程
前
の
こ
と
､

売
品
と
な
っ
て
か
ら
は
袴
を
つ
け
た
り
模
様
を
つ
け

た
り
次
第
に
奇
麗
に
な
っ
た
と
の
こ
と
｡

お
盆
`
一
週
間
前
の
七
夕
行
雷
に
つ
い
て
未
知
､

未
聞
の
こ
と
が
非
常
に
多
い
｡
神
奈
川
県
下
に
も
一

例
､
七
夕
人
形
ら
し
い
も
の
を
飾
る
行
事
が
あ
る
ら

し
い
こ
と
を
つ
い
先
頃
､
探
り
得
た
｡

大
町
､
北
安
裳
地
方
は
そ
れ
に
つ
け
て
も
古
く
か

ら
の
七
夕
行
事
の
一
つ
の
源
流
を
調
べ
出
す
端
緒
を

得
ら
れ
る
大
切
な
現
帯
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡

現
在
日
本
民
俗
蹄
科
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
数
十

点
の
七
夕
人
形
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
､
四
五
点
は

『
七
夕
行
事
の
一
つ
の
古
い
形
を
残
す
点
で
注
目
す

べ
き
も
の
で
あ
り
､
七
夕
行
詰
の
変
遷
を
究
明
す
る

上
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
｡
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

は
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
各
種
人
形
を
永
年
に

わ
た
り
収
集
し
た
も
の
で
､
地
域
的
な
特
色
を
示
す

も
の
と
し
て
き
ち
め
て
優
秀
で
あ
る
｡
』
と
し
て
国

の
重
要
民
俗
資
料
は
指
定
さ
れ
て
い
る
｡

(
財
団
法
人
･
日
本
民
俗
資
料
館
　
館
長
)

博
物
舘
だ
よ
り
一

▽
ラ
イ
チ
ョ
ウ
扇
沢
へ

今
ま
で
低
地
の
博
物
館
へ
七
八
〇
㍍
)
で
増
殖
を

試
み
て
い
た
ラ
イ
チ
ョ
ウ
親
子
は
､
八
月
六
日
気
温

の
低
い
扇
沢
　
(
一
､
四
〇
〇
㍍
)
　
へ
移
り
､
ま
す
ま

す
元
気
に
育
っ
て
い
る
｡

四
八
個
産
卵
し
た
う
ち
三
一
個
が
膵
化
､
し
か
し

高
温
多
湿
の
気
候
等
の
諸
条
件
が
重
な
り
､
低
地
賄

化
で
生
存
し
て
い
る
ヒ
ナ
は
一
羽
､
親
七
羽
で
あ
る

こ
の
一
羽
の
ビ
デ
が
成
鳥
に
な
れ
は
低
地
で
産
卵

縛
化
し
た
日
本
第
一
号
と
な
る
｡

野
も
山
も
人
の
心
も
美
し
-

(
長
野
県
美
化
揮
推
標
語
)

山
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イ
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