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撮影　山本携挙

仁
科
三
湖
と
た
め
池

｢
大
衆
レ
ジ
ャ
ー
時
代
｣
　
｢
マ
ス
･
レ
ジ
ャ
ー
時

代
｣
を
ど
な
ど
の
か
け
声
と
並
行
し
'
北
ア
山
麓
の

の
仁
科
三
湖
へ
訪
れ
る
人
々
の
数
は
､
年
を
追
っ
て

増
加
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
｡

そ
れ
に
伴
っ
て
湖
畔
に
は
別
荘
･
会
社
∴
字
校
を

ど
各
種
の
夏
季
施
設
や
'
地
元
業
者
に
よ
る
観
光
客

受
入
れ
の
た
め
の
諸
施
設
が
新
設
あ
る
い
は
改
増
築

さ
れ
､
湖
畔
の
景
観
は
次
第
に
変
容
し
て
い
る
｡

多
数
の
観
光
客
の
来
訪
に
よ
っ
て
地
元
の
観
光
産

業
が
発
展
す
る
こ
と
は
､
そ
の
限
り
に
お
い
て
喜
ば

し
い
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
傾
向
は
必
ず
し

も
手
は
な
し
で
喜
ん
で
お
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
だ

ろ
う
｡

を
ぜ
ち
ら
､
十
枚
年
前
へ
　
｢
山
と
高
原
と
湖
｣
な

ど
の
う
た
い
文
句
で
大
々
的
に
観
光
開
発
を
進
め
､

多
数
の
観
光
客
を
迎
え
入
れ
た
た
で
科
高
原
の
白
樺

湖
や
志
賀
高
原
の
蓮
池
を
は
じ
め
と
し
た
多
く
の
湖

沼
は
周
辺
の
旅
館
群
か
ら
放
出
さ
れ
る
汚
水
や
､
観

光
客
の
残
し
て
行
く
ご
み
に
よ
っ
て
清
ら
か
を
空
気

･
水
･
緑
の
山
々
は
観
光
対
象
物
と
し
て
の
価
値
を

失
い
つ
つ
あ
る
｡

ま
た
へ
観
光
と
産
業
の
都
市
と
し
て
洋
々
た
る
前

途
を
誇
り
'
｢
東
洋
の
ス
イ
ス
｣
と
ま
で
宣
伝
さ
れ

た
諏
訪
湖
の
場
合
､
周
囲
か
ら
放
流
さ
れ
る
汚
水
や

工
場
廃
水
に
よ
っ
て
見
る
影
も
な
-
汚
染
さ
れ
､
そ

の
状
態
は
年
ご
と
に
加
速
度
を
加
え
て
い
る
｡
も
と

も
と
水
深
七
㍍
前
後
の
浅
い
湖
水
で
あ
り
､
湖
の
周

辺
に
分
布
す
る
都
市
や
村
落
の
発
展
に
伴
っ
て
汚
染

が
進
行
し
､
今
日
で
は
騒
音
､
雑
踏
､
汚
濁
の
湖
沼

と
在
り
'
多
少
の
措
置
で
は
ど
う
に
も
を
ら
在
い
現

況
に
あ
る
と
い
う
｡

幸
い
に
も
仁
科
三
湖
は
ま
た
は
だ
汚
染
が
進
ん
で

い
を
い
｡
こ
の
ま
ま
の
姿
で
､
美
し
い
景
色
と
清
ら

か
を
水
で
､
い
つ
ま
で
も
人
々
に
親
し
ま
れ
､
汚
水

や
大
腸
菌
の
心
配
を
す
る
こ
と
な
し
に
思
う
存
分
泳

ぎ
の
で
き
る
湖
水
と
し
て
､
永
遠
に
観
光
的
生
命
が

維
持
さ
れ
る
湖
水
で
あ
る
こ
と
を
願
う
｡
(
山
猿
)
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滝〔FIO約6m (下)とFll約4m

鰭物檀と山

北

葛

沢

遡

行

記

録

北
葛
沢
の
位
置

北
ア
ル
プ
ス
後
立
山
蓮
華
の
内
､
蓮
華
岳
と
北
葛

岳
を
結
ぶ
稜
線
の
間
へ
､
東
面
か
ら
食
い
込
ん
で
い

る
沢
が
北
葛
沢
で
あ
る
｡

こ
の
沢
は
後
立
山
の
玄
関
口
に
あ
た
る
大
町
の
市

街
地
か
ら
ち
よ
う
ど
真
西
の
辺
に
見
る
事
が
で
き
る

残
雪
は
夏
遅
く
ま
で
あ
っ
て
水
量
が
豊
富
で
あ
り
､

そ
の
水
は
中
間
点
附
近
か
ら
導
び
か
れ
て
発
電
用
に

利
用
さ
れ
て
い
る
｡
昔
か
ら
イ
ワ
ナ
､
カ
モ
シ
カ
､

サ
ル
､
ク
マ
を
ど
が
多
く
生
息
し
､
釣
人
や
猟
師
の

出
入
が
多
か
っ
た
た
め
､
左
右
両
岸
と
も
中
間
点
附

近
ま
で
巻
道
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡

沢
の
ツ
メ
は
海
抜
二
千
三
百
.
.
]
で
､
隣
に
あ
る
有

名
を
針
ノ
木
嶋
よ
り
低
い
位
置
に
あ
る
が
'
高
瀬
川

と
の
出
合
か
ら
三
膳
程
上
流
の
中
間
点
ま
で
続
く
ゴ

ル
ジ
ュ
話
と
'
発
電
用
取
入
口
よ
り
ゴ
ー
ロ
帯
ま
で

ぬ
け
る
上
部
ゴ
ル
ジ
ュ
帯
の
芯
身
は
'
こ
れ
ま
で
ほ

と
ん
ど
人
を
寄
せ
つ
け
ず
､
そ
の
全
貌
.
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

山

　

口

　

一

也

昭
和
四
十
四
年
九
月
､
こ
れ
を
芯
身
づ
た
い
に
突

破
し
て
み
よ
う
と
試
み
た
｡
中
間
点
附
近
は
一
膜
程

の
河
原
帯
で
､
発
電
所
関
係
の
作
業
小
屋
や
山
の
神

な
ど
も
祭
ら
れ
て
お
り
､
途
中
で
人
気
を
感
じ
ら
れ
ー

る
唯
一
の
場
所
で
あ
る
｡
二
度
の
偵
察
で
水
量
､
水

温
､
エ
ス
ケ
ー
プ
ル
ー
ト
､
ゴ
ム
ボ
ー
ト
使
用
の
可

杏
(
今
回
の
遡
行
で
は
使
わ
な
か
っ
た
)
な
ど
を
調

べ
た
後
決
行
し
た
｡

遡
行
の
日
記

九
日
十
三
日
　
　
請

出
合
で
バ
ス
か
ら
降
り
早
速
渡
渉
開
始
､
冷
た
い

水
が
気
持
よ
い
｡
十
分
程
で
着
い
た
エ
ン
堤
を
過
る

と
広
い
川
原
が
続
く
｡
白
い
砂
と
そ
こ
を
蛇
行
す
る

美
し
い
せ
せ
ら
ぎ
か
ら
げ
､
こ
の
谷
の
奥
の
厳
し
さ

を
ど
み
じ
ん
も
感
じ
る
事
は
で
き
な
い
｡
出
合
か
ら

五
十
分
程
で
一
ノ
沢
を
右
に
過
ぎ
る
と
沢
は
急
に
狭

ま
り
､
い
よ
い
よ
こ
こ
か
ら
下
部
ゴ
ル
ジ
ュ
帯
に
入

る
｡

第
一
の
難
関
町
は
七
㍍
程
で
良
く
発
達
し
た
釜
は

上

左
岸
の
洞
く
つ
を
つ

く
っ
て
い
る
｡
両
岸

は
釜
に
か
ぶ
さ
り
､

水
煙
と
ご
う
音
が
満

ち
て
も
の
す
ご
い
｡

左
岸
洞
く
つ
の
中
を

渡
渉
し
､
落
ち
る
流

れ
に
沿
い
ハ
ー
ケ
ン

を
二
本
ビ
レ
ー
し
て

左
岸
落
ロ
へ
上
る
｡

腰
ま
で
の
渡
渉
と
シ

ャ
ワ
ー
で
す
で
に
全

身
ず
ぶ
ぬ
れ
に
な
る

落
口
か
ら
右
に
曲

る
と
す
ぐ
三
㍍
程
の

職
が
あ
る
｡
が
容
易
で
あ
る
少
し
広
く
在
っ
た
処
を

二
百
㍍
程
で
蹄
の
淵
に
出
る
｡
両
岸
は
赤
味
を
帯
び

た
岩
で
､
左
岸
水
面
上
四
㍍
に
バ
ン
ド
が
滝
ま
で
続

い
て
い
る
｡
流
木
を
立
て
て
は
し
ご
に
利
用
し
､
ハ

ー
ケ
ン
を
一
本
き
か
せ
で
バ
ン
ド
へ
入
り
､
滝
壷
上

を
ハ
ー
ケ
ン
二
本
を
接
に
連
打
し
て
落
ロ
へ
ト
ラ
バ

ー
ス
す
る
｡
こ
こ
よ
り
両
岸
の
垂
直
の
壁
は
ニ
ー
三

㍍
に
狭
ま
り
全
く
の
廊
下
と
な
る
｡

一
ピ
ッ
チ
程
で
剛
の
淵
に
出
る
｡
剛
か
ら
続
く
極

端
を
ゴ
ル
ジ
ュ
は
､
鼠
の
上
に
見
え
る
R
か
ら
更
に

上
部
に
か
け
て
続
き
､
右
へ
曲
り
を
が
ら
そ
の
奥
は

見
え
を
-
な
っ
て
い
る
｡
異
様
を
零
囲
気
の
す
る
場

所
で
あ
り
､
長
く
深
い
淵
は
通
行
困
難
の
た
め
､
我

々
は
淵
の
手
前
の
左
岸
垂
直
の
壁
を
十
五
㍍
程
'
ハ

ー
ケ
ン
四
本
と
ア
ブ
ミ
利
用
で
不
安
定
を
草
付
へ
出

て
､
プ
ッ
シ
ュ
常
を
濯
木
に
つ
か
ま
り
を
が
ら
ト
ラ

バ
ー
ス
し
'
細
い
ル
ン
ゼ
を
F
O
の
上
へ
ア
プ
ザ
イ
レ

ン
で
下
る
｡
川
底
は
あ
ず
か
に
広
が
る
が
'
両
岸
は

相
変
ら
ず
の
ゴ
ル
ジ
ュ
が
続
く
｡

一
ピ
ッ
チ
で
大
き
な
釜
を
持
つ
四
品
種
の
巧
へ
出

る
｡
左
岸
へ
ハ
ー
ケ
ン
を
打
ち
､
滝
壷
上
を
斜
め
に

掛
っ
た
流
木
へ
下
り
､
ザ
イ
ル
で
確
保
し
左
が
ら
右

岸
へ
渡
っ
て
落
ロ
へ
出
る
｡
足
下
の
噴
流
が
も
の
す

ご
い
｡小

滝
を
一
つ
二
つ
越
す
と
二
つ
の
滝
が
左
右
か
ら

落
ち
込
む
二
ノ
沢
の
出
合
に
着
-
｡
水
量
は
本
流
と

ほ
と
ん
ど
同
じ
位
で
あ
り
､
二
ノ
沢
側
の
滝
は
ニ
ー

三
段
に
別
れ
二
十
㍍
位
は
あ
ろ
う
｡
本
流
側
は
七
㍍

位
で
､
我
々
は
中
間
に
出
っ
張
っ
た
か
ぶ
り
ぎ
み
の

岩
を
バ
ン
ド
沿
い
に
登
り
､
張
り
出
し
た
木
の
根
に

つ
か
ま
り
滝
上
へ
出
た
｡

小
滝
を
越
す
と
職
へ
出
る
｡
相
変
ら
ず
蛇
行
す
る

流
れ
の
両
岸
に
は
懸
崖
が
続
く
が
､
H
か
ら
す
で
に

七
時
間
近
-
も
た
つ
の
で
'
そ
ろ
そ
ろ
ビ
バ
ー
ク
の

予
定
地
で
あ
る
中
間
附
近
の
川
原
帯
へ
出
る
も
の
と

期
待
し
な
が
ら
小
滝
一
つ
を
右
岸
よ
り
巻
く
｡
釜
の

手
前
右
岸
の
崩
落
部
を
十
五
㍍
程
登
り
､
滝
を
足
下

に
見
な
が
ら
革
付
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
､
滝
へ
突
き
出

し
た
岩
上
へ
出
て
､
更
に
ハ
ー
ケ
ン
を
き
か
せ
で
斜

め
に
川
原
上
へ
降
り
る
｡
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(18 ･30) ,小休止ののち天候を心配し

て針ノ木時まで足とのはす
";不離盆ガレで蓮鰍よ岩壁

左右の岩壁が美しく残雪もあり､
楽しい沢譜であるが天候かじ､配

30m3回のアップで川原に降りる

`一割寸とヤプこぎ

ど-実直に突き上げる急e Iレンせくこ入り高巷
に出ろ

で本流は左手へ急に曲り､深く
入り込んだ狭いゴルジュの中
に滝が三つ見える｡

(13 ･00)00血のアンプで岩の剖目を下る｡

滝下より龍巻(二でる､岩から不安定TJ
草付森林渚をトラバースする｡

(ll loo)

右岸スラブを20m登り滝の中間へト
ラバース､更(:F13の右岸凹んだ'壁

をトラバースして滝の諸口にでる｡

(10･20)

左岸より右岸沌ノ幕へ突き出た流木を減り
ボルトとアブミで滝の落ちロへヘツi)上る

I(8 ･40)

沌下左岸の壁を高等にでる｡足場悪くハー
ケン4枚使用後急なヤケ付をトラバース､

大きな岩槻をヘツー)､森林帯より川原へア
ップ15m

発電用水取入ロ

?書棚｡C,.I-ク鵬(出発7時50分)

ド F ド

1918 17

101030

F16　40m

F15

F13　4m

F12　4m

Flo

(ナナカマ)

七重

アブ　滝(主部竜だけを示しである)

一一一一遡行コース

-七倉沢の波路

一
ピ
ッ
チ
進
む
と
七
㍍
程
の
滝
に
出
る
｡
や
や
巾

の
あ
る
右
端
上
四
品
種
の
バ
ン
ド
へ
身
を
入
れ
る
｡

上
部
は
リ
ス
の
な
い
オ
ー
バ
ー
ハ
ン
グ
の
一
枚
岩
で

ボ
ル
ト
を
二
本
連
打
し
ア
ブ
ミ
を
使
っ
て
登
り
越
す

二
ピ
ッ
チ
程
進
む
と
川
原
は
徐
々
に
広
が
り
､
よ
う

や
く
中
間
点
附
近
の
川
原
へ
着
い
た
事
を
知
る
｡
朝

H
へ
取
り
付
い
て
か
ら
お
よ
そ
八
時
間
｡
長
い
ト
ン

ネ
ル
を
よ
う
や
く
出
た
よ
う
を
気
特
で
空
を
眺
め
る

春
の
豪
雨
で
荒
れ
た
川
原
を
三
十
分
程
歩
-
と
発
電

所
用
の
作
業
小
屋
へ
着
き
ビ
バ
ー
ク
す
る
｡

九
月
十
四
日
　
　
時

冷
た
い
渡
渉
は
い
や
な
の
で
朝
少
し
遅
-
出
発
す

る
｡
こ
こ
よ
り
し
ば
ら
く
上
流
の
発
電
用
取
入
口
ま

で
は
道
が
あ
る
｡
よ
-
手
入
れ
の
行
き
と
ど
い
た
道

を
'
大
き
を
滝
を
三
つ
程
越
す
と
取
入
ロ
へ
出
る
｡

0

し
ば
ら
く
川
原
が
続
い
た
後
巾
の
広
い
H
の
下
へ
出

る
｡
石
壁
を
ハ
ー
ケ
ン
三
本
程
で
登
り
､
滝
上
へ
出

よ
う
と
し
た
が
う
ま
く
降
り
ら
れ
ず
､
そ
の
ま
ま
不

安
定
な
岩
槻
を
へ
つ
っ
た
後
十
㍍
程
の
ア
プ
ザ
イ
レ

ン
で
鼠
の
上
へ
降
り
る
｡
し
ば
ら
く
進
む
と
用
巾
は

狭
ま
り
左
岸
よ
り
V
字
状
の
薄
口
の
手
前
約
三
㍍
程

ま
で
伸
び
て
い
る
大
き
を
流
木
を
渡
り
`
苦
労
の
未

右
岸
へ
ボ
ル
ト
一
本
を
打
ち
込
み
ア
ブ
ミ
を
足
場
に

落
日
へ
上
る
｡
水
中
の
ア
ン
ダ
ー
ホ
ー
ル
ド
と
'
水

圧
の
か
か
る
足
場
で
微
妙
を
バ
ラ
ン
ス
が
必
要
で
あ

る
｡

小
滝
や
滑
滝
を
快
適
に
遡
行
す
る
と
釜
の
大
き
を

2
-F

l
に
出
る
｡
左
壁
は
か
ぶ
っ
て
い
る
が
石
壁
は
段
々

状
の
岩
で
､
そ
こ
を
五
十
品
種
登
り
､
草
付
を
十
㍍

3
-

降
り
る
と
滝
上
の
岩
へ
出
る
｡
更
に
す
ぐ
あ
る
R
の

左
壁
の
凹
地
に
身
を
入
れ
し
ぶ
き
を
あ
び
な
が
ら
落

日
へ
ヘ
つ
り
上
る
｡

小
滝
を
越
す
と
五
畠
程
の
滝
上
に
大
滝
が
見
え
る

ち
ょ
う
ど
く
の
字
に
折
れ
た
滑
め
ざ
み
の
滝
で
四
品

種
あ
ろ
う
｡
右
端
が
登
れ
そ
う
だ
が
落
日
に
出
る
最

後
の
四
～
五
㍍
は
人
工
登
は
ん
に
な
り
そ
う
で
あ

る
｡
時
間
も
か
か
り
そ
う
を
の
で
手
前
か
ら
石
壁
に

取
り
付
き
'
足
下
に
大
滝
を
見
や
り
在
が
ら
ブ
ッ
シ

ユ
帯
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
､
小
滝
の
上
へ
落
ち
込
む
岩

溝
の
中
を
ア
ッ
プ
サ
イ
レ
ン
で
下
る
｡
狭
い
ゴ
ル
ジ

ュ
静
を
出
る
と
や
や
開
け
た
川
原
と
な
る
｡
清
浦
の

気
持
よ
い
遡
行
は
こ
の
沢
で
は
じ
め
て
で
あ
ろ
う
｡

そ
し
て
川
原
応
急
に
前
方
で
行
き
止
り
に
な
る
｡

流
れ
は
ほ
ぼ
直
角
に
左
折
し
て
い
る
ら
し
い
へ
曲
り

角
へ
行
く
と
流
れ
ぼ
極
端
に
狭
い
岩
滝
の
中
に
入
り

込
ん
で
三
段
の
滝
と
な
っ
て
い
る
｡
一
番
下
が
三
十

]
･
3
位
､
上
の
二
つ
が
十
品
位
で
あ
ろ
う
ち
ょ
っ
と
手

が
つ
け
ら
れ
左
い
｡

下
山
し
た
後
地
元
の
猟
師
に
聞
-
と
､
こ
の
開
け

た
処
が
｢
日
の
目
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
処
で
あ
る
ら

し
く
､
｢
北
葛
の
奥
に
大
き
を
″
ク
ホ
ッ
ク
ミ
〟
(
哩

地
)
が
あ
る
｣
な
ど
の
話
と
合
せ
'
上
部
か
ら
見
る

と
ち
よ
う
ど
そ
ん
な
様
子
に
見
え
る
事
た
ろ
う
と
感

じ
た
｡
ま
た
､
左
折
し
て
入
り
込
ん
だ
岩
溝
が
　
｢
七

釜
｣
　
(
ナ
ナ
カ
マ
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
処
で
あ
る
事

は
容
易
に
判
断
す
る
事
が
出
来
る
｡

直
角
に
左
折
し
た
本
流
を
左
手
に
'
正
面
へ
突
き

上
げ
て
い
る
洞
沢
へ
ル
ー
ト
を
取
る
｡
ガ
ラ
ガ
ラ
と

く
ず
れ
そ
う
を
小
ル
ン
ゼ
を
三
百
品
種
登
る
と
プ
ッ

シ
ュ
帯
に
在
り
､
七
釜
へ
落
ち
込
む
蓮
華
側
の
小
尾

根
に
出
る
｡
真
西
に
北
萬
沢
の
上
部
ゴ
ー
口
語
が
開

け
､
足
下
の
七
釜
へ
吸
い
込
ま
れ
る
様
に
消
え
て
い

る
｡
右
手
蓮
華
側
の
大
き
を
岩
壁
と
小
沢
の
沌
が
ま

こ
と
に
美
し
い
｡

本
流
と
小
沢
が
消
え
て
い
る
足
下
に
向
っ
て
下
れ

ば
｢
七
釜
｣
の
上
部
へ
降
り
ら
れ
る
事
が
わ
か
る
｡

小
や
ぶ
を
か
き
わ
け
で
三
十
品
の
ア
プ
ザ
イ
レ
ン
三

回
の
未
へ
合
流
点
の
ゴ
ー
ロ
帯
へ
降
り
る
｡
小
雨
が

降
り
出
し
た
が
は
ぽ
ゴ
ル
ジ
ュ
帯
を
抜
け
出
し
た
事

を
感
じ
っ
つ
稜
線
へ
急
ぐ
｡

小
滝
を
一
つ
二
つ
越
し
'
残
雪
の
崩
れ
場
や
ス
ノ

ブ
リ
ッ
チ
の
下
を
く
ぐ
る
と
急
を
ガ
レ
場
と
在
り
'

右
側
か
ら
の
落
石
を
気
に
し
つ
つ
小
雨
の
中
を
コ
ル

に
着
い
た
の
は
六
時
半
で
あ
っ
た
｡
天
気
を
心
配
し

て
夜
道
を
針
ノ
木
嶋
ま
で
と
は
し
､
ツ
エ
ル
ト
を
被

っ

た

｡

　

　

　

　

　

　

　

(

大

町

山

の

会

会

員

)

大
町
よ
り
見
え
る
と
こ
ろ

奥
は
覚
え
な
い

ビ
レ
ー
-
確
保
｡
身
体
を
ザ
イ
ル
で
適
当
を
岩
角
や
岩
に
打

込
ん
だ
｢
ハ
ー
ケ
ン
｣
に
轄
び
つ
け
'
滑
落
に
備
え
る
こ

と
｡

ア
プ
ザ
イ
レ
ン
-
懸
垂
下
降
｡
ザ
イ
ル
を
体
に
か
ら
ま
せ
そ
の

底
板
に
よ
り
ず
る
ず
る
降
り
る
｡

ゴ
ル
ジ
ュ
=
両
岸
の
岩
壁
が
ひ
ど
-
迫
り
合
っ
た
深
い
峡
谷

ゴ
ー
ロ
=
河
原
の
よ
う
に
大
小
無
数
の
岩
石
が
地
面
を
お
お

っ
で
い
る
区
域
｡

ア
ブ
ミ
-
長
さ
一
-
二
鳥
の
ザ
イ
ル
二
本
と
木
ま
た
は
ア
ル

ミ
板
を
使
っ
た
一
種
の
縄
梯
子
｡

バ
ン
ド
-
岩
壁
の
中
段
に
あ
る
岩
槻
｡
澄
高
の
中
継
場
所
や

ト
ラ
バ
ー
ス
･
ル
ー
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
る

ボ
ル
ト
-
埋
込
み
ボ
ル
ト
｡
｢
ハ
ー
ケ
ン
｣
の
使
え
t
な
い
岩
壁

に
穴
を
あ
け
埋
め
込
む
人
工
登
は
ん
用
の
ボ
ル
ト
｡

ヘ
ツ
リ
-
山
の
急
斜
面
や
岩
壁
を
膳
つ
た
い
に
わ
た
る
こ
と

を
い
う
｡

ル
ン
ゼ
-
山
桜
ま
た
は
岩
壁
に
水
の
浸
蝕
作
用
で
入
り
-
A

だ
急
峻
を
岩
滝
の
こ
と
｡

リ
ス
-
岩
の
せ
ま
い
剖
目
の
こ
と
を
い
い
｢
ハ
ー
ケ
ン
｣
を
打

つ
の
に
利
用
で
き
る
｡

ア
ン
ダ
ー
ホ
ー
ル
ド
-
ホ
ー
ル
ド
は
手
が
か
り
と
す
る
岩
の
小

突
起
や
窪
み
の
こ
と
､
下
方
の
手
が
か
り
を
す
く
う
よ
う

に
し
て
持
ち
'
身
を
支
え
る
蝿
合
の
ホ
ー
ル
ド
｡

コ
ル
-
鞍
部
｡
峠
｡

ブ
ッ
シ
ュ
-
ヤ
プ
の
こ
と
｡

ス
ノ
ー
ブ
リ
ッ
チ
I
t
雪
渓
の
亀
裂
(
ク
レ
パ
ス
)
の
上
に
絹
を

架
け
た
よ
う
に
両
岸
へ
ま
た
が
っ
た
雪
を
い
う
｡
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池田町婦の内　鬼の釜古墳　下は石室内部を示す

木嶋湖周辺の尿意富強(標石壕)

鰭物博と山

北
安
曇

考
古
学
で
古
墳
時
代
と
い
っ
て
い
る
の
は
'
学
者

に
よ
っ
て
い
く
ら
か
の
違
い
は
あ
る
が
､
だ
い
た
い

墳
墓
を
つ
-
る
と
き
死
者
に
訓
え
て
い
ろ
い
ろ
な
品

物
を
埋
納
し
､
そ
の
上
に
高
-
土
を
盛
り
上
げ
る
習

慣
の
あ
っ
た
時
代
'
つ
ま
り
三
世
紀
中
葉
か
ら
四
世

紀
前
半
の
あ
る
時
点
に
は
じ
ま
り
'
七
世
紀
後
菜
に

い
た
る
時
代
を
い
う
の
で
あ
る
｡

そ
の
終
末
は
､
公
式
的
に
は
孝
徳
天
皇
の
大
化
二

午
(
六
四
六
年
)
の
蒋
発
令
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
､
地
方
で
は
強
い
権
力
を
以
て
伝
統
を
規
制
で
き

た
と
は
い
い
難
く
､
八
世
紀
に
在
っ
て
も
け
っ
こ
う

多
数
の
古
墳
が
築
造
さ
れ
て
お
り
､
現
に
北
安
曇
に

お
い
で
も
い
ま
残
る
も
の
の
う
ち
相
当
数
は
八
世
紀

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
中
に
は
平
安
初
期
ま
で
下
降
す
る

も
の
が
あ
る
の
で
は
を
い
か
と
考
え
て
い
る
｡

の
古
墳

篠
　
崎
　
健
一
郎

北
安
曇
地
方
で
古
墳
が
つ
-
ら
れ
た
の
は
'
ざ
っ

と
百
年
か
百
赦
十
年
間
-
ら
い
で
'
そ
の
間
に
三
つ

ほ
ど
の
型
式
の
も
の
が
､
お
よ
そ
並
行
し
て
行
な
あ

れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

そ
の
一
つ
は
南
安
曇
郡
の
西
の
山
麓
地
方
に
中
心

を
も
つ
群
集
損
の
型
式
で
､
北
安
曇
郡
で
は
松
川
村

鼠
穴
に
一
基
､
池
田
町
堀
の
内
に
一
基
､
ほ
ぼ
完
好

な
の
が
残
っ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
マ
ウ
ン
ド
内
部
一

は
い
に
大
き
を
横
穴
式
石
室
を
築
い
た
典
型
的
な
後

期
古
墳
で
あ
る
｡
そ
の
一
つ
池
田
町
鬼
の
釜
古
墳
は

マ
ウ
ン
ド
の
直
径
十
一
㍍
､
高
さ
二
㍍
､
石
室
は
築

造
さ
れ
て
い
る
尾
根
の
向
き
と
直
角
に
､
ほ
ぼ
南
に

向
っ
て
開
口
し
て
い
る
｡
石
室
の
平
面
は
お
よ
そ
鯉

形
で
長
さ
四
'
八
㍍
､
巾
は
奥
壁
の
下
で
二
㍍
｡
天

井
の
高
さ
は
二
､
一
㍍
で
'
側
壁
は
こ
こ
ろ
も
ち
ア

ー
チ
状
に
積
み
上
げ
で
あ
る
｡
マ
ウ
ン
ド
の

高
さ
と
天
井
の
高
さ
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
左
の

…
　
は
ね
か
し
い
が
､
こ
れ
は
石
室
を
お
よ
そ
六

○
宣
告
掘
り
下
げ
て
あ
る
の
で
､
そ
の
差
し

引
き
が
天
井
の
厚
さ
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

使
っ
て
あ
る
石
は
'
ほ
と
ん
ど
花
崗
岩
の
円

礫
で
､
こ
れ
は
高
瀬
川
か
ら
運
び
上
げ
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
､
奥
壁
及
び
天
井
の
巨
石
数

個
は
大
町
よ
り
上
流
か
ら
運
ん
だ
も
の
か
と

思
う
｡
こ
う
い
う
型
式
の
古
墳
は
石
室
入
口

の
か
ん
た
ん
な
閉
塞
施
設
を
除
く
こ
と
に
よ

り
､
複
教
の
死
者
を
順
次
葬
る
こ
と
の
で
き

る
家
族
墓
で
あ
る
｡

そ
の
二
の
型
式
は
内
部
に
埋
葬
施
設
を
作

ら
ず
直
接
木
棺
を
埋
納
し
た
も
の
で
'
大
町

市
三
日
町
､
白
馬
村
神
城
に
あ
る
も
の
で
あ

る
｡
調
べ
て
み
る
と
木
棺
も
遺
体
も
既
に
土

に
帰
し
'
ご
く
わ
ず
か
の
副
葬
品
が
発
見
さ

れ
る
に
す
ぎ
な
い
｡
白
馬
村
の
屏
風
塚
は
径

二
十
枚
畠
の
堂
々
た
る
円
墳
で
あ
っ
た
け
れ

ど
も
つ
い
副
葬
品
を
兄
を
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
｡

そ
の
三
の
型
式
は
木
崎
湖
周
辺
に
教
基
み
ら
れ
る

積
石
塚
で
あ
る
｡
こ
れ
は
土
を
以
て
マ
ウ
ン
ド
を
築

-
こ
と
な
く
'
石
礫
を
以
て
し
､
内
に
は
小
さ
い
を

か
ら
も
石
室
を
蔵
し
て
い
る
｡
土
が
を
い
か
ら
代
り

に
石
で
作
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
､
ぜ
ひ
石
を

用
い
て
そ
う
し
左
-
で
は
在
ら
ぬ
と
い
う
信
仰
的
な

理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
古
代
朝
鮮
半
島
北

部
の
高
旬
姥
の
制
で
あ
る
と
い
う
｡
古
代
朝
鮮
か
ら

の
帰
化
人
が
､
信
濃
国
の
各
地
に
も
配
置
さ
れ
､
あ

る
い
は
特
殊
の
技
能
を
以
て
働
き
､
あ
る
い
は
開
拓

に
あ
た
っ
た
事
実
が
あ
り
､
松
本
市
郊
外
の
も
の
が

須
々
岐
の
姓
を
､
東
筑
坂
井
村
の
も
の
が
妻
板
の
姓

を
賜
わ
っ
た
例
を
ど
は
､
文
献
と
考
古
学
の
所
見
と

が
一
致
す
る
好
例
で
あ
る
け
れ
ど
も
､
木
崎
湖
ふ
き

ん
の
も
の
も
､
断
定
で
き
ぬ
ま
で
も
か
れ
ろ
一
派
の

遺
し
た
も
の
で
あ
る
公
算
が
大
き
い
｡

以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
形
態
の
古
墳
が
､
ほ
ぼ
時

代
を
同
じ
-
し
て
､
比
較
的
近
接
し
た
地
域
に
あ
ず

か
ず
つ
な
が
ら
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
､
北
安
曇
の

特
色
と
在
っ
て
い
る
が
'
こ
れ
ら
は
発
達
あ
る
い
は

衰
退
の
姿
を
示
す
の
で
は
を
-
､
ま
た
築
造
し
た
氏

族
に
さ
ほ
ど
の
経
済
力
の
差
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
を

い
｡
こ
の
形
態
の
差
は
氏
族
の
も
つ
葬
制
の
ち
が
い

そ
れ
ぞ
れ
の
氏
族
の
出
自
に
､
大
き
な
差
異
が
あ
っ

た
故
と
考
え
ら
れ
る
｡

木
崎
湖
周
辺
の
積
石
壕
に
つ
い
て
は
さ
き
に
の
ペ

た
が
､
池
田
町
や
松
川
村
の
立
派
を
石
室
を
も
つ
古

墳
を
残
し
た
も
の
は
誰
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
こ
こ
で

思
い
起
す
の
は
､
奈
良
正
倉
院
の
調
布
墨
書
銘
で
あ

る
｡
こ
れ
に
は
天
平
宝
字
八
年
安
曇
郡
前
科
郷
戸
主

安
曇
部
真
羊
､
郡
司
主
眼
従
七
位
上
安
曇
部
百
鳥
と

あ
り
､
池
田
以
前
の
地
が
安
曇
氏
の
勢
力
圏
で
あ
っ

た
こ
と
を
物
語
る
｡
従
っ
て
こ
れ
ら
の
古
墳
は
ま
ず

安
曇
氏
関
係
者
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
が
つ

く
｡
松
川
村
の
も
の
も
す
ぐ
南
に
つ
づ
い
て
有
明
古

墳
群
が
あ
る
こ
と
か
ら
､
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
よ
う
｡

最
後
に
三
日
町
や
神
城
の
無
石
室
の
古
墳
で
あ
る

け
れ
ど
も
'
こ
れ
を
築
遺
し
た
氏
族
に
つ
い
て
は
い

ま
の
と
こ
ろ
､
な
に
も
わ
か
っ
て
居
ら
ず
､
今
後
の

研
究
に
ま
つ
よ
り
し
か
た
が
を
い
｡
た
だ
三
日
町
の

山
の
神
遺
跡
か
ら
出
土
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