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針
ノ
木
展
終
え
て

大
町
市
が
昭
和
四
十
九
年
度
に
実
施
し
た
文
化
祭

の
特
別
展
示
は
｢
歴
史
に
み
る
大
町
登
山
口
-
　
針

ノ
木
峠
I
L
と
い
う
テ
ー
マ
で
､
特
に
針
ノ
木
峠

を
中
心
と
し
て
'
大
町
が
古
く
か
ら
我
が
国
の
登
山

史
の
う
え
で
果
し
て
き
た
役
割
に
つ
い
て
考
え
､
そ

の
こ
と
が
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
ど
う
い
う
結
果
を
も

た
ら
し
､
今
後
は
こ
の
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
を
ど
の

よ
う
に
生
か
し
な
が
ら
､
自
分
た
ち
の
生
活
に
結
び

つ
け
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
か
を
市
民
に
問
う
た

め
の
､
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
的
性
格
を
も
内
在
し
た
試
み

で
あ
り
､
ま
た
こ
の
機
会
を
通
じ
て
｢
山
岳
都
市
｣

と
自
他
共
に
誇
り
得
る
に
足
る
中
味
の
濃
い
も
の
に

す
る
た
め
に
必
要
な
山
岳
関
係
資
料
を
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
し
た
い
と
い
う
目
的
も
あ
っ
た
｡

わ
れ
あ
れ
が
山
に
登
り
､
自
然
の
美
し
き
に
魅
か

れ
､
そ
の
偉
大
さ
に
騎
ろ
き
優
し
さ
に
包
ま
れ
る
人

間
の
瞬
間
的
情
感
を
'
精
神
的
を
尊
厳
に
ま
で
昇
華

さ
せ
て
き
た
自
然
と
人
と
の
係
り
合
い
の
歴
史
と
い

っ
た
も
の
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
過
去
の
伝

承
的
な
領
域
か
ら
脱
却
し
た
科
学
的
分
野
で
の
解
明

に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
作
業
で
も
あ
っ
た
｡

こ
う
し
た
過
程
で
大
町
が
登
山
口
と
し
て
果
し
て

き
た
そ
の
役
割
り
の
大
き
さ
を
改
め
て
見
直
す
こ
と

に
な
り
､
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
集
め
ら
れ
た
資
料
を

具
体
的
に
整
理
し
'
系
統
た
で
て
い
く
こ
と
の
必
要

性
は
､
今
ま
で
に
全
-
手
の
入
ら
な
か
っ
た
も
の
だ

け
に
関
係
者
の
共
感
を
誘
っ
て
い
っ
た
｡
し
か
し
調

査
活
動
や
資
料
収
集
が
進
め
ば
そ
れ
だ
け
に
､
す
で

に
敵
失
し
た
も
の
も
多
く
'
そ
の
手
が
か
り
さ
え
把

握
で
き
な
い
困
難
を
状
況
に
直
面
す
る
場
面
も
し
ば

し
ば
で
あ
っ
た
｡

山
が
あ
り
､
そ
の
環
境
の
な
か
に
あ
っ
て
真
剣
に

生
き
よ
う
と
し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
だ
か
ら
こ
そ
､
こ

の
作
業
を
進
め
る
に
ふ
さ
れ
し
い
と
す
る
方
向
づ
け

を
改
め
て
か
み
し
め
な
が
ら
､
と
も
あ
れ
多
く
の
市

民
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料
に
埋
れ
在
が
ら
過
し
た
こ

の
特
別
展
示
の
意
義
は
大
き
-
'
こ
の
趣
旨
を
理
解

さ
れ
る
大
方
の
市
民
の
今
後
の
温
か
い
ご
協
力
を
願

っ
て
止
ま
な
い
｡
(
こ
の
特
別
展
の
調
査
で
明
ら
か

に
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
げ
､
こ
の
紙
面
で
紹
介
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
)

(
社
会
教
育
主
事
　
牛
　
越
　
和
　
男
)
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請請請.
ど山

大
町
口
登
山
案
内
人
抄
録
-
そ
の
1
-

荒
　
井
　
今
朝
一

こ
こ
に
紹
介
す
る
資
料
は
､
昭
和
四
十
九
年
度
の
大
町
市
文
化
祭
に
企
画
展
示
さ
れ
た
　
｢
歴
史
に
見
る

大
町
登
山
口
-
針
ノ
木
峠
I
L
の
資
料
で
あ
り
､
今
ま
で
市
内
あ
る
い
は
市
外
の
関
係
者
の
自
宅
等
に
眠

っ
て
い
た
も
の
を
担
当
係
が
'
お
借
り
し
た
り
､
あ
る
い
は
複
写
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ご
協
力
い
た
だ
い

た
方
々
に
紙
上
よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
｡

登
山
口
と
し
て
､
ま
た
日
本
最
初
の
案
内
人
組
合
の
で
き
た
町
と
し
て
､
こ
れ
ら
の
山
案
内
人
に
関
す

る
資
料
は
今
ま
で
散
り
散
り
に
在
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
今
回
は
'
そ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
で
あ
る
程

度
集
め
ら
れ
る
も
の
は
集
め
､
当
時
の
生
き
残
り
の
案
内
人
か
宅
も
様
子
を
き
い
で
抄
録
し
た
｡

こ
こ
で
は
､
そ
の
展
示
の
概
略
と
一
部
の
資
料
等
の
紹
介
を
し
た
い
｡
会
わ
､
各
々
の
分
野
に
つ
い
て

は
そ
れ
そ
れ
の
担
当
が
後
日
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡

一
､
山
案
内
人
の
出
現

い
わ
ゆ
る
山
案
内
人
と
は
､
一
口
で
言
え
ば
､
｢

登
山
者
の
先
に
た
っ
て
登
山
の
案
内
を
し
､
賃
金
を

得
る
人
.
｣
と
い
う
事
に
在
る
ら
し
い
｡
一
般
に
は
､

食
事
'
泊
り
甥
等
の
世
話
は
す
る
が
､
登
山
者
の
荷

一
)
･
7
り
ま
l

物
は
持
た
ず
'
荷
物
は
人
夫
一
強
力
)
に
持
た
せ
た
｡

こ
の
よ
う
を
案
内
人
が
発
生
し
た
の
は
､
明
治
時

代
中
頃
､
北
ア
ル
プ
ス
を
中
心
と
し
た
近
代
登
山
の

幕
開
け
と
同
時
で
あ
っ
た
｡
案
内
人
と
な
っ
た
の
は
､

山
麓
の
人
間
で
､
目
的
地
の
地
理
に
詳
し
い
者
､
た

と
え
ば
猟
師
､
　
釣
人
､
薬
草
探
り
を
ど
が
､
も
っ

ぱ
ら
副
業
と
し
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
れ
と
は
別
に
､
宗
教
登
山
で
栄
え
た
富
士
山
､

立
山
､
白
山
等
霊
峰
に
は
､
案
内
人
を
兼
ね
た
荷
物

運
搬
人
､
｢
強
力
｣
が
い
た
｡
有
名
な
､
富
山
県
芦

崎
の
佐
伯
平
蔵
も
ま
た
こ
う
し
た
強
力
の
一
人
で
あ

っ
た
｡
彼
の
名
ガ
イ
ド
ぶ
り
は
､
今
も
｢
平
蔵
谷
｣

の
名
と
し
て
残
っ
て
い
る
｡

さ
て
､
信
州
側
で
､
案
内
人
を
語
る
時
､
初
期
の

三
人
の
案
内
人
と
い
う
よ
り
は
､
｢
山
人
｣
が
考
え

ら
れ
る
｡
上
条
嘉
門
次
'
小
林
喜
作
､
遠
山
品
工
門

の
三
名
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
遠
山
品
工
門
は
､
事
水

四
年
二
八
五
一
)
野
口
村
(
現
柾
の
大
町
市
平
野

口
)
　
に
生
れ
た
｡
彼
は
､
｢
黒
部
の
主
｣
と
呼
ば
れ
､

狩
猟
や
岩
魚
釣
り
に
明
け
暮
れ
る
生
活
の
か
た
れ
､
ち
~

営
林
局
か
ら
平
の
小
屋
の
管
理
を
委
託
さ
れ
て
い
た
｡

案
内
は
､
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
､
黒
部
峡
谷

に
入
山
し
た
パ
l
ア
イ
は
､
ほ
と
ん
ど
が
､
彼
の
世

話
に
な
っ
た
ら
し
い
｡
百
瀬
慎
太
郎
も
後
に
､
彼
と

立
山
に
向
っ
て
い
る
｡
彼
に
は
三
人
の
息
子
､
作
十

郎
､
兵
三
郎
､
富
士
弥
が
お
り
､
息
子
達
は
､
案
内

も
し
た
よ
う
で
あ
る
が
､
作
十
郎
､
兵
三
郎
の
二
人

け
大
正
四
･
五
年
頃
か
ら
､
ほ
と
ん
ど
案
内
を
や
め

た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
時
代
は
又
､
探
検
登
山
の
時
代
で
も
あ
っ
た
｡

各
地
で
現
在
の
山
名
が
､
つ
け
ら
れ
､
三
角
測
量
も

進
ん
だ
｡
今
回
､
珍
ら
し
い
白
馬
山
頂
の
三
角
櫓
の

写
真
を
発
見
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡

二
､
山
案
内
人
組
合
の
結
成

明
治
時
代
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
､
ス
ポ
ー
ツ
登

山
の
隆
盛
と
と
も
に
､
多
教
の
人
々
が
､
北
ア
ル
プ

ス
を
中
心
と
し
た
山
々
に
登
る
よ
-
に
な
る
｡
案
内

人
の
数
も
ふ
え
は
じ
め
る
が
､
そ
れ
に
と
も
在
っ
て
､

非
行
に
走
る
案
内
人
も
で
は
じ
め
る
｡
そ
ん
な
折
か

う
､
大
町
口
登
山
者
の
宿
を
一
手
に
ま
か
な
っ
て
い

た
対
山
館
主
へ
百
瀬
慎
太
郎
は
､
質
の
良
い
案
内
人

の
安
定
供
給
を
考
え
は
じ
め
た
よ
う
で
､
彼
の
こ
の

考
え
は
､
日
本
最
初
の
案
内
人
組
合
､
｢
大
町
登
山

案
内
者
組
合
｣
の
設
立
と
在
っ
て
結
実
し
た
｡
大
正

六
年
(
一
九
一
七
)
の
こ
と
で
あ
る
｡
新
潟
県
立
図

書
館
の
御
好
意
に
よ
っ
て
へ
結
成
の
陳
の
規
約
が
記

載
さ
れ
た
山
岳
第
十
二
年
号
が
展
示
で
き
た
｡
規
約

は
､
十
八
条
か
ら
な
り
､
設
立
の
主
旨
､
機
構
､
賃

金
等
か
ら
な
っ
て
い
る
｡
組
合
は
､
主
任
一
名
､
相

談
役
四
名
､
案
内
人
､
強
力
か
ら
な
っ
て
お
り
､
大

西
又
吉
､
勝
野
玉
作
等
二
十
二
名
が
'
名
前
を
連
ね

て
い
る
｡
い
ず
れ
も
当
時
一
流
の
案
内
人
達
で
あ
る
｡

同
誌
は
'
前
文
で
｢
吾
人
は
百
瀬
氏
の
此
挙
を
満
腔

の
喜
び
と
同
僧
を
以
っ
て
迎
ふ
る
も
の
を
り
｣
と
絶

賛
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
日
本
で
初
の
案
内
人
組

合
で
あ
っ
た
が
'
慎
太
郎
自
身
は
､
後
に
新
聞
に
連

載
し
た
　
｢
山
岳
夜
話
｣
の
中
で
､
｢
二
十
代
の
一
本

調
子
で
得
意
に
な
っ
て
は
じ
め
た
の
だ
が
､
時
の
大

町
警
察
署
長
小
宮
山
五
九
重
と
い
う
人
か
ら
｢
誰
の

許
可
を
得
て
徒
党
を
組
ん
だ
の
た
｡
｣
と
い
う
お
し

か
り
を
う
け
た
り
し
て
何
だ
か
訳
の
分
ら
な
い
気
椿

が
し
た
も
の
だ
っ
た
｡
｣
と
述
懐
し
て
い
る
｡
平
林

武
夫
は
､
こ
の
辺
に
も
慎
太
郎
が
､
役
人
と
か
権
力

ざ
ら
い
で
あ
っ
た
点
が
､
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
｡
｢
山
岳
夜
話
｣
は
､
書
い
た
の
が
､
終

戦
ま
も
な
い
頃
と
い
う
事
も
あ
っ
て
､
更
に
は
､
｢

今
夏
あ
た
り
か
ら
再
び
盛
ん
に
な
ろ
う
と
す
る
山
登

り
の
気
運
に
向
っ
て
､
(
案
内
人
組
合
も
)
登
山
者

の
為
に
立
直
ら
ね
は
な
ら
を
い
と
思
う
｡
｣
と
も
｢

私
は
'
案
内
人
に
は
､
案
内
人
ら
し
い
山
人
の
よ
さ

が
望
ま
れ
る
｡
｣
と
も
述
べ
て
い
る
｡

と
に
か
く
､
こ
う
し
て
結
成
さ
れ
た
案
内
人
組
合

は
､
そ
の
後
山
岳
を
持
つ
各
地
へ
波
及
し
､
現
在
で

は
､
大
町
山
案
内
人
組
合
､
白
馬
山
案
内
人
組
合
等

全
国
に
､
十
三
組
合
を
教
え
る
に
至
っ
て
い
る
｡
大

町
山
案
内
人
組
合
も
､
そ
の
後
順
調
に
発
展
し
'
今

で
も
十
六
名
の
案
内
人
が
活
躍
し
て
い
る
｡

し
か
し
‥
当
時
の
大
町
口
の
案
内
人
で
今
も
存
命

し
て
い
る
の
け
'
勝
山
佐
久
街
と
平
林
高
吉
の
二
人

だ
け
で
あ
る
｡
二
人
と
も
八
十
哉
近
い
高
齢
に
も
か

か
あ
ら
ず
､
今
で
も
請
あ
れ
れ
は
山
へ
行
-
｡
今
回

の
展
示
に
ぼ
'
こ
の
両
名
と
､
昨
年
'
亡
-
在
ら
れ
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た
桜
井
一
雄
に
､
貴
重
を
写
真
､
資
料
等
提
供
し
て

い
た
た
い
た
｡
そ
の
中
に
は
､
桜
井
と
平
林
が
石
川

欣
一
氏
を
案
内
し
て
針
ノ
木
岳
へ
登
頂
し
た
際
の
写

真
も
み
う
け
ち
れ
た
｡
又
､
大
町
登
山
案
内
者
組
合

出
身
で
'
後
に
'
有
明
案
内
人
組
合
結
成
を
指
導
し

た
大
和
田
松
も
忘
れ
ら
れ
る
い
人
物
の
一
人
で
あ
る
｡

彼
は
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
活
躍
し
た
案
内
人
で
'

当
時
へ
　
め
ず
ら
し
い
　
｢
ス
キ
ー
の
で
き
る
案
内
人
｣

で
あ
っ
た
｡
大
利
由
松
が
当
時
使
用
し
て
い
た
ザ
イ

ル
､
リ
ュ
ッ
ク
､
ピ
ッ
ケ
ル
等
は
御
子
息
の
重
雄
氏

よ
り
当
館
へ
寄
贈
い
た
だ
い
た
｡

三
､
案
内
人
と
遭
難

-
大
和
由
松
の
場
合
-

大
和
由
松
は
､
明
治
三
十
一
年
(
一
八
九
八
)
当一-

Y.

時
の
北
安
曇
郡
平
村
ニ
ッ
屋
に
生
れ
た
｡
彼
は
､
四

人
兄
弟
の
三
番
目
で
､
素
は
農
家
で
あ
っ
た
｡
農
業

に
従
事
す
る
か
た
あ
ら
､
十
七
歳
頃
か
ら
山
案
内
を

始
め
､
当
時
結
成
し
た
ば
か
り
た
っ
た
｢
大
町
登
山

案
内
者
組
合
｣
　
へ
加
入
し
た
｡
農
家
の
三
男
と
い
う

事
も
あ
っ
て
､
そ
の
後
生
家
を
出
て
､
穂
高
町
有
明

に
移
り
住
み
､
後
に
は
'
｢
有
明
登
山
案
内
人
組
合

｣
結
成
の
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
る
｡
彼
は
､
案

内
人
と
し
て
一
流
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
を
-
､
当
時

め
ず
ら
し
く
ス
キ
ー
が
巧
み
で
あ
っ
た
｡
当
時
流
行

が
ス
キ
ー
登
山
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
､
学
生
登
山

家
達
に
は
'
ず
い
ぶ
ん
重
宝
が
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡

こ
の
ス
キ
ー
の
で
き
る
案
内
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
､

彼
の
一
生
の
上
で
も
大
き
な
事
件
で
あ
る
`
昭
和
二

午
(
一
九
二
七
)
　
の
針
ノ
木
峠
の
遭
難
に
遭
遇
す
る

遠
因
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
際
の
新
聞

コ
ピ
ー
を
長
野
県
立
図
書
館
の
御
好
意

で
入
手
で
き
た
の
で
､
そ
れ
ら
に
よ
っ

て
'
当
時
の
状
況
を
追
っ
て
み
た
い
｡

早
稲
田
大
学
山
岳
部
(
正
確
に
は
ス

キ
ー
山
岳
部
)
　
は
､
数
あ
る
大
学
山
岳

部
の
中
で
も
慶
応
大
学
と
並
ん
で
大
活

躍
を
演
じ
て
い
た
｡
特
に
冬
期
は
'
大

沢
小
屋
を
中
心
と
し
て
ス
キ
ー
合
宿
を

行
を
い
､
昭
和
二
年
は
､
そ
の
｢
第
四

次
大
沢
小
屋
生
活
｣
を
十
二
月
二
十
五

日
よ
り
針
ノ
木
雪
渓
で
始
め
て
い
た
｡

リ
ー
ダ
ー
近
藤
正
以
下
十
一
名
が
参
加

し
'
十
二
月
二
十
五
日
は
'
対
山
館
に

宿
泊
し
'
翌
二
十
六
日
､
有
明
の
大
和

由
松
､
大
町
の
黒
岩
直
吉
へ
勝
野
玉
作

ら
案
内
人
五
人
を
従
え
て
出
発
し
た
｡

途
中
､
中
島
小
屋
に
一
泊
し
て
大
沢
小

屋
に
入
り
'
二
十
八
日
は
､
荷
上
げ
等

を
し
て
ス
キ
ー
は
二
十
九
日
か
ら
始
め

た
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ
に
先
だ
っ
て
､

ス
キ
ー
が
で
き
る
と
い
う
事
で
大
和
由

松
の
み
を
残
し
て
他
の
案
内
人
四
人
は
､

大
町
へ
帰
し
た
｡
三
十
日
は
､
午
前
十

時
頃
大
沢
小
屋
を
出
発
し
た
｡
と
こ
ろ

が
十
一
時
頃
'
近
藤
の
｢
来
た
/
来
た
ノ
｣
と
い
う

叫
び
と
間
髪
を
入
れ
ず
大
雪
崩
が
赤
石
沢
か
ら
十
一

名
を
飲
み
込
ん
だ
｡
大
型
の
新
雪
表
層
雪
崩
で
あ
っ

た
｡
慎
太
郎
の
山
岳
夜
話
に
よ
る
と
一
番
先
に
河
津

が
､
次
に
有
田
が
自
力
で
は
い
ね
し
そ
の
二
人
が
そ

ろ
つ
で
三
番
目
に
渡
辺
を
掘
り
起
し
､
最
後
に
半
死

の
江
口
を
掘
り
だ
し
七
人
ま
で
は
､
を
ん
と
か
助
け

出
し
た
が
､
素
村
へ
関
､
上
原
'
山
本
の
四
名
の
消

息
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
を
か
っ
た
｡
こ
の
時
大
和
は
'

大
沢
小
屋
で
昼
食
の
準
備
を
し
て
い
た
と
い
う
｡
近

藤
が
大
沢
小
屋
へ
か
け
つ
け
二
人
で
ス
コ
ッ
プ
を
持

っ
て
来
て
み
た
が
ど
う
し
よ
う
も
老
い
｡
お
ま
け
に

近
藤
も
含
め
て
七
人
と
も
凍
症
に
か
か
っ
て
お
り
体

の
自
由
も
さ
か
老
い
｡
そ
こ
で
再
び
小
屋
に
と
っ
て

帰
り
､
近
藤
と
大
和
の
二
人
は
'
猛
吹
雪
を
つ
い
て

救
助
要
請
の
た
め
大
町
へ
向
っ
た
｡
こ
の
時
の
近
藤

の
勇
気
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
へ
近
藤
を
は
げ
ま
し
な

が
ら
､
白
か
ら
先
に
た
っ
て
雪
中
を
走
っ
た
大
和
の

案
内
人
と
し
て
の
す
ぐ
れ
た
行
動
力
は
､
高
-
評
価

さ
れ
な
け
れ
ば
専
ら
を
い
｡
途
中
'
野
口
の
捏
宿
所

と
大
町
警
察
署
に
連
絡
し
て
午
前
三
時
頃
対
山
館
に

到
着
し
た
｡
こ
の
時
の
事
を
慎
太
郎
は
'
｢
時
な
ら

ぬ
と
い
う
よ
り
､
何
か
お
の
の
き
に
似
た
心
持
で
入

口
の
板
戸
を
開
け
る
と
雪
帽
子
の
頭
が
ヌ
ー
ツ
と
二

つ
続
い
て
入
っ
て
き
た
｡
『
静
か
に
し
て
下
さ
い
｡

｣
か
す
れ
た
声
音
で
あ
る
｡
見
る
と
案
内
の
大
和
と

近
藤
正
で
あ
る
｡
『
何
か
あ
っ
た
の
か
?
』
私
は
不

吉
を
予
感
で
た
ず
ね
た
｡
『
や
ら
れ
た
ん
で
す
｡
も

わ
ず
か
敬
語
の
桂
に
､
あ
あ
大
変
を
事
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
考
え
が
私
の
胸
を
こ
わ
ば
ら
せ
た
｡

｣
と
述
べ
て
い
る
｡
す
ぐ
に
弟
を
起
し
､
二
人
の
報

告
の
大
要
を
聞
き
取
っ
て
翌
日
(
三
十
一
日
)
に
は
'

大
晦
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
案
内
人
の
中
で
も
屈
強

の
者
､
黒
岩
直
吉
外
八
人
の
者
を
集
め
､
救
援
物
資

を
持
た
せ
て
送
り
出
し
て
い
る
｡
警
察
側
か
ら
は
地

元
消
防
団
を
は
じ
め
と
し
て
多
数
が
捜
索
に
向
い
､

続
い
て
早
大
か
ら
も
大
島
部
長
を
は
じ
め
0
.
B
等
が

か
け
つ
け
､
更
に
親
族
も
到
着
し
た
｡
一
月
一
日
よ

り
四
日
ま
で
は
猛
吹
雪
を
つ
い
て
､
必
死
の
捜
索
が

続
い
た
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
四
名
は
つ
い
に
発
見
さ

れ
な
か
っ
た
｡
四
日
に
は
､
対
山
館
で
地
裁
し
た
上

捜
索
は
雪
解
け
待
ち
と
し
で
､
打
切
ら
れ
て
い
る
｡

以
上
が
そ
の
概
略
で
あ
る
｡

余
談
に
左
つ
た
が
､
大
和
は
こ
の
後
も
か
在
り
有

名
な
遭
難
に
出
合
っ
て
い
る
｡
針
ノ
木
遭
難
の
翌
々

年
の
昭
和
四
年
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
時
､
黒
田
代

議
士
一
行
を
案
内
し
て
乗
鞍
岳
へ
向
い
､
悪
天
候
の

た
め
岐
阜
県
側
へ
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
ら
し
い
｡

こ
の
時
は
､
炭
焼
小
屋
を
見
つ
け
て
そ
こ
へ
避
難
し
､

そ
こ
で
､
ず
っ
と
行
動
し
な
い
で
い
た
と
こ
ろ
を
発

見
さ
れ
､
無
事
帰
っ
て
い
る
｡
こ
の
頃
か
ら
大
和
は

｢
動
か
ず
の
由
松
｣
と
言
お
れ
は
じ
め
た
｡
早
大
の

遭
難
等
の
教
訓
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
'
と
に
か
-
天

候
が
悪
い
と
決
し
て
無
理
な
行
動
は
せ
ず
､
慎
重
を

期
し
た
ら
し
い
｡
彼
早
か
な
り
｢
が
ん
こ
｣
な
性

格
で
あ
っ
た
が
､
経
験
を
行
動
の
中
に
生
か
し
て
ゆ

く
こ
と
か
ら
生
れ
た
自
信
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

.

}

°

そ
の
後
も
各
大
子
山
岳
部
等
の
案
内
を
し
在
が
ら

岩
場
等
の
登
山
技
術
も
磨
き
､
昭
和
九
年
(
一
九
二

八
)
　
に
は
'
今
西
錦
司
(
現
岐
阜
大
字
長
)
ら
と
と

も
に
京
都
大
孝
白
頭
山
遠
征
に
加
わ
っ
て
い
る
｡

戦
後
も
有
明
案
内
人
組
合
の
発
展
に
つ
-
し
'
七

十
歳
に
な
っ
て
も
ス
キ
ー
を
は
き
鹿
島
槍
国
際
ス
キ

ー
場
で
足
を
-
じ
-
ほ
ど
一
望
丸
で
あ
っ
た
と
い
う
｡

そ
ん
な
彼
で
あ
っ
た
が
､
昭
和
四
十
五
年
(
一
九
t

〇
)
､
前
立
腺
ガ
ン
で
急
逝
し
て
い
る
｡
七
十
二
歳

で
あ
っ
た
｡

大
和
由
松
の
生
涯
は
'
山
案
内
人
が
近
代
的
ガ
イ

ド
へ
変
れ
っ
て
ゆ
く
過
程
を
生
き
て
き
た
一
生
で
も

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
｡

(
文
中
敬
称
は
､
省
略
致
し
ま
し
た
｡
)

(
山
岳
博
物
館
∴
手
芸
貝
補
)
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別室部員の使用した石室を利用して. 9尺　2間の白馬山頂石室の莞成記念　明治末頃

明治末頓の白鳥尻小屋のスケッチ　千山万岳より

北
ア
の
初
期
登
山
者
と

｢
五
万
分
の
一
地
図
｣

同
･
,
-
三
角
点
の
な
い
奥
穂
高
で
は
､
小
島
烏
水

が
盛
違
い
を
し
て
い
る
'
ノ
一
弘
の
い
ふ
西
穂
高
岳
一

現
存
の
奥
穏
謡
)
.
 
'
出
る
と
､
こ
こ
に
､
も
と
董
二

角
測
量
標
が
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
'
今
は

奥
穂
高
　
(
現
在
の
潤
沢
岳
)
　
の
方
へ
移
さ
れ
た
の
で

｣
　
(
　
『
日
本
ア
ル
フ
ス
.
)
　
)
と
記
し
て
い
る
.
.
明
治

四
十
四
年
に
穂
高
-
槍
縦
走
の
時
の
こ
と
で
あ
る
一
ノ

胡
冶
四
十
二
年
に
鵜
殿
止
雄
が
奥
穂
高
を
適
っ
た

お
り
に
は
､
｢
最
高
峰
奥
穂
高
の
頂
上
に
も
測
琵
杭

三

　

井

　

義

　

雄

が
立
っ
て
い
て
｣
と
あ
る
か
ら
'
多
分
標
的
刑
の
柱

が
立
っ
て
い
た
こ
と
と
円
や
ぇ
る
一
.

と
こ
ろ
で
､
沸
起
部
員
の
残
し
た
小
屋
な
ど
は
へ

そ
の
後
､
多
く
の
登
山
者
が
利
用
し
て
い
る
二

記
録
に
一
番
よ
く
出
て
く
る
の
は
白
馬
の
頂
上
の

右
囲
い
で
､
武
田
久
手
が
行
っ
た
明
治
三
十
八
年
に

は

､

｢

こ

の

小

屋

ら

し

い

唯

一

の

も

の

も

､

非

常

に

破
損
し
て
､
屋
根
の
こ
と
き
も
､
中
心
の
柱
が
中
心
す

れ
た
た
め
､
同
園
よ
り
も
中
央
部
の
方
が
低
-
な
り

屋
根
の
形
を
失
っ
て
む
し
ろ
漏
斗
の
よ
う

に
中
央
が
凹
ん
で
い
る
の
で
｣
　
(
　
『
明
治

の
山
脈
二
　
と
い
う
小
屋
を
､
人
夫
た
ち

が
.
〓
か
か
り
で
直
し
て
い
る
二

冠
松
次
郎
の
　
董
部
渓
谷
』
　
に
は
､
-

そ
の
儀
に
あ
る
測
毘
部
の
人
が
四
角
に
積

み
あ
け
た
､
天
井
の
な
い
信
囲
い
の
中
に

補

を

下

ろ

す

と

､

｣

と

い

う

わ

け

で

､

そ

れ
を
保
っ
て
い
る
し
､
頼
信
恒
も
聞
流
囲

上
五
年
に
､
-
自
席
は
雪
渓
を
登
り
つ
め

た
尾
根
に
陸
地
測
最
部
員
の
硬
っ
た
と
い

う
五
囲
い
が
半
は
崩
れ
て
殻
っ
て
い
た

｣
　
(
　
し
か
た
し
の
同
族
』
　
)
　
と
記
し
て
い

る

現
れ
は
な
い
が
､
泉
大
津
の
そ
は
に
は

二
の
借
の
中
居
と
い
う
の
が
あ
っ
て
､
縦

走
者
は
そ
こ
に
在
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
r

明
治
二
十
九
年
に
燕
か
ー
h
格
に
縦
走
し
た

志
村
烏
城
に
よ
る
と
､
｢
二
の
板
東
天
井

に
は
参
謀
本
部
測
亜
部
員
の
作
れ
る
石
室

あ
り
､
大
き
さ
十
数
人
を
容
る
へ
し
一
掃

念
'
大
天
井
､
蕪
岳
附
通
に
あ
り
で
､
雨

膳
を
凌
ぐ
に
足
る
は
只
此
石
室
あ
る
の
み

｣
　
と
在
っ
て
い
る
ノ
　
ま
た
､
大
正
二
年
に

こ
こ
を
通
っ
た
勝
原
蕗
も
､
｢
∵
供
小
屋

よ

っ

て

島

､

｢

お
天
守
｣
で
あ

る
と
も
い
い
'

結
局
大
天
井
岳

に
落
ち
つ
い
た

の
で
あ
ろ
う
｡

三
角
点
名
は
｢

天
章
山
｣
と
在

っ
て
い
る
｡

雲
の
平
に
つ

い
て
は
､
最
初

の
五
万
分
の
一

の
｢
鎗
岳
(
現

在
は
槍
ヶ
岳
)

｣
図
幅
で
は
｢

奥
の
平
｣
と
な

っ

て

い

て

'

そ

は
､
十
人
を
容
る
る
に
足
る
石
室
で
あ
っ
て
日
本
ア

ル
プ
ス
野
営
地
中
第
一
位
に
を
る
｡
構
造
に
於
で
､

広
さ
に
於
て
｣
と
記
録
し
て
い
る

4
`
は
じ
め
て
の
ー
五
万
分
の
一
｣

測
量
部
貝
の
命
が
け
の
測
量
に
よ
っ
て
五
万
分
の

一
地
図
が
日
の
目
を
み
た
の
で
あ
る
が
､
最
初
の
図

面
に
は
い
く
つ
か
の
間
違
っ
た
箇
所
が
あ
っ
て
､
登

山
者
に
混
乱
を
起
こ
さ
せ
る
原
因
に
な
っ
た
｡

し
か
し
､
そ
の
間
違
っ
た
部
分
と
い
う
の
は
､
ほ

と
ん
ど
が
地
名
(
山
名
)
で
､
違
っ
た
原
因
も
地
域

に
よ
る
と
呼
称
の
違
い
に
よ
る
も
の
が
多
い
か
ら
､
こ

れ
は
陸
地
測
量
部
の
責
任
に
す
る
の
は
酷
を
こ
と
で

も
あ
ろ
う
｡

山
名
で
苦
労
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
に
､
大
天
井

岳
が
あ
る
｡
明
治
四
十
五
年
刊
の
『
神
河
内
』
に
は
､

｢
オ
テ
ン
シ
ョ
ウ
或
は
テ
ン
シ
ョ
ウ
と
呼
ば
れ
て
い

る
｣
と
あ
り
､
大
正
四
年
刊
の
　
『
中
房
温
泉
』
に
は
､

｢
お
は
で
ん
じ
ょ
う
｣
と
ル
ビ
が
つ
け
て
あ
る
の
だ

が
､
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
漢
字
が
克
つ
か
ら
を
か
っ

た
の
で
あ
る
｡
明
治
四
十
年
刊
の
小
島
烏
水
の
言
責

表
も
に
は
へ
　
｢
二
の
供
の
天
照
｣
と
な
っ
て
い
る
し
､

御
天
上
岳
と
い
う
説
も
あ
る
｡
実
際
､
揚
供
用
へ
流

れ
こ
む
沢
に
は
天
上
沢
と
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
人
に

の
後
の
改
訂
で
雲
の
平
と
在
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ

に
つ
い
て
大
正
六
年
刊
の
『
日
本
ア
ル
プ
ス
縦
断
記

｣
の
中
で
長
谷
川
如
是
閑
は
､
｢
我
輩
は
今
ま
で
こ

の
平
原
を
ク
モ
ノ
平
と
書
い
て
来
た
｡
山
岳
会
及
び

五
万
分
の
一
の
地
図
等
で
雲
の
平
と
記
し
て
あ
る
こ

と
を
閑
却
し
た
の
で
は
な
い
｡
｣
と
し
て
､
こ
の
平

の
雪
が
消
え
る
と
き
､
そ
の
線
が
蜘
蛛
の
形
に
見
え

る
の
で
｢
蜘
蛛
の
平
｣
が
本
来
で
は
を
い
か
と
説
い

て
い
る
｡
雲
の
平
は
､
蜘
蛛
の
平
の
ほ
か
に
も
､
奥

の
平
､
岩
苔
平
､
大
中
原
と
も
呼
ば
れ
て
き
て
い
る

の
で
'
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
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｢
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｣
通
信
員
)

博
物
館
だ
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人
事
異
動
　
1
1
月
6
日
付
で
庶
務
係
の
内
山
義
華

氏
が
転
出
｡
総
務
課
よ
り
梯
沢
散
水
氏
が
著
任
し
た
｡
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