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柏
と
｢
郷
土
館
L

I
小
谷
村
民
俗
資
料
館
-

明
治
二
十
二
年
町
村
制
施
行
に
よ
り
当
時
の
千
国

村
と
中
小
谷
村
が
合
併
し
て
旧
南
小
谷
村
が
で
き
た

も
の
で
あ
り
ま
す
が
､
そ
の
時
民
家
を
移
転
改
造
し

役
場
と
し
て
使
用
し
て
き
た
の
が
小
谷
村
の
前
の
役

場
の
建
物
で
あ
り
ま
し
た
｡

従
っ
て
あ
の
茅
茸
屋
根
は
町
村
制
施
行
以
来
八
十

余
年
の
小
谷
の
歴
史
の
一
部
を
物
語
る
も
の
で
あ
り

ま
す
し
､
茅
葺
民
家
が
年
々
消
え
て
行
-
現
況
の
中

で
将
来
必
ず
貴
重
を
も
の
に
在
る
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
を
り
ま
し
た
｡
ま
た
､
長
い
年
月
村
造
り
の
中
心

に
在
っ
て
き
た
役
場
の
建
物
を
何
と
か
し
て
保
存
で

き
な
い
か
と
の
声
も
村
内
で
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
が
､
保
存
に
は
相
当
の
経
費
も
か
か
る

の
で
､
そ
の
処
置
に
迷
っ
て
お
り
ま
し
た
｡

と
こ
ろ
で
当
小
谷
村
で
は
昔
か
ら
そ
の
時
代
〈

に
住
民
生
活
に
使
あ
れ
た
用
具
類
が
時
の
流
れ
と
共

に
失
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
憂
え
て
､
既
に
村
条
例
を

制
定
し
文
化
財
保
護
委
員
会
を
設
置
し
て
こ
れ
ら
用

具
類
の
保
存
を
i
J
_
か
り
併
せ
て
民
俗
資
料
と
し
て
集

め
て
い
ま
し
た
が
､
こ
れ
を
早
く
整
理
し
て
保
存
策

を
た
で
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
い
ま
し
た
｡
ま
た
一
方
､

村
で
は
村
造
り
の
手
段
と
し
て
自
然
休
養
村
の
制
度

を
と
り
入
れ
､
目
下
休
養
村
と
し
て
の
地
域
づ
く
り

の
事
業
も
進
め
て
お
り
ま
す
｡

こ
の
よ
う
な
事
情
の
中
で
過
去
を
保
存
し
､
を
お

こ
れ
か
ら
の
村
造
り
に
更
に
役
立
つ
た
め
に
｢
小
谷

村
民
俗
資
料
館
｣
と
し
て
､
ま
た
｢
小
谷
村
休
養
村

メ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
｣
と
し
て
旧
役
場
庁
舎
を
再
び
世

に
出
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
り
ま
す
｡

こ
の
資
料
館
｢
郷
土
館
｣
は
屋
根
を
茅
で
葺
き
替

え
､
昔
の
た
た
ず
ま
い
を
保
ち
な
が
ら
中
に
は
民
具

そ
の
他
の
資
料
を
陳
列
す
る
設
備
も
整
え
'
こ
の
春

か
ら
開
館
し
ま
し
た
と
こ
ろ
､
観
光
ル
ー
ト
な
ど
に

も
の
り
､
早
速
少
し
ず
つ
そ
の
役
割
を
果
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
｡

こ
の
｢
郷
土
館
｣
が
将
来
の
村
造
り
を
担
う
若
者

達
の
心
の
支
え
と
在
り
､
ま
た
小
谷
村
を
訪
れ
る
多

く
の
人
々
に
我
が
村
を
紹
介
し
､
山
深
い
小
谷
が
広

い
社
会
と
の
交
り
の
絆
を
一
層
強
-
す
る
の
に
大
き

く
貢
献
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ

り

ま

す

｡
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〟請請.
ヒ山

山
岳
遭
難
の
状
況

-
　
北
ア
ル
プ
ス
北
部
　
-

岸

　

田

　

健

　

二

古
い
記
録
に
よ
れ
ば
､
北
ア
ル
プ
ス
北
部
(
大
町

警
察
署
管
内
)
　
の
遭
難
は
､
昭
和
二
十
五
年
に
鹿
島

槍
ヶ
岳
で
'
雪
崩
に
よ
っ
て
四
名
が
死
亡
し
た
と
の

記
載
が
第
一
号
で
あ
る
｡
地
元
の
大
鶴
の
話
に
よ
れ

ば
､
も
っ
と
昔
か
ら
山
岳
に
お
け
る
遭
難
は
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
､
こ
れ
以
前
の
記
録
は
当
著
に
は
残

っ
て
い
ろ
い
.

そ
の
後
､
海
外
登
山
の
成
功
な
ど
に
よ
っ
て
､
登

山
ブ
ー
ム
が
訪
れ
､
山
岳
遭
難
も
増
加
の
傾
向
を
た

ど
り
､
大
き
な
社
会
問
題
と
在
っ
て
い
る
｡
(
別
表

1
山
岳
遭
難
の
推
移
の
と
お
り
)

山
岳
を
管
轄
す
る
地
元
警
察
署
へ
遭
難
発
生
の
連

絡
が
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
工
事
用
の
電
話
､
下
山
暑
か

ら
の
伝
言
､
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
を
通
じ
て
な
ど
さ
ま

ざ
ま
の
方
法
で
毒
さ
れ
､
我
々
は
一
年
に
何
回
と
な

く
遭
難
の
事
実
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'

そ
の
た
び
に
家
族
へ
の
連
絡
か
ら
救
助
体
制
作
り
に

追
わ
れ
る
｡
家
族
へ
の
第
一
報
連
絡
の
と
き
な
ど
､

電
話
の
む
こ
う
で
､
母
や
'
父
や
､
兄
弟
の
声
が
と

ぎ
れ
る
｡
そ
の
､
ン
ヨ
ノ
ク
の
大
き
さ
､
悲
し
み
は
唾

話
を
通
じ
て
伝
わ
っ
て
-
る
が
､
事
実
は
正
確
に
伝

え
､
事
故
の
体
制
の
万
全
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
を

ヽ

_

○

自
然
を
愛
し
'
山
を
友
と
し
た
岳
人
が
山
で
死
ぬ

こ
と
は
本
望
だ
と
言
う
人
も
い
る
が
､
我
々
は
否
と

答
え
る
｡
自
然
は
､
生
活
に
う
る
お
い
を
も
た
せ
､

心
の
広
が
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
､
決
し
て
悲
し

み
を
生
ま
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

登
山
者
の
た
め
`
安
全
登
山
の
た
め
に
､
地
元
で

は
い
ろ
い
ろ
な
体
制
を
確
立
し
､
山
岳
遭
難
事
故
防

止
に
努
め
て
い
る
｡

一
､
補
導
所
の
開
設
と
登
山
者
カ
ー
ド

北
ア
北
部
で
は
､
各
､
シ
ー
ズ
ン
こ
と
に
､
管
内
六

カ
所
に
補
導
所
を
開
設
し
登
山
者
か
ら
の
相
談
に
応

し
て
い
る
｡

こ
れ
は
北
ア
北
部
遭
対
協
補
導
員
に
委
嘱
さ
れ
た

山
の
経
験
豊
富
を
四
十
五
名
の
人
達
で
構
成
さ
れ
て

お
り
､
こ
れ
ら
の
人
達
は
山
の
状
況
に
詳
し
く
､
た

え
ず
新
し
い
情
報
を
入
手
し
て
､
登
山
者
の
安
全
の

た
め
に
助
言
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
最
近
の
登
山
者
の
一
部
に
は
(

特
に
夏
山
シ
ト
ス
ン
)
､
聞
-
こ
と
が
恥
で
も
あ
る

か
の
よ
う
に
､
補
導
所
を
利
用
し
て
-
れ
を
い
人
が

い
る
｡
楽
し
い
山
行
に
す
る
た
め
に
は
､
登
山
道
の

状
況
､
残
雪
の
状
況
等
の
注
意
を
要
す
る
場
所
の
情

報
を
入
手
し
て
登
山
す
る
こ
と
が
大
切
で
､
出
発
点

に
お
け
る
心
得
だ
と
思
う
｡

夏
山
で
は
未
組
織
の
登
山
者
が
多
-
､
ま
た
､
ハ

イ
キ
ン
グ
の
延
長
の
よ
う
に
気
軽
に
､
無
計
画
に
登

山
す
る
人
が
目
立
っ
て
い
る
｡
三
千
メ
ー
ト
ル
級
の

山
岳
で
は
､
真
夏
に
凍
死
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
で
'

是
非
と
も
登
山
口
の
補
導
所
で
登
山
者
カ
ー
ド
に
記

入
し
な
が
ら
､
最
新
の
山
岳
情
報
を
入
手
す
る
よ
う

に
し
て
ほ
し
い
｡

家
族
や
勤
務
先
へ
具
体
的
な
登
山
計
画
を
話
し
て

な
い
た
め
に
　
｢
北
ア
ル
プ
ス
に
登
山
す
る
と
言
っ
て

素
を
出
た
が
'
至
急
用
件
が
あ
る
の
で
連
絡
し
て
下

さ
い
｣
と
い
う
よ
う
な
依
頼
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
｡

北
ア
ル
プ
ス
と
言
っ
て
も
広
-
､
何
万
人
も
の
登
山

者
が
入
る
シ
ー
､
ス
ン
に
は
捜
し
よ
う
も
を
い
が
､
登

山
者
カ
ー
ド
が
提
出
さ
れ
て
い
れ
ば
､
そ
の
カ
ー
ド

に
よ
っ
て
予
想
さ
れ
る
コ
ー
ス
の
山
小
屋
や
稜
線
を

パ
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
常
駐
隊
員
に
電
話
､
あ
る
い

は
無
線
を
通
じ
て
手
配
し
て
連
絡
す
る
方
法
も
と
れ

る
｡
万
一
､
遭
難
し
た
り
道
に
迷
っ
て
､
下
山
口
に

帰
宅
で
き
な
い
と
き
な
ど
は
､
こ
の
登
山
者
カ
ー
ド

が
唯
一
の
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
登
山
者

は
､
安
全
登
山
の
キ
ノ
ブ
と
心
得
て
､
補
導
所
で
登

山
者
カ
ー
ド
へ
記
入
し
､
最
新
の
山
岳
情
報
を
入
手

し
て
入
山
す
る
よ
う
に
し
て
は
し
い
｡
各
登
山
口
の

補
導
員
は
そ
れ
を
待
っ
て
い
る
｡

二
へ
　
救
助
活
動
と
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

北
ア
北
部
遭
対
協
救
助
隊
貝
は
､
福
島
忠
猛
隊
長

以
下
九
十
四
名
で
組
織
さ
れ
て
い
る
｡

遭
難
発
生
の
連
絡
が
あ
る
と
各
班
(
大
町
競
､
白

馬
班
､
小
谷
斑
)
　
に
出
動
要
請
を
行
な
い
､
発
生
場

所
､
発
生
時
間
､
コ
ー
ス
､
事
故
の
状
況
等
を
検
討

し
て
救
助
隊
を
編
成
す
る
訳
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
救

助
隊
員
は
生
業
を
持
ち
､
要
請
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
職
場
か
ら
人
命
救
助
の
た
め
集
ま
っ
て
-
れ
る
人

達
で
あ
る
｡
ベ
テ
ラ
ン
そ
ろ
い
で
あ
る
が
､
万
に
一

つ
の
失
敗
も
許
さ
れ
な
い
危
険
な
作
業
に
従
事
す
る

た
め
､
年
に
二
､
三
回
は
救
助
隊
員
の
救
助
技
術
訓

練
を
実
施
し
､
万
全
を
期
し
て
い
る
｡

出
動
要
請
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
'
危
険
な
救

助
活
動
に
喜
ん
で
出
動
す
る
訳
で
居
な
い
｡
む
し
ろ

腹
立
た
し
さ
を
感
じ
て
は
い
る
が
､
救
い
を
求
め
て

い
る
遭
難
者
の
た
め
に
､
あ
え
て
危
険
を
犯
し
て
出

動
し
､
人
命
を
救
助
す
る
と
い
っ
た
崇
高
を
精
神
か

ら
の
活
動
で
あ
る
｡
登
山
者
白
身
も
ア
ク
､
ン
デ
ン
ト

発
生
の
場
合
を
考
え
て
､
体
制
づ
-
り
を
し
て
か
ら

入
山
す
る
な
ど
､
登
山
計
画
に
遭
難
対
策
を
組
入
れ

て
登
山
す
る
必
要
が
あ
る
｡

積
雪
期
に
は
､
特
に
危
険
と
幽
艶
が
伴
を
う
こ
と

か
ら
､
指
定
危
険
地
区
を
設
定
し
'
安
全
登
山
を
呼

び
か
け
て
い
る
｡
北
ア
北
部
で
は
北
鎌
尾
根
､
鹿
島

槍
ヶ
岳
～
五
竜
岳
一
帯
､
唐
松
岳
-
不
帰
一
帯
､
白

馬
岳
主
横
の
山
域
で
あ
り
､
こ
の
山
域
へ
の
登
山
者

は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
山
岳
会
で
救
助
体
制
を
確
立
し
､

一
時
的
な
救
助
活
動
を
す
る
こ
と
な
ど
､
登
山
者
自

身
の
責
任
体
制
を
求
め
て
い
る
｡

遭
難
が
発
生
す
れ
ば
'
な
ん
で
も
か
ん
で
も
地
元

に
救
助
依
頼
を
す
る
と
言
う
の
で
在
-
､
登
山
者
白

身
の
責
任
と
し
て
処
置
す
べ
き
体
制
が
必
要
で
あ
ろ

'
7
0

今
年
の
五
月
連
休
期
に
は
､
届
出
か
ら
病
院
収
容

ま
で
四
時
間
と
い
う
迅
速
を
救
助
活
動
を
実
施
し
た
｡

こ
れ
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡

長
野
県
下
に
お
け
る
昭
和
四
十
人
年
中
の
山
岳
遭

難
に
対
す
る
ヘ
リ
コ
フ
タ
ー
の
出
動
状
況
は
二
十
一

倍
で
､
負
傷
者
救
出
二
十
一
名
､
病
気
救
出
六
名
､

遺
体
収
容
二
名
へ
　
捜
索
活
動
六
件
と
な
っ
て
お
り
'

ス
ピ
ー
デ
ィ
な
救
助
活
動
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て

い
る
｡
人
力
で
は
と
て
も
近
づ
く
こ
と
が
危
険
で
あ

る
場
所
､
負
傷
者
の
収
容
に
日
放
が
か
か
り
早
-
症
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無事寂田 �#2�18 ��r�1 �3��10 途�1 釘� ��4 ���b�

軽重亘 ��S��純 塔��18 ��sb�48 都��22 �#r�I14 �2�43 都cR�

原因別寮生状況(昭25-49.6 30 I
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件数 ��R�匝 僮��82 免ﾂ�24 釘�88 途�27 �#��522 

死者 ��2�87 田��ll ��2 �2�91 唐�5 鼎��321 

負傷者 牝��申 �3R�i28 ��� ��"�46 �"�23 ���328 

無事救出 ��6 迭� ��r�23 ��22 ��43 亦�116 

遭難者計 �#2�73 �����39 ����25 迭�h59 ����71 鼎"�765 

義場機.とー

院
へ
収
容
し
を
け
れ
ば
生
命
に
危
険
が
あ
る
場
合
､

広
域
に
わ
た
っ
て
捜
索
す
る
場
合
な
ど
に
は
､
抜
群

の
威
力
を
発
揮
す
る
｡

迅
速
を
救
助
活
動
を
進
め
る
士
で
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

は
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し

昨
年
一
件
平
均
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
使
用
料
金
は
四
十

一
万
三
千
六
百
二
十
三
円
と
､
ち
ょ
っ
と
し
た
不
注

意
が
高
価
を
も
の
に
つ
い
て
い
る
｡

三
`
遭
難
事
例
か
ら
見
た
教
訓

一
､
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
選
定
と
コ
ー
ス
の
選
定

丁
山
岳
会
で
は
､
肢
冬
期
の
穂
高
を
目
標
に
七
名

パ
ー
テ
ィ
ー
で
行
動
し
､
樵
尾
本
谷
出
合
に
ベ
ー
ス

キ
ャ
ン
プ
を
設
置
し
た
と
こ
ろ
､
長
さ
三
キ
ロ
余
に

わ
た
る
大
雪
崩
が
発
生
し
'
全
員
が
雪
崩
に
流
さ
れ
'

遭
難
し
た
｡
(
何
年
か
後
に
M
山
岳
会
も
同
域
で
同

様
の
遭
難
を
し
て
い
る
｡
)

雪
崩
の
発
生
す
る
条
件
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
､
た

し
か
に
予
測
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
｡
し
か
し

生
還
し
た
多
-
の
当
事
者
か
ら
聞
-
と
こ
ろ
に
よ
る

と
､
い
つ
雪
崩
る
が
と
不
安
を
も
ち
な
が
ら
行
動
し

て
い
る
登
山
者
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
｡
T
山
岳
会
の

場
合
も
谷
筋
に
ベ
ー
ス
を
張
り
､
行
動
し
た
こ
と
が

大
き
な
ミ
ス
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
去
年
は
雪

崩
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
は
あ
て
に
は
を
ら

珪
い
.
毎
年
　
-
山
の
状
況
は
違
う
の
で
あ
る
か
ら
｡

斜
面
に
雪
が
積
も
れ
ば
雪
崩
れ
る
も
の
と
心
得
､
慎

重
を
行
動
を
し
て
ほ
し
い
｡

二
､
技
術
と
知
識
の
差
が
生
死
を
分
け
る

M
山
岳
会
三
名
と
0
山
岳
会
二
名
は
､
吹
雪
の
五

竜
岳
で
行
動
不
能
と
な
り
､
M
山
岳
会
の
一
名
が
五

竜
山
荘
に
救
援
を
求
め
て
出
発
し
'
残
っ
た
二
名
ず

つ
計
四
名
が
雪
洞
を
掘
っ
て
ビ
バ
ー
ク
す
る
こ
と
に

な
っ
た
｡
M
山
岳
会
の
二
名
は
斜
面
に
梯
穴
を
掘
っ

て
ビ
バ
-
･
ク
'
0
山
岳
会
二
名
は
平
面
に
タ
コ
つ
ぼ

形
に
掘
っ
て
ビ
バ
ー
ク
し
た
｡
こ
の
た
め
へ
M
山
岳

会
二
名
は
手
足
の
凍
傷
で
三
日
後
に
放
出
さ
れ
､
0

山
岳
会
の
二
名
は
､
日
本
海
側
か
ら
吹
き
つ
け
る
風

雪
に
さ
ら
さ
れ
凍
死
休
で
発
見
さ
れ
た
｡
(
連
絡
に

下
っ
た
一
名
は
五
竜
山
荘
の
手
前
約
五
百
メ
ー
ト
ル

の
と
こ
ろ
で
死
亡
し
た
｡
)

冬
山
(
北
ア
ル
プ
ス
で
は
､
六
月
中
旬
頃
ま
で
吹

雪
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
)
で
は
'
売
る
と

一
週
間
以
上
も
吹
雪
-
こ
と
も
ま
れ
で
は
な
い
｡
計

画
ど
う
り
に
登
山
が
で
き
る
こ
と
は
誰
も
が
望
む
こ

と
で
あ
る
が
､
季
節
､
コ
ー
ス
､
山
岳
の
状
況
に
充

分
対
応
で
き
る
た
け
の
技
術
､
知
識
､
体
力
を
身
に

つ
け
て
､
自
己
の
技
術
を
過
信
せ
ず
登
山
す
る
こ
と

が
安
全
登
山
に
つ
を
が
る
こ
と
で
あ
り
､
生
死
の
分

れ
目
で
あ
る
｡
自
然
の
摂
理
は
､
人
間
の
存
在
な
ど

無
に
等
し
く
し
て
し
ま
う
｡
こ
れ
は
､
同
じ
場
所
で
､

雪
洞
の
設
置
の
技
術
や
経
験
の
差
が
生
死
を
分
け
て

し
ま
っ
た
事
例
で
あ
る
｡

三
'
思
い
つ
き
登
山

関
西
の
女
性
二
名
は
､
上
高
地
に
遊
び
に
き
て
'

西
穂
高
岳
へ
の
登
山
を
思
い
つ
き
'
西
穂
高
山
荘
へ

到
着
し
､
帰
路
下
山
道
を
見
誤
り
焼
岳
方
向
へ
の
登

山
道
を
た
ど
り
､
踏
み
あ
と
を
間
違
え
て
深
い
熊
笹

の
中
に
迷
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
｡
山
中
を
さ
ま
よ
う

こ
と
十
日
間
'
上
高
地
と
は
反
対
側
の
岐
阜
県
側
で

発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

山
の
天
気
は
変
り
や
す
い
｡
今
ま
で
見
え
て
い
た

山
の
頂
が
､
フ
ッ
と
消
え
て
し
ま
う
こ
と
は
い
つ
も

の
こ
と
で
あ
る
｡
登
山
す
る
に
は
､
コ
ー
ス
経
験
者

と
一
緒
に
行
動
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
､
未
経
験

の
と
き
は
･
コ
ー
ス
タ
イ
ム
'
山
岳
の
状
況
､
日
程
､

装
備
な
ど
を
充
分
に
研
究
し
て
か
ら
登
る
べ
き
で
あ

る
｡
無
計
画
を
思
い
つ
き
登
山
な
ど
無
謀
で
あ
り
､

危
険
こ
の
上
も
な
い
｡
上
高
地
の
ハ
イ
キ
ン
グ
の
延

長
登
山
が
遭
難
に
つ
な
が
っ
た
も
の
で
あ
り
'
奇
蹟

の
生
還
な
ど
と
英
雄
視
さ
れ
る
こ
と
を
-
'
教
訓
と

し
て
'
多
く
の
ハ
イ
カ
ー
登
山
者
に
慎
重
を
行
動
を

望
み
た
い
｡

四
'
コ
ー
ス
経
験
と
ビ
バ
ー
ク

埼
玉
県
の
兄
弟
二
名
け
'
鑓
温
泉
-
白
馬
岳
-
猿

倉
の
コ
ー
ス
の
登
山
を
計
画
し
た
二
一
人
と
も
北
ア

ル
プ
ス
へ
の
登
山
は
初
め
て
で
あ
り
､
コ
ー
ス
に
つ

い
て
は
地
図
を
た
よ
り
の
登
山
で
あ
っ
た
｡

白
馬
鎚
の
稜
線
に
出
た
の
は
午
後
三
時
ご
ろ
､
天

候
が
悪
化
の
き
ざ
し
を
見
せ
､
視
界
が
悪
か
っ
た
が
､

計
画
ど
う
り
白
馬
岳
に
向
っ
て
行
動
を
続
け
た
｡
丸

山
地
籍
に
至
り
､
弟
が
疲
労
と
寒
さ
の
た
め
け
い
れ

ん
を
起
こ
し
行
動
不
能
と
な
っ
た
た
め
'
兄
は
今
朝

方
通
過
し
た
鑓
温
泉
小
屋
へ
救
援
を
求
め
に
下
山
し

た
が
､
こ
の
間
に
弟
は
凍
死
し
た
｡
平
地
で
は
暑
い

六
円
二
十
八
円
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
遭
難
を
扱
っ
て
疑
問
に
思
っ
た
の
は
､
な
ぜ

丸
山
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
頂
上
宿
舎
へ
救
援
を
求
め

ず
､
四
時
間
余
も
離
れ
た
錠
温
泉
小
屋
へ
向
っ
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
コ
ー
ス
経
験
が
な

く
､
ま
た
視
界
が
悪
か
っ
た
た
め
､
す
ぐ
近
-
の
山

小
屋
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
､

コ
ー
ス
の
研
究
と
経
験
不
足
が
大
き
な
事
故
へ
つ
な

が
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
救
助
活
動
に
従
事
し

た
隊
員
の
報
告
に
よ
れ
ば
､
ザ
ノ
ク
の
中
の
食
料
､

燃
料
を
使
用
し
た
形
跡
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
り
､

体
力
へ
気
力
の
限
度
ま
で
行
動
し
､
凍
死
に
至
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
｡
ビ
バ
ー
ク
は
､
も
っ
と
体
力
や

気
力
に
余
裕
の
あ
る
う
ち
に
行
な
い
∵
次
の
行
動
に

備
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
自
分
の
現
在
地
が
お
か

ら
左
く
な
っ
た
時
な
ど
は
む
や
み
に
行
動
す
る
こ
と

な
く
'
早
め
に
ビ
バ
ー
ク
体
制
に
入
る
こ
と
が
必
要

と
思
う
｡
こ
の
事
例
は
､
未
組
織
登
山
者
や
経
験
の

浅
い
登
山
者
が
多
い
夏
山
の
教
訓
と
し
て
受
け
と
め
､

登
山
口
や
稜
線
パ
ト
ロ
ー
ル
の
補
導
に
万
全
を
期
し

た
い
｡

登
山
は
､
登
山
計
画
の
段
階
､
あ
る
い
は
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
の
段
階
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
思
う
｡
山

岳
遭
難
を
な
く
す
る
た
め
に
は
､
コ
ー
ス
の
研
究
な

ど
慎
重
を
計
画
と
装
備
や
食
料
の
知
識
､
技
術
を
充

分
半
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
多
-
の
遭
難
事
故
が

こ
の
重
要
性
を
教
え
て
い
る
｡

と
き
お
り
警
察
の
窓
口
や
電
話
で
登
山
者
か
ら
山

岳
の
状
況
等
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
｡

そ
ん
を
と
き
は
い
つ
も
最
後
に
　
｢
山
は
逃
げ
て
い
か

な
い
'
あ
を
た
は
ま
た
来
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か

ら
｣
と
つ
け
加
え
る
｡
山
と
言
え
ば
山
岳
遭
難
を
連

想
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
北
ア
ル
プ
ス
に
し
た
い

も
の
と
思
っ
て
い
る
｡

(
大
町
警
察
署
外
勤
課
主
任
)
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競家ポイントでの禦説

鰭物博ど山

自
然
観
察
会
に
つ
い
て

ち
ょ
う
ど
十
年
前
の
夏
'
大
学
一
年
生
だ
っ
た
私

は
'
都
心
に
住
む
中
学
生
た
ち
と
北
ア
ル
プ
ス
の
自

然
の
中
に
い
た
｡
｢
自
由
を
､
あ
り
の
ま
ま
の
目
で

自
然
を
見
､
自
然
に
接
す
る
｣
と
い
う
考
え
の
も
と

に
'
大
町
山
岳
博
物
館
の
人
た
ち
と
一
緒
に
私
た
ち

野
外
研
究
同
好
会
の
学
生
が
､
自
然
に
接
す
る
械
会

の
少
な
い
都
会
の
子
た
ち
に
と
に
か
く
自
然
に
触
れ

さ
せ
よ
う
と
し
て
行
っ
た
　
｢
山
の
自
然
科
学
教
室
｣

(
科
教
)
で
あ
る
｡
こ
の
　
｢
科
教
｣
は
そ
れ
よ
り
も

さ
ら
に
七
年
前
の
昭
和
三
十
二
年
に
始
ま
っ
た
も
の

で
あ
る
｡
緑
多
い
束
市
西
部
の
農
村
で
育
ち
　
｢
自
然

｣
を
ど
と
別
に
意
識
も
せ
ず
無
関
心
で
あ
っ
た
私
が
､

こ
の
　
｢
科
教
｣
で
北
ア
ル
プ
ス
と
い
う
大
自
然
に
触

れ
た
感
激
は
､
中
学
生
以
上
で
あ
っ
た
と
思
う
｡
と

に
か
く
自
然
を
兄
へ
接
す
る
こ
と
か
ら
無
意
識
で
あ

っ
た
　
｢
自
然
｣
と
い
う
も
の
を
意
識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
｡
そ
し
て
北
ア
ル
プ
ス
の
よ

う
な
所
で
な
け
れ
ば
､
と
考
え
て
い
た
　
｢
自
然
｣
を

意
外
と
身
近
在
所
に
も
見
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
気

が
つ
い
た
｡
た
ま
た
ま
大
学
の
同
級
生
に
､
中
学
生

の
と
き
こ
の
　
｢
科
教
｣
　
に
参
加
し
た
者
が
い
た
が
､

彼
は
｢
参
加
後
す
ぐ
で
は
な
い
が
､
あ
る
時
か
ら
急

に
山
が
､
自
然
が
好
き
に
な
っ
た
｡
科
教
が
一
つ
の

き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
う
｡
｣
と
話
し
て
い
る
｡
私

に
は
､
自
然
観
察
会
等
に
よ
る
自
然
に
按
す
る
行
動

が
､
自
然
を
意
識
し
､
目
を
向
け
､
自
然
を
愛
す
る

大
き
を
き
っ
か
け
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
最
近
は
､
自
然
と
い
う
も
の
に
対
す
る

関
心
が
高
ま
り
､
各
地
で
　
｢
自
然
観
察
会
｣
と
か
　
｢

自
然
教
室
｣
と
い
っ
た
催
し
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
一

口
に
｢
自
然
観
察
会
｣
と
い
っ
て
も
､
そ
の
形
式
･

内
容
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
し
､
私
に
は
こ
う
で

あ
る
と
は
い
え
老
い
の
で
､
こ
こ
で
は
､
私
の
勤
務

し
て
い
る
博
物
館
で
行
っ
て
い
る
も
の
を
取
上
げ
て
､

新

　

井

　

二

　

郎

そ
の
中
で
い
く
つ
か
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
｡
現
在

行
っ
て
い
る
の
は
次
の
三
つ
で
'
そ
れ
ぞ
れ
四
季
に

一
回
づ
つ
あ
る
｡

㊤
高
尾
自
然
教
室
I
I
小
学
生
(
四
年
生
以
上
)
を

対
象
と
す
る
も
の
で
､
自
然
に
接
す
る
械
会
の
少
な

い
子
供
た
ち
を
自
然
に
親
し
ま
せ
よ
う
と
行
っ
て
い

る
｡
こ
れ
に
け
野
外
研
の
学
生
約
0
0
名
が
指
導
者
と

し
て
協
力
し
て
い
る
｡
少
人
数
の
斑
に
分
か
れ
､
雑

木
林
を
中
心
と
す
る
山
や
沢
を
各
班
自
由
に
行
動
す

る
｡
自
然
に
つ
い
て
教
え
る
と
い
う
よ
り
自
然
を
体

で
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
ま
ず
考
え
て
い
る
｡
そ
の
点

年
令
差
の
少
な
い
学
生
た
ち
に
子
供
た
ち
も
親
し
ん

で
'
効
果
的
で
あ
る
｡

付
添
い
の
父
兄
は
別
に
班
を
も
う
け
る
｡
こ
れ
は
い

わ
れ
る
教
育
マ
マ
か
ら
子
供
を
離
し
､
自
由
に
行
動

さ
せ
た
い
た
め
で
あ
る
｡

③
成
人
自
然
教
室
I
I
⊥
八
人
を
対
象
と
す
る
も
の
で
'

雑
木
林
の
丘
陵
地
､
自
然
研
究
路
の
あ
る
自
然
林
な

ど
を
使
い
､
そ
の
季
節
の
自
然
を
コ
ー
ス
に
沿
っ
て

観
察
す
る
｡
ま
ず
自
然
に
親
し
む
こ
と
が
中
心
と
在

る
｡
最
近
は
若
者
か
ら
老
人
ま
で
こ
の
よ
う
を
械
会

を
求
め
る
人
た
ち
が
増
え
て
い
る
｡

③
自
然
観
察
会
1
-
-
自
然
の
中
の
あ
る
特
定
な
も
の

(
例
え
ば
ス
ミ
レ
類
･
水
生
昆
虫
な
ど
)
を
テ
ー
マ

に
し
て
､
そ
の
生
態
や
分
類
に
つ
い
で
あ
る
程
度
専

門
的
を
観
察
･
研
究
を
行
う
｡
こ
の
た
め
対
象
は
中

学
生
以
上
と
し
､
講
師
も
テ
ー
マ
に
あ
っ
た
人
を
選

び
､
人
員
･
場
所
な
ど
も
テ
ー
マ
に
応
じ
た
も
の
と

す
る
｡
最
初
に
テ
ー
マ
が
決
っ
て
い
る
の
で
'
そ
れ

に
興
味
を
持
つ
者
が
申
込
み
､
か
な
り
突
込
ん
だ
内

容
の
観
察
が
行
え
る
が
､
事
前
に
参
加
者
の
要
求
稼

短
が
お
か
ら
を
い
た
め
に
初
心
者
向
と
上
級
者
向
と

い
っ
た
グ
ル
ー
プ
分
け
に
す
る
こ
と
が
多
い
｡

以
上
三
つ
の
い
わ
ゆ
る
自
然
観
察
会
は
､
そ
れ
ぞ

れ
の
観
察
内
容
の
程
度
の
違
い
は
あ
る
が
､
自
然
に

接
し
､
自
然
を
知
ろ
う
と
す
る
目
的
で
は
同
じ
で
あ

る
｡
会
に
よ
っ
て
は
自
然
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の

も
あ
ろ
う
｡
会
の
目
的
に
あ
っ
た
方
法
を
十
分
に
考

え
る
必
要
が
あ
る
｡

ま
た
指
導
者
と
参
加
者
の
教
も
重
要
な
こ
と
で
あ

る
｡
希
望
者
全
員
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
一
番
良
い

の
だ
ろ
う
が
､
い
ろ
い
ろ
を
点
か
ら
私
た
ち
の
行
事

で
は
人
数
を
制
限
し
て
い
る
｡
①
は
小
学
生
八
十
名

②
は
大
人
百
名
､
⑨
は
中
学
生
以
上
三
十
-
四
十
名

で
あ
る
｡
野
外
で
行
動
す
る
場
合
､
多
-
は
長
い
列

が
出
来
や
す
い
｡
こ
う
在
る
と
講
師
が
前
で
説
明
し

た
こ
と
が
､
後
の
方
で
ぼ
何
に
つ
い
て
何
ん
と
い
っ

て
い
る
の
か
れ
か
ら
ず
､
た
だ
立
ち
ど
ま
る
だ
け
に

在
っ
て
し
ま
う
｡
こ
れ
を
さ
け
る
た
め
に
参
加
者
を

少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
へ
指
導
者
も
そ
れ
ぞ
れ

の
グ
ル
ー
プ
に
つ
け
る
｡
私
は
'
指
導
者
一
人
に
参

加
者
最
高
十
五
人
が
限
度
だ
と
思
っ
て
い
る
｡
こ
う

し
て
'
途
中
何
個
所
か
を
ま
と
め
を
す
る
た
め
の
集

合
地
点
と
し
､
そ
れ
以
外
は
各
グ
ル
ー
プ
自
由
に
行

動
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
｡
小
学
生
を
対
象
と
す

る
高
尾
自
然
教
室
で
は
'
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
か
ち
り

異
在
っ
た
コ
ー
ス
を
と
り
､
ま
た
や
ぶ
ご
ざ
や
木
登

り
を
ど
の
行
動
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
､
一
グ
ル
ー

プ
を
小
学
生
五
名
学
生
二
名
種
皮
に
し
て
い
る
｡
一

列
に
在
っ
て
観
察
し
て
行
-
に
し
て
も
､
小
学
生
だ

と
十
人
に
一
人
の
指
導
者
は
必
要
だ
と
考
え
る
｡
指

導
者
は
出
来
る
限
り
､
観
察
地
域
に
詳
し
い
人
が
良

い
｡
よ
そ
か
ら
え
ら
い
学
者
先
生
方
を
引
張
っ
て
-

る
よ
り
も
地
元
の
先
生
を
ど
､
そ
の
地
域
の
自
然
を

愛
し
､
研
究
し
､
コ
ー
ス
で
の
観
察
ポ
イ
ン
ト
を
よ

く
つ
か
ん
で
'
ま
た
わ
か
り
や
す
-
説
明
す
る
人
た

ち
に
お
願
い
し
て
い
る
｡

以
上
､
参
加
者
と
指
導
者
の
こ
と
に
し
か
ふ
れ
な

か
っ
た
が
､
こ
の
他
､
自
然
観
察
会
を
行
う
場
所
に

つ
い
て
(
コ
ー
ス
と
時
間
･
観
察
ポ
イ
ン
ト
･
休
憩

場
所
･
危
険
個
所
な
ど
)
の
検
討
､
観
察
の
対
象
と

指
導
法
を
ど
い
ろ
い
ろ
を
問
題
が
あ
る
｡
さ
ら
に
採

集
の
可
否
や
自
然
保
護
問
題
な
ど
に
つ
い
て
､
指
導

者
側
が
前
も
っ
て
よ
-
考
え
て
お
か
怠
け
れ
ば
を
ら

ち
い
こ
と
も
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
自
然
観
察
会
の
効
果
で
あ
る
が
､
正
直

な
と
こ
ろ
私
に
も
十
分
に
わ
か
っ
て
い
を
い
｡
自
然

観
察
会
は
参
加
者
に
と
っ
て
自
然
に
接
し
､
親
し
み

学
ぶ
た
め
一
つ
の
械
会
で
あ
り
､
き
っ
か
け
で
あ
る
｡

自
然
を
愛
す
る
気
詩
は
酒
狂
的
に
た
れ
も
が
掠
っ
て

い
る
も
の
だ
と
私
に
は
思
え
る
｡
す
ぐ
に
あ
ら
あ
れ

を
く
て
も
､
自
然
観
察
会
が
自
然
を
愛
す
る
気
詩
を

引
き
だ
す
一
つ
の
き
っ
か
け
に
在
れ
ば
効
果
は
あ
っ

た
こ
と
に
在
る
｡

(
東
京
都
高
尾
自
然
科
学
博
物
館
学
芸
貝
)
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