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新

　

春

　

雑

　

感

新
年
を
祝
う
門
松
が
赤
い
紙
切
れ
に
変
り
､
餅
掃

き
が
餅
叩
き
機
に
と
っ
て
変
え
ら
れ
'
果
て
は
除
夜

の
鐘
ま
で
が
語
動
式
の
鐘
の
音
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

気
が
つ
い
て
あ
た
り
を
見
廻
し
て
も
､
何
ひ
と
つ
昔

か
ら
の
正
月
ら
し
い
気
分
を
味
お
う
こ
と
も
を
-
､

ほ
ん
と
う
に
た
だ
そ
の
日
が
暮
れ
て
次
の
朝
は
､
暦

の
う
え
で
新
し
い
年
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
正

月
で
あ
っ
た
｡

年
中
行
事
な
ど
と
い
う
も
の
は
'
古
く
か
ら
そ
の

土
地
を
中
心
に
息
づ
い
て
い
た
｡
庶
民
の
生
活
の
知

恵
が
'
い
つ
の
閲
に
か
素
朴
を
感
情
の
左
か
に
溶
け

込
ん
で
'
長
い
な
が
い
時
を
経
な
が
ら
生
ま
れ
た
も

の
だ
ろ
う
と
思
う
｡

そ
ん
な
こ
と
に
は
お
構
い
な
-
､
今
の
世
相
は
烈

し
-
揺
れ
動
い
て
､
今
ま
で
大
切
に
手
が
け
て
き
た
'

人
間
の
心
と
も
い
え
る
こ
う
し
た
風
習
が
､
無
惨
を

姿
で
崩
れ
去
ろ
う
と
し
て
い
る
｡
た
い
た
い
風
習
な

ど
と
い
わ
れ
る
も
の
は
外
部
か
ら
の
影
響
を
受
け
易

く
'
変
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
､
め

ま
ぐ
る
し
い
現
代
の
社
会
の
な
か
で
は
､
そ
れ
が
育

つ
た
め
の
土
壌
が
実
在
あ
れ
で
い
る
と
同
時
に
､
今

ま
で
大
切
に
さ
れ
て
き
た
も
の
す
ら
も
過
去
の
閥
の

急
か
に
消
し
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

門
松
が
木
で
毛
-
で
も
､
餅
が
臼
で
拇
か
れ
を
-

て
も
､
除
夜
の
鐘
が
ど
ん
な
音
で
も
､
自
分
の
い
ま

の
生
活
に
直
接
関
係
が
を
い
と
い
っ
て
い
る
人
が
､

も
し
自
己
の
盛
情
の
振
臨
作
用
の
機
能
が
低
下
し
て

い
る
こ
と
に
気
ず
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
｡

そ
の
土
地
に
伝
わ
る
古
-
か
ら
の
風
俗
や
習
慣
を

字
間
と
し
て
掘
り
起
し
､
そ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し

て
い
く
こ
と
も
重
要
な
役
割
り
で
あ
ろ
う
が
'
そ
れ

に
も
ま
し
て
緊
急
を
課
題
は
､
現
代
に
生
き
て
い
る

も
の
の
責
任
と
し
て
'
今
ま
で
の
生
活
の
な
か
で
塔

か
わ
れ
で
き
た
'
忘
れ
て
は
在
ら
な
い
部
分
を
自
ら

の
体
験
を
通
し
て
正
し
-
次
の
世
代
に
伝
え
て
い
-

た
め
の
地
道
で
息
の
長
い
行
動
で
は
左
い
だ
ろ
う
か
｡

新
年
の
山
重
な
り
て
雪
ば
か
り
　
犀
星

(
大
町
市
公
民
館
　
牛
越
　
和
男
)
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長野撮嘗内借種田全図(部分)

館請請･
仁山

五

六

岳

考

北
ア
ル
プ
ス
に
五
六
岳
と
い
う
名
の
山
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
は
､
恐
ら
く
今
で
は
ほ
と
ん

ど
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡

不
思
議
な
こ
と
に
､
江
戸
末
期
か
ら
明
治
の
末
頃

に
か
け
て
の
文
献
の
中
に
た
け
五
六
岳
は
現
わ
れ
て
'

そ
れ
以
後
は
'
五
六
岳
の
名
前
は
急
速
に
消
え
て
行

っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
五
六
岳

と
い
-
の
は
現
在
の
ど
の
項
を
指
し
て
い
っ
た
も
の

な
の
か
､
全
く
わ
か
ら
な
い
謎
の
山
な
の
で
あ
っ
た
｡

一
つ
の
山
岳
に
つ
い
て
､
い
-
つ
か
の
山
名
が
つ
け

ら
れ
て
い
た
例
は
比
較
的
多
-
あ
る
が
､
忽
然
と
山

名
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
山
と
い
う
と
､
こ
の
五
六

岳
し
か
な
い
｡

お
ま
け
に
､
五
六
岳
と
い
う
の
は
信
州
側
の
出
版

三

　

井

　

嘉

　

雄

物
に
た
け
出
て
-
る
か
ら
､
信
州
か
ら
の
呼
び
名
で

あ
っ
た
こ
と
は
聞
達
い
な
い
が
'
地
図
に
よ
っ
て
は

五
六
岳
の
位
置
が
少
し
ず
れ
て
し
ま
っ
て
､
ど
う
や

ら
違
っ
た
山
を
'
ど
ち
ら
も
五
六
岳
と
称
し
て
い
た

ら
し
い
ふ
し
も
あ
る
｡
一
応
の
所
在
と
し
て
島
､
大

町
か
ら
西
の
方
角
で
､
県
境
の
山
稜
か
そ
の
近
-
に

あ
る
山
で
あ
る
と
読
み
と
れ
る
｡

一
､
五
六
岳

善
光
寺
道
名
所
図
会
』
の
中
に
は
､
高
瀬
川
の

渡
り
瀬
か
ら
見
た
と
い
う
有
明
山
の
写
生
図
が
あ
っ

て
､
そ
の
右
遠
景
に
五
六
岳
が
描
か
れ
て
い
る
｡
か

な
り
写
実
的
な
絵
で
あ
る
｡
そ
の
絵
は
､
明
治
三
十

九
年
刊
の
『
日
本
向
嶽
志
』
に
も
そ
の
ま
ま
引
用
さ

れ
て
い
で
､
本
文
の
説
明
に
は
'
｢
信
濃
国
北
安
曇

郡
､
越
中
国
下
新
川
郡
二
跨
ガ
ル
｡
北
安
曇
郡
平
村

ヨ
リ
三
里
十
四
町
二
シ
テ
其
山
頂
こ
達
ス
｡
｣
と
な

っ
て
い
る
｡

明
治
初
年
の
刊
行
と
い
わ
れ
る
　
『
信
濃
国
全
図
』

に
よ
る
と
､
有
明
山
か
ら
北
へ
五
六
岳
､
ガ
キ
岳
､

セ
イ
ク
ラ
ベ
再
の
順
で
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
ガ

キ
岳
と
は
､
加
賀
満
の
奥
山
廻
り
の
地
図
に
よ
る
と

五
竜
岳
の
こ
と
を
餓
鬼
ケ
岳
と
呼
ん
だ
ら
し
い
が
へ

こ
の
場
合
は
､
素
直
に
今
日
の
餓
鬼
岳
と
考
え
て
い

い
だ
ろ
う
｡
セ
イ
ク
ラ
べ
岳
は
鹿
島
槍
ヶ
岳
の
こ
と

で
あ
る
｡
た
だ
､
こ
の
地
図
は
絵
図
面
で
あ
り
'
広

域
図
で
あ
る
た
め
奥
に
あ
る
山
を
ど
は
里
か
ら
見
る

位
置
に
よ
っ
て
山
の
配
列
が
違
っ
て
く
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
の
で
､
こ
れ
で
見
る
か
ぎ
り
で
は
､
五
六

岳
が
ど
の
山
に
当
る
の
か
は
判
定
し
に
く
い
｡

ま
た
､
長
野
県
庁
が
明
治
十
一
年
に
編
集
し
た
　
『

長
野
県
治
一
覧
概
表
』
と
い
-
小
冊
子
の
中
に
'
｢

長
野
県
管
内
全
図
｣
と
す
る
地
図
が
載
っ
て
い
る
が
､

こ
れ
に
は
烏
帽
子
岳
の
北
に
五
六
岳
が
あ
っ
て
~
し

か
も
､
そ
れ
よ
り
南
に
は
四
五
六
岳
の
名
も
記
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
た
｡
さ
ら
に
､
明
治
十
六
年
の
　
『

信
濃
国
地
誌
略
』
　
(
上
)
　
の
付
録
の
地
図
に
よ
る
と
､

大
隷
岳
か
ら
南
へ
五
六
岳
､
祖
父
島
､
烏
帽
子
岳
､

四
五
六
岳
と
な
っ
て
い
る
し
､
『
学
校
用
長
野
県
地

図
』
　
(
明
治
二
十
六
年
)
　
に
は
'
烏
帽
子
岳
の
南
に

五
六
岳
が
あ
っ
て
､
別
に
有
明
山
の
北
に
南
五
六
岳

と
い
う
名
が
出
て
-
る
｡
前
記
二
つ
の
書
物
は
､
ど

ち
ら
も
長
野
県
内
の
掌
校
で
地
理
の
教
科
書
と
し
て

使
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｡

そ
ん
を
わ
け
で
､
当
時
の
五
六
岳
と
い
う
の
は
今

の
ど
の
同
を
の
か
に
つ
い
て
は
､
爺
ケ
岳
で
は
な
い

か
と
い
れ
れ
で
き
た
｡
大
町
の
対
同
館
の
主
人
と
し

て
登
山
者
か
ら
慕
お
れ
た
百
瀬
慎
太
郎
は
､
自
身
も

山
岳
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
初
期
の
北
ア
ル
プ
ス
を

歩
き
ま
わ
っ
て
い
た
が
'
百
瀬
は
　
甲
山
の
名
聞
』
の

中
で
､
｢
こ
の
五
六
岳
で
あ
る
が
､
今
の
地
図
に
は

全
然
見
当
ら
な
い
山
の
名
で
､
そ
の
存
在
が
何
処
で

あ
る
か
皆
目
行
方
不
明
と
曇
っ
て
し
ま
っ
た
｡
｣
と

し
て
い
る
｡
そ
し
て
続
け
て
'
安
永
年
間
の
地
図
に
'

｢
鹿
島
用
支
流
矢
沢
の
頭
に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
､
平

仮
名
で
ご
ろ
く
岳
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
て
､
｣
そ

れ
は
今
日
の
爺
ケ
岳
の
旧
名
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い

る
｡
今
ま
で
の
解
釈
で
は
､
五
六
岳
と
い
う
の
は
爺

ケ
岳
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
､
こ
の
説
に
も
雑
が
あ
っ
て
､
地
図
に
よ

っ
て
は
五
六
岳
と
祖
父
岳
と
い
う
よ
う
に
両
方
の
山

名
が
出
て
く
る
も
の
に
つ
い
て
は
､
全
く
説
明
が
つ

か
な
く
を
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
'
こ
こ
に
五
六
岳
の
所
在
を
は
っ
き
り

さ
せ
る
文
献
が
見
つ
か
っ
た
｡
明
治
十
四
年
初
版
の

外
人
向
け
の
案
内
書
で
あ
る
｡
『
A
 
d
h
d
b
o
o
k

r
o
t
 
T
r
w
e
l
L
e
r
s
 
Z
'
n
 
u
e
n
!
r
a
L
a
n
d
N
o
r
d
Z
e
r
n

J
a
p
a
n
』
　
(
　
『
中
部
及
び
北
方
日
本
旅
行
案
内
書
』

=
邦
訳
な
し
)
　
の
中
で
`
｢
針
ノ
木
経
由
大
町
か
ら

立
山
｣
と
い
う
項
が
あ
っ
て
､
加
賀
新
道
の
通
す
じ

の
説
明
を
し
て
い
る
｡
そ
の
筆
者
は
'
十
三
年
に
立

山
'
五
六
岳
､
爺
ケ
岳
に
登
っ
た
ウ
イ
リ
ア
ム
･
ガ

ウ
ラ
ン
ド
で
あ
る
と
い
お
れ
る
｡
説
明
に
よ
る
と
､

篭
川
谷
か
ら
針
ノ
木
峠
に
出
て
か
ら
､
｢
峠
(
針
ノ

木
峠
の
こ
と
)
　
の
左
側
に
あ
る
峰
､
五
六
岳
は
､
尾

根
に
低
-
密
生
し
た
ハ
イ
マ
ツ
の
問
を
登
っ
て
到
達

す
る
｡
｣
と
出
て
い
る
｡
五
六
岳
と
い
う
の
は
蓮
華

岳
の
こ
と
た
っ
た
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
こ
の
本
で
は
､

｢
海
､
立
山
､
烏
帽
子
岳
､
槍
ヶ
岳
､
浅
開
山
､
富

士
山
､
そ
の
他
多
く
の
山
々
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
｡

海
抜
九
一
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
｡
五
六
岳
山
頂
に
も
､
爺

ケ
岳
山
頂
に
も
､
山
小
屋
や
寝
ら
れ
る
よ
う
な
ほ
ら

穴
な
ど
は
一
明
な
し
｡
｣
と
あ
っ
て
､
五
六
岳
は
､

爺
ケ
岳
と
は
明
ら
か
に
別
の
山
な
の
で
あ
っ
た
｡
そ

れ
か
ら
､
｢
蓮
華
岳
､
あ
る
い
は
五
六
と
い
-
｣
と

の
山
名
の
記
述
に
よ
っ
て
へ
　
五
六
岳
が
蓮
華
岳
と
同

一
の
山
で
あ
る
こ
と
が
確
定
的
と
な
る
の
だ
っ
た
｡

こ
れ
は
'
『
信
濃
国
地
誌
略
』
の
中
に
あ
る
五
六

岳
の
説
明
､
｢
山
脈
南
ハ
烏
帽
子
岳
二
連
ナ
リ
､
北

ハ
租
父
岳
に
亘
レ
リ
｣
と
い
う
状
況
に
も
ぴ
っ
た
り

合
致
し
て
い
る
｡

大
正
二
年
に
燕
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
に
向
っ
た
北
居
館

之
助
は
､
案
内
の
擬
沢
頼
蔵
か
ら
両
の
話
を
聞
い
て
､

｢
あ
る
時
な
ど
'
越
中
の
石
崎
か
ら
立
山
連
峰
を
経
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競物情.
ど山

て
､
五
六
岳
か
ら
葛
湯
に
下
っ
た
時
は
､
恰
度
二
十

八
日
目
で
あ
っ
た
｡
そ
の
時
は
白
米
を
八
升
背
に
し

て
歩
い
た
が
'
葛
湯
で
は
ま
だ
五
合
程
残
っ
て
い
た

｣
　
(
　
『
日
本
山
岳
巡
礼
』
)
　
と
記
し
た
｡
類
蔵
の
山

物
語
な
の
で
は
あ
る
が
'
こ
れ
が
日
本
人
が
五
六
岳

を
通
っ
た
と
い
う
詳
録
の
唯
一
の
も
の
で
あ
る
｡
立

山
方
面
か
ら
萬
温
泉
に
下
る
と
き
に
通
っ
た
と
い
う

か
ら
､
配
置
か
ら
み
て
'
こ
の
五
六
岳
も
蓮
華
岳
の

こ
と
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
｡

と
こ
ろ
で
蓮
華
岳
は
､
大
沢
岳
と
呼
ば
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
し
､
三
保
蓮
華
や
自
尊
岳
　
(
大
蓮
華
'
小

蓮
華
)
な
ど
'
ほ
か
の
蓮
華
岳
と
区
別
す
る
た
め
に

針
ノ
木
蓮
華
と
い
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
｡
明
治
の

中
頃
に
は
蓮
華
山
と
記
し
た
紀
行
も
あ
る
｡

二
'
南
五
六
岳

次
に
､
さ
き
に
も
出
て
き
た
も
う
一
つ
の
五
六
岳
､

つ
ま
り
南
五
六
岳
を
探
し
て
み
た
い
｡
南
を
話
し
て

あ
る
の
は
'
五
六
岳
が
二
つ
あ
っ
た
た
め
に
､
両
方

を
区
別
す
る
必
要
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
一
時
期
､

二
つ
の
五
六
岳
が
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
｡

も
ち
ろ
ん
､
こ
ち
ら
の
五
六
岳
も
単
に
五
六
岳
と

だ
け
託
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
が
､
前
項
の
五
六
岳
と

は
位
置
が
違
う
の
で
あ
る
｡

高
頭
式
は
　
『
日
本
向
族
譜
』
　
に
､
は
じ
め
は
五
六

岳
と
南
五
六
岳
を
混
同
し
て
い
た
が
'
補
過
の
中
で

南
五
六
岳
の
方
を
､
｢
信
濃
園
南
安
裳
郡
ノ
南
方
二

ア
リ
常
盤
村
ヨ
リ
五
里
二
十
五
十
二
シ
テ
真
山
瑛
二

達
ス
｣
と
訂
正
し
て
い
る
｡

明
治
三
十
六
年
に
出
版
さ
れ
た
　
U
松
本
平
及
信
濃

地
誌
』
　
に
は
'
付
録
と
し
て
松
本
平
全
図
が
つ
い
て

い
る
が
､
こ
の
地
図
に
出
て
-
る
五
六
岳
は
､
高
瀬

川
よ
り
南
に
あ
っ
て
､
五
六
岳
の
尾
根
続
き
の
南
寄

り
の
I
j
は
屏
風
岳
と
な
っ
て
い
る
.
)
　
U
予
察
叩
十
万

分
ノ
一
地
図
』
で
も
､
屏
風
岳
の
穂
綿
に
続
い
て
五

六
岳
と
鎚
岳
の
名
が
あ
る

屏
風
岳
と
い
う
の
は
､
燕
岳
か
ら
大
天
井
再
へ
か

け
て
の
山
稜
を
カ
バ
ー
す
る
中
名
で
あ
っ
た
｡
そ
れ

が
明
治
の
後
半
に
な
っ
て
､
現
れ
の
燕
岳
た
け
が
一

つ
の
同
体
と
し
て
ツ
バ
ク
ラ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
を

っ
て
､
大
正
初
年
に
は
'
屏
風
岳
の
名
も
消
え
て
し

ま
っ
た
の
だ
っ
た
｡

余
談
で
は
あ
る
が
'
当
時
､
屏
風
岳
と
い
お
れ
る

山
稜
が
も
う
一
つ
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
､
爺
ケ
岳
か
ら

針
ノ
木
嶋
に
か
け
て
の
稜
線
､
つ
ま
り
蓮
華
岳
の
隣

に
あ
た
り
､
こ
れ
も
屏
風
を
連
想
さ
せ
る
高
低
の
少

な
い
連
続
で
あ
る
｡
ど
ち
ら
の
五
六
岳
も
屏
風
岳
に

隣
合
っ
て
い
る
の
も
お
も
し
ろ
い
｡

さ
て
､
そ
の
屏
風
岳
よ
り
北
で
'
高
瀬
川
よ
り
は

南
側
と
い
う
五
六
岳
､
あ
る
い
は
南
五
六
岳
と
い
う

の
は
､
今
日
の
餓
鬼
岳
な
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ

る
の
で
あ
る
｡
と
い
う
こ
と
は
､
二
つ
あ
っ
た
五
六

岳
は
高
瀬
川
を
は
さ
ん
で
､
一
つ
は
蓮
華
岳
の
こ
と

で
あ
り
､
も
う
一
つ
は
用
の
南
の
餓
鬼
岳
を
指
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

舌
長
野
県
町
村
誌
』
島
明
治
十
二
年
に
町
村
役
場

か
ら
提
出
さ
れ
た
記
事
を
編
さ
ん
し
た
も
の
で
あ
る

が
､
そ
の
常
盤
村
の
と
こ
ろ
に
は
､
五
六
岳
を
説
明

し
て
次
の
記
述
が
あ
る
｡
｢
高
さ
凡
千
二
百
丈
､
周

囲
難
定
へ
　
本
村
の
酉
の
方
に
あ
り
｡
嶺
上
よ
り
二
分

し
､
西
は
同
郡
宰
相
に
属
し
､
東
は
本
村
に
属
す
｡

山
脈
南
北
に
通
り
､
蝶
ケ
岳
､
鎗
ケ
岳
に
続
き
､
樹

木
疎
に
し
て
磁
石
赤
禿
多
-
､
峻
岨
に
し
て
登
臨
不

定
｡
渓
谷
多
-
中
間
の
渓
水
薬
合
し
て
､
一
流
の
細

流
と
な
る
'
名
づ
け
て
乳
用
と
称
す
｡
亦
五
六
岳
よ

り
良
霞
に
給
へ
た
る
鍬
之
峯
､
中
之
沢
､
大
桐
等
の

川
等
あ
り
で
､
｣
ま
さ
に
餓
鬼
岳
の
こ
と
で
あ
る
｡

そ
う
い
え
ば
､
明
治
十
三
年
の
-
信
濃
明
細
全
図

』
　
に
も
､
五
六
岳
の
す
ぐ
南
が
屏
風
岳
に
な
っ
て
い

る
｡
さ
ら
に
､
辻
村
伊
助
が
明
治
四
十
二
年
に
槍
ヶ

岳
か
ら
烏
帽
子
屯
ま
で
歩
い
た
と
き
､
烏
帽
子
岳
の

頂
上
か
ら
見
る
と
､
｢
森
に
閉
じ
ら
れ
た
野
口
谷
に
､

炭
焼
の
桐
が
柱
の
如
く
登
っ
て
､
欄
の
指
す
粟
の
空

が
五
六
百
の
峻
蜂
と
な
る
｡
｣
　
(
　
『
飛
騨
用
脈
の
縦

走
』
　
)
　
と
し
て
､
こ
れ
も
餓
鬼
岳
を
指
し
て
い
る
の

で
あ
っ
た
っ

餓
鬼
岳
に
つ
い
て
は
､
餓
鬼
岳
と
い
う
呼
び
万
も

古
-
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
､
聞
流
八
年
の
　
｢
信
濃
村

名
盛
』
　
の
中
に
み
る
　
｢
信
濃
国
昭
図
｣
に
よ
る
と
､

北

か

ら

､

ガ

キ

､

有

明

､

明

神

'

ホ

タ

カ

な

ど

の

山

名
が
出
て
く
る
｡
そ
し
て
明
治
四
十
四
年
と
も
な
れ

ば
'
『
日
本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
図
』
　
(
　
『
山
岳

』
第
六
年
第
一
号
付
録
)
な
ど
で
は
､
餓
鬼
岳
の
名

が
定
着
し
て
い
る
｡

厳
密
に
い
う
と
'
現
在
は
餓
鬼
岳
と
呼
ん
で
い
る

二
六
四
七
メ
ー
ト
ル
峰
は
､
当
時
は
松
川
村
な
ど
で

は
剣
ス
リ
岳
と
呼
ん
で
い
て
､
逆
に
今
は
剣
ズ
リ
な

ど
と
い
っ
て
い
る
二
六
回
三
メ
ー
ト
ル
の
方
を
餓
鬼

の
本
岳
と
称
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡

三
へ
　
四
五
六
岳

以
上
､
二
つ
の
五
六
岳
の
ほ
か
に
､
四
五
六
岳
が

ま
た
別
の
山
な
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
烏
帽
子
岳
よ
り

南
の
稜
線
上
に
あ
る
四
五
六
岳
の
こ
と
で
､
『
学
校

用
長
野
県
地
図
合
の
よ
う
に
､
こ
れ
を
五
六
岳
と
記

し
た
も
の
ま
で
あ
っ
た
｡

『
信
濃
明
細
全
図
』
に
は
､
北
か
ら
烏
帽
子
岳
､

四
五
六
岳
､
鎗
ケ
岳
の
順
で
名
が
出
て
い
る
が
､
一

方
'
て
の
地
図
の
高
瀬
川
の
支
流
の
配
置
の
関
係
か

ら
解
読
す
る
と
'
こ
の
四
五
六
岳
は
現
在
の
野
口
五

郎
岳
に
当
る
｡

野
口
五
郎
岳
は
､
も
と
も
と
は
単
に
ゴ
ー
ロ
と
呼

ば
れ
た
｡
信
州
独
特
の
い
い
方
で
､
石
が
ゴ
ロ
つ
い

て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
し
か
し
'
近
-
に
も

う
一
つ
の
ゴ
ー
ロ
　
(
黒
部
五
郎
岳
)
が
あ
っ
た
の
で
､

こ
ち
ら
を
野
口
の
ゴ
ー
ロ
と
呼
び
､
野
口
五
郎
岳
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
黒
部
の
五
郎
岳
の
方
は

飛
騨
で
は
中
ノ
俣
岳
と
い
っ
た
し
､
越
中
で
は
鍋
岳

ど
-
て
通
っ
て
い
た
｡

野
口
五
郎
岳
に
つ
い
て
は
､
越
中
側
の
資
料
に
よ

る
と
五
郎
岳
の
名
は
全
然
出
て
こ
な
い
｡
火
打
ケ
岳

と
い
う
山
に
､
現
在
の
五
郎
の
池
ら
し
い
マ
ー
ク
が

記
さ
れ
て
い
た
り
､
文
献
に
よ
っ
て
は
火
打
岳
と
書

い
て
､
ヒ
ノ
ハ
チ
あ
る
い
は
シ
ノ
ハ
チ
の
ふ
り
が
な

を
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
｡

信
州
名
の
ゴ
ー
ロ
と
い
う
い
い
方
は
､
明
治
四
十

三
年
の
辻
村
伊
肋
は
　
吉
岡
瀬
入
り
』
　
の
中
で
､
五
郎

岳
と
書
い
て
ゴ
ウ
ロ
ー
の
ル
ビ
を
つ
け
て
い
る
｡
さ

ら
に
､
『
日
本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
図
』
　
に
は
､

高
瀬
川
の
支
流
五
郎
沢
が
ゴ
ウ
ロ
ウ
沢
と
さ
れ
て
い

て
､
五
郎
の
由
来
を
示
し
て
い
る
｡
そ
の
ゴ
ー
ロ
が

四
五
六
岳
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
は
わ
か

ら
な
い
｡

北
ア
ル
プ
ス
の
中
で
も
は
か
の
山
頂
は
'
古
い
山

名
も
､
ど
の
中
を
指
す
の
か
い
い
伝
わ
っ
て
来
た
の

に
､
こ
の
五
六
岳
に
関
し
て
は
叩
治
の
中
頃
あ
た
り

か
ら
英
雄
そ
の
名
が
消
え
て
し
ま
っ
た
｡
お
ま
け
に

人
々
の
脳
裏
か
ら
も
な
ぜ
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
不

思
議
で
な
ら
な
い
｡

今
ま
で
､
五
六
岳
が
ど
の
川
な
の
か
指
摘
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
五
六
岳
が
い
く
つ
も
あ

っ
た
こ
と
が
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
'
全
部
の

説
明
に
見
合
っ
た
五
六
岳
を
割
り
出
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(
川
と
渓
谷
通
信
員
)
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(3)コルチナ国際

スキー場方面

村内　土倉民宿11戸

雨中民宿16戸

計　　　　　　　27戸

富の移動がなく､その

場所に新築･改造して

民宿を行っている｡

(昭和. 51.10.13)　　民宿･旅館･商店等移動調査　(小谷射公民館次義岡沢提供)

(1)栂池高原スキー楊方面　　　　　　　　　　　(2)白馬乗鞍国際スキー場方面
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村内 県外 凛(ﾊ�&9&��董 大阪 京都 その他 �"�������

村内より 

小話 �� 迭�

計 �� 鼎r�

チ口リン村 

蕨平の人々は､古い客を残して､上の方(二筋 

住宅を建て､民宿を経営しているが､その空 

客を被り受けて民宿を経営している○(県外 

の人)これがチ口リン村○ 

計画中の民宿 
tT.I玉､番から里拙.出血へと､アルプス.ゲイ 

ヤモンド付近へのものとがあるo 
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2､スキー場に近接の場所より 估(ｧﾂ�ﾄ(ｧﾂ�1 1 

3､一部蜜より少し上った場所と 凛x･"�6 

スキー場より可成腫れた甥 粕侭>��39 

所より 4.同道流の甥所より ��xﾙ��(i7粕亦�'(ﾋB�(餔b�nﾈ�"��xﾙ�ﾞ��ﾈ陏｢�13 3 1 1 1 7 3 

5､姫川栗の部霜より �'(ﾋH屬��$又��1 4 

6.その他の村内より �(i7��'(,ﾉ[ﾒ�7 1 

小計 �� 涛B�

県内 ��白馬 大町 穂高 松木 良好 ����R�������
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細請請と山

雪

　

と

　

山

　

村

　

㈲

-
長
野
県
北
安
曇
郡
小
谷
村
の
場
合
-

青

　

木

　

　

治

部
落
で
は
相
変
ず
の
過
疏
に
悩
ん
で
い
る
｡

表
の
如
く
村
内
の
多
-
の
部
落
か
ら
は
'
古
い
家

四
､
雪
を
求
め
て

｢
素
数
二
二
､
生
活
の
本
拠
を
昔
ど
う
り
に
､
こ

･
に
お
く
家
二
軒
(
今
は
一
軒
)
赦
軒
の
家
は
転
任

先
(
糸
魚
川
市
上
刈
)
か
ら
適
作
し
て
い
る
の
で
'

春
夏
秋
の
農
繁
期
に
は
､
空
家
の
家
々
か
ら
時
々
朝

餉
の
煙
り
が
上
る
｡
今
は
一
八
軒
は
空
家
'
お
堂
､

公
会
堂
､
分
校
､
炭
小
屋
等
を
含
め
て
廃
屋
の
観
が

強
-
､
滅
び
ゆ
-
部
落
の
姿
で
あ
る
｡
｣

こ
の
文
章
は
昭
和
四
七
年
一
〇
月
頃
の
信
越
国
境

小
谷
村
戸
土
の
過
疎
の
姿
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
村
に
は
二
二
九
の
小
部
落
(
小
集
落
)
が
あ

る
が
､
そ
の
大
半
は
か
ゝ
る
姿
で
あ
り
､
廃
滅
し
た

部
落
も
多
い
｡
こ
の
現
象
は
四
〇
年
代
に
入
る
と
急

激
に
進
ん
で
い
る
｡
そ
の
原
因
を
村
人
に
探
ね
る
と
､

多
発
す
る
地
.
こ
　
(
ヌ
ケ
)
と
蒙
雪
の
た
め
と
云
う
｡

そ
れ
に
現
代
の
社
会
の
発
展
や
変
化
'
加
う
る
に
村

人
の
経
済
生
活
の
行
詰
り
､
子
弟
の
教
育
問
題
等
で
､

村
で
の
生
活
の
苦
し
-
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
｡

然
し
過
疎
原
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
､
秦
雪
を
活
用

し
て
の
､
ス
キ
ー
に
よ
る
過
疎
対
策
が
､
こ
の
頃
か

ら
始
ま
っ
た
の
も
面
白
い
｡
そ
れ
は
豊
富
な
雪
を
利

用
し
て
の
ス
キ
ー
場
の
開
設
で
あ
る
｡

小
谷
村
の
ス
キ
ー
場
は
大
き
-
次
の
如
く
別
け
ら

れ
る
｡㈲

栂
池
高
原
ス
キ
ー
場

㈲
白
馬
乗
鞍
国
際
ス
キ
ー
場

㈲
コ
ル
チ
ナ
国
際
ス
キ
ー
場

㈲
小
谷
温
泉
ス
キ
ー
場

こ
の
内
､
用
㈲
㈲
の
ス
キ
ー
場
は
国
道
添
姫
川
左

岸
上
の
西
山
に
添
っ
て
展
開
し
て
い
る
｡
小
谷
の
人

々
の
中
の
相
当
多
数
は
､
こ
の
ス
キ
ー
場
を
目
当
て

に
､
家
を
移
転
し
､
民
宿
等
で
生
活
を
立
て
よ
う
と

す
る
人
が
年
々
増
え
て
い
る
｡
そ
れ
故
ス
キ
ー
場
に

近
い
部
落
で
は
､
古
い
姿
の
分
解
と
新
し
い
集
落
の

創
造
が
始
ま
り
､
充
実
の
方
向
に
向
っ
て
い
る
が
姫

川
の
東
側
や
､
そ
の
奥
の
ス
キ
ー
場
に
恵
ま
れ
な
い

を
捨
て
､
雪
を
求
め
て
ス

キ
ー
場
近
-
に
､
家
を
新

築
し
民
宿
を
生
活
の
主
菜

と
す
る
者
も
増
え
て
い
る

ま
た
シ
ー
ズ
ン
外
の
春

夏
秋
の
頃
は
古
い
家
で
､

農
業
を
し
､
冬
が
来
る
と
移
転
先
に
来
る
者
も
い
る
｡

栂
池
高
原
で
は
村
内
よ
り
の
移
転
家
屋
九
四
軒
､
村

外
よ
り
転
住
家
屋
五
七
軒
を
合
せ
る
と
一
五
一
軒
と

な
り
ス
キ
ー
場
近
-
に
は
町
並
が
出
来
つ
ゝ
あ
る
｡

ま
た
白
馬
乗
鞍
､
コ
ル
チ
ナ
の
両
ス
キ
ー
場
は
､

比
較
的
民
家
が
近
い
の
で
､
古
い
家
を
民
宿
風
に
改

造
し
て
､
民
宿
を
営
む
者
が
大
半
で
あ
る
｡
そ
れ
で

も
峯
や
立
屋
の
部
落
で
居
､
古
い
家
を
空
家
に
し
､

よ
り
良
い
ス
キ
ー
場
の
場
所
に
新
築
し
た
家
を
民
宿

に
す
る
者
が
い
る
｡
ま
た
そ
の
空
家
を
借
り
て
､
近

年
民
宿
村
を
つ
-
っ
た
の
が
'
チ
ロ
リ
ン
村
で
あ
る

し
､
里
見
団
地
の
如
く
､
行
政
計
画
に
よ
る
民
宿
団

地
も
あ
る
｡

小
谷
で
の
今
ま
で
の
姦
雪
は
人
間
の
経
済
生
活
の

向
上
に
歯
止
め
を
し
て
い
た
が
､
ス
キ
ー
が
盛
ん
に

を
り
'
ス
キ
ー
人
口
が
増
え
て
来
た
こ
の
頃
は
､
小

谷
の
地
形
と
豪
雪
を
利
用
し
'
立
派
な
ス
キ
ー
場
を

つ
-
り
'
補
い
で
あ
っ
た
雪
を
福
に
転
じ
､
且
っ
て

は
過
疎
の
原
因
で
あ
っ
た
豪
雪
が
､
今
で
は
過
疎
を

防
ぐ
役
目
を
果
す
こ
と
に
変
っ
て
い
る
｡

目
下
の
小
谷
村
で
の
人
口
移
動
は
､
雪
(
ス
キ
ー

場
)
を
求
め
て
'
姫
川
東
側
右
岸
と
国
道
添
い
か
ら
､

西
へ
西
へ
と
動
い
て
い
る
｡

(
北
安
郡
誌
編
纂
委
員
　
大
町
市
文
化
財
保
護
審

議
委
員
　
穂
高
町
教
育
委
員
長
)

お
知
ら
せ

休
館
日
･
観
覧
料
･
開
館
時
問
の
変
更

5
2
年
4
月
1
日
よ
り
､
月
曜
日
が
休
館
と
な
り
ま

す
｡
た
だ
し
付
属
園
の
動
物
は
み
ら
れ
ま
す
｡

観
覧
料
は
個
人
-
大
人
･
柳
田
､
小
人
､
約
円

団
体
-
大
人
･
1
2
0
円
,
小
人
･
4
0
円
(
大
人
は
高

校
生
以
上
･
団
体
は
2
0
名
以
上
)
と
な
り
ま
す
｡

開
館
は
午
前
9
時
よ
り
午
後
1
時
約
分
迄
で
す
｡
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