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カ
ー
ル
地
形

寒
冷
地
で
は
冬
季
の
積
雪
が
夏
季
に
と
け
き
ら
な

い
う
ち
に
次
の
新
雪
に
被
わ
れ
る
地
域
が
あ
る
｡
こ

の
地
域
の
下
限
が
雪
線
で
､
雪
線
以
上
で
は
雪
は
年

々
堆
積
し
て
､
や
が
て
万
年
雪
と
な
り
､
増
大
し
て

巨
大
な
氷
塊
が
で
き
､
自
身
の
重
さ
で
斜
面
に
そ
っ

て
徐
々
に
下
降
す
る
｡
こ
れ
が
氷
河
で
あ
る
｡
氷
河

は
下
降
に
と
も
を
い
特
殊
な
氷
河
地
形
を
形
成
す
る
｡

日
本
の
氷
河
地
形
は
日
高
'
飛
境
､
木
曽
､
赤
石

山
脈
の
山
頂
部
に
見
ら
れ
､
田
谷
(
カ
ー
ル
)
､
堆

石
､
堆
石
堤
湖
､
擦
痕
､
U
字
型
谷
､
半
群
岩
な
ど

の
特
殊
を
地
形
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
旦
品
山
脈
で
は

一
六
〇
〇
米
と
一
四
〇
〇
米
に
時
代
の
異
な
る
山
岳

氷
河
の
あ
と
(
カ
ー
ル
)
が
み
ら
れ
､
飛
騨
､
木
曽
'

赤
石
山
脈
で
は
二
七
〇
〇
米
と
二
四
〇
〇
米
付
近
に

カ
ー
ル
や
堆
石
が
み
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
二
回
の
山
岳

氷
河
は
､
第
四
紀
の
四
回
の
氷
期
の
う
ち
最
後
の
ウ

ル
ム
氷
期
の
二
回
の
亜
氷
期
に
で
き
た
も
の
と
さ
れ

て
い
る
｡

カ
ー
ル
は
氷
河
が
雪
線
付
近
の
運
動
に
よ
っ
て
で

き
た
半
か
け
の
お
椀
状
の
凹
地
で
､
馬
路
形
状
の
急

斜
面
の
カ
ー
ル
壁
と
緩
傾
斜
の
カ
ー
ル
底
に
区
別
さ

れ
る
｡
カ
ー
ル
底
の
末
端
に
は
氷
河
が
運
ん
で
堆
積

し
た
氷
堆
石
が
み
ら
れ
､
そ
の
た
め
に
し
ば
し
ば
逆

傾
斜
を
し
て
水
を
湛
え
る
｡
こ
れ
が
カ
ー
ル
底
湖
で

あ
る
o

木
曽
山
脈
に
は
渡
ケ
池
カ
ー
ル
､
駒
飼
の
池
カ
ー

ル
､
千
畳
敷
カ
ー
ル
､
極
楽
平
カ
ー
ル
､
三
の
沢
カ

ー
ル
､
熊
沢
カ
ー
ル
､
赤
な
ぎ
カ
ー
ル
､
摺
鉢
窪
カ

ー
ル
が
知
ら
れ
て
い
る
｡

千
畳
敷
カ
ー
ル
は
そ
の
中
で
も
も
っ
と
も
ス
ケ
ー

ル
が
大
き
-
､
駒
ヶ
根
市
街
地
か
ら
も
よ
-
見
る
こ

と
が
で
き
る
｡
宝
剣
岳
(
二
九
三
三
米
)
　
の
高
お
よ

び
北
に
連
な
る
ナ
イ
フ
リ
ッ
ジ
と
前
岳
(
二
八
八
三

栄
)
　
に
つ
づ
く
尾
根
に
囲
ま
れ
'
東
に
向
い
､
カ
ー

ル
底
の
標
高
は
二
六
〇
〇
米
で
あ
る
｡
カ
ー
ル
は
東

西
約
一
七
〇
米
､
南
北
約
一
五
〇
米
､
稜
線
か
ら
カ

ー
ル
底
ま
で
の
比
高
約
三
〇
〇
米
'
カ
ー
ル
壁
は
三

五
度
の
急
傾
斜
､
カ
ー
ル
底
は
六
度
の
緩
傾
斜
で
あ

る
｡
堆
石
は
カ
ー
ル
の
末
端
に
あ
り
､
こ
こ
は
や
や

小
高
い
小
丘
を
作
り
､
そ
の
上
に
千
畳
敷
ホ
テ
ル
が

作
ら
れ
て
お
り
､
堆
石
の
上
は
ロ
ー
ム
層
(
火
山
灰

層
)
　
に
よ
っ
て
被
あ
れ
で
い
る
｡

(
信
州
大
学
教
授
　
田
中
邦
雄
)
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舵物檀と山

木
曽
駒
ヶ
岳
の

千
畳
敷
カ
ー
ル
に
つ
い
て

横

　

内

　

　

　

斎

日
本
は
太
古
に
於
い
て
､
沿
海
州
か
ら
東
南
に
張

り
出
し
た
一
大
半
島
と
し
て
長
い
間
存
在
し
た
｡
然

る
に
日
本
海
陥
没
と
い
う
一
大
地
史
事
変
に
よ
っ
て

列
島
化
し
た
｡

こ
の
列
島
化
後
､
地
史
的
に
二
大
事
変
が
起
き
て

い
る
｡
一
つ
け
静
岡
-
糸
魚
川
構
造
線
に
伴
う
'
フ

ォ
ツ
サ
･
マ
グ
ナ
海
の
出
現
で
あ
り
､
こ
れ
が
後
に

隆
起
し
て
､
本
州
を
二
分
し
て
い
た
浅
海
は
消
え
地

続
き
に
な
っ
た
こ
と
と
､
次
の
一
つ
は
洪
積
世
後
半

に
襲
っ
た
'
古
い
方
か
ら
ギ
ユ
ン
ツ
･
ミ
ン
デ
ル
･

リ
ス
･
ヴ
ル
ム
の
四
回
に
捗
る
氷
河
に
よ
る
､
極
寒

気
候
の
襲
来
で
あ
る
｡
両
事
件
其
れ
が
長
野
県
に
至

大
を
関
係
が
あ
り
､
極
端
に
言
え
ば
長
野
県
が
そ
の

中
心
地
た
と
も
言
え
る
｡

私
は
昨
年
七
月
末
､
四
男
､
巧
･
一
代
夫
妻
の
招

き
に
よ
り
､
老
妻
き
よ
を
伴
っ
て
　
(
真
相
は
伴
お
れ

た
の
か
も
知
れ
な
い
)
､
ロ
ー
プ
ウ
エ
イ
ー
を
利
用

し
て
'
千
畳
敷
カ
ー
ル
を
縦
断
し
て
､
乗
越
浄
土
を

経
て
宝
剣
小
屋
に
遊
ん
だ
｡
当
日
は
霧
が
深
-
山
頂

付
近
は
猛
烈
を
強
風
に
悩
ん
だ
が
､
幸
い
カ
ー
ル
内

は
比
較
的
お
だ
や
か
で
､
不
充
分
を
が
ら
も
観
察
も

出
来
た
の
で
'
そ
の
結
果
を
披
露
し
て
'
識
者
の
教

え
を
得
よ
う
と
ペ
ン
を
取
っ
た
次
第
で
あ
る
｡

千
畳
敷
カ
ー
ル
(
囲
谷
)
は
､
氷
河
の
典
型
的
遺
物

と
し
て
､
前
人
の
認
め
る
所
で
あ
る
｡
こ
の
園
谷
底

に
降
り
る
ま
で
は
そ
う
道
は
困
難
で
は
を
い
が
､
こ

れ
か
ら
圏
谷
の
側
壁
を
辿
る
登
り
は
､
私
の
如
く
老

令
で
旦
病
後
の
者
に
と
っ
て
は
､
至
難
の
業
で
あ
る
｡

四
男
は
私
に
腰
縄
を
つ
け
て
､
一
歩
へ
一
歩
進
め
て

く
れ
た
｡
傾
斜
度
は
三
〇
度
も
あ
ろ
う
か
､
そ
の
間

前
後
は
巨
岩
､
大
石
の
今
に
も
崩
れ
そ
う
な
地
形
が

続
く
｡

私
は
三
歩
に
歩
ん
で
は
立
ち
止
り
､
五
歩
歩
い
て

は
休
み
､
普
通
人
の
一
時
間
で
達
す
る
所
を
二
時
間

か
け
て
よ
う
よ
う
に
到
達
し
た
｡
し
か
し
そ
の
お
蔭

で
比
較
的
細
密
に
囲
谷
内
の
様
子
を
探
る
こ
と
が
出

来
た
｡ロ

ー
プ
ウ
エ
イ
ー
の
終
点
'
千
畳
敷
駅
は
､
二
五

一
二
品
の
所
に
あ
る
｡
私
は
､
こ
こ
こ
そ
は
第
四
氷

河
ヴ
ル
ム
の
モ
レ
ー
ン
　
(
端
堆
石
堤
)
　
の
最
上
部
で

あ
る
と
考
え
る
｡
こ
こ
は
南
に
あ
ず
か
に
傾
-
比
較

的
平
坦
を
面
で
'
目
測
巾
約
二
〇
品
南
北
に
四
〇
]
.
a

(
以
下
す
べ
て
目
測
)
ぐ
ら
い
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
よ

り
上
部
は
圏
谷
全
部
に
及
ぶ
直
立
の
崖
壁
で
あ
る
｡

壁
の
高
さ
は
約
二
〇
品
･
も
あ
ろ
う
か
､
こ
れ
は
氷
河

作
用
に
依
っ
て
削
剣
さ
れ
た
岩
壁
の
残
り
で
､
そ
の

作
用
の
激
烈
た
っ
た
の
を
物
語
っ
て
い
る
｡

こ
の
立
て
壁
か
ら
前
記
の
モ
レ
ー
ン
の
上
部
に
達

し
､
そ
の
直
下
は
約
五
〇
品
の
畳
々
た
る
巨
岩
､
大

石
の
急
傾
斜
(
二
〇
度
乃
至
三
〇
度
)
で
山
腹
を
お

お
っ
で
い
る
｡
こ
れ
は
氷
舌
に
当
る
所
で
'
氷
河
は

こ
こ
ま
で
流
下
し
て
､
削
剥
作
用
に
よ
っ
て
氷
河
中

に
鼓
し
た
岩
石
を
積
み
重
ね
て
残
し
た
も
の
と
思
う
｡

こ
こ
で
ご
-
僅
か
を
段
差
(
巾
一
L
.
<
ぐ
ら
い
か
)

を
作
り
､
ま
た
約
五
〇
㍍
ぐ
ら
い
の
傾
斜
面
を
作
っ

て
い
る
が
､
こ
れ
は
第
三
期
の
リ
ス
氷
河
の
モ
レ
ー

ン
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
｡

こ
れ
を
以
て
見
る
と
'
千
畳
敷
カ
ー
ル
の
モ
レ
ー

ン
の
大
部
分
は
破
壊
さ
れ
､
僅
か
に
そ
の
西
南
偶
の

ご
く
一
部
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り

千
畳
敷
の
氷
河
は
､
極
わ
め
て
小
規
模
な
懸
垂
氷
河

だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡

な
お
興
味
あ
る
こ
と
は
､
リ
ス
期
の
氷
河
の
モ
レ

ー
ン
の
残
部
と
思
わ
れ
る
､
延
長
線
の
圏
内
に
人
工

の
小
池
剣
ケ
池
(
約
一
ア
ー
ル
程
)
が
あ
る
｡
満
潮

掬
す
べ
き
雪
解
け
の
冷
水
の
湧
き
出
る
の
を
､
赤
穂

営
林
署
が
､
五
〇
亮
程
の
堤
指
を
築
き
､
深
さ
約
三

〇
七
㌔
程
の
池
垢
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
が
'
も
し
モ

レ
ー
ン
が
破
壊
せ
ず
し
て
現
存
す
れ
ば
､
同
岳
の
濃

ケ
池
の
如
-
､
当
然
氷
河
湖
が
現
存
す
る
筈
で
あ
る
｡

園
谷
内
に
は
'
氷
河
期
の
指
標
植
物
で
あ
る
ハ
イ

マ
ツ
を
主
と
し
て
､
所
謂
高
山
植
物
に
お
お
わ
れ
で

い
る
｡
今
そ
の
登
山
道
両
側
に
見
ら
れ
る
植
物
を
'

地
史
的
分
布
か
ら
一
瞥
し
て
見
る
と
､
ま
ず
東
亜
の

半
島
時
代
を
前
期
と
し
､
こ
れ
を
ナ
カ
ネ
シ
系
と
名

づ
け
､
列
島
時
代
に
在
っ
て
か
ら
を
.
マ
キ
ネ
シ
ア
系

と
名
づ
け
､
そ
の
分
布
型
や
地
域
分
布
系
は
､
以
下

の
如
-
に
な
る
｡
し
か
し
分
布
は
種
に
よ
っ
て
デ
リ

ケ
ー
ト
で
､
分
類
が
困
難
に
な
る
｡
な
お
詳
細
は
拙

著
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

飛
び
越
し
型
　
本
分
布
型
は
､
日
本
海
を
飛
び
越
し

て
分
布
す
る
型
で
､
日
本
海
の
陥
没
に
よ
っ
て
著

し
く
隔
離
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
一
種

ト
ウ
ヤ
ク
リ
ン
ド
ウ

南
ま
わ
り
型
　
本
分
布
型
は
､
東
シ
ベ
リ
ヤ
･
満
州

･
中
国
･
朝
鮮
･
九
州
･
四
国
･
本
州
の
順
の
大

陸
系
と
南
洋
諸
島
･
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
群
島
･
台
湾

･
琉
球
･
九
州
･
四
国
･
本
州
の
畠
鳴
型
と
そ
の

複
合
型
が
あ
る
｡
二
極

シ
ョ
ウ
ジ
ョ
ウ
バ
カ
マ
､
ミ
ヤ
マ
ア
キ
ノ
キ
リ
ン

ソ
ウ

北
ま
わ
り
型
　
本
分
布
型
は
､
朝
鮮
･
中
国
･
満
州

･
東
シ
ベ
リ
ア
･
樺
太
･
北
海
道
･
本
州
の
順
の

大
陸
系
も
の
と
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
諸
島
･
オ
ホ
ー

ツ
ク
沿
岸
地
方
･
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
半
島
･
千
島
列

島
時
代
に
一
斉
に
分
布
し
た
が
日
本
海
の
陥
没
に

よ
っ
て
'
現
状
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る

｡

一

種

ユ
キ
ザ
サ

大
陸
共
通
型
　
本
分
布
型
は
､
前
記
の
朝
鮮
･
中
国

･
東
シ
ベ
リ
ア
を
除
く
'
ア
ジ
ア
州
と
欧
州
ま
た

は
南
北
ア
メ
リ
カ
､
渡
川
･
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
大

島
･
北
海
道
･
本
州
の
島
嶋
系
と

そ
の
複
合
型
が
あ
る
｡
一
〇
種

ハ

イ

マ

ツ

･

ミ

ヤ

マ

ハ

ン

ノ

キ

､

ダ

ケ

カ

バ

､

　

タ

カ

ネ

ス

ズ

メ

ノ

ヒ

工

､

シ

ラ

ネ

ニ

ン

ジ

ン

､

ク

ル

マ
ユ
リ
､
キ
バ
ナ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
､

コ
メ
バ
ツ
ガ
サ
ク
ラ
､
タ
ロ
ユ
リ
`

シ
ノ
ブ
カ
グ
マ

日
本
海
め
ぐ
り
型
　
本
分
布
型
は
､

朝
鮮
･
中
国
･
満
州
･
東
シ
ベ
リ

ア
･
樺
太
･
北
海
道
･
本
州
･
四

国
･
九
州
と
日
本
海
を
中
心
に
､

そ
の
周
辺
に
分
布
す
る
型
で
､
半
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マ
キ
ネ
シ
ア
系
と
西
マ
キ
ネ
シ
ア

系
に
分
れ
る
｡
北
マ
キ
ネ
シ
ア
系

は
､
北
海
道
中
央
低
地
帯
を
境
と

し
､
北
海
道
の
東
半
と
千
島
列
島
'

樺
太
に
分
布
の
本
拠
を
お
-
も
の

で
あ
り
'
西
マ
キ
ネ
シ
ア
系
は
北

海
道
の
西
半
と
本
州
･
四
国
,
九

州
と
そ
の
属
島
に
五
つ
の
地
域
分

布
系
か
ら
成
立
し
て
い
る
｡

北
マ
キ
ネ
シ
ア
系
｡
三
種

夕
カ
ネ
ナ
ナ
カ
マ
ド
､
ウ
ラ
ジ
ロ

ナ
ナ
カ
マ
ド
､
夕
カ
ネ
サ
ク
ラ
､

キ
バ
ナ
ノ
コ
マ
ノ
ツ
メ
､
サ
ン
カ

睦
と
関
係
が
あ
る
も
の
を
指
す
も
の
で
大
陸
型
と

白
鴎
型
と
そ
の
複
合
型
と
が
あ
る
｡
九
種

ミ

ヤ

マ

ガ

ラ

シ

､

マ

イ

ヅ

ル

ソ

ウ

､

コ

ケ

モ

モ

､

タ
カ
ネ
ス
イ
バ
､
ハ
ク
サ
ン
イ
チ
ゲ
､
ミ
ヤ
マ
ハ

タ

ザ

才

､

ガ

ン

コ

ウ

ラ

ン

､

ヤ

マ

ブ

キ

シ

ョ

ウ

マ

､

ミ
ツ
バ
オ
ウ
レ
ン

北
マ
キ
ネ
シ
ア
系
　
後
期
の
マ
キ
ネ
シ
ア
系
は
'
北

ヨ
ウ
､

ミ
ヤ
マ
ク
ロ
ス
ゲ
､
シ
ナ
ノ
キ
ン
バ
イ
､

ブ
ラ
ジ
ロ
タ
デ
'
ミ
ヤ
マ
ダ
イ
コ
ン
ソ
ウ
､
ア
ラ

シ
グ
サ
､
ミ
ヤ
マ
シ
オ
ガ
マ

蝦
夷
陸
奥
地
域
系
　
本
地
域
系
は
北
海
道
西
半
と
奥

羽
地
方
の
大
部
分
に
分
布
す
る
も
の
で
あ
る
｡
五

種コ
バ
イ
ケ
イ
ソ
ウ
､
シ
ナ
ノ
オ
ト
キ
リ
'
ミ
ヤ
マ

メ
シ
ダ
'
ミ
ヤ
マ
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
'
タ
カ
ネ
ヨ
モ
ギ

関
東
地
域
系
　
分
布
し
な
い
か
ら
略
す
｡

義
速
紀
地
域
系
　
固
有

日
本
海
地
域
系
　
同
右

フ
ォ
ッ
サ
･
マ
グ
ナ
地
域
系
　
本
州
で
最
後
に
睦
化

し
た
新
し
い
地
域
と
､
そ
の
陸
化
に
依
る
各
種
の

地
変
､
就
中
火
山
活
動
に
よ
る
諸
々
の
異
状
､
各

種
放
射
能
な
ど
に
よ
っ
て
新
生
分
化
し
た
種
｡
一

種ヤ
ツ
ガ
タ
ケ
ア
ザ
ミ

固
有
種
　
本
種
は
そ
の
地
域
に
特
有
で
他
に
ぼ
産
地

は
な
い
も
の
を
指
す
｡
広
く
見
れ
ば
日
本
全
土
に

産
す
る
が
'
他
の
世
界
に
は
兄
を
い
と
い
う
も
の

か
ら
､
或
る
地
域
全
域
と
か
'
或
い
は
一
県
､
一

都
に
の
み
見
ら
れ
る
と
か
､
更
に
は
極
め
て
小
範

囲
の
地
域
に
限
ら
れ
る
な
ど
､
産
地
の
広
狭
の
巾

が
広
い
｡
七
種

シ
ロ
バ
ナ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
､
オ
オ
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
ボ
ク
､

イ

ワ

ス

ゲ

､

ツ

ガ

ザ

ク

ラ

､

イ

ワ

ッ

メ

タ

サ

､

コ

マ
ウ
ス
ユ
キ
ソ
ウ
､
タ
カ
ネ
と
ゴ
タ
イ

禦
系
統
　
本
系
統
は
分
布
が
は
っ
き
り
し
凄
い
も
の

で
'
多
く
は
変
種
や
変
形
で
種
よ
り
の
変
化
が
､

軽
い
も
の
で
あ
る
｡
一
極

コ
イ
ワ
カ
ガ
ミ

千
畳
敷
カ
ー
ル
内
の
登
山
道
の
近
-
で
見
た
植

物
(
こ
れ
は
手
に
採
っ
た
も
の
で
な
-
､
そ
れ
に
老

年
で
あ
り
病
後
で
あ
る
の
で
誤
り
も
あ
る
と
思
う
｡

同
学
の
方
の
ご
訂
正
を
願
う
)
げ
'
合
計
四
十
八
種

で
あ
る
｡
今
こ
れ
を
分
布
系
か
ら
検
討
す
る
と
'
北

マ
キ
ネ
シ
ア
系
の
二
極
を
最
多
と
L
t
次
は
北
ま

わ
り
型
の
一
〇
種
､
大
陸
共
通
型
の
九
種
'
固
有
種

の
七
種
､
蝦
夷
陸
奥
地
域
系
の
五
種
､
高
ま
お
り
型

の
二
種
､
飛
び
越
し
型
と
フ
ォ
ッ
サ
･
マ
グ
ナ
地
域

系
､
日
本
海
め
ぐ
り
型
と
無
系
統
の
そ
れ
ぞ
れ
一
種

ず
つ
の
順
に
な
る
｡

ま
た
大
陸
と
関
係
あ
る
も
の
は
､
飛
び
越
し
型
一

種
､
南
ま
わ
り
型
二
種
､
大
陸
共
通
型
九
種
､
北
ま

･
わ
り
型
一
〇
種
､
日
本
海
め
ぐ
り
型
一
種
の
合
計
二

三
種
で
総
数
の
約
-
半
ば
に
達
す
る
｡
日
本
が
過
去

に
於
い
て
大
陸
の
半
島
で
あ
り
'
東
亜
の
束
縁
で
あ

っ
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡

更
に
ま
た
飛
び
越
し
型
一
種
､
北
ま
お
り
型
一
〇

種
､
大
陸
共
通
型
九
種
､
北
マ
キ
ネ
シ
ア
系
二
種
､

蝦
夷
陸
奥
地
域
系
玉
穂
､
合
計
三
六
種
は
総
数
の
七

五
%
に
当
る
'
こ
れ
は
北
方
系
即
ち
寒
地
地
域
と
深

い
関
係
に
あ
る
も
の
で
'
氷
河
を
語
る
上
に
見
逃
せ

変
化
し
'
中
部
で
は
こ
の
コ
マ
ウ
ス
ユ
キ
ソ
ウ
と
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
も
欧
州
ア
ル
プ
ス
の

名
花
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
と
も
っ
と
も
近
似
し
て
い
る

と
言
わ
れ
る
､
興
味
あ
る
種
で
あ
る
｡

(
東
筑
摩
郡
四
賀
村
)

な
い
も
の
で
あ
る
｡

最
後
に
固
有
種
が
七
種
あ
る
が
､

そ
の
う
ち
の
シ
ロ
バ
ナ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
､

オ
オ
ヒ
ョ
ウ
ダ
ン
ボ
ク
'
イ
ワ
ス
ゲ
､

ツ
ガ
サ
ク
ラ
､
イ
ワ
ッ
メ
タ
サ
､
タ

カ
ネ
と
ゴ
タ
イ
の
六
種
は
､
相
当
広

い
地
域
に
産
す
る
が
､
コ
マ
ウ
ス
ユ

キ
ツ
ワ
(
ヒ
メ
ウ
ス
ユ
キ
ソ
ウ
)
　
の

み
は
本
山
脈
固
有
で
あ
る
｡
思
う
に

古
い
時
代
に
ウ
ス
ユ
キ
ソ
ウ
が
高
山

寒
地
帯
に
入
り
'
北
海
道
で
は
エ
ゾ

ウ
ス
ユ
キ
ツ
ワ
と
在
り
､
奥
羽
で
は

ハ
ヤ
チ
ネ
ウ
ス
ユ
キ
ソ
ウ
に
変
り
`

関
東
で
は
シ
ナ
ツ
ワ
ス
ユ
キ
ソ
ウ
と
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針ノ木雪渓をパックに税関を受ける

鰭物博と山

に
ゃ
く若

"
王
子
神
社
三
重
塔
に
つ
い
て

上

　

條

　

為

　

人

著
一
王
子
神
社
を
訪
れ
る
者
は
､
誰
し
も
神
社
の

境
内
に
高
く
立
っ
て
い
る
三
重
塔
の
存
在
に
奇
異
の

感
を
抱
く
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
｡
も
と
も
と
三
重

塔
婆
は
寺
院
に
付
属
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
｡

そ
れ
も
そ
の
は
ず
､
若
一
王
子
神
社
は
鎌
倉
時
代

の
始
め
頃
､
仁
科
氏
に
よ
っ
て
紀
州
熊
野
那
智
権
現

か
ら
勧
請
さ
れ
た
も
の
で
､
神
仏
習
合
の
名
残
り
を

と
ど
め
て
い
る
わ
け
で
す
｡
元
来
こ
の
塔
は
拝
殿
と

並
列
し
て
い
る
観
音
堂
に
付
属
し
て
建
て
ら
れ
､
明

治
維
新
ま
で
は
､
仁
科
神
明
宮
の
神
宮
寺
に
所
属
し

て
お
り
ま
し
た
｡

江
戸
中
期
の
建
築
で
す
が
､
三
重
塔
は
中
南
信
地

区
で
は
駒
ヶ
根
の
光
前
寺
た
け
に
し
か
存
在
し
な
い

貴
重
を
建
造
物
で
あ
り
ま
す
｡
が
っ
し
り
し
た
重
厚

を
木
組
み
と
安
定
し
た
柿
板
葺
き
の
三
重
屋
根
は
､

風
格
の
あ
る
九
幹
と
共
に
均
斉
の
と
れ
た
美
し
さ
を

示
し
て
い
ま
す
｡

古
文
書
に
よ
れ
ば
､
塔
の
高
さ
は
十
一
間
五
尺
八

寸
(
約
二
一
･
七
メ
ー
ト
ル
)
､
九
幹
の
長
さ
は
三

間
四
尺
五
寸
四
分
(
約
六
･
八
メ
ー
ト
ル
)
　
で
あ
り

ま
す
｡
塔
の
正
面
は
東
向
き
で
す
が
､
杉
村
の
中
心

柱
は
九
間
一
寸
二
分
(
約
一
六
･
四
メ
ー
ト
ル
)
　
で

二
階
天
井
で
止
ま
り
､
階
下
に
は
五
智
如
来
(
大
日

し
●
〈

･
阿
閃
･
宝
生
･
阿
弥
陀
･
釈
迦
)
　
の
坐
像
を
安
置

し
て
い
ま
す
｡

か
･
え
･
e
±
◆
′
ら

特
に
こ
の
塔
で
珍
ら
し
い
も
の
は
､
下
層
の
姦
股

に
刻
ま
れ
て
い
る
人
身
猷
面
の
十
二
支
の
彫
刻
で
あ

り
ま
す
｡
十
二
支
を
か
た
ど
っ
た
鼠
･
牛
･
虎
･
兎

･
龍
･
蛇
を
ど
の
動
物
た
ち
が
'
衣
冠
束
帯
姿
に
威

儀
を
正
し
て
正
座
し
て
い
る
姿
は
何
と
も
ほ
ほ
笑
ま

し
い
限
り
で
す
｡
し
か
も
塔
の
中
心
か
ら
夫
々
の
蓋

ね

股
を
結
ぶ
十
二
の
方
向
は
､
子
(
北
)
､
卯
(
東
)

､

′

し

り

午
(
南
)
､
酉
(
西
)
と
そ
の
中
間
と
夫
々
の
方
位

を
正
し
-
示
し
て
い
ま
す
｡

戦
国
時
代
末
に
も
境
内
に
塔
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ

で
い
ま
す
が
､
現
在
の
塔
は
宝
永
八
年
(
一
七
一
一

)
二
月
に
竣
工
し
た
も

の
で
あ
り
ま
す
｡
松
本

藩
主
水
野
息
直
が
大
理

郡
と
在
り
'
塔
建
立
者

は
金
峰
山
神
宮
寺
住
弘

岸
で
､
小
用
村
高
山
寺

の
三
重
塔
を
修
覆
し
た

弾
誓
寺
六
世
の
住
職
で

あ
っ
た
木
食
同
居
故
信

が
勤
王
と
な
り
､
有
力

者
四
名
が
勧
化
添
人
と

在
っ
て
い
ま
す
｡
工
事

は
松
本
蒲
の
郡
奉
行
や

代
官
に
よ
る
監
督
の
も

と
､
大
町
村
の
庄
屋
は

じ
め
有
力
者
が
夫
々
月

荏
(
二
十
名
)
`
或
は
建
立
奉
行
(
二
十
名
)
を
つ

と
め
て
お
り
ま
す
｡

総
工
費
は
庄
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
､
相
当
の

巨
費
を
要
し
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
｡
資
金
調
達

に
関
す
る
借
用
金
と
利
子
と
加
え
た
返
済
計
画
に
つ

い
て
は
､
す
で
に
完
成
十
年
前
の
元
禄
十
四
年
(
一

七
〇
一
)
か
ら
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た
所
要
の

木
材
は
野
口
山
と
源
汲
山
か
ら
搬
出
さ
れ
､
製
材
に

_
)
び

あ
た
る
木
挽
き
や
用
材
の
調
製
に
あ
た
る
大
工
､
必

要
な
人
足
等
､
氏
子
総
が
か
り
で
ね
こ
在
っ
た
大
事

業
で
あ
り
ま
し
た
｡

三
重
塔
建
立
を
担
当
し
た
技
術
者
は
'
仁
科
神
明

宮
の
宮
大
工
と
し
て
代
々
二
十
年
毎
の
式
年
造
営
に

奉
仕
し
て
き
た
金
原
氏
一
門
と
､
董
大
工
･
鋳
物
師

･
鍛
治
･
金
物
師
･
塗
物
師
な
ど
を
含
む
関
係
者
で

あ
り
ま
す
｡
標
札
に
よ
れ
ば
､
棟
梁
は
金
原
又
七
､

畳
棟
染
(
設
計
者
)
は
金
原
佐
助
が
あ
た
り
､
斬
始

を
つ
と
め
た
金
原
五
郎
七
､
金
原
勘
五
郎
､
常
詰
大

工
は
金
原
善
七
他
七
名
に
大
町
惣
大
工
が
協
力
し
､

常
詰
木
塊
に
は
金
原
権
右
衛
門
ほ
か
二
名
に
大
町
惣

木
晩
が
協
力
し
て
い
ま
す
｡

当
前
の
仁
科
神
明
宮
式
年
造
営
は
'
元
禄
九
年
(

一
六
九
六
)
と
享
保
元
年
(
一
七
一
六
)
　
に
ね
こ
合

わ
れ
て
い
ま
す
の
で
､
こ
の
間
を
ぬ
っ
て
金
原
氏
一

門
と
そ
の
関
係
者
グ
ル
ー
プ
は
､
宝
永
四
年
(
一
七

〇
七
)
　
の
観
音
堂
建
立
に
引
き
続
き
､
総
力
を
挙
げ

て
三
重
塔
の
造
営
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
｡

現
在
､
そ
の
詳
細
を
設
計
覚
え
書
き
と
設
計
図
が
残

さ
れ
､
な
お
天
正
寺
に
は
十
分
の
一
の
原
形
と
い
わ

れ
る
三
重
小
塔
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
｡

周
囲
の
古
杉
の
枯
損
に
よ
っ
て
明
る
さ
を
増
し
た

社
頭
に
そ
そ
り
立
つ
三
重
塔
は
､
ま
さ
に
江
戸
中
期

に
お
け
る
郷
士
の
宮
大
工
の
建
築
技
術
水
準
の
高
さ

友
の
会
だ
よ
り

針
ノ
木
自
然
観
察
会

6
月
1
5
日
'
参
加
者
3
4
名
､
扇
沢
か
ら
約
2
時
間

3
0
分
を
か
け
て
大
沢
小
屋
ま
で
観
察
を
し
､
大
沢

小
屋
で
昼
食
へ
　
そ
こ
で
は
ポ
ッ
カ
汁
､
ア
ザ
ミ
の

天
ぷ
ら
な
ど
に
舌
つ
づ
み
を
打
っ
た
｡

昼
食
後
は
雪
渓
尻
ま
で
登
り
'
雪
と
緑
を
満
喫
し

た
｡

博
物
館
だ
よ
り

カ
モ
シ
カ
死
亡

6
月
約
日
､
山
と
沢
子
の
第
-
子
､
愛
称
ナ
ナ
ヲ

は
胃
腸
障
害
の
た
め
死
亡
し
た
｡
現
在
の
飼
育
カ

モ
シ
カ
は
8
頭
｡

資
料
ご
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

ゴ
ン
ゾ
　
2
点
　
市
内
仁
科
町
　
内
山
軍
治
氏

リ
ス
　
-
点
　
市
内
常
盤
　
藤
巻
厚
美
氏

ヤ
マ
ア
カ
ガ
エ
ル
ー
点
　
市
内
平
西
沢
利
明
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