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LTl鍾闇鰯舘
第26巻　第12号　　1981年12月25日　　　大町山岳博物館

完成した新館(最上方)と旧館(中)､長野県山岳繕合センター(下方)　　　　撮影　宮沢　洋介

山
岳
博
物
館
新
築
落
成
に
あ
た
っ
て

昭
和
克
十
六
年
十
一
月
､
待
望
の
市
+
>
:
大
町
山
岳

博
物
館
の
新
築
落
成
を
迎
え
た
'
こ
こ
に
大
町
市
と

し
て
は
山
岳
郡
市
の
中
で
も
特
色
を
持
っ
た
博
物
館

が
新
し
く
誕
生
し
た
わ
け
で
､
関
係
者
の
御
喜
び
は

如
何
ば
か
り
か
と
思
わ
れ
､
御
同
慶
の
至
り
で
あ
る

と
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
述
べ
る
ま
で
も
な
く
'
今
回
が
大
町
市
に

お
い
て
技
初
の
博
物
館
建
設
で
は
な
く
で
'
戦
後
間

も
な
く
地
域
住
民
の
力
を
結
集
し
て
設
け
ら
れ
た
大

町
山
岳
博
物
館
が
あ
り
､
関
係
者
の
御
努
力
で
施
設

の
拡
充
や
質
料
の
収
集
が
続
け
ら
れ
た
｡
そ
の
間
に

は
､
未
知
の
部
分
の
多
か
っ
た
所
の
'
ニ
ホ
ン
カ
モ

シ
カ
や
ラ
-
チ
ョ
ウ
の
飼
育
研
究
を
手
が
け
'
困
難

を
中
で
賞
重
な
デ
ー
ク
ー
を
得
る
な
ど
､
他
に
例
を

見
な
い
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
う
し
た
中
で
建
物
の
老
朽
化
が
進
み
､
費
重
な

質
料
の
保
存
と
展
示
や
､
入
館
者
の
不
便
さ
も
増
大

し
た
の
で
､
全
幅
的
な
改
築
を
と
い
う
気
運
が
昭
和

四
十
五
年
頃
か
ら
盛
上
が
り
､
そ
こ
で
先
進
地
の
視

察
や
仮
認
証
の
討
議
を
重
ね
な
が
ら
､
博
物
館
建
設

推
進
委
員
会
の
几
最
議
に
よ
っ
て
､
よ
り
強
力
に
こ
の

運
動
が
進
め
ら
れ
た
｡
昭
和
五
上
田
年
度
に
は
､
新

館
建
最
地
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
か
ら
位
置
に
つ
い
て

の
法
定
を
見
る
に
圭
っ
た
へ
)
　
こ
の
間
各
方
面
の
蒔
い

御
助
力
を
得
な
が
ら
舞
木
膏
血
が
ま
と
ま
り
､
計
画

宮
の
国
と
県
へ
の
提
出
を
終
え
て
､
昭
和
五
十
五
年

九
月
四
日
に
は
起
工
式
が
行
わ
れ
､
工
事
は
関
係
者

一
同
の
御
努
力
に
よ
っ
て
､
安
富
な
ど
の
悪
条
件
の

中
を
進
め
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
｡

新
博
物
館
は
地
下
.
臨
地
上
二
階
と
い
う
立
派
を

も
の
で
､
中
に
入
れ
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
中
に
､
新

し
い
構
想
が
生
か
し
て
取
入
れ
ら
れ
､
各
施
設
は
素

鴫

し

い

の

一

語

に

尽

き

る

と

い

え

よ

う

｡

又

､

二

階

は
そ
の
ま
ま
展
望
室
で
あ
り
､
北
ア
連
峰
を
一
望
に

す
る
こ
と
が
出
来
る
を
ど
､
用
と
自
然
保
護
を
テ
ー

マ
に
追
い
続
け
て
来
た
同
館
の
特
色
が
こ
こ
に
も
見

ら
れ
る
所
で
あ
る
｡
今
後
同
館
が
地
域
の
幸
衛
研
究

の
中
心
と
在
り
'
社
会
に
寄
与
さ
れ
る
こ
と
を
念
願

す
る
も
の
で
あ
る
｡

(
両
博
運
営
協
議
会
委
員
長
　
原
帥
肱
)
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小
谷
村
の
屋
号

田
舎
で
は
､
ど
こ
の
素
に
も
屋
号
が
あ
る
｡
小
谷

村
の
素
々
も
`
や
は
り
殆
ど
が
屋
号
を
も
っ
て
い
る
｡

小
谷
村
の
有
線
番
号
帳
に
の
っ
て
い
る
屋
号
を
分
雑

整
理
し
て
み
る
と
､
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

二
　
本
素
･
分
素
に
関
す
る
も
の

屋
号
を
調
べ
て
み
て
気
付
-
こ
と
の
一
つ
は
､
本

音
･
分
素
に
関
す
る
屋
号
の
多
い
こ
と
で
あ
る
｡

大
屋
素
･
壷
屋
･
古
屋
･
お
え
を
ど
､
本
音
を
あ

ら
わ
す
屋
号
の
素
が
小
谷
村
中
に
四
十
六
軒
あ
る
｡

こ
れ
に
対
し
'
あ
た
ら
し
や
･
新
屋
･
小
屋
素
,
新

屋
敷
･
で
え
･
新
教
･
隠
居
屡
･
斯
木
戸
を
ど
分
家

を
あ
ら
わ
す
屋
号
の
素
が
六
十
九
拝
あ
り
､
本
音
･

分
家
関
係
の
素
を
合
計
す
る
と
､
百
十
五
軒
に
な
る
｡

こ
れ
は
調
査
し
た
素
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
余
り
に
あ
た

る
｡

一
日
で
本
家
か
分
素
か
わ
か
る
も
の
が
大
部
分
で

あ
る
が
'
｢
お
え
｣
や
｢
で
ー
え
｣
 
､
｢
あ
ぜ
ち
｣
な
ど

は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
か
ね
る
屋
号
で
あ
る
｡

竹
内
利
美
氏
の
　
｢
信
州
の
村
落
生
活
(
中
)
む
ら
の

共
同
生
活
｣
　
と
い
う
本
の
､
高
安
患
部
奈
川
村
屋
形

原
の
分
京
間
成
立
に
関
す
る
記
事
の
中
に
｢
十
王
エ
｣

牛

　

越

　

嘉

　

人

と
呼
ば
れ
る
素
よ
り
｢
デ
工
の
エ
エ
｣
　
と
呼
ば
れ
る

素
が
分
家
し
た
こ
と
が
の
っ
て
い
る
｡
北
安
粟
市
部

で
も
､
本
家
の
こ
と
を
｢
お
え
｣
と
呼
ぶ
こ
と
が
多

-
､
私
の
素
も
同
姓
の
人
か
ら
は
｢
お
え
｣
と
呼
ば

れ
た
り
す
る
｡
小
谷
で
は
居
閑
の
こ
と
を
｢
お
え
｣
 
､

座
敷
の
こ
と
を
｢
で
え
｣
　
と
呼
ぶ
｡
南
小
谷
の
　
｢
で

ー
t
t
.
1
と
呼
ば
れ
る
素
に
有
線
で
聞
い
て
み
た
が
､
い

ず
れ
も
｢
大
屋
素
｣
　
｢
古
屋
｣
な
ど
と
呼
ば
れ
る
本

音
が
あ
り
'
分
家
し
て
出
た
零
ば
か
り
で
あ
っ
た
｡

昔
大
京
族
で
い
た
時
に
｢
で
え
(
座
敷
)
｣
　
に
住
ん
で

い
た
の
で
｢
で
え
｣
　
と
屋
[
'
.
.
.
を
付
け
た
の
だ
と
年
寄

り
か
ら
聞
い
た
と
話
し
て
く
れ
る
素
も
あ
っ
た
｡

竹
内
氏
の
本
に
よ
る
と
､
分
家
朗
は
｢
ヂ
ワ
カ
レ
｣

と
呼
ば
れ
ー
分
地
し
た
仲
閲
｣
の
こ
と
で
､
｢
デ
ル

I

L

　

｢

ア

-

ヂ

｣

　

｢

ヂ

ミ

ョ

ウ

｣

　

｢

ア

ゼ

チ

｣

と

同

じ
意
味
の
こ
と
ば
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
小
谷

の
｢
あ
ぜ
ち
｣
　
｢
妾
出
地
｣
も
分
素
を
あ
ら
わ
す
屋

号
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
｢
隠
居
屋
｣
は
'
も
ち

ろ
ん
年
寄
り
が
隠
居
し
て
出
た
素
で
あ
る
｡

一
､
職
業
に
関
す
る
も
の

職
業
に
関
す
る
屋
号
を
持
つ
素
も
だ
い
ぶ
あ
る
｡

今
は
や
っ
て
い
な
く
て
も
､
屋
号
か
ら
昔
の
職
業
が

わ
か
っ
て
お
も
し
ろ
い
｡

最
も
多
い
の
は
､
鍛
冶
座
･
鍛
冶
弄
･
天
鍛
冶
犀

な
ど
鍛
冶
屋
に
関
す
る
屋
号
で
､
村
中
に
上
田
軒
は

ど
あ
る
∩
-
農
作
業
に
使
用
す
る
鋤
鍬
を
は
じ
め
､
各

種
の
農
機
具
の
鍵
作
修
理
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
大
き
を
部
落
に
は
"
軒

か
二
軒
の
鍛
冶
屋
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

居
に
関
す
る
屋
号
の
･
 
I
.
.
t
k
も
大
分
あ
る
っ
殊
に
南
小

器
に
多
く
'
中
上
･
北
小
谷
に
は
あ
ま
り
な
い
｡

｢
酒
屋
｣
と
い
う
犀
号
の
家
が
大
分
あ
る
｡
酒
を
造

っ
た
素
や
浦
を
売
っ
た
零
と
思
わ
れ
る
｡
｢
車
馬
-
と

い
う
の
は
､
多
-
は
水
車
で
精
米
な
ど
を
や
っ
た
素
'

｢
紙
屋
｣
　
は
紙
す
ぎ
を
し
た
家
､
｢
破
屋
｣
　
は
屋
根
を

茸
-
板
(
コ
バ
と
言
っ
た
)
を
割
っ
た
素
で
あ
ろ
う
｡

戦
前
は
水
車
や
ガ
ソ
ク
リ
で
精
米
し
た
も
の
だ
が
'

戦
後
は
精
米
機
の
評
及
に
よ
っ
て
､
す
っ
か
り
そ
の

姿
が
見
ら
れ
を
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
紙
す
さ
も
､

｢
紙
屋
｣
な
ど
の
屋
号
が
付
い
て
い
老
い
･
家
で
も
天

分
や
っ
た
も
の
だ
が
､
琉
通
で
は
全
く
や
っ
て
い
る

素
が
毎
-
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
ま
た
コ
バ
で
葺

い
て
玉
石
で
押
え
た
板
屋
根
も
､
ト
タ
ン
葺
き
の
屋

根
の
普
及
で
殆
ん
ど
そ
の
姿
を
消
し
､
コ
バ
を
割
る

仕
事
も
す
っ
か
り
毎
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

表
に
あ
る
よ
う
な
屋
号
の
素
が
､
実
際
に
屋
号
の

仕
事
を
し
て
い
た
か
ど
う
か
､
一
々
確
か
め
て
は
無

い
が
､
多
く
は
屋
号
の
よ
う
な
仕
事
を
し
て
い
た
も

の
と
思
う
｡

三
'
位
置
に
関
す
る
も
の

〓
十
･
中
･
下
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の

上
･
中
･
下
関
係
を
あ
ら
れ
す
屋
号
は
､
梯
め
て

多
い
｡-

れ
か
た
｣
　
｢
わ
で
｣
が
最
も
多
-
､
｢
大
わ
で
｣

｢
わ
だ
ん
｣
｢
天
じ
ょ
う
｣
　
｢
水
か
し
ら
｣
　
｢
か
み
｣

な
ど
が
そ
れ
に
続
く
｢
)
大
を
上
に
付
け
た
屋
号
(
｢
大

わ
で
｣
｢
大
で
ん
じ
よ
っ
｣
　
｢
大
工
｣
な
ど
)
も
大
分

あ
る
｡
｢
道
上
｣
　
｢
宮
の
士
｣
　
な
ど
､
ど
こ
の
上
に

あ
る
か
を
あ
ら
わ
す
も
の
'
｢
上
ご
う
ら
｣
　
と
｢
下
ご

ぅ
ら
｣
 
､
｢
士
み
の
げ
平
｣
と
ー
下
み
の
げ
乎
｣
　
の
よ

う
に
同
じ
屋
号
に
上
下
を
付
け
て
区
別
し
た
も
の
も

だ
い
ぶ
見
ら
れ
る
｡
上
に
関
係
す
る
屋
号
の
素
は
百

上
元
帥
も
あ
り
､
夫
へ
ん
多
い
｡

｢
中
｣
　
｢
ま
ん
中
｣
な
ど
が
多
い
｡
｢
大
事
件
｣

｢
中
高
中
｣
　
｢
手
沢
申
｣
　
な
ど
'
地
名
に
中
を
つ
け

た
も
の
'
｢
町
中
｣
　
｢
林
中
｣
　
｢
よ
し
の
申
し
な
ど
､

ど
ん
な
と
こ
ろ
の
中
に
あ
る
か
を
あ
ら
わ
し
た
も
の

｢
中
わ
で
｣
｢
年
輩
｣
　
｢
仲
あ
そ
｣
　
｢
中
盤
出
｣
　
な
ど
､

車
を
上
に
付
け
て
そ
の
位
講
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も

の
を
ど
が
見
ら
れ
る
｡

｢
下
÷
大
下
｣
な
ど
が
大
変
多
く
､
そ
れ
に
つ
い

で
｢
宮
下
｣
｢
道
下
｣
　
｢
堂
の
卜
÷
子
校
下
÷
岩
下
一

｢
用
下
｣
な
ど
､
何
の
下
に
あ
る
か
を
あ
ら
わ
す
も
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館物情ど山

の
が
多
い
｡
｢
沢
尻
｣
　
｢
池
尻
÷
麻
生
尻
｣
　
｢
久
保
尻
｣

な
ど
､
下
で
は
な
く
尻
の
つ
い
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡

ま
た
｢
上
大
下
｣
に
対
す
る
｢
下
大
下
｣
　
｢
上
み
の

げ
平
｣
　
に
対
す
る
｢
下
み
の
げ
平
｣
と
い
う
よ
う
な

も
の
も
あ
る
｡

十
･
巾
･
下
関
係
の
素
数
の
合
計
は
'
二
宮
九
十

二
軒
で
､
調
査
声
敦
の
一
.
上
パ
ー
セ
ン
ト
余
り
を
占

め
る
｡

い
う
屋
号
の
素
の
万
が
多
い
｡

訓
前
後
･
左
右
･
近
隣
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の

同
じ
屋
号
で
も
､
他
用
し
て
い
る
字
は
様
々
で
あ

る
｡

｢
嘩
十
一
｢
は
じ
｣
　
｢
向
÷
っ
し
ろ
｣
な
ど
の
屋
号

が
多
く
'
｢
梯
め
｣
　
｢
向
井
｣
｢
梯
屋
｣
　
｢
と
在
り
.
I
　
｢

人

と

な

り

｣

　

｢

あ

っ

ち

｣

　

｢

お

く

｣

な

ど

と

い

う

屋

か
方
位
関
係
を
あ
ら
わ
す
も
の

方
位
関
係
の
屋
号
も
天
分
あ
る
｡

菓
･
西
･
幅
･
北
条
方
位
の
屋
号
を
持
つ
家
が
見

ら
れ
る
｡
東
関
係
九
拝
､
西
関
係
上
し
軒
'
南
関
偉

八
軒
､
北
関
係
十
五
軒
で
､
西
や
北
の
つ
-
屋
号
の

零
が
北
鞍
的
多
い
｡
ま
た
単
に
｢
串
一
と
か
｢
北
｣

と
い
う
屋
号
の
舌
は
少
な
-
 
､
｢
束
｣
や
｢
西
｣
と

号
が
そ
れ
に
続
い
て
多
い
｡
｢
木
戸
〓
｣
や
｢
ま
せ

日
.
I
は
部
落
の
入
日
の
家
の
崖
B
'
〟
で
､
｢
ね
-
.
I
や
｢

お
く
り
｣
は
奥
の
方
に
あ
る
素
の
屋
号
で
あ
る
｡

｢

あ

っ

ち

｣

と

か

｢

あ

っ

ち

む

き

｣

を

ど

と

い

う

お

も
し
ろ
い
屋
号
の
舌
も
み
ら
れ
る
｡

こ
の
仲
間
の
屋
号
の
J
'
J
k
は
有
八
軒
あ
り
､
全
体
の

八
パ
ー
セ
ン
ト
近
-
を
占
め
る
｡

こ
の
よ
う
に
位
置
関
係
を
あ
ら
わ
す
屋
号
は
大
変

多
い
｡
位
諸
を
あ
ら
わ
す
に
は
塞
塗
に
な
る
も
の
が

必
要
で
あ
る
｡
本
家
や
道
や
堂
･
宮
な
ど
が
塞
塗
に

な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
､
多
-
は
相
対
的
な
位

韓
関
係
で
あ
ら
れ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

叩
､
白
衣
印
に
よ
る
も
の

(

し

･

十

･

(

本

･

①

･

･

-

(

長

･

(

-

･

⑰

･

声

･

(

叶

へ

.

･

入

'

･

r

<

･

①

･

｢

-

〟

.

<

･

七

･

人

-

･

(

-

j

･

(

用

･

I

-

･

r

I

_

･

八

･

+

･

杢

･

広

･

奔

･

(

天

･

㊦

こ
れ
ら
は
千
国
部
落
の
索
郎
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
屋

号
で
あ
る
｡
天
変
楠
単
を
印
で
表
現
で
き
て
便
利
で

あ
る
｡

南
小
谷
で
は
千
国
の
ほ
か
に
栂
池
･
雨
中
･
下
里

瀬
･
藤
平
･
梨
平
･
土
倉
･
虫
尾
･
輩
･
池
原
･
北

野
な
ど
に
六
十
円
軒
は
ど
素
印
を
屋
号
と
し
て
い
る

素
が
あ
る
｡
栂
池
の
民
宿
に
も
｢
か
ね
た
屋
｣
　
｢
や

ま
き
ゅ
う
蒋
一
｢
て
こ
館
｣
　
｢
㊥
旅
館
｣
な
ど
素
印
を

そ
の
ま
ま
旅
館
名
に
用
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

中
土
に
は
十
四
軒
'
北
小
谷
に
は
七
軒
ほ
ど
索
印

を
屋
号
と
し
て
用
い
て
い
る
零
が
あ
る
.

索
郎
を
屋
号
と
し
て
用
い
て
い
な
い
家
で
も
､
そ

れ
ぞ
れ
の
素
の
素
印
は
持
っ
て
お
り
､
焼
印
を
作
っ

て
下
駄
や
家
具
に
押
し
て
あ
る
こ
と
が
多
い
｡

千
回
や
雨
中
･
下
里
瀬
な
ど
､
や
や
街
が
か
っ
た

部
落
に
索
郎
を
屋
号
と
し
て
い
る
零
が
多
い
の
は
､

位
置
関
係
で
は
あ
ら
お
し
に
-
い
こ
と
な
ど
に
よ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
｡

千
国
で
は
人
-
(
か
じ
や
)
か
ら
分
家
し
た
家
に
人
二

人
1
.
+
､
人
間
と
い
う
屋
･
.
五
･
を
つ
け
て
あ
る
と
い
う
｡
素
印

で
呼
ん
で
い
る
素
と
､
普
通
の
屋
号
で
呼
ん
で
い
る

.
 
'
客
と
､
両
方
を
併
用
し
て
い
る
･
 
I
.
*
が
あ
る
よ
う
で
あ

る
｡

五
､
出
身
地
に
関
す
る
も
の

越
後
の
出
身
だ
か
ら
｢
越
後
屋
｣
､
甲
州
の
出
身

だ
か
ら
｢
甲
州
屋
｣
と
い
っ
た
瀬
で
あ
る
｡

池
原
か
ら
出
た
の
で
｢
池
原
屋
｣
､
六
合
か
ら
出

た
の
で
｢
六
合
畢
一
な
ど
教
師
そ
の
よ
う
な
素
が
あ

る
｡

六
､
姓
を
屋
号
が
お
り
に
し
て
い
る
も
の

特
別
屋
号
を
持
た
な
い
新
し
い
家
は
､
姓
を
屋
号

が
お
り
に
し
て
い
る
華
が
あ
る
.
姓
の
後
ろ
に
屋
を

付
け
た
｢
今
井
摩
一
｢
川
崎
摩
一
｢
松
沢
厚
一
な
ど

で
あ
る
(
､

こ
の
よ
う
な
家
が
二
十
九
軒
ほ
ど
見
ら
れ
る
｡

士
､
地
形
に
関
す
る
も
の

向

･

原

･

畠

･

葦

･

窪

･

半

･

坂

･

崎

･

は

は

な

ど
地
形
に
関
係
し
た
屋
号
の
家
が
1
'
I
上
記
軒
は
ど
も

る
｡

八
'
植
物
に
関
す
る
も
の

菊

･

松

･

梅

･

柳

･

桜

･

棉

･

栗

･

竹

な

ど

､

植

物
関
係
の
屋
号
の
零
が
十
六
軒
は
ど
あ
る
｡

九
､
田
に
関
す
る
も
の

｢
た
ん
ば
｣
　
｢
川
合
甲
一
｢
二
枚
田
｣
　
｢
ど
う
中
一

な
ど
田
に
関
す
る
屋
号
が
上
聞
軒
ほ
ど
あ
る
｡

十
､
水
に
関
す
る
も
の

｢
清
水
｣
　
｢
塩
水
｣
　
｢
が
ん
沢
｣
　
｢
長
瀬
｣
　
｢
樹

溝
｣
な
ど
水
に
関
す
る
屋
号
が
二
十
軒
ほ
ど
あ
る
(
一

人
問
が
生
活
し
て
い
-
上
で
毎
-
で
は
な
ら
を
い

水
に
関
す
る
屋
号
が
見
ら
れ
る
の
は
当
課
の
こ
と
で

あ
る
｡

十
∵
　
新
し
い
屋
号

屋
号
と
は
言
え
な
い
か
も
刷
れ
な
い
が
､
栂
池
や

藤
平
の
民
稿
や
繭
層
で
は
い
ろ
い
ろ
考
え
て
呼
び
名

を
つ
け
て
い
る
｡

姓
や
名
を
偵
用
し
た
も
の
､
雇
号
'
零
印
を
借
用

し
た
も
の
､
雪
国
や
山
岳
関
係
の
も
の
､
高
原
の
動

植
物
関
係
の
も
の
､
地
名
を
保
っ
た
も
の
､
外
国
風

の
も
の
'
そ
の
他
｢
山
賊
i
一
と
か
｢
ぐ
わ
ら
ん
ど
う
｣

な

ど

と

い

う

か

れ

っ

た

も

の

も

あ

る

｡

牛

-

人

に

名

前
を
覚
え
て
も
ら
う
為
の
主
夫
か
と
思
わ
れ
る
｡

ま
と
め

今
ま
で
の
塵
号
は
'
本
家
分
家
関
係
､
部
落
画
で

の
位
諦
関
係
な
ど
の
も
の
が
多
か
っ
だ
ー
し
聞
落
的
な

生
活
が
主
な
時
代
に
は
､
そ
れ
な
り
に
大
朝
な
役
割

を

果

た

し

て

き

た

も

の

と

思

わ

れ

る

=

し

か

し

､

現

在
の
よ
う
に
全
国
各
地
と
の
つ
な
が
り
が
深
ノ
＼
な
り
'

各
地
か
ら
集
ま
っ
た
人
々
が
新
し
い
部
落
を
作
る
よ

う
に
な
る
と
､
本
･
.
本
分
･
零
で
結
び
つ
い
て
い
だ
今
ま

ま
で
の
部
落
と
ち
が
っ
て
-
る
の
は
当
黒
だ
し
､
位

置
関
係
な
ど
で
は
呼
び
き
れ
を
-
な
っ
て
-
ま
う
｡

観
光
地
の
民
宿
な
ど
の
呼
び
名
が
今
ま
で
と
変
わ
っ

て
き
て
い
る
の
は
当
.
〝
'
;
.
の
こ
と
で
あ
る
r
J

屋
号
で
呼
ん
だ
り
呼
'
J
i
t
れ
･
'
.
'
り
す
る
と
､
民
名
で

呼
ば
れ
る
の
と
ち
が
っ
て
､
甲
か
親
し
み
を
感
じ
る
､

ま
た
屋
号
の
車
に
は
､
そ
の
家
の
歴
史
を
秘
め
て
い

る
も
の
も
あ
る
.
.
こ
れ
か
ら
も
屋
号
を
大
助
に
し
て

い
き
た
い
も
の
で
あ
る
ノ

一
池
川
中
辛
校
)
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キーボックスを受領する大町市長(左)

鰭物博ど山

大
町
地
方
の
餅
つ
き

止
月
の
餅
は
十
二
月
二
十
八
日
に
つ
く
な
ら
わ
し

に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
､
今
で
は
二
十
五
日
ご
ろ
か

ら
都
合
の
よ
い
H
に
つ
く
よ
う
に
を
り
一
定
し
在
く

な
り
ま
し
た
｡
二
十
九
日
は
昔
日
　
(
九
日
)
　
あ
る
い

は
苦
も
ち
と
い
っ
て
こ
の
日
に
つ
く
事
を
さ
ら
っ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
｡
し
か
し
け
が
れ
の
あ
っ
た
零
で

は
菅
を
つ
き
込
む
と
云
っ
て
二
上
九
日
に
つ
く
所
も

あ
り
ま
す
｡
も
ち
米
を
ふ
か
す
に
は
昔
は
角
セ
-
ロ

を
使
い
三
役
に
重
ね
て
ふ
か
し
一
つ
の
セ
-
ロ
に
は

も
ち
米
を
五
升
入
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
｡

一
度
に
一
斗
五
升
ふ
か
し
臼
で
次
ぎ
　
-
　
と
一
人

で
三
日
つ
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
｡

大
日
向
　
正
　
門

.
臼
は
五
升
つ
き
と
去
っ
て
つ
く
量
は
冗
升
を
.

つ
の
目
安
と
し
た
も
の
で
六
日
位
つ
-
家
が
多
く
あ

り
ま
し
た
｡
中
に
は
豆
餅
'
菜
館
､
粉
餅
一
し
い
女

の
粉
を
入
れ
又
ナ
チ
コ
　
(
カ
ワ
ラ
ハ
ハ
コ
グ
サ
)
　
と

呼
ぶ
山
菜
を
つ
な
ぎ
に
入
れ
た
も
の
｢
　
こ
れ
餅
(

う
る
ち
米
も
ち
米
を
半
々
に
す
る
)
　
な
ど
つ
-
零
も

あ

り

ま

し

た

｡

調
ほ
ー
∴
h
i

お
祝
い
の
餅
つ
き
に
は
臼
の
ト
へ
新
し
い
襲
又
は

む
し
ろ
を
敷
か
な
い
と
不
幸
を
事
が
お
き
る
と
い
っ

て
薬
等
を
硬
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
.

お
飾
り
　
(
お
供
)
　
は
最
初
の
一
日
か
ら
と
り
神
禄

の
薮
た
け
と
る
所
､
月
の
数
た
け
と
る
も
の
だ
と
いロイセ角

う
所
､
恵
比
寿
極
に
供
え
る
分
は
特
に
夫
き
く
と
い

う
所
､
年
神
様
の
分
二
か
き
り
た
け
を
大
き
く
と
る

所
な
ど
場
所
に
よ
っ
て
み
な
違
っ
て
お
り
ま
す
｡

お
飾
り
一
お
供
)
　
は
元
日
.
の
朝
そ
な
え
ま
す
｡

･
一
よ
1
丁

又
.
臼
か
ら
は
桝
彬
と
去
っ
て
斗
桝
の
大
き
さ
一

.
尺
余
り
)
　
の
正
方
形
の
も
の
.
.
枚
と
り
､
里
方
へ

年
始
め
に
行
く
と
き
に
も
っ
て
行
く
事
に
な
っ
て
お

り
ま
す
｡

◎
正
月
上
回
日
､
上
五
日
は
若
年
又
物
作
り
と
い
っ

て
餅
を
つ
き
一
若
餅
と
も
.
'
･
 
(
.
･
つ
)
　
こ
の
餅
で
稲
の
花

を
作
り
､
米
の
粉
で
作
っ
た
野
菜
の
形
､
マ
ユ
の
形

等
つ
/
､
つ
た
物
と
共
に
飾
り
つ
け
ま
す
し

小

)

-

/

↓

◎
二
日
二
日
一
回
日
-
.
.
〓
)
飾
供
に
は
ひ
な
様
を
飾

ひ

_

し

り
廿
酒
と
共
に
菱
餅
を
供
え
る
｡
菱
餅
は
音
色
に
し

た
草
餅
と
白
色
の
粉
餅
と
を
合
わ
せ
て
菱
形
に
切
り

ま
す

◎
五
月
五
日
一
六
月
五
日
)
　
の
飾
供
に
は
餅
を
つ
き

カ
ヤ
餅
､
柏
餅
を
作
り
ま
す
⊃

◎
八
日
上
正
目
一
十
高
校
)
　
の
お
月
見
で
餅
を
つ
き

お
月
様
に
供
え
ま
す
⊃

◎
九
日
十
二
日
　
(
上
'
.
'
夜
)
　
の
お
月
見
で
十
五
夜
と

同
じ
/
､
餅
を
つ
き
斗
桝
に
轟
を
敷
き
葉
つ
き
の
大
根

と
共
に
日
に
供
え
ま
す
､

◎
十
月
十
日
一
十
日
夜
)
餅
を
つ
き
月
へ
供
え
る
と

共
に
案
山
子
の
神
様
に
供
え
ま
す
ー
J
　
所
に
よ
っ
て
や

り
方
は
色
々
と
あ
り
ま
す
｡

角
セ
1
日
は
両
側
一
尺
五
分
の
正
方
形
深
さ
約
五

寸
の
本
で
作
っ
た
も
の
で
士
の
り
ま
す
っ

用
語
の
末
期
よ
り
だ
ん
　
-
　
九
七
-
ロ
に
変
っ
て

き
ま
し
た
｡
一
九
七
-
ロ
の
方
が
硬
い
宏
/
､
軽
便
で
つ

/
､
人
も
.
享
に
多
く
つ
ノ
､
事
が
な
ノ
＼
な
り
ま
し
た
｡

シ

一

-

ひ

九
七
-
ロ
は
唐
絵
と
云
う
木
で
作
ら
れ
継
目
は
全

部
桜
の
皮
で
ぬ
っ
て
あ
り
ま
す
｡⊥

ノ
史
し
上
乃

五
井
つ
き
.
つ
の
も
の
と
｢
重
｣
　
と
去
っ
て
二
つ

の
も
の
と
が
あ
り
ま
す
｡
大
き
さ
は
大
小
あ
り
ま
す

が
普
通
は
五
井
雀
に
あ
う
よ
う
に
作
っ
て
あ
り
ま
す
｡

最
近
は
餅
つ
き
も
木
の
臼
か
ら
機
械
に
変
り
'
ふ
か

し
も
ガ
ス
で
楢
単
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の

で
､
昔
の
よ
う
に
胡
牛
く
か
ら
あ
ち
こ
ち
で
も
ち
を

つ
く
音
が
聞
こ
え
を
/
､
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

博
物
館
だ
よ
り

博
物
館
新
館
｢
引
渡
し
｣

5
5
年
度
よ
り
建
没
が
進
め
ら
れ
て
い
た
､
博
物
館

新
館
が
完
成
し
､
去
る
日
日
2
8
日
避
雷
業
者
よ
り
大

町
吊
に
引
き
渡
さ
れ
た
｡

新
館
の
開
館
は
5
7
年
6
月
5
日
の
予
定
で
､
現
在

館
内
脹
示
の
作
製
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
.
な
お

現
在
の
旧
館
は
5
7
年
5
月
6
日
よ
り
休
館
と
在
る
｡

平
林
国
男
館
長
表
彰

去
る
1
1
日
5
日
､
博
物
館
法
施
行
三
十
同
年
を
記

念
し
た
表
彰
が
全
国
博
物
館
大
会
で
行
を
わ
れ
'
平

林
館
長
は
博
物
館
運
営
等
の
功
績
に
よ
り
文
部
大
臣

表
彰
を
受
け
た
｡
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