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再
興
成
る
大
町
山
岳
博
物
館

松
本
や
南
安
曇
か
ら
見
る
北
ア
ル
プ
ス
は
眺
め
る

山
で
あ
る
が
､
大
町
で
は
じ
か
に
せ
ま
っ
て
正
に
向

い
あ
う
山
で
あ
る
｡
大
き
な
自
然
が
小
さ
な
人
間
を

包
ん
で
あ
る
時
は
ゆ
っ
た
り
と
お
お
ら
か
に
優
し
-

あ
る
時
は
逃
れ
よ
う
に
も
決
し
て
離
さ
な
い
厳
し
さ

で
対
決
を
強
い
ら
れ
る
｡
こ
ん
を
自
然
の
中
に
あ
っ

て
大
町
の
先
哲
履
北
ア
ル
プ
ス
の
自
然
と
大
町
の
人

々
と
が
深
く
か
か
お
り
織
り
な
し
た
あ
か
し
を
後
世

に
永
-
保
存
し
'
顕
彰
し
､
生
き
る
道
し
る
べ
と
す

る
た
め
に
大
町
山
岳
博
物
館
が
創
設
さ
れ
た
｡
そ
れ

は
第
二
次
大
戦
後
の
人
心
が
荒
廃
し
た
混
乱
期
で
､

当
時
は
他
を
顧
み
る
い
と
ま
が
な
く
自
ら
が
生
き
る

こ
と
に
精
一
は
い
で
あ
っ
た
の
に
､
覇
気
に
満
ち
た

大
町
の
青
年
た
ち
が
相
寄
り
､
経
済
が
い
か
に
低
迷

し
暮
し
が
貧
し
く
と
も
先
人
の
業
績
や
遺
産
を
何
と

し
て
も
後
世
に
伝
え
た
い
と
願
っ
た
の
だ
っ
た
｡
あ

た
く
し
は
折
に
触
れ
て
当
時
の
青
年
達
が
思
い
を
高

-
掲
げ
､
そ
の
実
現
に
努
力
さ
れ
た
ひ
た
む
き
な
情

熱
に
胸
の
あ
つ
く
な
る
の
を
覚
え
る
の
で
あ
る
｡

新
装
成
る
山
岳
博
物
館
は
現
在
の
博
物
館
の
東
側

に
面
目
を
一
新
し
て
三
階
建
で
の
近
代
建
築
で
六
月

五
日
に
誕
生
す
る
｡
こ
の
館
は
現
在
の
展
示
物
を
殆

ど
そ
の
ま
ま
引
継
ぐ
と
と
も
に
新
た
を
構
想
に
よ
る

再
興
を
意
味
し
て
い
る
｡
総
工
費
約
五
億
円
､
面
積

二
二
〇
七
平
方
メ
ー
ト
ル
　
(
地
下
-
機
械
室
､
一
階

-
展
示
室
､
事
務
室
､
収
蔵
庫
へ
教
室
､
講
堂
他
､

二
階
-
展
示
室
､
研
究
室
､
収
蔵
室
､
図
書
室
'
休

憩
コ
ー
ナ
ー
等
､
三
階
-
展
望
室
)
請
負
を
伝
刀
組

他
二
社
へ
'
展
示
品
作
成
を
国
立
公
園
協
会
へ
お
願

い
を
し
'
既
に
運
営
委
員
会
の
護
を
経
て
館
の
条
例

改
正
も
行
っ
て
オ
ー
プ
ン
す
る
運
び
と
な
っ
た
｡

今
後
展
示
等
に
つ
い
て
は
常
設
､
特
別
展
と
も
に

北
ア
ル
プ
ス
と
大
町
市
を
設
立
母
体
と
す
る
特
色
を

生
か
し
な
が
ら
新
鮮
な
感
覚
で
の
ぞ
み
た
い
｡
収
集

･
保
管
･
調
査
研
究
書
に
つ
い
て
も
､
こ
の
地
に
根

を
お
ろ
し
た
社
会
教
育
機
関
の
使
命
を
果
し
つ
､
ひ

ら
-
岳
人
､
こ
の
道
の
研
究
者
に
も
役
立
て
る
も
の

に
し
た
い
｡
ど
う
か
こ
の
館
が
創
設
当
時
の
情
熱
を

更
に
凌
駕
し
て
発
展
す
る
よ
う
市
の
皆
さ
ん
方
の
ご

支
援
ご
助
力
を
た
ま
わ
り
た
い
｡

(
大
町
市
教
育
長
一
志
開
平
)
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借馬遺跡の発掘　55年4月

鰭物博ど山

遺

　

跡

は
じ
め
に

借
馬
遺
跡
(
か
る
ま
い
せ
き
)
は
､
長
野
県
大
町

市
大
字
平
の
借
馬
に
続
-
東
方
言
市
の
水
田
下
に
あ

る
追
跡
で
､
場
所
が
水
田
の
表
上
よ
り
深
い
所
で
は

五
十
㌍
昔
も
下
に
あ
る
と
い
う
こ
と
や
､
年
代
か
ら

見
て
､
五
世
紀
頃
を
ほ
ぼ
上
限
と
し
て
'
そ
れ
か
ら

約
五
'
六
百
年
の
間
に
残
さ
れ
た
古
代
の
人
達
の
生

活
の
跡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
､
こ
の
地
方
と
し

て
は
か
っ
て
な
か
っ
た
程
の
特
異
な
遺
跡
と
し
て
､

注
目
さ
れ
た
も
の
で
す
｡

私
が
こ
の
遺
跡
と
出
合
う
こ
と
と
在
っ
た
の
は
､

昭
和
四
十
五
年
の
二
月
末
の
こ
と
で
し
た
｡
あ
る
地

名
の
調
査
で
こ
の
水
田
の
中
を
通
る
農
道
を
歩
い
て

お
り
ま
す
と
'
直
ぐ
樵
を
小
川
が
農
道
と
平
行
し
て

続
い
て
お
り
､
そ
の
水
の
滴
れ
た
底
に
土
器
片
が
散

乱
し
て
い
る
の
で
す
｡
思
わ
ず
目
を
こ
ら
し
て
よ
-

よ
-
見
ま
す
と
'
ま
ざ
れ
も
な
い
古
代
の
土
器
の
破

片
で
､
須
恵
器
(
す
え
き
)
と
土
師
器
(
は
じ
き
)

原

　

田

　

　

　

肱

の
類
で
す
｡
こ
れ
に
は
驚
き
ま
し
た
が
､
と
も
角
そ

の
近
-
を
探
し
て
相
当
な
量
の
破
片
を
採
集
す
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
｡
幅
三
十
㍍
信
程
の
用
水
路
の
中

で
す
か
ら
そ
れ
程
上
流
か
ら
流
れ
て
来
た
と
は
思
え

ま
せ
ん
｡
又
こ
の
附
近
に
は
現
在
一
戸
も
素
が
あ
り

ま
せ
ん
か
ら
､
遠
-
の
人
が
あ
ざ
わ
ざ
こ
の
所
ま
で

土
器
片
を
持
っ
て
来
て
捨
て
る
と
い
う
こ
と
も
考
え

に
く
い
こ
と
で
す
｡
こ
う
し
て
見
る
と
､
こ
の
土
器

片
は
こ
の
近
-
に
当
時
住
ん
だ
人
達
が
残
し
た
も
の

の
一
部
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
が
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
､
現
在
は
一
帯
が
水
田
と
し
て
開
か
れ
て
い

る
も
の
の
､
古
代
に
は
人
家
が
散
在
し
て
い
た
こ
と

も
考
え
ら
れ
て
'
こ
の
附
迫
の
地
名
を
改
め
て
調
べ

た
も
の
で
し
た
｡
こ
の
時
調
査
し
て
い
た
の
は
､
青

木
と
い
う
地
名
で
隅
然
に
も
土
器
の
採
集
し
た
場
所

か
ら
東
南
に
香
木
と
い
う
地
名
が
続
い
て
い
た
の
で

す
｡

私
が
青
木
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
た
の
は
､
長
野

県
内
に
青
木
と
い
う
所
が
現
在
十
四
個
所
見
ら
れ
､

そ
れ
は
古
い
交
通
路
に
沿
い
､
又
は
交
通
路
の
交
差

す
る
重
要
地
帯
に
あ
る
と
い
う
こ
と
や
､
こ
れ
ら
の

青
木
を
中
心
と
し
た
附
近
は
､
中
世
の
皇
室
領
で
あ

っ
た
り
中
央
の
大
社
寺
領
と
か
摂
関
(
摂
政
関
白
の

索
)
領
な
ど
と
特
に
関
係
が
深
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
｡
し
か

し
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の
と
い
え
げ
､
青
木
と
い
う

地
名
の
場
所
を
考
古
字
上
の
調
査
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
る
の
で
へ
　
そ
の
実
行
は
全
部
の
青

木
に
対
し
て
は
と
で
も
不
可
能
を
こ
と
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
矢
先
の
こ
と
で
し
た
｡

私
は
こ
の
借
馬
の
青
木
こ
そ
大
事
な
考
古
資
料
の

出
土
し
た
場
所
で
あ
る
と
､
そ
の
農
道
と
水
路
を
追

う
形
で
北
方
へ
遺
物
を
調
査
し
､
広
い
範
囲
に
わ
た

り
借
馬
遺
跡
と
い
う
名
称
を
付
け
ま
し
た
｡

借
馬
遺
跡
の
緊
急
発
掘
調
査

昭
和
五
十
年
代
に
入
る
と
､
大
町
市
の
土
地
改
良

区
を
管
理
す
る
事
務
所
で
は
､
市
内
に
あ
る
古
い
水

田
地
帯
で
耕
作
に
不
便
な
所
を
中
心
に
'
相
当
な
ま

と
ま
り
の
面
積
が
あ
れ
ば
､
国
や
県
の
助
成
を
受
け

て
大
型
化
を
す
る
為
の
ほ
場
整
備
事
業
に
着
手
す
る

と
い
う
計
画
が
あ
り
へ
　
こ
の
事
業
を
知
る
こ
と
と
な

っ
た
お
け
で
す
が
､
市
の
教
育
委
員
会
と
し
て
､
こ

れ
を
標
に
借
馬
遺
跡
の
緊
急
発
掘
調
査
が
大
き
な
課

題
と
な
っ
て
来
た
の
で
す
｡

そ
こ
で
文
化
財
調
査
員
を
中
心
と
し
た
細
部
の
分

布
調
査
と
発
掘
計
画
が
日
程
に
上
り
､
昭
和
五
十
四

年
か
ら
五
十
六
年
ま
で
の
三
年
に
わ
た
り
調
査
が
実

施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
｡

発
掘
調
査
を
す
る
と
な
れ
ば
'
調
査
団
の
編
成
が

大
事
な
こ
と
で
す
が
'
私
は
特
に
要
望
し
て
､
測
量

と
写
真
に
つ
い
て
技
術
の
明
る
い
人
か
ら
調
査
団
貝

に
入
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
重
視
し
て
ほ
し
い
と
申
し

て
い
ま
し
た
が
､
こ
れ
は
適
任
の
人
が
参
加
し
て
く

れ
る
こ
と
と
在
り
､
そ
の
後
の
調
査
に
充
分
に
腕
を

発
揮
し
て
も
ら
い
ま
し
た
｡

そ
れ
と
い
う
の
は
'
調
査
団
と
は
い
え
へ
　
団
員
の

人
達
は
日
常
忙
し
い
生
業
を
か
か
え
て
い
で
､
連
日

発
掘
現
場
へ
出
掛
け
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
と

い
う
こ
と
､
こ
う
し
た
間
に
重
要
な
遺
構
が
次
々
と

現
れ
て
来
て
､
大
事
な
場
所
や
必
要
な
時
に
記
録
に

取
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
事
態
が
起
り
､
そ
れ

で
は
追
跡
を
掘
っ
て
遺
物
を
取
り
出
す
と
い
う
こ
と

は
出
来
る
も
の
の
､
只
そ
れ
だ
け
で
は
正
確
を
記
録

を
ど
は
期
待
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
｡
ま
し
て
､
緊
急
発
掘
で
あ
る
か
ら
に
は
､
ス

ピ
ー
ド
と
精
度
が
要
求
さ
れ
､
何
局
何
日
と
い
う
調

査
期
限
付
き
と
い
う
こ
と
が
普
通
で
あ
り
ま
す
か
ら
'

出
来
る
限
り
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
｡
私
は
一
人
の
偉
大
を
調
査
員
よ
り
も
'
部
門

毎
に
そ
の
分
野
の
専
門
的
知
識
や
技
術
を
持
っ
た
調

査
員
多
数
が
助
力
し
合
っ
て
進
め
て
行
く
調
査
こ
そ
､

こ
う
し
た
学
術
的
調
査
の
行
き
方
と
し
て
正
し
い
も

の
と
考
え
た
か
ら
で
す
｡

そ
こ
で
大
町
市
と
し
て
も
調
査
団
が
編
成
さ
れ
て
､

い
よ
い
よ
昭
和
五
十
四
年
の
四
月
か
ら
借
馬
追
跡
南

端
の
A
地
区
を
調
査
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
｡
こ

こ
は
私
が
昭
和
四
十
五
年
二
月
に
土
器
片
を
採
集
し

た
場
所
に
当
り
ま
す
｡
大
き
な
期
待
で
ブ
ル
ド
ー
ザ

ー
の
力
強
い
作
業
を
見
守
る
中
に
次
々
と
黒
色
土
の

落
込
み
が
見
つ
か
り
､
こ
れ
ら
は
調
査
員
の
人
達
に

よ
っ
て
竪
穴
住
居
址
や
柱
穴
址
な
ど
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
｡

三
年
間
の
調
査
で
一
応
予
定
地
は
終
了
し
ま
し
た

が
､
こ
れ
に
よ
っ
て
竪
穴
住
居
址
八
十
四
戸
､
掘
立

柱
の
建
物
址
三
十
六
棟
な
ど
の
他
'
古
-
あ
っ
た
用

の
跡
赦
地
点
'
人
工
の
水
路
､
大
小
の
落
込
み
に
よ

る
ピ
ッ
ト
な
ど
か
ら
'
こ
れ
ら
に
関
係
し
て
土
器
の

類
で
は
､
土
師
器
･
須
恵
器
･
黒
色
土
器
･
灰
和
陶

器
を
ど
多
数
と
､
鉄
製
品
と
砥
石
な
ど
が
発
掘
さ
れ

ま
し
た
｡古

代
の
生
活

現
在
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
昭
和
五
十
六
年
の
調
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一〇〕クー
▲
の
1

2
-

0
09圏

盃
の
結
果
を
若
干
で
す
が
入
れ
て
､
借
馬
遺
跡
に
古

く
住
ん
だ
人
達
の
生
活
を
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま

す
｡

そ
こ
で
第
一
に
古
代
の
こ
の
地
方
の
環
境
で
す
｡

借
馬
追
跡
の
形
成
は
主
と
し
て
五
世
紀
頃
を
上
限

に
し
て
､
十
一
世
紀
頃
ま
で
の
間
で
す
｡
こ
の
時
代

の
地
勢
は
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
状
態
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
｡
し
か
し
鹿
島
用
が
も
っ
と
東
へ
分
か
れ
て

い
て
'
そ
の
一
部
は
追
跡
附
迫
を
流
れ
て
お
り
､
更

に
現
在
の
農
具
川
も
木
崎
附
近
で
分
流
し
て
い
た
も

の
の
よ
う
で
'
一
帯
は
こ
れ
ら
の
小
河
川
が
網
の
目

の
よ
う
に
在
っ
て
東
南
方
向
に
流
れ
て
い
た
も
の
の

よ
う
で
し
た
｡

こ
う
い
う
環
境
の
中
で
は
､
川
が
安
定
し
て
い
れ

ば
川
の
近
-
に
素
を
建
て
て
居
住
す
る
こ
と
が
出
来

て
､
再
に
水
田
も
開
-
左
ど
し
て
そ
こ
に
定
着
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
｡
木
崎
湖
か
ら
流
れ
出
る
農

具
川
は
夏
期
の
水
温
が
高
-
､
水
稲
栽
培
に
は
古
-

か
ら
目
を
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
｡

こ
う
し
て
平
坦
で
肥
沃
で
も
あ
り
､
水
利
に
恵
ま

れ
た
借
馬
一
帯
は
古
代
の
人
達
に
よ
り
開
か
れ
つ
つ

あ
っ
た
の
で
す
が
､
弥
生
時
代
の
遺
跡
は
ほ
ん
の
あ

ず
か
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
何
ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た

も
の
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
｡

さ
て
､
以
上
の
よ
う
を
所
で
家
を
建
て
て
居
住
し

た
わ
け
で
す
が
､
そ
の
家
と
は
ど
の
よ
う
を
も
の
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
｡
私
達
は
期
待
し
な
が
ら
調
査
を

見
守
る
中
で
'
次
々
と
大
小
の
竪
穴
住
居
址
が
発
掘

さ
れ
た
の
で
す
｡
竪
穴
と
い
え
ば
､
地
面
に
直
(
ち

ょ
く
)
に
下
へ
掘
っ
た
穴
で
す
が
'
住
居
で
す
か
ら

或
る
程
度
の
形
が
整
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
専
ら
を

い
も
の
で
へ
　
こ
の
五
世
紀
代
の
竪
穴
住
居
址
を
見
ま

す
と
､
ほ
ぼ
四
角
い
形
を
し
て
下
へ
掘
り
下
げ
て
い

ま
す
｡
こ
う
い
う
形
を
方
形
の
竪
穴
と
い
い
ま
す
が
､

深
さ
は
五
十
㍍
『
位
は
あ
り
､
方
形
の
一
辺
の
長
さ

は
六
品
を
越
え
る
も
の
が
あ
り
､
文
中
に
は
三
信
位

の
小
型
の
竪
穴
も
あ
る
と
い
う
状
態
で
す
｡
竪
穴
の

床
面
は
平
に
な
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
は
当

然
で
す
が
､
四
本
の
主
柱
と
思
お
れ
る
穴
の
址
や
､

火
を
使
用
し
た
こ
と
の
な
い
竪
穴
も
多
-
'
こ
れ
は

素
の
構
造
と
共
に
火
の
管
理
に
つ
い
て
､
非
常
に
大

き
な
問
題
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
ま
す
｡
一
方
で
は

床
面
に
四
本
の
柱
穴
址
が
き
ち
っ
と
掘
ら
れ
て
い
る

の
に
､
内
部
に
は
全
く
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
見
当
ら

左
い
と
い
う
こ
と
は
､
そ
れ
だ
け
の
も
の
が
外
部
に

樹
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
｡

借
馬
遺
跡
の
場
合
の
み
で
は
な
-
､
前
に
述
べ
た

よ
う
に
竪
穴
住
居
の
中
に
お
い
て
火
を
常
時
使
用
す

る
よ
う
に
な
る
の
は
､
ほ
ぼ
六
世
紀
ま
で
下
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
｡

そ
こ
で
六
世
紀
代
の
住
居
に
在
り
ま
す
と
､
竪
穴

の
北
壁
の
ほ
ぼ
中
央
を
切
っ
て
'
か
ま
ど
が
造
ら
れ

ま
す
｡
こ
の
地
方
に
多
い
矢
沢
石
と
い
う
細
長
い
安

山
岩
を
使
い
骨
組
み
に
し
な
が
ら
椎
土
で
築
い
て
い

き
､
家
の
北
へ
煙
出
し
の
穴
を
出
し
を
が
ら
造
る
の

で
す
｡
長
野
県
塩
尻
市
平
出
の
復
元
さ
れ
た
住
居
を

見
て
も
ら
い
ま
す
と
よ
-
わ
か
り
ま
す
｡
あ
の
よ
う

な
形
の
素
が
借
馬
追
跡
に
も
建
て
ら
れ
て
い
た
の
で

し
た
｡こ

う
し
た
形
の
か
ま
ど
へ
土
師
器
の
蜜
を
か
け
､

湯
を
沸
か
し
た
り
食
物
を
煮
炊
き
し
た
も
の
で
す
｡

こ
れ
ら
の
か
ま
ど
の
前
面
の
床
は
､
灰
や
炭
や
焼
土

が
厚
く
堆
積
し
て
い
ま
し
て
'
私
達
は
こ
れ
を
兄
ま

す
と
古
代
の
歌
に
出
て
-
る
憎
影
を
思
い
出
し
､
か

つ
て
の
人
達
の
-
ら
し
を
想
像
し
た
も
の
で
し
た
｡

当
時
の
日
常
の
食
器
は
大
部
分
が
土
師
器
で
出
来

て
い
る
埼
(
つ
き
)
高
杯
(
た
か
つ
き
)
や
浅
い
椀

を
ど
で
す
｡
高
級
品
で
あ
る
須
恵
器
d
_
 
'
来
客
用
の

為
か
神
様
へ
の
行
事
に
使
用
し
た
も
の
で
､
こ
の
他

黒
色
土
器
と
い
う
も
の
も
使
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
｡

当
時
の
食
物
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
｡
こ
れ
も
重
要
な
開
題
で
す
｡
水
利
が
よ
-
て

水
温
が
高
い
か
ら
､
水
稲
栽
培
を
し
て
い
で
あ
る
程

度
の
米
の
自
給
は
出
来
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
｡
他

に
は
､
ア
ワ
･
ヒ
工
･
キ
ビ
･
な
ど
が
作
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
し
ょ
う
｡
こ
れ
以
外
は
自
然
の
中
で
得
ら

れ
る
山
野
の
動
植
物
で
∵
シ
カ
･
イ
ノ
シ
シ
な
ど
が

借
馬
遺
跡
で
住
居
址
の
中
か
ら
灰
な
ど
と
共
に
骨
片

と
な
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
て
､
こ
れ
ら
も
参
考
と
な

る
も
の
と
思
わ
れ
'
更
に
近
-
の
川
か
ら
魚
類
は
相

当
に
得
ら
れ
た
も
の
と
思
い
ま
す
｡

借
馬
遺
跡
で
私
が
現
在
重
要
を
｣
と
と
考
え
て
い

る
も
の
に
､
掘
立
桂
だ
け
の
形
を
残
し
た
建
物
址
が

三
十
六
棟
も
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
す
｡
こ
れ
は
高
床

式
の
建
物
と
も
い
わ
れ
ま
し
て
一
般
的
に
食
桂
な
ど

特
に
籾
を
貯
蔵
す
る
倉
庫
の
遺
構
で
あ
る
と
い
わ
れ

て
来
ま
し
た
｡
既
に
弥
生
式
文
化
で
有
名
な
遺
跡
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
静
岡
県
の
登
呂
遺
跡
な
ど
で
発

掘
さ
れ
て
お
り
'
こ
う
し
た
時
代
か
ら
造
ら
れ
て
あ

っ
た
も
の
で
す
｡
借
馬
遺
跡
の
場
合

を
見
ま
す
と
､
そ
の
一
棟
づ
つ
に
大

小
の
違
い
が
多
-
あ
り
'
桂
穴
な
ど

か
ら
見
て
も
と
て
も
重
量
の
あ
る
籾

を
大
量
に
貯
え
る
構
造
と
は
見
ら
れ

な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
従
っ
て
こ

れ
ら
を
全
て
樹
の
貯
蔵
用
の
倉
庫
と

し
て
考
え
る
よ
り
､
む
し
ろ
現
在
で

も
農
家
は
納
屋
(
を
や
)
と
か
毛
小

屋
(
け
ご
や
)
と
呼
ぶ
作
業
場
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
､
私
は
古
代
に
あ

っ
て
も
こ
う
し
た
小
屋
を
共
有
物
と

し
て
建
て
て
い
た
と
考
え
た
方
が
よ

い
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
も
の
で
す
｡

こ
う
し
た
見
方
で
す
と
十
赦
棟
が
作

業
小
屋
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
が
､
そ
れ
以
外
の
二

十
陳
程
が
高
床
式
の
倉
庫
と
考
え
ら
れ
､
竪
穴
式
住

居
址
八
十
四
戸
に
対
し
四
対
一
位
の
割
合
で
建
て
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
分
り
ま
す
｡
古
代
の
家
族
は
一
戸

が
敷
棟
に
分
か
れ
て
生
活
し
て
い
ま
し
た
か
ら
:
｣

こ
で
四
戸
を
一
家
族
と
仮
に
見
た
場
合
に
､
一
家
族

が
一
棟
づ
つ
の
倉
庫
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
出
て

来
た
わ
け
で
す
o
こ
の
高
い
割
合
は
何
が
原
因
で
あ

る
か
今
後
の
課
題
と
し
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
が
､

若
し
､
五
世
紀
頃
の
古
い
年
代
か
ら
高
床
式
の
倉
庫

が
こ
の
地
域
に
多
-
建
て
ら
れ
て
い
た
と
し
た
な
ら

ば
､
私
は
古
代
社
会
と
政
治
的
な
動
向
が
強
-
働
い

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
ま

す
｡
こ
れ
ら
は
非
常
に
広
い
借
馬
田
圃
の
中
で
の
一

部
分
の
調
査
か
ら
で
､
こ
れ
を
強
-
推
す
考
え
で
は

な
い
の
で
す
が
､
何
ら
か
の
問
題
は
あ
り
そ
う
で
す
｡

(
借
馬
追
跡
調
査
団
調
査
主
任
)
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舵物情ど

カ
モ
シ
カ
の
争
い

カ
モ
シ
カ
に
つ
い
て
の
会
談
の
折
､
あ
る
と
こ
ろ

の
カ
モ
シ
カ
飼
育
施
設
の
係
員
が

｢
わ
た
し
の
と
こ
ろ
の
カ
モ
シ
カ
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

ケ
ン
カ
ば
か
り
し
て
困
る
が
'
み
な
さ
ん
の
と
こ
ろ

で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
｣

と
発
言
し
ま
し
た
｡
今
か
ら
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と

で
す
｡
こ
の
係
員
の
所
属
す
る
飼
育
施
設
は
新
た
に

施
設
を
建
設
し
飼
育
を
は
じ
め
た
ば
か
り
で
'
カ
モ

シ
カ
飼
育
は
も
ち
ろ
ん
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
り
ま

し
た
｡他

の
施
設
の
係
員
は
お
互
い
に
け
げ
ん
そ
う
に
顔

を
見
あ
あ
せ
ま
し
た
｡
と
い
う
の
は
た
い
て
い
の
カ

モ
シ
カ
飼
育
場
は
､
間
仕
切
り
が
さ
れ
て
い
て
､
中

に
一
頭
､
多
-
て
も
親
子
三
頭
が
入
っ
て
い
る
-
ら

い
で
す
か
ら
､
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
ケ
ン
カ
を
す
る
と
い

う
こ
と
は
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
｡

し
か
し
､
話
を
や
り
と
り
し
て
い
る
う
ち
に
､
そ

の
原
因
が
わ
か
り
ま
し
た
｡
そ
の
施
設
は
山
林
の
中

千

　

葉

　

彬

　

司

の
一
画
を
ぐ
る
り
と
柵
で
か
こ
っ
た
中
に
何
頭
も
の

カ
モ
シ
カ
を
一
緒
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
｡

カ
モ
シ
カ
は
自
然
の
中
で
生
活
す
る
際
､
そ
れ
ぞ

れ
自
分
の
ナ
ワ
バ
リ
(
行
動
園
､
生
活
域
)
を
持
っ

て
そ
の
中
で
暮
し
て
い
ま
す
｡
そ
の
ナ
ワ
バ
リ
の
広

さ
は
そ
の
地
域
の
環
境
､
梓
に
植
生
に
よ
っ
て
左
右

さ
れ
る
よ
う
で
す
｡
例
え
ば
北
ア
ル
プ
ス
の
白
沢
天

狗
山
周
辺
の
自
然
林
や
二
次
林
の
中
に
す
む
カ
モ
シ

カ
は
百
三
十
-
百
四
十
h
も
の
広
範
囲
を
自
分
の
ナ

ワ
バ
リ
と
し
て
い
ま
す
が
､
食
害
が
起
き
て
い
る
植

林
地
の
も
の
は
こ
の
+
､
あ
る
い
は
÷
以
下
の
広
さ

し
か
持
っ
て
い
ま
せ
ん
｡
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
で
ナ
ワ
バ
リ
の
面
積
が
違
う
主
を
要
因
は
エ
サ

と
な
る
植
物
の
量
の
多
少
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
カ
モ
シ
カ
の
持
っ
て
い
る
ナ
ウ
バ
リ
は
ど
の

よ
う
に
し
て
わ
か
る
の
で
し
ょ
う
｡
カ
モ
シ
カ
に
は

眼
の
下
に
眼
下
腺
と
呼
ば
れ
る
穴
が
あ
っ
て
､
そ
こ

か
ら
出
る
液
を

木
の
枝
や
岩
を

ど
に
す
り
つ
け

る
習
性
が
あ
り

ま
す
｡
ま
た
､

木
の
幹
に
角
を

す
り
つ
け
た
跡

の
｢
角
と
ぎ
跡
｣

タ
メ
糞
を
ど
､

そ
れ
ぞ
れ
ナ
ワ

バ
リ
を
示
す
サ

イ
ン
ポ
ス
ト
の

ひ
と
つ
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
｡
さ

ら
に
カ
モ
シ
カ

の
場
合
ナ
ワ
バ
リ
と
は
い
う
も
の
の
､
そ
れ
ほ
ど
き

つ
い
も
の
で
は
な
-
､
多
少
ナ
ワ
バ
リ
の
中
に
他
の

カ
モ
シ
カ
が
入
っ
て
さ
て
も
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
会
い

限
り
'
好
ん
で
争
い
を
起
す
よ
う
な
こ
と
は
な
い
よ

う
で
す
｡

そ
れ
で
も
時
々
は
カ
モ
シ
カ
同
志
の
争
い
が
起
る

こ
と
は
､
私
た
ち
の
博
物
館
で
今
ま
で
に
教
頭
の
争

い
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
り
死
亡
し
て
い
る
も
の
を
収

容
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
｡
ま
た
'
こ

れ
ら
の
カ
モ
シ
カ
収
容
が
あ
る
季
節
に
片
寄
っ
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
､
争
い
が
起
る
の
は

ど
の
季
節
と
指
定
す
る
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
難
し
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
｡

争
い
は
オ
ス
同
志
と
思
わ
れ
る
方
も
あ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
､
メ
ス
の
闘
争
死
体
も
収
容
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
オ
ス
同
志
の
み
と
決
め
つ
け
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
｡

前
出
の
飼
育
施
設
は
カ
モ
シ
カ
が
詳
生
活
の
で
き

を
い
こ
と
を
知
ら
ず
に
､
一
区
画
に
た
く
さ
ん
の
カ

モ
シ
カ
を
入
れ
た
た
め
に
ケ
ン
カ
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

起
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
｡

カ
モ
シ
カ
の
攻
撃
用
の
最
大
の
武
器
は
そ
れ
は
な

ん
と
い
っ
て
も
が
ん
じ
ょ
う
で
鋭
い
先
を
持
っ
た
角

で
あ
り
ま
す
｡
攻
撃
を
す
る
時
は
頭
を
下
げ
角
を
相

手
の
方
に
向
け
下
か
ら
す
く
い
上
げ
る
よ
う
に
し
て

突
進
､
後
退
､
突
進
を
繰
り
か
え
し
ま
す
｡

争
う
カ
モ
シ
カ
同
志
の
間
に
強
弱
が
あ
っ
た
場
合

な
ど
は
数
回
双
方
が
角
突
き
あ
い
を
し
た
た
け
で
､

弱
い
方
は
逃
げ
て
し
ま
い
ま
す
｡
し
か
し
同
じ
程
度

の
実
力
の
持
主
と
も
在
り
ま
す
と
､
ど
ち
ら
か
片
方

が
重
傷
を
負
っ
て
倒
れ
て
し
ま
う
ま
で
激
し
く
争
い

ま
す
｡

私
た
ち
が
収
容
し
た
こ
の
｢
負
け
カ
モ
シ
カ
｣
は

受
け
た
傷
が
ひ
ど
-
一
頭
も
回
復
し
た
例
は
な
-
全

て
死
亡
し
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
解
部
し
て
み
る
と
､

刺
し
傷
が
深
-
肺
や
腸
に
ま
で
遷
し
て
お
り
'
肋
骨

が
何
本
も
折
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
し

た
｡
こ
れ
で
は
助
か
ら
な
い
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ

ん
｡

し
か
し
双
方
が
命
を
か
け
て
行
う
争
い
は
､
そ
う

め
っ
た
に
起
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
が
'
カ
モ

シ
カ
が
自
分
の
ナ
ワ
バ
リ
を
守
ろ
う
と
す
る
の
は
､

｢
ナ
ワ
バ
リ
｣
を
失
う
こ
と
は
自
分
の
す
む
場
所
を

失
う
こ
と
に
な
る
お
け
で
す
か
ら
､
命
を
か
け
て
た

た
か
う
の
は
当
然
を
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡

(
山
階
学
芸
員
)

お
知
ら
せ

新
館
開
館
は
6
月
5
日
で
す
｡

旧
館
は
5
月
5
日
ま
で
開
館
､
5
月
6
日
よ
り
6
月

4
日
ま
で
は
休
館
と
在
り
ま
す
｡
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