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豊
か
な
山
登
り
の
た
め
に

山
は
'
そ
こ
を
訪
れ
る
人
々
を
､
わ
け
へ
だ
て
を

-
様
々
に
も
て
を
し
て
く
れ
る
｡

♪

-

ふ

¢

-

ふ

鞍
山
は
萩
山
な
り
に
､
岩
山
は
岩
山
な
り
に
'
雨

の
日
に
は
雨
の
山
の
風
情
を
こ
め
て
｡

け
れ
ど
も
､
も
て
な
し
の
良
し
悪
し
ぼ
へ
　
そ
こ
を

訪
れ
る
客
の
心
の
あ
り
方
に
も
半
ば
の
責
任
が
あ
る

も
の
だ
｡

私
は
自
分
の
反
省
を
こ
め
て
､
｢
足
元
た
け
し
か

見
て
歩
か
な
い
人
に
は
､
山
は
そ
れ
だ
け
の
も
て
な

し
し
か
し
て
く
れ
な
い
よ
｣
　
と
若
い
人
達
に
一
手
っ
の

だ
が
､
.
そ
う
い
う
口
の
下
で
､
あ
の
担
々
と
し
た
山

麓
の
林
道
を
､
一
刻
も
早
く
通
り
抜
け
て
し
ま
お
う

と
足
を
速
め
､
樹
木
や
草
な
ど
に
注
目
も
く
れ
ず
に

登
降
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
｡

そ
れ
は
'
あ
ま
り
に
も
自
然
に
対
し
て
無
知
で
あ

る
か
ら
で
'
せ
っ
か
く
の
山
旅
を
と
て
も
貧
困
な
も

の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

登
山
の
楽
し
さ
け
､
勿
論
､
そ
の
困
難
や
労
苦
に

耐
え
､
そ
れ
を
克
服
す
る
闘
か
い
と
の
統
一
に
あ
る

わ
け
で
､
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
登
山
は
記
録
の
優
劣

で
よ
い
わ
け
だ
が
､
そ
れ
だ
け
で
は
登
山
の
楽
し
さ

の
顔
的
側
面
を
表
れ
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
｡

登
山
の
楽
し
さ
･
喜
び
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
す

る
の
は
､
自
然
へ
の
理
解
･
知
識
を
深
め
る
こ
と
で

は
老
い
だ
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
､
山
の
楽
し
さ
の
大
小

は
自
己
の
豊
か
さ
の
反
映
な
の
で
あ
る
｡

登
山
者
に
と
っ
て
､
そ
の
た
め
の
絶
好
の
施
設
が
､

｢
山
岳
博
物
館
｣
　
で
あ
る
｡
私
自
身
へ
　
せ
っ
せ
と
山

に
通
っ
て
い
た
若
い
頃
に
は
､
博
物
館
に
足
を
向
け

た
こ
と
が
を
か
っ
た
｡
そ
れ
だ
け
に
､
登
山
を
さ
れ

る
方
々
が
､
山
の
帰
り
に
つ
い
で
に
寄
っ
て
み
る
の

で
は
な
-
て
､
折
り
に
ふ
れ
て
館
の
利
用
を
W
.
れ
る

こ
と
を
お
薦
め
し
た
い
と
思
う
.
忙
し
い
館
の
諸
先

生
も
､
喜
こ
ん
で
ご
指
導
下
さ
る
こ
と
と
思
う
｡

逝
く
な
っ
た
湯
川
秀
樹
博
士
が
'
｢
(
字
間
の
三
洋

気
の
す
す
め
｣
を
い
れ
れ
た
こ
と
が
あ
る
｡
地
形
･

地
質
も
､
動
植
物
の
生
態
も
､
歴
史
も
民
俗
も
､
い

や
高
山
植
物
や
山
菜
た
け
で
も
知
っ
て
い
る
だ
け
で

山
は
一
層
楽
し
い
も
の
に
な
る
箸
で
あ
る
｡

(
日
本
勤
労
者
山
岳
連
盟
　
高
橋
伸
行
)
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農具川の鶴洗　松嶋､花見地籍付近の旧河道

鰭物情ど山

農
具
川
に
よ
る
大
町
市
の
開
発

-
古
代
･
中
世
を
軸
に
し
て
-小

　

穴

　

喜

一

は
じ
め
に

木
崎
湖
に
取
水
口
を
も
つ
農
具
川
は
､
末
端
社
地

区
閏
田
で
高
瀬
川
に
合
流
し
､
河
道
総
延
長
は
直
線

距
椎
で
約
九
･
八
山
で
あ
る
｡
こ
の
間
の
流
路
は
鹿

島
川
･
高
瀬
川
面
扇
状
地
の
押
出
し
に
よ
り
東
方
へ

圧
迫
さ
れ
､
東
部
山
地
の
山
麓
直
下
を
流
下
す
る
｡

高
瀬
川
､
鹿
島
川
の
激
流
､
冷
水
に
比
し
､
屈
曲
蛇

行
し
て
緩
流
､
し
か
も
常
時
水
量
安
定
し
て
水
温
も

高
く
'
従
っ
て
両
岸
よ
り
分
派
し
た
用
水
路
は
､
旧

平
､
大
町
､
社
地
区
の
古
代
中
世
に
湖
る
水
田
開
発

と
集
落
の
成
立
を
可
能
を
ら
し
め
た
｡
し
か
し
農
具

川
に
よ
る
水
田
開
発
と
集
落
成
立
に
か
か
れ
る
古
文

献
は
皆
無
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
そ
の
開
発
経
緯
追
究

の
手
掛
り
を
得
る
た
め
､
明
治
二
四
-
二
五
年
調
整

の
各
村
の
地
籍
図
(
嘉
)
　
に
あ
る
水
路
を
ら
び
に
土

地
台
帳
附
属
の
地
名
を
基
礎
に
､
現
場
に
お
け
る
水

路
の
展
開
形
態
､
交
叉
形
態
､
堰
敷
形
態
や
耕
土
の

深
さ
を
調
べ
､
な
お
埋
蔵
文
化
財
､
古
社
寺
､
近
世

文
書
を
交
え
て
検
討
し
た
｡

一
`
三
本
の
幹
線
水
路
に
よ
る
借
馬
の
開
発

江
戸
時
代
の
古
絵
図
諜
舘
門
氏
蔵
)
に
木
崎
湖
は

海
之
〓
池
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
海
之
〓
池
の
水
は
湖

底
の
湧
水
が
主
で
水
量
安
定
し
､
た
め
に
農
具
川
へ

の
流
出
量
も
増
減
を
く
､
水
温
摂
氏
二
七
･
五
度
(

欄
望
評
)
･
Ⅲ
七
･
一
呼
称
の
如
-
理
想
的
を
潅

漑
溜
池
で
あ
る
｡
機
能
か
ら
み
た
沼
地
分
類
で
は
ダ

ム
的
溜
池
(
開
発
型
)
に
該
当
す
る
｡
し
か
も
自
然
が

つ
-
っ
た
巨
大
溜
池
で
あ
る
｡
農
具
用
へ
の
流
出
口

は
､
中
禅
寺
湖
の
撃
接
滝
や
諏
訪
湖
の
釜
口
水
門
の

如
-
急
流
で
な
-
(
秒
速
〇
､
二
五
m
(
瑠
龍
)

の
緩
流
で
あ
る
｡
従
っ
て
往
古
か
ら
池
水
を
調
節
し

有
効
に
活
用
す
る
た
め
栓
口
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
､
｢
栓
接
し
地
名
が
こ
れ
を
実
証
し
て
い
る
｡

他
の
河
川
と
実
り
仁
科
三
湖
を
貫
流
す
る
の
で
､

沈
砂
作
用
と
温
水
作
用
を
う
け
'
降
雨
時
に
も
濁
流

す
る
こ
と
を
-
､
水
温
も
他
の
河
川
(
離
訓
悲
繁
華

批
害
.
)
に
比
べ
高
い
｡
｢
や
し
ろ
｣
に
よ
れ
ば
栓
甥
に

栓
口
定
め
主
席
講
)
に
よ
る
幅
七
間
'
高
さ
六

尺
の
三
日
よ
り
な
る
栓
口
が
設
置
さ
れ
､
大
町
､
借

馬
､
木
崎
の
ニ
ケ
村
が
管
理
し
た
.
流
木
ま
で
水
が

と
ど
か
な
い
時
は
､
館
之
内
､
松
崎
が
参
加
し
栓
日

を
下
げ
て
水
量
を
増
し
､
栓
口
操
作
の
人
足
は
借
馬
､

木
崎
両
村
が
あ
た
る
慣
行
で
あ
る
｡
栓
口
の
や
や
下

流
の
三
間
橋
で
本
川
(
農
具
川
)
･
中
堰
へ
中
沢
)
･
土

曜
に
分
派
す
る
､
一
点
を
要
に
幹
線
が
三
本
に
分
派

す
る
形
態
は
､
農
具
川
が
安
定
水
量
で
あ
る
こ
と
を

実
証
し
て
い
る
｡

三
本
の
水
艶
が
潅
漑
す
る
旧
平
地
区
の
水
田
地
帯

は
､
借
馬
遺
跡
が
実
証
す
る
如
-
､
耕
土
深
-
安
全

地
帯
で
､
し
か
も
進
水
容
易
で
あ
り
､
古
代
中
世
に

は
鹿
島
川
水
系
の
越
荒
沢
に
よ
る
開
発
よ
り
.
夢
先

行
し
て
い
る
｡
本
川
よ
り
分
派
す
る
中
心
水
瑞
は
は

り
(
榛
の
異
名
)
川
で
'
川
名
の
呼
称
は
日
課
流
即
用

水
路
を
実
証
し
､
こ
こ
に
は
飯
島
･
五
郎
宙
の
地
名

を
も
つ
湿
田
的
古
田
地
帯
が
広
範
囲
に
展
開
す
る
｡

注
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
潅
漑
範
囲
に
､
土
師
･
須
恵

･
灰
紬
陶
器
を
伴
う
住
居
地
が
発
掘
さ
れ
､
古
墳
時

代
か
ら
平
安
時
代
後
期
ま
で
の
集
落
址
が
発
見
さ
れ

た
(
仁
科
路
･
姿
を
あ
ら
わ
し
た
古
代
農
村
篠
崎
健

一
郎
氏
)
微
地
形
上
当
時
の
水
田
も
は
り
川
水
系
に

よ
り
潅
漑
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡

中
堰
(
中
沢
)
は
木
崎
'
借
馬
地
籍
の
広
大
を
原
野

を
水
田
開
発
す
る
た
め
開
き
く
さ
れ
た
こ
と
は
'
分

派
す
る
幾
多
の
網
細
管
的
水
路
の
展
開
形
態
が
実
証

し
て
い
る
｡
特
に
ト
ド
メ
キ
地
籍
を
要
に
鳥
址
状
に

分
派
展
開
し
､
中
堰
(
中
沢
)
が
意
図
し
た
開
発
の
中

心
的
ね
ら
い
は
､
耕
土
の
深
い
僧
馬
の
原
野
刷
発
で

あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
｡
そ
の
末
流
は
後
に
大

町
地
籍
へ
も
延
長
さ
れ
､
町
川
(
南
荒
沢
)
を
擬
断
し

て
市
内
の
弾
暫
寺
堰
ま
で
延
び
て
い
る
｡

上
堰
の
ね
ら
い
は
借
馬
集
落
の
固
定
で
あ
る
こ
と

は
､
三
間
橋
の
分
水
点
か
ら
借
馬
の
中
心
ま
で
､
最

矩
班
椎
を
と
っ
て
一
直
線
に
開
き
く
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
感
知
さ
れ
る
｡
し
か
も
木
崎
の
小
枝
堰
以
外

は
枝
堰
を
分
派
せ
ず
､
朗
ら
か
に
借
馬
の
飲
用
水
を

禿
ず
た
め
の
水
蕗
で
あ
り
､
当
初
は
潅
漑
用
水
路
で

な
か
っ
た
｡
倍
馬
の
中
心
に
は
ヲ
タ
テ
ク
ネ
･
ク
ネ

元
･
サ
ン
カ
イ
ト
等
の
中
性
土
妾
の
居
館
を
物
語
る

古
地
名
が
あ
る
｡
士
堰
の
取
水
口
が
中
沢
と
は
別
で

そ
の
や
や
上
流
地
点
で
取
水
し
て
い
る
の
も
､
清
浄

本
を
土
宴
屋
敷
へ
直
接
導
水
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て

｢
I
◆
ま
高
T
･

い
る
｡
な
お
古
代
交
通
輪
の
駅
の
存
在
を
物
語
る
｢

馬
口
｣
　
地
名
が
あ
り
(
長
野
県
の
地
名
)
､
集
落
の
南

端
に
前
出
〓
'
市
道
へ
北
端
に
追
分
の
地
名
が
あ
り

往
古
は
こ
こ
が
交
通
上
の
古
集
落
で
あ
っ
た
｡
こ
の

借
馬
固
定
の
た
め
土
曜
が
聞
き
-
さ
れ
て
い
る
｡
鹿

島
川
水
系
の
北
荒
沢
よ
り
導
水
し
た
借
馬
の
北
村
堰

は
士
堰
よ
り
後
の
開
さ
く
で
あ
る
こ
と
は
､
両
水
路

の
T
字
型
交
叉
形
態
が
実
証
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
中

堰
(
中
沢
)
は
倍
馬
の
水
田
開
発
水
路
と
し
て
､
上
堰

は
倍
馬
の
飲
用
水
巌
と
し
て
開
き
く
さ
れ
､
恰
馬
は

成
立
固
定
し
た
｡
し
か
し
中
堰
､
十
坤
は
借
馬
追
跡

に
導
水
さ
れ
た
と
推
考
さ
れ
る
は
り
川
よ
り
後
期
の

水
路
で
あ
る
こ
と
は
､
耐
水
艶
の
T
字
型
交
叉
形
態

が
実
証
し
､
は
り
川
に
よ
る
原
始
開
発
が
先
行
し
､

次
に
中
堰
へ
　
士
堰
に
よ
る
計
向
的
開
発
へ
と
進
展
し

て
い
る
｡

二
､
分
水
の
成
立

分
水
村
は
農
具
用
左
岸
の
安
全
を
微
高
地
に
立
地

し
'
分
水
堰
に
よ
っ
て
成
立
し
た
｡
右
岸
の
は
り
川

よ
り
や
や
下
流
地
点
で
農
具
用
よ
り
極
め
て
無
理
を

-
取
水
し
て
い
る
古
堰
で
あ
る
｡
原
始
集
落
神
の
五

郎
宮
が
､
か
つ
て
水
田
中
に
鎮
座
(
羅
璃
翻
案
紘
)
し
'

対
岸
の
は
り
川
に
よ
る
飯
島
･
五
郎
宮
地
籍
の
開
発

と
の
密
接
な
関
係
を
暗
示
し
た
古
社
で
あ
る
｡
分
水

の
呼
称
は
､
微
高
地
へ
農
具
用
よ
り
わ
ざ
わ
ざ
導
水

し
て
集
落
を
固
定
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
呼
称
と
感

知
す
る
｡
西
側
の
借
馬
成
立
経
緯
と
相
似
し
た
経
緯

を
も
つ
の
が
'
東
側
の
集
落
分
水
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

更
に
想
像
の
拡
大
が
許
容
さ
れ
る
な
ら
げ
借
馬
遺
跡

の
退
転
は
､
中
世
に
至
り
生
産
性
の
高
い
優
良
地
を

農
地
と
し
､
生
産
性
の
低
い
土
地
に
集
落
を
移
動
せ

し
め
た
各
地
に
み
ら
れ
る
中
世
庄
園
時
代
の
権
力
者

(
こ
こ
で
は
仁
科
氏
)
　
に
よ
る
開
発
政
策
が
､
こ
こ

に
も
行
わ
れ
､
僧
馬
遺
跡
か
ら
西
側
の
借
馬
へ
､
東

側
の
分
水
へ
と
漸
次
集
落
移
動
が
行
わ
れ
た
の
で
は

在
か
ろ
う
か
｡
ち
を
み
に
借
馬
､
分
水
間
に
は
二
本

の
古
道
が
直
通
し
て
結
ば
れ
(
助
整
地
T
i
s
草
二
､
そ

の
中
央
地
点
が
借
馬
遺
跡
の
古
田
地
帯
で
あ
る
こ
と

が
､
こ
の
経
緯
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

三
､
町
川
(
荒
沢
ノ
川
)
に
よ
る
大
町
の
誕
生

平
安
期
に
減
る
原
初
の
大
町
は
町
川
の
開
さ
-
に

よ
っ
て
出
発
し
て
い
る
｡
町
川
の
取
水
口
位
置
は
､

潅
漑
朋
の
柚
桂
川
と
並
列
し
た
水
門
で
農
具
用
よ
り

取
水
し
'
追
分
地
籍
に
至
る
｡
こ
の
間
の
堰
筋
は
糸

魚
川
街
道
よ
り
分
岐
す
る
善
光
寺
道
に
沿
っ
て
お
り
､

秒
速
〇
･
四
-
〇
･
五
m
の
緩
流
で
水
田
中
を
極
め

て
無
理
な
-
流
下
し
､
素
朴
を
古
堰
を
直
観
さ
せ
る
｡

農
具
川
は
襲
↓
中
も
凍
結
す
る
こ
と
な
-
流
下
し
'

た
め
に
冬
期
問
の
飲
料
水
も
安
定
し
､
勿
論
蒙
雨
に
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よ
る
取
水
口
破
壊
の
お
そ
れ
全
-
な
い
条
件
を
も
つ
｡

更
に
居
谷
里
湿
原
の
湧
水
は
､
中
世
末
期
以
降
そ
の

一
部
水
量
･
は
'
社
地
区
の
潅
漑
水
と
し
て
常
光
寺
､

木
舟
方
面
へ
配
水
(
鰊
関
の
排
た
)
し
た
が
､
そ
れ
以
前

の
毎
秒
水
量
0
,
〇
七
四
平
方
1
･
e
(
瑠
票
叫
声
紅
器
)

居
,
居
谷
里
沢
を
流
下
し
て
町
川
取
水
口
の
直
上
地

点
で
農
具
用
へ
合
流
す
る
｡
更
に
鹿
島
川
に
水
源
を

も
つ
北
党
派
の
水
も
､
西
側
よ
り
居
谷
里
沢
落
日
と

相
対
し
た
位
置
で
農
具
川
に
合
流
す
る
｡
二
本
の
自

然
流
が
農
具
用
に
合
流
す
る
直
下
に
'
原
初
の
大
町

を
創
建
し
た
町
川
の
取
水
口
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
｡
古
代
中
世
に
お
け
る
集
落
創
建
､

水
田
開
発
の
た
め
開
さ
-
さ
れ
た
飲
用
戴
け
潅
漑
用

の
幹
線
水
路
の
取
水
口
位
置
が
､
安
定
水
量
を
確
保

す
る
た
め
､
二
本
の
沢
の
合
流
点
直
下
に
設
置
さ
れ

て
い
る
事
例
は
各
所
に
あ
る
｡
或
は
居
谷
里
の
湧
水

を
集
水
し
た
居
谷
里
沢
諸
口
へ
､
荒
沢
の
自
然
河
道

を
仁
科
氏
が
わ
ざ
わ
ざ
移
動
し
て
､
町
川
取
水
口
の

直
上
へ
合
流
さ
せ
､
大
町
創
建
の
安
定
水
量
を
確
保

し
た
の
で
は
を
い
か
と
感
知
す
る
｡

取
水
口
か
ら
追
分
地
籍
ま
で
約
一
山
の
至
近
距
離

で
あ
る
｡
水
量
安
定
し
た
農
具
川
の
実
態
か
ら
み
て

大
町
創
建
の
唯
一
の
水
源
と
し
て
農
具
川
が
真
先
に

着
目
さ
れ
た
の
は
当
然
の
事
実
で
あ
ろ
う
:
-
れ
に

対
し
猫
ケ
鼻
に
取
水
口
を
も
つ
御
所
川
､
町
川
(
南

党
派
)
A
_
 
,
取
水
口
か
ら
町
並
み
ま
で
距
離
約
七
重
､

町
川
(
党
派
ノ
川
)
の
延
長
距
離
に
比
し
約
七
倍
で
あ

る
｡
し
か
も
厳
冬
期
飲
料
水
確
保
の
た
め
の
取
水
口

管
理
の
困
難
､
鹿
島
川
氾
濫
の
た
め
の
取
水
口
破
壊

に
よ
る
飲
料
水
潤
渇
の
伝
承
か
ら
推
想
し
て
､
鎌
倉

時
代
初
期
に
仁
科
氏
の
手
に
よ
る
御
所
川
'
町
川
(

商
売
沢
)
の
開
さ
く
は
､
古
代
に
湖
る
農
具
用
水
系

の
町
川
よ
り
一
歩
後
期
で
あ
っ
た
と
推
考
す
る
｡

更
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
'
町
川
よ
り
追
分
地
籍

で
両
側
へ
分
派
し
た
東
西
町
案
呑
堰
(
筆
者
の
仮
称
)

の
う
ち
､
西
町
裏
呑
堰
へ
鹿
島
川
を
水
源
と
し
た
町

川
､
弾
皆
寺
堰
､
裏
御
所
川
･
表
御
所
川
の
末
端
が
､

す
べ
て
↑
字
型
交
叉
形
態
で
合
流
し
て
い
る
事
実
(

現
当
四
､
大
畠
)
で
あ
る
.
つ
ま
り
農
具
川
水
系
の
町
用

切
幽
よ

が
先
行
し
て
開
き
-
さ
れ
､
そ
れ
に
よ
る
素
朴
を
町

並
が
存
柾
し
て
い
た
た
め
で
あ
り
､
御
所
川
､
町
用

(
南
荒
沢
)
は
､
そ
の
後
更
に
大
町
の
発
展
拡
充
を

ね
ら
っ
て
開
さ
く
さ
れ
た
水
艶
で
あ
る
こ
と
を
実
証

し
て
い
る
｡
つ
ま
り
仁
科
氏
が
鎌
倉
初
期
こ
こ
に
居

館
す
る
以
前
に
､
農
具
川
よ
り
導
水
し
て
い
た
飲
用

水
緒
が
町
川
で
あ
り
'
そ
こ
へ
天
正
院
館
址
を
中
心

と
し
た
都
市
計
画
を
す
す
め
'
仁
科
庄
統
治
の
中
核

と
し
た
際
､
飲
用
並
び
に
生
活
用
水
蹄
と
し
て
､
新

に
鹿
島
川
よ
り
導
水
し
た
も
の
と
考
え
る
｡

若
一
王
子
神
社
が
仁
科
圧
の
総
鎮
守
と
し
て
､
市

の
北
端
で
'
し
か
も
追
分
地
籍
の
直
上
に
鎮
座
す
る

の
も
､
仁
科
氏
に
よ
る
神
社
奉
祀
の
ね
ら
い
が
､
町

用
の
川
筋
と
追
分
の
重
要
分
水
点
を
､
神
威
と
礼
譲

に
よ
り
､
鹿
島
川
の
洪
水
か
ら
守
護
し
'
原
初
の
町

並
安
泰
を
祈
願
し
た
鎮
睦
と
感
知
す
る
｡

四
､
横
堰
に
よ
る
館
之
内
へ
松
崎
の
開
発

梯
堰
は
町
川
の
取
水
口
よ
り
約
七
〇
〇
m
下
流
地

点
の
士
花
見
地
籍
で
農
具
川
よ
り
極
め
て
無
理
な
く

取
水
し
て
い
る
.
取
水
口
附
近
で
堰
幅
一
･
三
m
､

深
さ
〇
･
七
m
を
一
示
し
､
微
地
形
に
順
応
し
て
湿
田

地
帯
を
曲
流
蛇
行
し
'
次
第
に
段
丘
側
壁
を
通
過
し

て
､
や
が
て
松
崎
に
至
っ
て
段
丘
上
に
到
達
す
る
｡

水
量
毎
秒
〇
二
一
八
立
方
･
_
i
(
諸
共
L
i
)
､
二
日
の

潅
漑
能
力
三
三
･
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
｡
開
さ
く

の
ね
ら
い
は
､
東
側
山
地
よ
り
流
下
す
る
松
崎
の
荒

神
沢
,
湯
沢
へ
館
之
内
､
常
光
寺
の
滝
ノ
沢
等
の
縦
水
系

の
つ
く
る
扇
状
地
末
端
の
原
始
開
発
水
田
へ
の
潅
漑

水
量
補
強
と
､
梯
堰
に
よ
る
以
外
潅
漑
水
を
得
る
こ

と
不
可
能
を
'
乏
水
的
原
野
の
水
田
開
発
で
あ
っ
た
｡

櫨
堰
の
潅
漑
範
囲
(
小
説
譜
.
_
:
)
は
､
社
地
区
に

お
け
る
校
正
上
で
は
､
東
西
の
幅
が
最
も
広
い
地
域

で
あ
る
｡
仁
科
氏
が
こ
の
地
を
選
ん
で
館
之
内
に
居

館
し
た
一
つ
の
理
由
は
､
権
堰
開
き
-
に
よ
る
有
望

な
水
田
開
発
の
見
通
し
を
も
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
推
考
す
る
｡
館
之
内
の
膳
棚
･
長
田
･
竹
ノ
花
･

い
か
り
地
籍
は
､
黒
粘
土
の
湿
田
で
東
西
方
向
の
区

画
線
に
よ
る
計
画
開
田
の
存
在
を
顕
示
し
､
芝
土
手

よ
り
な
る
小
型
の
方
形
或
は
長
方
形
の
水
田
が
､
全

域
に
井
然
と
展
開
す
る
｡
明
ら
か
に
俄
堰
に
よ
る
計

画
開
発
水
田
で
あ
り
'
仁
科
氏
の
開
田
の
ね
ら
い
も
､

す
れ
ば
平
均
ニ
ー
三
日
の
保
水
力
を
も
つ
｡
全

域
芝
土
手
よ
り
在
る
水
田
で
約
七
〇
ヘ
ク
タ
ー

ル
の
面
積
で
あ
る
｡
こ
こ
に
あ
る
室
町
時
代
以

前
の
仁
科
神
明
宮
に
か
か
わ
る
燈
心
田
､
火
打

田
､
犀
田
(
祭
田
)
へ
さ
さ
ぎ
田
(
捲
ケ
田
)
地
名

が
注
目
さ
れ
る
(
鶴
欝
荘
露
)
.
*
丘
崖
下
に
立

地
す
る
後
背
湿
地
の
水
田
は
､
仁
科
御
闘
創
設

以
前
の
古
墳
時
代
に
潮
る
こ
と
*
'
段
丘
緑
辺

上
の
土
器
並
び
に
古
墳
が
葵
証
し
て
い
る
.
こ

の
範
囲
が
仁
科
御
厨
の
中
心
的
生
産
地
帯
と
推

考
す
る
｡
高
瀬
川
に
接
す
る
水
田
は
江
戸
初
期

以
後
の
開
田
が
大
部
分
で
あ
る
一
批
即
)
.

田
川
は
も
と
閏
田
で
農
具
川
よ
り
取
水
(
辛

し
ろ
)
し
て
い
た
が
､
現
在
は
町
用
(
池
田
町

用
水
)
よ
り
取
水
し
て
い
る
∩
徴
地
形
上
取
水

口
位
置
は
戸
崎
地
籍
で
あ
っ
た
と
推
考
す
る
(

戸
崎
と
は
戸
(
入
日
)
の
崎
(
先
端
)
､
つ
ま
り
水

路
先
端
の
取
水
口
に
起
源
を
も
つ
古
地
名
で
あ

る
･
著
し
高
瀬
川
に
堤
防
が
な
け
れ
げ
､
農
具

川
の
水
を
極
め
て
容
易
に
導
水
可
能
を
凹
地
溝

が
､
現
在
も
戸
崎
地
籍
に
往
古
の
姿
を
と
ど
め
､

こ
の
範
囲
が
中
心
で
あ
っ
た
と
感
知
す
る
｡
段
丘
上

の
理
数
形
態
は
､
わ
ず
か
を
土
地
の
高
低
に
順
応
し

て
微
屈
曲
を
示
し
'
古
代
に
湖
る
古
堰
を
感
知
す
る
｡

末
端
1
り
ょ
う
の
は
L
L
地
籍
で
は
､
段
丘
座
に
幅

約
二
〇
m
､
深
さ
約
一
〇
m
の
巨
大
な
Ⅴ
古
谷
を
形

成
し
て
､
梯
堰
の
古
き
を
顕
示
し
て
い
る
｡
様
態
閥

さ
く
の
時
期
は
､
仁
科
氏
が
館
之
内
よ
り
大
町
へ
移

動
し
て
居
館
し
た
以
前
で
あ
り
､
平
安
末
期
か
鎌
倉

初
期
に
糊
る
も
の
と
推
考
す
る
｡

五
､
段
丘
管
下
の
古
田
開
発
と
田
川

宮
本
､
曽
根
原
の
段
丘
崖
下
の
広
大
を
平
坦
地
は

お
し
沢
の
つ
-
る
一
直
線
に
延
び
た
四
二
〇
m
の
天

井
用
の
蔭
に
庇
護
さ
れ
'
高
瀬
川
の
強
力
な
乱
流
も

こ
の
天
井
川
を
削
去
し
得
を
か
っ
た
安
全
地
帯
で
あ

る
二
｣
の
安
全
地
帯
の
水
田
開
発
を
-
し
た
の
が
農
具

川
に
取
水
口
を
も
つ
田
川
で
あ
る
一
水
田
は
庸
雄
旗

に
富
ん
だ
黒
色
の
肥
沃
土
接
で
∴
度
湛
水
(
巻

そ
の
末
端
が
町
川
(
池
田
印
水
路
)
の
水
路
に
連

続
し
て
い
る
.
明
ら
か
に
田
川
は
､
水
温
高
-

水
量
安
定
し
た
農
具
川
よ
り
取
水
し
､
お
し
沢
天
井
川

の
先
端
を
通
過
し
て
､
段
丘
崖
下
の
水
田
へ
流
下
し

て
い
た
｡
呼
称
が
川
名
で
あ
り
､
白
黒
流
を
直
観
さ

せ
る
ぐ
或
は
田
川
に
よ
り
農
具
川
の
温
水
を
低
湿
地

帯
に
導
水
し
得
た
仁
科
氏
が
､
次
の
段
階
に
段
丘
士

に
槻
堰
を
開
き
-
し
た
の
で
は
な
い
が
と
推
考
す
る
.

六
､
ま
と
め

古
代
の
仁
科
氏
は
､
飴
之
内
へ
入
る
以
前
､
木
崎

湖
周
辺
の
森
村
に
､
大
利
朝
廷
の
勢
力
と
し
て
入
っ

て
い
た
阿
部
氏
で
あ
ろ
う
(
調
裁
物
)
と
す
る
敏
男
か

ら
も
､
巨
大
を
ダ
ム
的
溜
池
の
機
能
を
も
つ
仁
科
三

湖
に
発
す
る
農
具
川
の
水
利
を
､
知
悉
し
て
い
た
も

の
と
盛
知
す
る
へ
た
め
に
古
代
､
中
世
に
､
蓄
紙
し

た
政
治
力
へ
経
済
力
､
統
括
力
に
よ
っ
て
農
具
用
を

軸
に
開
発
を
促
進
し
､
現
在
の
如
き
耕
作
影
観
の
基

礎
を
築
い
た
も
の
と
推
考
す
る
(

(
以
上
は
大
町
市
史
編
築
室
の
更
科
に
よ
る
)
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大
町
の
人
び
と
と
私

遠
い
昔
の
話
で
す
｡
こ
こ
に
登
場
願
う
方
々
は
'

皆
故
人
と
在
り
ま
し
た
｡
昭
和
六
年
の
春
､
烏
帽
子

か
ら
野
口
五
郎
岳
を
往
復
し
た
｡
ガ
イ
ド
の
大
和
由

棲
君
と
大
町
へ
下
り
､
下
山
報
告
を
す
る
べ
く
対
山

館
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
｡
対
山
館
の
御
主
人
､
百
瀬

慎
太
郎
さ
ん
と
お
定
ま
り
の
あ
い
さ
つ
を
交
わ
し
た

ら
､
｢
石
川
欣
一
さ
ん
が
-
ち
に
来
て
い
ま
す
よ
｣
と

話
の
接
ぎ
穂
に
'
思
い
も
か
け
ず
石
川
さ
ん
が
登
場

し
た
｡
退
屈
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
石
川
さ
ん
の
話
相

手
に
な
っ
て
く
れ
位
の
'
慎
太
郎
さ
ん
ら
し
い
心
遣

い
の
こ
ま
や
か
さ
で
あ
っ
た
｡
石
川
さ
ん
と
は
'
東

京
は
有
楽
町
の
東
京
日
日
新
聞
(
毎
日
新
聞
の
前
身

)
で
二
､
三
回
雑
談
を
交
わ
し
た
こ
と
が
あ
.
っ
た
の

で
､
そ
れ
で
は
と
､
御
邪
魔
す
る
こ
と
に
し
た
｡
私

は
'
大
町
生
れ
で
有
明
育
ち
の
大
和
君
と
一
緒
に
､

三
階
の
石
川
さ
ん
の
部
屋
に
入
っ
た
｡
こ
た
つ
に
足

を
突
っ
込
ん
で
､
一
､
二
時
間
駄
弁
っ
た
｡
座
持
ち

の
う
ま
い
大
和
君
が
同
席
す
る
と
'
に
ぎ
や
か
に
な

る
｡
そ
の
時
､
御
ち
走
に
な
っ
た
紅
茶
の
､
な
ん
と

も
言
い
よ
う
の
を
い
芳
香
は
'
け
だ
し
絶
品
だ
っ
た
.
I

あ
れ
は
石
川
さ
ん
持
ち
込
み
の
､
ス
コ
ッ
チ
一
､
二

滴
の
な
せ
る
業
た
っ
た
に
達
い
な
い
｡
大
町
思
え
ば

壮
穀
を
双
耳
峰
へ
　
鹿
島
槍
の
白
銀
の
輝
き
と
'
あ
の

時
の
ほ
の
か
を
香
気
が
重
な
り
合
っ
て
､
私
の
遠
い

記
憶
と
な
っ
て
い
る
｡

石
川
欣
一
着
｢
山
へ
入
る
日
｣
　
(
中
央
公
論
社
､

昭
和
四
年
刊
)
　
は
､
そ
の
後
､
上
梓
さ
れ
た
同
氏
著

｢
山
･
都
会
･
ス
キ
ー
｣
と
共
に
私
の
愛
蔵
本
に
な

っ
て
い
る
｡
筆
づ
か
い
は
軽
妙
へ
　
都
会
的
を
セ
ン
ス

を
盛
り
こ
ん
だ
随
筆
集
で
あ
る
｡
こ
ん
な
調
子
で
す
｡

私
は
主
と
し
て
山
に
関
す
る
雑
文
を
集
め
､
(
山
へ

入
る
日
)
と
い
う
題
を
つ
け
た
小
さ
い
本
に
し
た
｡

あ
る
ス
マ
ー
ト
な
現
代
的
青
年
が
｢
こ
れ
は
足
下
が

山
へ
入
る
そ
の
日
の
こ
と
を
意
味
す
る
や
､
又
は
西

小
　
島
　
隼
太
郎

の
山
へ
沈
む
太
陽
を
意
味
す
る
や
｣
と
節
制
し
た
｡

そ
れ
は
本
を
読
め
ば
判
る
こ
と
だ
か
､
圭
貝
っ
て
読
み

給
え
-
-
と
､
私
は
答
え
た
が
､
青
年
は
単
に
会
話

を
社
交
の
た
め
に
使
用
し
た
も
の
と
見
え
､
そ
の
後

本
は
買
っ
て
い
を
い
ら
し
い
｡
後
略
`
こ
れ
は
多
分
､

同
じ
新
聞
社
の
教
糞
も
あ
り
､
や
り
手
ら
し
い
後
輩

記
者
と
の
や
り
取
り
を
活
字
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
｡

あ
の
穏
や
か
を
､
人
当
た
り
が
柔
ら
か
い
石
川
さ

ん
に
､
シ
ニ
カ
ル
を
眼
を
発
見
し
て
'
思
わ
ず
二
ヤ

リ
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
｡
山
の
本
は
ゴ
マ
ン
と

出
版
さ
れ
て
い
る
が
､
知
的
で
豊
か
な
人
間
性
の
あ

る
石
川
さ
ん
の
山
の
随
筆
に
迫
る
も
の
は
､
残
念
な

が
ら
そ
う
多
く
は
な
い
｡
氏
の
父
上
は
､
著
名
な
動

物
学
者
で
､
東
大
名
誉
教
授
理
博
石
川
千
代
松
氏
で

あ
る
｡
慎
太
郎
さ
ん
の
遺
稿
集
｢
山
を
憩
へ
は
｣
　
に
､

先
生
の
慎
太
郎
さ
ん
宛
書
信
が
収
録
さ
れ
て
い
る
｡

石
川
父
子
二
代
に
渉
る
対
山
館
と
の
親
し
い
付
き
合

い
の
跡
が
､
た
ど
れ
ま
す
｡

欣
一
さ
ん
と
慎
太
郎
さ
ん
と
の
交
歓
風
景
は
､
欣

一
さ
ん
が
書
い
た
も
の
を
｢
読
め
ば
判
る
｣
　
の
で
､

こ
こ
で
は
敢
え
て
触
れ
ま
せ
ん
｡
｢
山
へ
-
｣
　
の
序

文
か
ら
抜
き
書
を
し
ま
す
∪
若
山
牧
水
は
晩
酌
の
時

を
た
の
し
み
に
'
一
口
中
　
i
生
態
命
に
仕
事
し
て
い

た
と
い
う
｡
私
は
山
に
入
る
口
を
た
の
し
み
に
'
一
年

中
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
幸
い
少
数
で

は
あ
る
が
､
逃
げ
込
む
私
を
む
か
え
て
く
れ
る
山
々

と
人
々
と
が
い
る
｡
そ
の
｢
む
か
え
て
く
れ
る
人
々

｣
　
の
筆
頭
が
'
慎
太
郎
さ
ん
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
｡
大
町
は
石
川
さ
ん
の
生
ま
れ
故
郷
の

よ
う
な
土
地
で
､
そ
こ
で
描
神
的
な
疲
れ
を
感
や
し

た
の
は
､
彼
の
文
章
か
ら
覗
え
る
｡

去
年
の
六
月
､
大
町
山
岳
博
物
館
の
竣
工
式
に
出

席
し
た
後
､
某
ホ
テ
ル
の
売
店
で
　
｢
の
れ
ん
｣
　
を
買

っ
た
｡
(
山
を
/
想
へ
ば
/
人
恋
し
/
人
を
想
へ
ば

/
山
恋
し
)
　
と
六
行
の
経
書
で
'
の
れ
ん
の
上
部
に

山
な
み
を
あ
し
ら
い
､
唐
松
の
通
を
り
が
下
部
に
描

き
出
さ
れ
て
い
る
｡
口
ず
さ
め
ば
､
語
呂
が
良
い
｡

歌
人
の
名
前
は
な
い
｡
(
山
を
想
へ
ば
)
　
は
慎
太
郎

さ
ん
の
遺
稿
集
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
の
に
､
気
が
つ

い
た
の
は
帰
宅
し
て
か
ら
の
こ
と
｡
早
速
､
本
を
手

に
と
り
､
表
紙
を
開
い
た
ら
､
朝
日
新
聞
の
切
り
抜

き
(
昭
和
三
十
九
年
九
月
二
十
三
日
付
書
評
欄
)
が

で
て
き
た
｡
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
鉛
筆
で
引
い
た
部

分
に
こ
う
あ
る
｡
(
こ
の
本
の
題
名
｢
山
を
想
へ
ば
｣

は
､
著
者
が
生
前
好
ん
で
口
に
し
た
｢
山
を
想
へ
ば

人
恋
し
-
｣
と
い
う
'
ざ
れ
歌
か
ら
取
っ
た
も
の
だ

と
い
わ
れ
る
)
0

な
ぜ
'
歌
の
作
者
名
を
の
れ
ん
に
入
れ
な
い
の
で

し
ょ
う
.
"
ま
た
生
地
も
化
繊
の
代
り
に
､
厚
手
の
木

綿
を
使
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
｡
山
登
り
の
世
界
で

明
治
､
大
正
､
昭
和
の
三
代
に
わ
た
り
､
大
町
の
敏

で
あ
っ
た
慎
太
郎
さ
ん
に
､
敬
意
を
払
っ
て
も
罰
は

当
た
る
ま
い
｡

話
は
さ
か
の
ぼ
る
｡
な
ぜ
筆
者
が
石
川
さ
ん
の
本

に
引
き
つ
け
ら
れ
た
の
か
｡
昔
､
学
生
時
代
に
｢
山

に
入
る
日
｣
　
を
入
手
し
た
時
､
｢
私
の
ア
イ
ス
ア
ノ

ク

ス

は

チ

ュ

-

リ

ノ

と

の

フ

リ

ノ

シ

製

｣

と

い

う

文

句
が
最
初
に
眼
に
と
ま
っ
た
∩
　
実
は
筆
者
も
､
そ
の

年
､
北
了
の
雪
渓
で
グ
リ
セ
ー
ド
な
る
も
の
を
試
み

ん
と
'
ワ
リ
ッ
､
ン
を
買
っ
た
ば
か
り
だ
っ
た
｡
彼
も

フ
リ
ッ
シ
我
も
ま
た
フ
リ
ッ
シ
と
い
っ
た
趣
で
､
な

に
や
ら
親
近
感
が
お
い
た
｡
こ
れ
が
石
川
さ
ん
と
私

と
の
出
会
い
で
､
フ
リ
ッ
シ
が
引
き
合
わ
せ
て
く
れ

た
御
縁
と
言
え
ま
す
｡

｢
ア
イ
ス
ア
ッ
ク
ス
｣
　
を
語
る
石
川
さ
ん
の
言
葉

を
借
り
ま
す
｡
(
私
は
こ
の
ア
イ
ス
ア
ッ
ク
ス
が
非

常
に
好
き
で
あ
る
)
'
時
々
酔
っ
ぱ
ら
う
と
戸
棚
か

ら
出
す
｡
そ
し
て
山
を
思
え
ば
私
は
ア
イ
ス
ア
ッ
ク

ス
を
愛
撫
す
る
と
言
う
｡
大
町
が
慎
太
郎
､
欣
一
両

氏
交
遊
の
懸
け
橋
と
な
り
､
一
方
の
歌
人
慎
太
郎
さ

ん
は
､
山
紫
水
明
の
大
町
の
地
で
(
山
を
想
へ
ば
-

)
　
と
､
ひ
た
む
き
だ
が
'
平
明
に
詠
み
ま
す
｡
か
た

や
欣
一
さ
ん
は
(
山
を
恩
へ
は
-
‥
)
　
と
都
会
的
衷

歓
の
日
常
生
活
の
中
で
`
ア
イ
ス
ア
ソ
ク
ス
を
愛
撫

し
っ
っ
､
酒
盃
を
重
ね
(
日
経
々
た
る
雪
を
踏
ん
で

大
雪
原
に
立
つ
気
に
在
っ
た
り
す
る
)
　
の
た
そ
う
で

す
｡
そ
れ
以
上
の
心
憎
は
書
き
込
ん
で
い
ま
せ
ん
｡

あ
ざ
と
薯
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
｡
僕
の
本
を
よ

-
読
ん
で
'
想
像
と
思
索
の
淡
を
広
げ
よ
と
'
突
き

膝
し
て
い
る
の
だ
と
､
私
は
自
分
な
り
に
解
釈
し
て

い
ま
す
｡
金
融
を
漂
わ
す
-
石
川
さ
ん
に
､
そ
ん
を

一
面
を
垣
間
見
る
思
い
で
す
｡

(
藤
沢
市
鵠
沼
海
岸
)

博
物
館
だ
よ
り

山
博
友
の
会
　
フ
ァ
ミ
リ
ー
キ
ャ
ン
プ

友
の
会
で
は
7
月
1
8
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
東
山
低

山
帯
野
外
博
物
館
｢
山
の
千
村
｣
　
で
､
き
た
る
8
月

2
7
-
2
8
日
の
両
日
'
フ
ァ
ミ
リ
ー
キ
ャ
ン
プ
を
行
い

ま
す
｡
詳
細
を
照
会
は
､
山
博
友
の
会
事
務
局
(
山

岳
博
物
館
内
)
　
に
お
固
い
合
せ
下
さ
い
｡

東
山
低
山
帯
野
外
博
物
館
オ
ー
プ
ン

数
年
来
準
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
'
野
外
博
物
館

が
山
岳
博
物
館
カ
モ
シ
カ
園
勝
り
に
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
｡

主
を
施
設
は
自
然
観
察
髄
､
小
鳥
の
森
､
シ
ャ
ク

ナ
ヶ
国
､
か
に
が
池
'
山
の
手
池
'
北
ア
ル
プ
ス
展

望
広
場
'
シ
ラ
カ
バ
広
場
､
林
間
教
室
､
野
外
ス
テ

ー
ジ
へ
　
モ
ミ
の
高
地
､
芝
生
広
域
､
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

広
場
､
キ
ャ
ン
プ
場
'
冒
険
広
場
､
村
役
場
(
案
内

売

店

)

､

山

小

屋

'

イ

ン

デ

ィ

ア

ン

テ

ン

ト

､

炊

事

場
が
2
0
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
敷
地
の
中
に
配
置
さ
れ
て
い

ま
す
｡

お
固
い
合
せ
は
､
電
話
0
2
6
-
2
-
2
-
･
0
6

2
3
〔
野
外
博
物
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事
務
所
〕
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