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私

　

の

　

冬

　

山

初
め
て
冬
山
に
登
っ
た
の
が
今
か
ら
十
七
年
前
に

在
る
と
思
い
ま
す
｡

そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
正
月
は
い
つ
も
雪
山
の
中
で

楽
し
い
山
仲
間
と
一
緒
に
過
ご
す
よ
う
に
な
り
ま
し

た
｡
今
年
も
又
'
冬
の
岩
壁
を
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
す
る

準
備
を
進
め
て
い
ま
す
｡

を
ぜ
冬
が
く
れ
は
雪
山
に
と
り
つ
か
れ
た
か
の
よ

う
に
登
る
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
｡

た
だ
好
き
だ
か
ら
で
し
ょ
う
｡

最
初
の
冬
山
は
遠
見
尾
根
か
ら
五
竜
岳
-
鹿
島
槍

ヶ
岳
東
尾
根
の
ル
ー
ト
で
､
先
輩
達
と
一
緒
に
経
走

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡
今
の
五
竜
遠
見
ス
キ
ー

場
が
開
発
さ
れ
る
前
で
し
た
の
で
､
神
城
駅
か
ら
四

十
五
キ
ロ
く
ら
い
の
キ
ス
リ
ン
グ
ザ
ッ
ク
を
背
負
っ

て
入
山
し
､
途
中
で
ザ
ッ
ク
の
重
さ
と
斜
面
の
さ
っ

さ
に
ま
い
っ
て
し
ま
い
､
先
輩
達
に
帰
ら
せ
て
ほ
し

い
と
頼
ん
だ
く
ら
い
つ
ら
い
第
一
歩
で
し
た
｡

普
通
だ
っ
た
ら
こ
れ
で
冬
山
登
山
を
や
め
て
し
ま

う
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
､
な
ぜ
か
今
日
ま
で
続

い
て
し
ま
い
､
自
分
で
も
お
ど
ろ
い
て
い
る
く
ら
い

で
す
｡
今
ま
で
に
教
十
回
の
冬
山
登
山
の
経
験
が
あ

り
ま
す
が
､
内
容
も
尾
根
か
ら
頂
上
へ
と
､
縦
走
と

か
､
岩
壁
か
ら
縦
走
､
い
ろ
い
ろ
を
タ
イ
プ
の
冬
山

山
行
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

中
で
も
厳
冬
期
穂
高
北
尾
根
-
槍
ヶ
岳
～
立
山
ま

で
の
ス
キ
ー
縦
走
は
私
の
冬
山
登
山
の
経
験
の
す
べ

て
を
出
し
き
っ
て
成
功
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
｡

あ
の
時
の
苦
し
み
や
つ
ら
さ
'
楽
し
さ
は
今
も
わ
す

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡

百
キ
ロ
の
長
い
縫
走
路
と
厳
し
い
岩
登
り
､
ス
キ

ー
を
使
っ
て
二
十
日
間
に
わ
た
っ
て
頑
張
り
通
し
た

こ
と
は
日
々
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
積
重
ね
だ
と
自
負

し
て
い
ま
す
｡

こ
れ
か
ら
も
初
心
を
あ
ず
れ
ず
に
厳
し
い
け
れ
ど

あ
の
す
ぼ
ら
し
い
白
銀
の
峰
々
を
自
ぎ
し
て
登
り
続

け
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
｡

(
大
町
山
の
会
々
貝
　
降
旗
　
厚
)
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八月十五夜のお月見餅(旧暦昭54. 8, 15)

舵物博と山

大
北
地
方
を
中
心
と
し
た

餅
と
餅
描
き
慣
習

青

　

　

木

　

　

　

　

　

治

冠
婚
葬
祭
か
ら
正
月
､
節
句
､
十
五
夜
な
ど
に
､

餅
が
使
わ
れ
た
た
め
､
餅
を
始
-
回
教
は
極
め
て
こ

の
地
方
に
は
多
か
っ
た
｡
補
助
食
に
も
副
食
に
も
在

り
､
ま
た
､
保
存
食
に
も
在
っ
た
の
で
一
度
に
八
升

(
三
〟
)
か
ら
一
斗
(
言
l
)
以
上
の
鷺

ふ
か
し
で
餅
に
し
､
神
仏
に
供
え
家
族
で
食
べ
た
｡

残
り
は
長
方
形
に
切
っ
て
板
餅
と
し
て
保
存
し
た
｡

た

■

9

7

十

ノ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ふ

か

難
航
韻
語
謹
輔
雷
語
誌
醗
醤

ぬ
い
た
木
臼
と
花
崗
岩
で
作
っ
た
石
の
立
臼
も
あ
る
｡

杵
も
一
本
杵
(
一
日
抽
一
本
)
と
細
-
て
軽
い
教
本

で
掬
-
千
本
杵
と
が
あ
る
｡
薯
の
餅
描
き
に
小
谷
村

戸
土
で
は
､
明
治
･
大
正
･
昭
和
初
期
ま
で
は
五
､

六
段
か
ら
八
､
九
段
に
重
ね
た
木
の
重
ね
蒸
鰭
.
i
k
J
用

い
∵
&
.
i
(
共
用
)
を
し
て
､
惑
射
鶴
間
五
､
六
人

で
次
か
ら
次
へ
と
廻
り
な
が
ら
千
本
杵
で
鴇
い
て
お

り
､
そ
の
節
拭
き
風
景
を
自
慢
し
て
い
た
｡
一
般
に

は
一
本
杵
描
き
が
殆
ん
ど
で
あ
る
｡
餅
は
食
生
活
に

変
化
を
つ
け
る
こ
と
や
補
助
食
･
副
食
に
も
し
た
の

_
)
い
t
.
t
っ

で
､
橘
米
だ
け
の
白
餅
の
外
､
大
豆
､
粟
､
黍
､
紅

こ
{
嶋

粉
'
青
草
(
よ
も
ぎ
､
読
経
.
 
)
,
B
(
こ
ぐ
さ
'
山
ご
ぼ

う
の
柴
)
)
､
栃
の
実
､
梗
米
な
ど
を
混
ぜ
て
い
ろ

い
ろ
な
餅
を
描
く
｡

の
で
､
紅
白
の
餅
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ

る
｡
特
に
穂
高
神
社
の
如
く
､
古
か
ら

鷲
足
膳
が
あ
り
､
特
殊
神
韻
の
一
部
と

し
て
､
三
宝
で
左
く
､
鷲
足
膳
に
の
せ

く
ゝ
(
ヽ
ぐ
さ

他
の
種
々
と
共
に
供
え
る
お
宮
も
あ
る
｡

こ
の
鏡
餅
の
餅
描
き
は
､
臼
と
杵
を
清

め
､
身
内
に
積
れ
の
な
い
男
女
が
､
精

進
潔
蒸
し
て
掲
く
こ
と
が
昔
か
ら
の
習

慣
で
あ
っ
た
｡
神
社
で
の
鏡
餅
の
お
供

え
は
､
例
大
祭
'
神
嘗
祭
､
祈
年
祭
と

お
正
月
の
四
回
と
し
て
い
る
｡

秋
祭
が
終
わ
る
頃
に
な
る
と
､
次
の

餅
描
き
は
､
旧
八
月
一
五
日
の
お
月
様

に
供
え
る
お
月
見
餅
で
あ
る
｡
斗
桝
に

藁
の
ね
じ
り
さ
ん
は
あ
て
を
入
れ
'
そ

の
上
に
鏡
餅
二
個
(
三
伯
の
家
も
あ
る
)

こ
の
鶉
的
名
神
大
社
で
あ
る
､
国
宝
の
『
薄
謝
と
り
を
の
せ
､
大
根
二
本
を
添
え
へ
満
月
の

明
宮
､
流
鏑
馬
祭
の
大
町
の
善
一
王
子
神
社
､
奴
輔

の
小
谷
村
中
土
の
大
宮
諏
訪
神
社
を
は
じ
め
と
し
､

各
村
々
の
神
社
で
は
'
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
､
笛
太

鼓
の
音
が
美
し
く
高
ら
か
に
響
い
て
'
夏
祭
､
秋
祭

が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
｡
こ
れ
佳
麗
龍
の
例
大
祭
に
は

必
ず
海
山
の
種
々
の
供
物
を
神
前
に

供
え
る
｡
こ
の
供
物
の
中
で
そ
の
中

心
を
な
す
も
の
は
､
神
酒
と
鏡
餅
で

あ
る
｡
こ
の
鏡
餅
の
大
き
さ
は
､
そ

の
神
社
の
格
式
へ
大
小
に
よ
っ
て
多

少
の
相
違
が
あ
る
が
'
橋
米
三
升

(
五
･
六
l
)
か
ら
二
升
(
三
･
一

〟
)
を
一
日
と
し
､
混
ぜ
物
を
入
れ

な
い
白
餅
と
し
て
掃
き
､
必
ず
両
親

の
あ
る
者
が
､
直
接
臼
の
中
か
ら
取

る
こ
と
を
本
体
と
す
る
習
慣
で
あ
っ

た
｡
正
月
の
お
飾
り
も
同
様
な
取
り

方
で
あ
っ
た
｡
そ
の
一
日
か
ら
は
'

下
飾
り
(
鏡
餅
大
)
上
飾
り
(
鏡
餅

小
)
　
二
個
と
し
､
三
宝
に
の
せ
神
前

に
供
え
る
｡
昔
か
ら
農
山
村
の
神
社

で
は
白
餅
と
き
ま
っ
て
い
た
が
､
近

頃
市
街
地
の
神
社
で
は
餅
屋
に
頼
む

お
月
様
､
仲
秋
の
名
月
に
､
縁
側
､
障

･

へ

∠

｣

つ

子
元
､
屋
根
､
木
の
梢
を
ど
お
月
様
の

見
え
る
と
こ
ろ
に
供
え
る
｡
ま
た
こ
の

餅
に
は
餅
取
粉
を
付
け
る
も
の
で
は
な

い
と
い
っ
て
付
け
な
い
所
も
あ
る
し
､

ま
た
ね
星
様
分
と
し
て
､
小
さ
い
騨
浮

出
っ
添
え
る
家
も
あ
る
｡
ま
た
昔
の
若

衆
達
は
｢
お
月
様
に
供
え
た
餅
を
三
組

(
三
軒
)
分
盗
め
ば
長
者
に
在
れ
る
｣

と
か
､
｢
橋
を
三
つ
渡
ら
ず
に
盗
め
ば
､
思
う
こ
と
が

か
な
●

叶
う
｣
と
か
｢
長
者
に
在
る
｣
と
か
い
っ
て
､
盗
み

歩
い
た
も
の
と
い
う
｡

次
の
餅
掲
さ
は
旧
九
月
二
二
日
の
十
三
夜
の
お
月

見
餅
で
'
十
五
夜
に
お
月
様
に
供
え
ぬ
家
で
も
'
十

三
夜
に
は
必
ず
供
え
る
も
の
と
し
て
い
た
｡
供
え
方

は
全
く
十
五
夜
と
同
じ
で
あ
る
｡
ま
た
十
三
夜
の
お

月
見
の
こ
と
を
｢
小
麦
の
お
月
見
｣
と
も
い
い
､
こ

よ
◆
○

の
夜
天
気
が
長
け
れ
ば
､
来
年
は
豊
作
で
あ
る
と
い

う
｡
こ
の
俗
信
は
実
は
小
麦
の
播
種
の
適
期
を
十
三

夜
頃
(
太
陽
暦
一
〇
月
下
旬
)
で
あ
る
こ
と
を
示
し

た
く
_
め

た
言
葉
で
､
巧
に
十
二
校
と
小
麦
の
豊
作
と
'
そ
の

種
蒔
き
の
適
期
を
結
び
つ
け
た
金
言
で
､
昔
か
ら
精

度
は
十
三
夜
を
中
心
に
小
麦
蒔
き
を
し
て
い
る
｡

i

′

｣

し

｢

ノ

か
転
の
百
姓
の
梯
鳴
き
は
旧
一
〇
月
一
〇
日
の
｢
十

日
夜
｣
の
｢
案
山
子
上
げ
｣
の
時
で
あ
る
｡
春
'
谷

川
の
水
が
温
む
頃
､
谷
川
に
沿
っ
て
下
っ
て
来
た
山

の
神
は
､
苗
代
田
に
借
り
'
田
の
神
に
変
身
し
'
つ

い
で
田
植
と
共
に
本
田
に
移
り
､
や
が
て
稲
穂
の
稔

り
と
共
に
､
案
山
子
の
神
様
と
在
り
い
‰
端
山
を
守
り
､

案
山
子
上
げ
と
共
に
､
再
び
谷
川
を
遡
上
り
､
山
の

神
に
か
え
る
が
'
ど
こ
の
農
家
で
も
古
-
は
'
当
日

は
案
山
子
を
門
口
に
立
て
た
り
'
案
山
子
の
笠
を
壊

し
て
餅
描
き
の
火
の
焚
付
に
し
た
り
､
抱
き
上
げ
た

餅
は
､
十
五
夜
や
十
三
夜
と
同
じ
よ
う
に
､
斗
桝
に

入
れ
て
､
案
山
子
の
神
様
や
お
月
様
に
供
え
た
｡
中

に
は
斗
桝
に
ね
じ
り
さ
ん
は
あ
て
を
二
つ
入
れ
'
そ

れ
ぞ
れ
の
さ
ん
ば
あ
て
に
､
二
個
ず
つ
餅
を
四
つ
入
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れ
､
案
山
子
と
お
月
様
両
方
に
供
え
る
家
も
舞
‥
し
た
｡

こ
れ
等
十
程
諌
十
三
夜
'
十
日
夜
を
｢
一
.
請
｣

と
い
い
､
こ
の
三
月
の
晴
天
を
善
し
'
ま
た
三
月
三

度
に
渡
っ
て
餅
が
描
け
れ
ば
､
来
る
年
は
思
い
ご
と

が
叶
う
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

ま
た
明
治
､
大
正
の
賛
蚕
の
盛
ん
を
頃
は
､
晩
秋

●

.

,

｡

よ

蚕
の
上
譲
が
終
れ
る
初
秋
の
候
､
｢
し
ん
の
う
瑠
び

｣

人

(
苦
労
招
び
)
｣
と
称
し
､
作
や
蚕
手
伝
い
に
来
て
く

れ
た
者
に
餅
を
描
い
て
､
招
待
し
た
り
､
配
っ
た
り

し
た
｡ま

た
人
生
儀
礼
の
､
生
ま
れ
て
最
初
の
誕
生
日
に

は
､
古
く
か
ら
何
れ
の
家
で
も
誕
生
祝
を
し
て
い
る

が
､
こ
こ
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
品
は
､
誕
生
餅

で
あ
る
｡
里
方
の
お
祖
母
(
嫁
の
母
)
さ
ん
､
は
ね

ハ
い
-
a

親
(
鉄
兼
親
)
､
近
親
者
達
を
招
待
し
､
餅
を
掘
き
酒

食
を
共
に
し
お
祝
い
す
る
が
､
南
部
平
坦
地
方
で
は

丸
餅
を
五
個
ま
た
は
庇
個
の
奇
数
優
冶
泊
敦
に
肩

掛
け
に
背
負
わ
せ
'
箕
の
中
に
入
れ
､
｢
枕
は
飛
ん
で

行
け
､
実
は
残
れ
｣
と
い
っ
て
三
回
箕
を
は
ぎ
る
ま

ね
を
し
て
い
る
し
､
佐
野
坂
以
北
の
北
部
方
面
で
は
'

餅
を
背
負
わ
せ
､
箕
の
中
に
手
を
持
っ
て
立
た
せ
､

無
理
に
歩
か
せ
泣
か
せ
｢
泣
-
子
は
育
つ
｣
と
い
う

所
も
あ
る
｡
泣
か
な
い
時
は
､
無
理
に
棒
で
突
い
て

こ
ろ
ば
し
泣
か
せ
る
｡

人
生
最
大
の
節
目
の
第
一
関
門
は
結
婚
式
で
あ
る
｡

い
よ
い
よ
嫁
(
掌
が
婚
家
に
到
着
し
た
時
'
最
初

に
､
嫁
(
聾
)
'
一
見
客
に
上
等
の
蘭
茶
､
上
等
の

二
-
7
の
-
も
の

む
し
菓
子
二
個
､
香
物
と
し
て
'
奈
良
漬
か
か
り
ん

演
を
小
皿
に
入
れ
添
え
て
出
す
｡
次
に
塚
(
鞋
)
に

は
､
水
久
に
婚
家
に
落
ち
つ
け
る
こ
と
を
頼
っ
て
､
｢
落

ち
着
き
の
お
じ
や
｣
か
｢
落
ち
着
き
の
餅
｣
か
を
出

す
｡
落
ち
着
き
の
餅
は
さ
を
粉
で
ま
ぶ
し
た
餅
か
､

或
は
雑
煮
餅
か
で
あ
る
｡
こ
れ
は
婚
家
に
落
ち
着
-

こ
と
と
､
ま
ず
い
か
い
や
で
も
､
餅
で
も
､
婚
索
7

飯
を
一
生
食
べ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡
一
見
客
も
相

鶴
す
る
｡
次
い
で
三
三
九
度
の
盃
に
移
る
そ
老

人
の
一
生
の
最
後
の
葬
式
の
際
に
も
､
お
供
と
称

し
て
､
餅
を
仏
に
供
え
る
｡
子
供
､
兄
弟
､
伯
(
敬
)

母
､
本
家
分
家
関
係
､
は
ね
子
､
仲
人
子
が
供
え
る
｡

佃
と
の
関
係
の
厚
薄
に
よ
っ
て
璃
米
で
六
升
分
､
五

升
分
､
三
升
分
と
し
て
い
る
｡
近
頃
餅
の
代
り
に
､

パ
ン
､
ま
ん
じ
ゅ
う
'
ま
た
供
料
と
し
て
金
員
も
使

わ
れ
る
こ
と
も
多
く
な
っ
た
｡
こ
れ
等
の
餅
を
ど
は

た
な
●
シ
の

棚
上
げ
の
時
に
参
列
客
に
配
る
習
慣
で
あ
る
｡

佐
野
坂
以
北
の
北
部
で
は
､
不
幸
の
餅
の
取
り
方

と
し
て
､
六
四
個
を
取
る
｡
六
四
個
の
う
ち
四
九
個

を
一
日
で
取
り
､
一
個
は
仏
用
と
し
て
寺
へ
あ
げ
る
｡

別
に
や
や
大
き
め
の
か
さ
の
餅
へ
ひ
さ
の
餅
を
取
り
､

そ
の
場
で
近
親
者
と
近
所
の
人
で
食
べ
る
｡
残
り
の

二
一
個
は
一
三
仏
の
餅
と
し
て
､
近
親
者
で
分
け
る
｡

会
葬
者
に
は
施
主
が
餅
を
描
き
全
員
に
配
る
｡
餅
の

お
供
え
に
つ
い
て
は
､
最
近
南
部
平
坦
地
と
同
じ
ょ
う

に
す
る
家
も
あ
る
｡

家
屋
･
橋
の
新
築
'
屋
根
の
詰
替
え
等
で
も
､
そ

の
お
椀
,
謹
漸
宣
投
げ
る
｡
家
や
磨
婿
の
場
合
は

大
工
の
棟
梁
(
屋
根
屋
)
に
よ
り
､
練
上
げ
の
当
日

家
屋
の
上
部
に
祭
壇
を
作
り
､
神
酒
と
投
餅
(
直
径

四
c
m
位
の
丸
餅
)
を
供
え
､
棟
梁
に
よ
る
神
事
が
終

わ
る
と
､
餅
と
日
本
紙
に
包
ん
だ
銅
貨
(
昔
は
一
文

銭
)
を
若
干
混
ぜ
て
､
棟
下
付
近
の
群
集
に
投
げ
る
｡

拾
っ
た
人
は
良
-
家
の
入
口
の
天
井
に
吊
し
､
魔
除

け
に
す
る
｡
正
月
用
の
餅
は
幕
の
餅
と
い
い
､
一
二

月
二
八
日
か
三
〇
日
k
r
J
鴇
-
を
本
体
に
し
'
二
九

日
に
は
｢
九
(
普
)
餅
｣
と
い
っ
て
掲
-
こ
と
を
嫌

っ
た
｡
一
年
中
で
一
番
多
く
掲
-
の
が
正
月
の
餅
で
'

一
軒
で
一
〇
日
か
ら
一
五
日
も
拍
-
こ
と
が
昔
は
自

慢
で
あ
っ
た
｡
臼
の
周
囲
に
藁
を
敷
い
て
指
か
な
い

と
､
｢
不
幸
の
餅
｣
(
葬
式
の
餅
抱
き
に
は
､
敷
き
も

の
は
な
い
)
,
河
ギ
嫌
う
｡
正
月
二
日
に
は
､
新

婚
の
夫
婦
は
｢
梯
形
｣
(
餅
を
斗
桝
の
大
き
さ
に
切
っ

た
も
の
)
を
持
っ
て
'
唯
一
の
土
産
と
し
て
里
方
に

年
始
に
行
-
｡

江
戸
時
代
の
喰
方
事
(
大
田
市
常
盤
清
水
文
書
)

と
い
う
古
文
書
の
､
正
月
四
日
の
朝
食
の
項
に
｢
上

餅
七
ツ
､
女
五
ツ
､
残
り
粉
飾
｣
ま
た
五
日
の
昼
食

の
項
に
｢
粉
餅
､
折
餅
に
し
て
し
ょ
う
ゆ
み
付
｣
と

i
i
[
膿
鯛

あ
る
｡
古
く
か
ら
餅
は
､
上
餅
即
ち
白
餅
と
､
粗
筋

を
混
ぜ
て
拙
い
た
粉
餅
が
あ
り
､
然
も
朝
食
'
昼
食

な
ど
に
御
飯
代
り
に
食
し
て
お
り
'
し
よ
う
油
の
味

を
付
け
て
食
べ
て
い
る
｡
近
年
は
餅
に
つ
け
る
も
の

大
き
な
公
共
の
建
物
や
橋

の
新
築
の
場
合
は
､
新
築

祝
の
一
環
と
し
て
行
い
､

そ
の
関
係
者
に
よ
っ
て
用

意
さ
れ
た
投
餅
は
､
長
さ

二
･
五
尺
(
七
六
伽
)
､
直

径
八
寸
(
二
四
0
0
)
位
の

新
し
い
小
俵
を
作
り
､
投

餅
を
入
れ
神
前
に
神
酒
な

ど
と
共
に
供
え
る
｡
俵
数

も
か
な
り
の
故
に
の
ぼ
る
｡

神
主
に
よ
り
神
前
の
儀
､

新
枕
の
式
典
が
終
わ
る
と

関
係
者
に
よ
り
投
餅
の
儀

に
移
る
｡
ベ
ラ
ン
ダ
等
の

高
い
所
か
ら
丘
へ
六
個
ず

つ
群
集
に
向
っ
て
投
げ
る
｡

俵
は
残
り
の
中
味
こ
と
授

投
げ
る
｡
そ
の
儀
を
拾
え

ば
縁
起
が
よ
い
と
い
う
｡

t
の
･
ん

は
､
黄
粉
､
絶
類
､
替
油
､
味
噌
､
砂
糖
等
で
あ
る
｡

薯
の
餅
に
次
い
で
正
月
の
若
年
(
一
四
日
二
五

日
)
に
も
餅
を
描
き
若
餅
と
い
う
｡
そ
の
若
餅
は
､

若
年
の
粥
と
共
に
食
べ
た
り
､
月
の
数
(
平
年
は
一

二
個
､
閏
年
は
一
三
個
)
だ
け
取
り
､
神
棚
に
供
え

る
o
ま
た
当
日
は
､
そ
の
餅
で
稲
花
を
作
り
､
繭
玉

団
子
と
一
緒
に
柳
や
み
づ
ぶ
さ
の
枝
に
さ
し
て
飾
る
｡

稲
花
は
藁
や
柳
へ
み
づ
ぶ
さ
の
絹
枝
､
紬
S
ひ
ご
に

拍
き
た
で
の
餅
切
れ
を
二
億
お
き
位
に
破
大
に
巻
き

つ
け
る
か
､
切
っ
て
通
す
か
し
'
尖
端
に
は
三
角
形

の
小
切
の
餅
を
さ
す
｡
花
数
は
二
一
､
三
本
と
す
る
｡

三
月
､
一
月
遅
れ
の
節
句
に
は
'
お
姥
桜
に
甘
酒

と
菱
餅
を
あ
げ
る
が
'
菱
餅
は
青
色
に
し
た
草
餅
と

白
色
の
粉
餅
と
で
腹
合
わ
せ
に
し
､
菱
形
に
切
る
｡

ま
た
ね
縦
様
を
贈
ら
れ
た
方
で
は
､
梯
形
二
枚
に
菱

餅
を
載
せ
て
返
礼
と
す
る
が
､
そ
の
時
の
梯
形
一
枚

だ
け
は
､
そ
の
ま
ま
返
す
慣
わ
し
の
所
も
あ
る
｡

五
月
､
一
月
遅
れ
の
節
句
の
御
馳
走
は
餅
と
柏
餅

で
､
近
所
近
親
に
初
節
句
(
特
に
男
子
)
が
あ
る
と

鰻
臓
､
内
飾
り
､
大
戦
を
贈
る
｡
そ
の
返
礼
に
は
｢
ち

ま
き
｣
を
配
っ
た
｡
ち
ま
き
と
は
､
餅
を
茅
又
は
笹

の
葉
に
並
べ
て
包
ん
た
も
の
で
､
今
で
は
略
し
て
手

妹
に
｢
千
蘭
書
｣
な
ど
染
め
た
も
の
を
代
用
す
る
｡

初
縁
､
初
筆
は
､
子
供
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
､
里

方
に
も
っ
て
行
き
､
そ
の
近
所
､
近
親
驚

治
　
ま
た
正
月
晦
日
と
一
一
月
晦
日
に
は
晦
日
餅
(
晦

日
団
子
)
を
抱
い
て
祝
う
｡
そ
の
外
二
月
頃
の
水
餅
､

三
月
の
節
句
(
一
ケ
月
遅
れ
)
頃
の
蔽
づ
-
り
等
農

家
の
生
活
に
は
､
餅
を
離
す
こ
と
が
出
来
な
い
｡
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秋
田
県
に
お
け
る
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
テ
レ
メ
ト
リ
ー
法

に
よ
る
追
跡
調
査
槻
報
　
㈲

米

　

田

一

彦

舵物情と山

3
　
日
周
活
動

昭
和
5
8
年
-
5
0
年
に
捕
獲
し
､
テ
レ
メ
ー
タ
ー
追

跡
に
供
し
た
1
 
0
個
体
の
う
ち
､
8
個
体
に
つ
い
て
昭

和
5
8
年
日
月
1
0
日
-
昭
和
0
0
年
1
月
6
日
の
問
に
合

計
七
五
七
九
時
間
一
四
分
の
ア
ク
ト
グ
ラ
ム
を
採
取

し
､
そ
の
う
ち
読
み
取
り
の
で
き
た
六
七
七
九
時
間

四
九
分
に
つ
い
て
解
析
を
行
っ
た
｡

活
動
の
パ
タ
ー
ン
を
活
発
を
動
き
､
ゆ
っ
く
り
し

た
動
き
､
睡
眠
と
3
つ
に
分
け
て
そ
の
比
率
の
月
別

変
化
や
気
象
条
件
等
の
影
響
に
よ
る
変
化
の
特
異
点

を
求
め
た
｡
そ
の
う
ち
6
頭
分
の
月
別
の
活
動
量
は

別
表
の
と
お
り
変
化
し
た
｡

全
体
的
に
み
る
と
､
冬
期
に
は
活
動
の
増
加
が
見

5

ら
れ
る
｡
し
か
し
､
5
8
年
日
月
1
 
4
日
捕
獲
し
才
の
猛

1

(
‰
3
)
に
つ
い
て
は
､
8
ヶ
月
間
に
ほ
ぼ
同
比
率

に
3
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
出
現
し
､
昼
夜
に
つ
い
て
も

同
様
の
傾
向
が
見
え
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
草
食
動
物

は
昼
夜
関
係
を
-
二
足
の
リ
ズ
ム
で
の
採
食
を
必
要

と
し
て
い
る
結
果
と
思
あ
れ
る
｡

し
か
し
､
一
方
若
い
雄
や
晩
成
獣
は
､
冬
期
に
向

か
っ
て
活
動
量
の
増
加
が
見
ら
れ
､
そ
れ
に
伴
い
睡

眠
時
間
の
減
少
が
見
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
､
冬
期
間
は

餌
の
減
少
を
活
動
を
増
や
す
こ
と
に
よ
り
カ
バ
ー
し

て
い
る
結
果
に
思
わ
れ
る
が
'
下
北
等
の
報
告
で
は

冬
期
に
は
活
動
が
減
少
す
る
と
あ
る
が
'
テ
レ
メ
ト

リ
ー
追
跡
で
の
ア
ク
ト
グ
ラ
ム
は
､
位
置
の
移
動
を

伴
お
を
い
動
き
も
首
を
大
き
く
振
る
と
激
し
い
動
き

に
記
録
さ
れ
､
こ
の
調
査
の
限
界
と
言
え
る
｡
し
か

し
､
現
在
こ
れ
は
目
視
記
録
と
ア
ク
ト
グ
ラ
ム
と
の

対
比
に
よ
り
あ
る
程
度
補
正
が
可
能
と
な
っ
て
き
て

い
る
｡

4
　
終
わ
り
に

ヵ
モ
シ
カ
の
テ
レ
メ
ト
リ
ー
法
に
よ
る
追
跡
調
査

は
3
年
を
経
て
､
や
っ
と
緒
に
就
い
た
感
が
あ
る
｡

そ
の
間
1
 
7
頭
を
捕
獲
し
:
つ
ち
成
猷
1
4
頭
に
テ
レ
メ

調
査
を
供
し
､
数
万
時
間
の
ア
ク
ト
グ
ラ
ム
を
採
取

し
た
が
時
間
の
制
約
か
ら
位
置
の
テ
レ
メ
が
不
完
全

だ
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
い
る
今
日
此
の
頃
で
あ
る
｡

今
後
､
益
々
画
期
的
な
調
査
が
得
ら
れ
る
よ
う
期
待

し

て

い

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

(

あ

わ

り

)

(
秋
田
県
自
然
保
護
課
職
員
)

博
物
館
だ
よ
り

山
岳
資
料
寄
贈
さ
る

近
代
登
山
黎
明
の
時
'
明
治
0
0
年
代
後
期
-
大
正

前
期
､
高
山
植
物
研
究
家
､
山
岳
写
真
家
と
し
て
幾

多
の
高
山
深
谷
に
足
跡
を
印
す
と
と
も
に
'
優
れ
た

業
績
を
残
し
た
岳
人
･
志
村
烏
嶺
氏
の
関
係
資
料
琳

点
ご
子
息
志
村
漕
美
氏
の
篤
志
に
よ
り
当
館
へ
寄
氏

賭
さ
れ
ま
し
た
｡

資
料
中
に
は
烏
領
民
本
人
は
勿
論
の
こ
と
､
当
時

の
登
山
思
潮
や
風
俗
､
山
村
生
活
を
知
る
う
え
で
貴

重
を
資
料
が
多
数
見
う
け
ち
れ
ま
す
｡
こ
こ
で
幾
つ

か
ご
紹
介
し
ま
す
｡

-
乾
草
植
物
標
本
4
0
包
-
　
氏
の
新
発
見
と
在
っ
た

ヒ
メ
ウ
メ
パ
テ
ソ
ウ
等
を
含
み
､
大
部
分
良
好
に

保
存
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡

-
日
本
山
岳
会
々
誌
-
『
山
岳
｣
9
5
冊
-
第
一
年
一

号
か
ら
第
三
十
年
二
号
ま
で
が
完
揃
し
て
い
ま
す
｡

-
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
直
筆
序
文
･
W
　
氏
の
著
書
『
千
山

高
岳
｣
　
の
た
め
に
贈
ら
れ
た
紙
数
3
枚
の
直
筆
の

序
文
で
す
｡

-
文
書
類
6
点
-
　
特
に
　
r
備
忘
｣
　
と
印
さ
れ
た
メ

モ
帳
等
に
は
､
山
行
前
の
準
備
や
'
山
岳
界
の
動

静
の
要
点
が
散
見
さ
れ
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
｡

-
書
籍
類
2
8
冊
-
　
氏
の
著
書
で
校
正
の
施
さ
れ
た

『
高
山
植
物
採
集
及
培
養
法
｣
の
印
刷
見
本
､
氏

の
新
聞
連
載
記
事
等
を
集
め
た
『
烏
韻
文
築
き
を

含
む
山
喜
が
主
体
を
な
し
て
い
ま
す
｡

当
館
で
は
近
日
中
に
'
ま
ず
｢
山
岳
L
初
期
号
､

ウ
ェ
ス
ト
ン
の
序
文
を
展
示
公
開
す
る
と
と
も
に
､

本
誌
で
も
詳
し
く
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
｡

山
と
博
物
館
　
第
　
3
0
　
書
　
籍
_
 
2
号

一
九
八
五
年
十
二
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発
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発
行
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