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合津真治君の彫刻展示

星I　　合津真治　作

大
町
山
岳
博
物
館
の
中
央
ホ
ー
ル
に
､
会
津
真
治
君
(
大
町
市
六
九
町
､
勧
氏
長
男
)
　
の
木
彫
刻
'
｢
星
l
J
　
｢
星
Ⅱ
｣
　
｢
丹
塵
｣
　
｢
母
像
｣
の
大
作
四
点

を
展
示
し
た
｡

こ
の
博
物
館
の
ホ
ー
ル
は
､
設
計
段
階
か
ら
何
点
か
の
彫
刻
を
配
置
す
る
よ
う
に
を
っ
て
い
る
の
だ
が
､
ホ
ー
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
､
芸
術
性
豊
か
な
作
品
が

な
い
ま
ま
今
日
に
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
｡
今
回
､
本
人
と
ご
家
族
の
ご
賛
同
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

配
置
し
て
み
て
､
彫
刻
を
置
く
設
計
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
､
い
ま
さ
ら
な
が
ら
知
っ
た
の
で
あ
る
｡

私
が
合
津
君
を
知
っ
た
の
は
十
年
ほ
ど
前
だ
っ
た
と
思
う
｡
東
京
都
美
術
館
で
開
催
中
の
二
紀
会
展
で
あ
っ
た
｡
ト
ル
ソ
ー
(
女
の
胴
だ
け
の
塑
像
)
で
受

賞
し
て
い
た
｡
拙
宅
に
近
い
の
で
後
日
聞
-
と
へ
初
出
品
で
の
受
賞
と
の
こ
と
で
､
並
々
な
ら
ぬ
才
能
の
持
ち
主
だ
と
思
っ
た
｡
翌
年
も
受
貨
､
同
展
の
選
抜

展
に
出
品
す
る
な
ど
評
価
は
高
-
'
数
年
で
同
人
(
無
鑑
査
)
　
に
な
っ
た
｡

本
来
そ
ら
､
無
鑑
査
出
品
で
き
る
会
員
と
か
､
同
人
は
､
芸
術
家
と
し
て
生
き
る
絶
対
な
地
位
を
の
だ
が
､
彼
は
ま
も
な
-
二
紀
会
を
辞
し
､
無
所
属
と
な

り
､
個
展
な
ど
で
勝
負
し
て
い
る
｡
個
展
は
､
東
京
の
村
松
画
廊
､
と
き
れ
画
廊
な
ど
が
多
い
が
､
中
央
新
聞
が
そ
の
都
度
取
り
上
げ
る
の
だ
か
ら
､
新
進
彫

刻
家
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
｡

東
京
'
福
生
市
駅
前
広
場
に
建
つ
象
徴
的
モ
ニ
メ
ン
ト
は
､
彼
の
力
作
で
あ
る
｡

彼
の
彫
刻
家
へ
の
変
っ
た
歴
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
｡
大
町
二
中
-
深
士
曾
同
校
-
早
稲
田
大
学
(
政
経
)
卒
､
同
大
学
文
学
部
へ
再
入
学
し
た
が
中
退
｡
彫
刻

は
小
島
宏
志
氏
に
師
事
｡
彫
刻
の
メ
ッ
カ
､
イ
タ
リ
ア
で
も
修
業
す
る
｡
最
近
は
イ
ン
ド
の
聖
河
､
ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
と
､
人
と
の
か
か
お
り
を
追
求
し
て
い

る
｢
恒
河
シ
リ
ー
ズ
｣
に
注
力
し
て
い
る
｡
夫
人
は
洋
画
家
｡
東
京
'
福
生
市
に
居
住
｡

(
一
水
会
会
員
　
石
沢
　
清
)
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氏の撮影した白馬の雪渓

鰭物悼と山

長
野
時
代
の
志
村
鳥
嶺峯

　

村

　

　

隆

は
じ
め
に_

し

ト

)

-

b

'

.

n

い

昨
年
秋
､
志
村
烏
嶺
氏
の
関
係
涜
料
間
点
が
､
東

京
都
三
鷹
市
に
お
住
ま
い
の
ご
子
息
志
村
清
美
氏
よ

り
山
岳
博
物
館
へ
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
は
､
先
月
号
で

お
知
ら
せ
し
た
と
う
り
で
あ
る
｡
こ
の
た
び
整
理
を

終
え
､
氏
の
著
書
『
千
山
萬
岳
言
　
に
寄
せ
ら
れ
た
ウ

エ
ス
ト
ン
直
筆
の
序
文
と
､
日
本
山
岳
会
の
機
関
誌

『
山
岳
』
初
期
号
5
邸
を
展
示
し
た
こ
と
を
契
機
に
､

長
野
在
住
時
代
を
中
心
と
し
て
寄
贈
資
料
に
う
か
が

え
る
氏
の
活
動
に
触
れ
よ
う
と
思
う
｡

志
村
烏
嶺
氏
の
こ
と

氏
は
明
治
7
年
､
栃
木
県
那
須
郡
烏
山
町
に
生
ま

れ
た
｡
本
名
は
寛
､
烏
嶺
は
故
郷
烏
山
に
因
ん
で
の

号
で
あ
る
｡

氏
の
祖
父
は
菊
や
松
の
栽
培
に
熱
中
し
て
い
た
よ

う
で
､
氏
も
そ
の
血
を
受
け
継
い
で
か
'
幼
少
か
ら

ラ
ン
等
を
採
集
し
て
き
て
は
栽
培
を
楽
し
ん
だ
と
い

一

事

l

う
｡
氏
に
こ
の
頃
芽
生
え
た
植
物
へ
の
興
味
は
終
生

途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

明
治
2
5
年
一
栃
木
師
範
に
入
学
し
'
2
9
年
同
校
卒

業
､
栃
木
県
上
都
賀
郡
西
方
小
学
校
の
訓
導
と
し
て

教
職
に
就
く
｡
明
治
3
 
1
年
に
は
師
鞄
学
校
､
中
学
校

等
の
地
誌
､
地
文
､
動
物
､
植
物
等
各
教
科
の
教
員

資
格
を
検
定
に
て
取
得
し
た
と
い
う
｡
こ
う
し
て
栃

木
県
立
第
一
中
学
､
第
二
中
学
､
茨
城
師
範
､
仙
台

第
一
中
学
な
ど
各
校
で
教
鞭
を
と
り
'
明
治
3
6
年
1
 
1

月
よ
り
長
野
中
学
へ
赴
任
す
る
｡

長
野
以
前
の
植
物
研
究
に
関
し
て
は
'
茨
城
師
範

時
代
の
野
川
一
帯
の
植
物
採
集
'
仙
台
一
中
時
代
の

海
岸
彊
物
研
究
等
が
寄
贈
資
料
中
に
僅
か
に
散
見
す

章
'
-

る
の
み
で
詳
し
い
活
動
は
わ
か
ら
な
い
｡
だ
が
後
の

高
山
植
物
と
白
馬
と
の
結
び
つ
き
か
ら
察
す
れ
ば
､

任
地
の
先
々
で
好
適
な
題
材
と
フ
ィ
ー
ル
ド
を
選
ん

で
研
究
に
励
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
｡

ま
た
､
茨
城
師
範
時
代
に
町
の
営
業
写
真
家
と
親

し
-
な
り
写
真
術
を
習
得
し
'
以
降
写
真
を
趣
味
と

●
l
J

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
が
､
植
物
研
究
と
と
も

に
こ
の
写
真
の
趣
味
は
､
長
野
時
代
へ
氏
に
と
っ
て

大
き
を
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
.

大
正
5
年
5
月
､
1
2
年
余
り
の
長
野
時
代
を
終
え

台
湾
へ
渡
り
､
台
中
の
中
学
校
へ
赴
任
｡
大
正
n
年

5
月
へ
　
帰
国
後
永
年
の
教
職
を
辞
す
｡

以
後
昭
和
3
6
年
に
亡
く
を
ら
れ
る
ま
で
'
足
腰
の

丈
夫
な
う
ち
は
採
集
に
各
地
を
歩
き
､
晩
年
は
園
芸
､

標
本
整
理
と
'
余
生
を
植
物
に
打
込
ま
れ
た
｡

章
1
　
5
.
藤
隼
r
r
心
材
蔦
繊
翁
(
ド
)
｣
　
へ
田
本
山
岳
会
会
報
･
3
朋
灼
)

章

2

　

　

闘

　

"

　

周

　

　

(

上

)

｣

　

へ

　

　

向

　

　

Y

｡

即

)

事
3
　
岩
話
中
一
部
｡
志
村
㍗
鎖
翁
の
こ
と
｣
　
(
徳
利
r
や
ま
｣
岳
青
原
)

長
野
時
代
の
は
じ
ま
り

｢
私
が
最
初
に
山
へ
登
っ
た
の
は
､
明
治
三
十
七

年
な
ん
で
す
よ
｡
元
来
､
私
は
勝
負
事
と
い
う
の
が

き
ら
い
で
し
て
ね
､
田
舎
で
は
何
の
楽
し
み
も
を
い
､

弱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
､
三
好
(
学
)
博
士
が
独
逸

か
ら
帰
っ
て
き
て
､
高
山
植
物
の
分
布
に
つ
い
て
語

っ
て
く
れ
た
わ
け
で
す
よ
｡
よ
し
と
い
う
の
で
高
山

農

4

植
物
を
や
る
こ
と
に
き
め
た
ん
で
す
｣
｡

氏
の
　
｢
日
本
山
岳
会
創
立
前
后
之
見
聞
｣
　
(
以
下

｢
見
聞
｣
と
略
す
)
　
に
よ
れ
ば
､
明
治
3
7
年
春
､
雪

融
け
を
待
っ
て
休
日
ご
と
に
飯
綱
､
戸
隠
の
山
々
へ

登
り
'
高
山
植
物
の
生
品
の
採
集
､
培
養
を
始
め
､

暑
中
休
暇
ま
で
に
7
0
種
ほ
ど
集
め
る
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
｡
続
-
1
月
に
は
浅
間
山
､
八
ヶ
岳
を
訪
れ
､

そ
し
て
8
月
'
白
馬
岳
と
出
会
っ
た
｡

氏
は
｢
理
科
大
学
矢
部
吉
頑
氏
の
白
馬
植
物
目
録

を
､
日
本
植
物
学
会
の
植
物
雑
誌
で
み
て
'
植
物
の

工
事
一
○

豊
富
で
あ
る
｣
こ
と
を
知
っ
て
白
馬
に
向
か
っ
た
と

い
う
｡
た
が
そ
れ
が
い
か
を
る
山
か
は
知
ら
を
か
っ

た
｡
｢
見
聞
｣
　
に
は
長
野
市
を
徒
歩
に
て
発
し
､
柳

沢
峠
に
立
っ
て
初
め
て
白
馬
を
目
の
当
り
に
し
た
時

の
こ
と
が
　
｢
代
務
色
の
断
崖
､
谷
を
埋
め
た
残
雪
'

夕
陽
に
輝
-
唯
頭
へ
実
に
荘
厳
を
極
め
た
雄
姿
に
､

突
如
頬
桁
を
ガ
-
ン
と
殴
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
｡

那
須
'
日
光
､
浅
間
､
八
ヶ
岳
等
か
つ
て
登
山
し
た

山
々
と
は
全
-
桁
通
い
の
代
物
で
あ
っ
た
｣
と
あ
る
｡

白
馬
の
山
容
に
こ
の
感
動
を
覚
え
た
氏
は
､
い
よ

い
よ
登
行
に
か
か
る
と
'
加
え
て
高
山
植
物
の
素
暗

し
さ
に
心
打
た
れ
る
｡
氏
の
共
著
｢
や
ま
｣
の
葱
平

の
一
節
は
こ
う
で
あ
る
｡
｢
絢
爛
艶
麗
を
る
い
わ
ゆ

る
御
花
畑
の
光
景
'
そ
の
実
そ
の
斑
､
何
物
か
よ
-

比
す
べ
き
も
の
ぞ
｡
こ
の
天
の
楽
園
に
遭
遇
す
る
吾

は
､
心
す
で
に
神
､
身
は
こ
れ
仙
｡
｣

初
登
山
で
氏
は
白
馬
に
完
全
に
魅
了
さ
れ
尽
く
し

た
｡
そ
れ
は
多
-
の
氏
の
言
葉
を
列
記
せ
ず
と
も
､

こ
の
後
､
演
台
ま
で
毎
年
訪
れ
て
い
る
事
実
が
証
明

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

長
野
時
代
の
は
じ
ま
り
は
白
馬
を
中
心
と
す
る
山

と
高
山
植
物
と
の
関
り
の
ぼ
じ
ま
り
､
換
言
す
れ
ば

氏
の
岳
人
と
し
て
の
は
じ
ま
り
の
時
で
あ
っ
た
｡

尚
､
こ
の
山
行
で
､
後
に
と
メ
ウ
メ
バ
チ
ッ
ウ
､

シ
ロ
ウ
マ
オ
ウ
キ
と
名
づ
け
ら
れ
た
植
物
の
新
種
を

発
見
し
､
ま
た
茨
城
師
範
時
代
か
ら
の
腕
を
い
か
し

て
2
ダ
ー
ス
ほ
ど
の
写
真
も
撮
影
し
て
い
る
｡

青
-
｢
鹿
波
会
　
山
岳
写
具
創
生
記
｣
　
(
　
r
岳
人
]
畑
号
)

章
5
志
鳩
馬
鍬
｢
近
代
鵜
山
車
お
は
の
こ
ろ
｣
　
(
本
誌
　
講
3
着
5
.
･
7
,
)

山
岳
会
の
胎
動
と
氏

山
岳
会
は
明
治
3
8
年
'
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
助
言
を
大

き
な
契
機
と
し
て
､
小
島
鳥
水
､
高
頭
式
､
城
数
馬

一
事
6

そ
れ
に
日
本
博
物
学
同
志
会
の
武
田
久
喜
､
高
野
鷹

蔵
､
梅
沢
観
光
'
河
田
黙
の
諸
氏
を
発
起
人
と
し
て

進
生
し
た
我
国
初
の
本
格
的
な
山
岳
団
体
で
あ
る
｡

氏
と
山
岳
会
創
設
に
関
与
す
る
人
々
と
の
結
び
つ

き
に
は
､
植
物
研
究
と
山
岳
写
真
と
い
う
氏
の
登
山

の
目
的
に
呼
応
し
て
2
通
り
の
道
筋
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
｡
寄
贈
さ
れ
た
氏
の
肉
筆
の
メ
モ
ノ
ー
ト
に

詳
し
い
箇
所
が
あ
る
の
で
､
こ
れ
を
軸
に
稚
察
し
た

い
｡
(
引
用
文
の
句
読
点
､
(
　
)
内
注
釈
は
筆
者
)

ま
ず
植
物
研
究
関
連
で
は
城
数
馬
氏
と
の
関
り
に

始
ま
る
｡
初
対
面
に
つ
い
て
の
記
述
に
は
こ
う
あ
る
｡

｢
自
分
居
白
馬
に
登
山
以
前
か
ら
飯
綱
､
戸
隠
方

面
の
高
山
植
物
の
栽
培
を
相
当
に
や
っ
て
屠
っ
た
｡

東
京
方
面
で
は
高
山
植
物
の
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
て

来
て
屠
っ
た
か
ら
､
毎
号
(
前
田
曙
山
主
宰
の
)
因

襲
雑
誌
に
記
載
し
た
高
山
植
物
の
記
述
が
相
当
反
響

し
て
､
前
田
氏
を
通
じ
或
は
直
接
に
寄
贈
分
譲
等
を

申
込
む
人
も
多
く
､
植
物
標
本
の
交
換
は
九
州
四
国

方
面
の
人
に
も
い
く
ら
も
あ
り
ま
し
た
｡

此
当
時
'
長
野
の
宅
居
の
隣
家
に
長
野
地
方
裁
判

所
の
小
田
判
事
が
居
っ
た
の
で
､
賊
数
馬
が
同
氏
方

を
尋
ね
た
際
に
早
速
来
訪
さ
れ
､
爾
来
高
山
植
物
や

写
真
を
教
え
ず
寄
贈
し
て
居
っ
た
｡
｣

｢
此
当
時
｣
が
い
つ
た
っ
た
か
に
つ
い
て
は
'
後

で
述
べ
る
高
頭
氏
と
氏
と
の
初
対
面
が
3
8
年
4
月
､
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高
頭
氏
と
城
氏
と
の
初
顔
合
わ
せ
が
3
8
年
夏
の
氏
を

含
め
た
三
者
会
談
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
､
明

治
3
7
年
中
の
夏
以
降
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

引
用
文
に
み
る
限
り
'
域
氏
は
園
芸
雑
誌
を
見
て

氏
を
知
り
､
前
田
氏
を
介
し
て
氏
を
訪
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
｡
た
が
五
百
城
文
哉
画
伯
を
中
心
と
す
る
人

脈
も
見
逃
せ
な
い
｡
別
の
箇
所
に
は
､
氏
は
茨
城
師

範
在
任
中
､
五
百
城
氏
と
植
物
標
本
の
寄
贈
が
縁
で

知
り
合
っ
た
こ
と
､
五
百
城
氏
と
城
氏
は
相
当
懇
意

で
あ
っ
た
こ
と
､
武
田
氏
は
五
百
城
氏
方
を
訪
ね
た

際
､
城
氏
を
初
め
て
知
っ
た
こ
と
な
ど
の
記
述
が
み

ら
れ
､
交
流
団
も
示
さ
れ
て
い
る
｡
怒
ら
-
氏
は
城

氏
を
通
じ
て
武
田
氏
を
は
じ
め
日
本
博
物
学
同
志
会

の
面
々
を
知
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

一
方
写
真
関
連
で
は
､
同
じ
園
芸
雑
誌
に
高
山
植

物
の
記
事
と
と
も
に
載
せ
た
第
一
回
白
馬
登
山
の
際

の
写
真
が
契
機
と
な
る
｡
メ
モ
ノ
ー
ト
及
び
｢
見
聞
｣

を
総
合
す
る
と
､
ま
ず
こ
れ
に
注
目
し
た
の
が
ウ
ェ

ス
ト
ン
で
､
そ
の
入
手
方
法
を
小
島
氏
に
照
会
し
た
｡

そ
こ
で
小
島
氏
は
前
田
氏
を
通
じ
て
氏
の
了
解
を
と

り
､
上
京
し
て
い
た
話
頭
氏
が
小
島
氏
の
依
頼
を
受

け
て
新
潟
へ
帰
国
途
中
氏
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
｡
明

治
3
8
年
4
月
の
こ
と
と
い
う
｡

こ
の
時
'
氏
は
各
々
に
放
棄
の
写
真
を
贈
っ
て
い

る
が
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
へ
贈
っ
た
葱
平
か
ら
杓
子
を
撮

っ
た
一
葉
は
｢
ア
ル
パ
イ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
ル
も
第
2
3
番

に
登
載
さ
れ
､
日
本
ア
ル
プ
ス
の
写
真
が
海
外
の
雑

誌
に
載
っ
た
最
初
と
な
り
'
ま
た
小
島
氏
は
〇
日
本

山
水
論
』
に
､
高
頭
氏
は
〇
日
本
山
嶽
志
｣
に
そ
れ

ぞ
れ
登
載
し
て
い
る
｡

メ
モ
ノ
ー
ト
に
は
こ
う
し
た
機
縁
で
急
速
に
人
々

が
結
集
す
る
一
過
程
も
記
さ
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
､

明
治
3
8
年
の
夏
､
高
頭
氏
の
運
営
資
金
の
負
担
の
申

し
出
に
､
高
頭
氏
の
人
物
を
疑
っ
た
城
氏
が
身
元
調

査
に
出
か
け
よ
う
と
す
る
の
を
氏
が
別
し
て
へ
長
野

で
三
者
会
談
に
及
ん
だ
こ
と
､
会
談
中
'
最
初
は
原

稿
が
集
ま
ら
ぬ
か
ら
山
岳
会
を
日
本
博
物
学
同
志
会

の
支
会
と
し
て
発
足
す
る
と
い
う
案
に
､
氏
は
｢
自

分
濁
り
で
も
雑
誌
の
半
分
位
は
受
持
つ
と
壮
語
L
L

ど
こ
ま
で
も
反
対
し
た
が
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
､
と

い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
｡

山
岳
会
は
明
治
3
9
年
4
月
､
機
関
誌
『
山
岳
｣
第

一
年
第
一
号
を
発
行
し
て
公
の
発
足
を
み
る
｡
こ
の

記
念
す
べ
き
創
刊
号
の
巻
頭
を
飾
っ
た
の
は
､
氏
の

白
馬
大
雪
渓
の
写
真
だ
っ
た
｡

章
6
　
朗
読
3
3
年
`
墓
水
府
,
-
誘
一
時
-
国
に
始
足
し
た
鮮
血
を
中
心
と
L

L
,
博
的
-
i
.
の
同
時
会
的
組
織
し
聞
流
3
8
年
当
時
'
慨
に
会
埜
"
博
物

之
な
し
を
軸
に
了
カ
ナ
､
､
､
ノ
-
｡
野
外
楯
突
に
敢
撮
ん
で
い
た
っ

長
野
時
代
の
山
行
と
著
書

1
2
年
余
り
の
長
野
中
学
時
代
は
氏
に
と
っ
て
山
と

最
も
関
り
深
い
時
だ
っ
た
｡

前
章
に
み
た
よ
う
に
､
初
め
て
の
白
馬
に
魅
せ
ら

れ
た
氏
は
､
時
に
棄
雨
に
登
頂
を
断
念
し
'
時
に
天

候
不
順
の
元
凶
と
見
な
さ
れ
地
元
村
民
の
反
対
に
雑

儀
し
な
が
ら
も
､
渡
台
ま
で
毎
年
こ
の
山
を
訪
れ
て

い
る
｡
以
下
白
馬
以
外
の
主
な
山
歴
を
話
す
｡

明
治
3
9
年
　
針
の
木
越
え
立
山
　
中
房
･
大
天
井

経
由
の
槍
ヶ
岳

明
治
4
0
年
　
中
房
･
栗
沢
･
満
を
経
て
鷲
羽
岳
に

至
る
｢
日
本
ア
ル
プ
ス
縦
走
｣
　
奥
羽
周
遊

明
治
虹
年
　
御
嶽
･
駒
ヶ
岳
　
早
池
峯
･
鳥
海
山

明
治
4
4
年
　
乗
鞍
岳

思
惑
を
覆
す
山
岳
会
の
隆
盛
と
と
も
に
､
氏
の
山

行
も
精
力
的
に
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
当
時
､

登
山
自
体
､
今
日
で
は
思
い
も
よ
ら
な
い
困
難
の
連

続
だ
っ
た
に
違
い
を
い
が
､
そ
の
上
に
､
氏
は
植
物

採
集
と
写
真
撮
影
の
苦
労
を
背
負
っ
て
登
っ
た
の
だ
｡

例
え
ば
､
写
真
穣
材
は
暗
箱
､
乾
板
だ
け
で
も
7

-
8
キ
ロ
と
相
当
の
重
量
の
た
め
'
専
門
の
荷
担
ぎ

を
一
人
余
計
に
雇
わ
ね
ば
な
ら
を
か
っ
た
｡
賃
金
は

的
銭
'
米
-
升
的
銭
は
ど
の
時
代
で
あ
る
か
ら
か
な

り
の
出
費
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
ま
た
､
露
出
だ

け
で
2
0
-
約
分
､
1
枚
振
る
の
に
1
時
間
､
1
日
に

6
枚
が
や
っ
と
と
在
る
と
荷
担
ぎ
の
人
々
も
嫌
が
り
､

*

7

一
緒
に
行
-
友
人
も
在
か
っ
た
と
い
う
｡

明
治
4
0
年
へ
主
に
明
治
3
9
年
ま
で
の
登
山
記
で
構

成
さ
れ
た
前
田
氏
と
の
共
著
T
や
ま
｣
を
刊
行
し
た
｡

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
し
て
の
携
帯
を
配
慮
し
た
日
記
帳

の
よ
う
な
ホ
ッ
ク
ど
め
の
装
丁
は
奇
抜
だ
っ
た
｡
ま

た
明
治
4
2
年
に
は
本
邦
初
の
山
岳
写
真
集
と
い
あ
れ

る
『
山
岳
美
観
三
一
集
と
吉
同
山
植
物
採
集
及
培
養

法
｣
を
出
し
て
い
る
｡
後
述
の
D
千
山
繭
岳
U
も
含

め
て
､
氏
の
著
作
は
自
ら
の
高
山
幽
谷
に
対
す
る
感

動
と
経
験
を
広
-
里
人
に
伝
え
､
登
山
意
欲
を
盛
り

あ
げ
た
｡
そ
れ
は
氏
の
出
版
の
ひ
と
つ
の
目
的
で
も

あ
っ
た
ろ
う
｡
だ
が
氏
の
思
い
を
遥
か
に
越
え
て
'

登
山
の
大
衆
化
は
急
テ
ン
ポ
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

自
ら
の
新
聞
連
載
記
事
が
中
心
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ

ッ
ク
｢
烏
嶺
文
集
』
の
大
正
4
年
の
記
事
｢
日
本
ア

ル
プ
ス
　
蓮
華
の
大
池
H
L
で
､
葱
平
を
下
る
学
習

院
の
生
徒
の
　
｢
現
代
劇
の
毎
台
へ
で
も
出
る
様
を
｣

格
好
を
見
て
欺
い
た
次
の
一
節
に
は
､
氏
の
心
情
が

よ
-
現
か
れ
て
い
る
｡

｢
自
分
が
始
め
て
登
山
し
た
頃
は
麓
の
林
も
頂
上

の
草
原
も
全
く
太
古
の
ま
､
の
自
然
で
あ
っ
た
が
此

御
山
も
近
年
は
非
常
に
俗
に
を
つ
た
　
と
自
分
の
云

ふ
言
葉
の
終
ら
ぬ
内
に
､
人
夫
は
　
旦
那
俗
だ
の
何

.

h

_

し

･

り

の
と
云
っ
て
も
我
等
は
一
人
で
も
登
山
者
が
殖
え
て
'

●
e
か
で

一
貫
で
も
飴
計
な
酒
銭
が
取
れ
､
ば
よ
い
､
　
オ
ー

始
め
て
此
御
山
へ
来
た
頃
は
､
仙
人
の
様
で
あ
っ
た

御
前
達
も
､
情
な
い
根
性
に
な
っ
た
も
の
だ
､
ツ
ク

〈
此
山
も
嫌
に
な
っ
た
､
年
々
暑
中
休
暇
に
は
､

帰
省
で
も
す
る
様
を
気
持
ち
で
登
山
し
た
が
'
来
年

か
ら
は
登
る
ま
い
｡
｣

大
正
2
年
の
著
書
『
千
山
高
岳
｣
は
明
治
4
0
年
以

降
の
紀
行
と
研
究
論
文
で
構
成
さ
れ
'
例
の
写
真
が

奇
縁
と
な
っ
て
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
｡

山
々
に
対
す
る
高
ら
か
を
賛
美
と
驚
嘆
に
満
ち
た
本

書
は
､
氏
に
と
っ
て
は
も
は
や
帰
ら
ぬ
昔
日
の
記
念

碑
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

章

7

　

事

4

に

同

じ

お
わ
り
に

台
湾
か
ら
帰
国
後
'
氏
は
北
ア
ル
プ
ス
へ
は
一
歩

も
足
を
踏
み
入
れ
な
か
っ
た
｡
そ
の
氏
が
､
車
窓
か

ら
見
た
後
立
山
連
峰
に
矢
も
楯
も
た
ま
ら
な
-
な
り
､

昭
和
3
 
1
年
､
ご
家
族
に
無
断
で
4
 
1
年
ぶ
り
に
白
馬
に

登
っ
て
い
る
｡
8
3
才
に
し
て
1
 
3
回
目
'
最
後
の
白
馬

で
あ
っ
た
｡
既
に
資
料
と
し
て
山
岳
博
物
館
で
保
管

し
て
い
る
数
点
の
写
真
や
著
書
は
､
当
時
来
館
さ
れ

て
博
物
館
の
活
動
を
激
励
下
さ
り
､
後
日
お
送
り
下

さ
っ
た
品
々
で
あ
る
こ
と
を
付
記
す
る
｡

(
山
岳
博
物
館
職
員
)
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物悼と山

エ
ン
コ
･
ツ
ク
ベ
ル
･
ネ
マ
ル

ー
北
ア
ル
プ
ス
束
麓
の
方
言
m
I

福

　

沢

　

武

　

一

ス
ワ
ル
　
(
坐
る
)

り
す
る
｡

の
南
北
安
患
万
言
を
ひ
と
お
た

エ

ン

コ

ス

ル

エ

ン

ト

ス

ル

･
池
田
･

エ

ン

ト

コ

ス

貴
･
広
澤

工

ン

チ

ョ

ス

全
域

全
域
的
(
除
､
北
小
谷
･
松
川

七
費
･
梓
川
･
奈
川
･
大
野
川
)

ル
　
南
小
谷
･
大
町
･
八
坂
･
七

･
高
安
蓑
(
除
'
西
部
)

ル
　
全
域
的
(
除
､
北
小
谷
･
北

城
･
神
城
･
南
安
登
西
部
)

エ
ン
チ
ャ
ス
ル
　
八
坂
･
池
田
･
会
染
･
広
津

･
南
安
曇
(
除
'
西
部
)

こ
れ
ら
は
児
童
語
で
あ
る
｡
筆
頭
の
エ
ン
コ
は
俗

語
と
呼
ば
れ
､
今
で
は
共
通
語
に
昇
格
し
て
い
る
｡

幼
児
が
'
尻
を
つ
け
足
を
投
げ
出
し
て
す
れ

る

の

を

エ

ン

コ

ス

ル

と

言

う

が

､

こ

れ

は

､

も

し
か
し
た
ら
｢
横
猿
｣
か
ら
来
た
の
で
は
を
い

か
と
､
つ
ね
づ
ね
私
は
考
え
て
い
た
｡
猿
の
こ

と
を
エ
ン
コ
ー
と
い
う
地
方
も
あ
る
よ
う
だ
か

ら
'
幼
児
の
す
わ
り
方
が
猿
の
す
れ
っ
て
い
る

様
子
を
連
想
さ
せ
る
の
で
は
を
い
か
と
想
像
し

た
の
で
あ
る
｡
(
　
｢
下
水
内
の
方
言
｣
岩
淵
悦

太
郎
氏
序
)

あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
い
る
｡
し
か
も
　
｢
語
源

の
た
の
し
み
｣
五
巻
本
の
著
者
の
発
言
だ
か
ら
た
ま

ら
な
い
｡

長
時
間
の
正
座
は
子
供
に
は
む
ず
か
し
い
｡
し
か

し
､
エ
ン
コ
の
語
義
は
｢
正
座
｣
で
あ
る
｡
エ
ン
は

｢
艶
｣
で
､
い
か
に
も
上
品
を
さ
ま
｡
エ
ン
ト
は
｢
艶

と
｣
(
お
上
品
に
)
の
意
｡
エ
ン
チ
ョ
･
工
ン
チ
ャ
は

エ

ン

ト

の

な

ま

り

｡

エ

ン

コ

･

工

ン

ト

コ

の

コ

は

へ

何
々
す
る
コ
ト
　
(
事
)
　
の
略
｡

エ
ン
コ
は
端
正
に
坐
り
､
身
動
き
も
し
を
い
こ
と

だ
っ
た
｡
さ
れ
ば
こ
そ
､
故
障
し
た
乗
物
に
ぴ
た
り

だ
｡
押
し
て
も
引
い
て
も
微
動
だ
も
し
な
い
の
た
｡

以
上
の
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
が
あ
る
｡

チ
ャ
ン
シ
ル
　
全
域

チ
ャ
ン
コ
シ
ル
　
全
域
的
(
除
､
北
小
谷
･
奈

川
･
大
野
川
)

チ
ャ
ン
は
チ
ャ
ン
ト
(
き
ち
ん
と
､
端
正
に
)
　
の

チ

ャ

ン

だ

｡

チ

ャ

ン

コ

の

コ

は

､

エ

ン

コ

の

コ

｡

チ
ャ
ン
(
幼
児
語
､
正
座
)
静
岡
･
名
古
屋
･

出
雲
･
愛
媛
へ
以
下
'
日
本
国
語
大
辞
典
)

チ
ャ
ン
コ
　
(
同
)
上
伊
那
･
静
岡
･
鳥
取
･
島

根

こ
れ
ら
は
安
曇
方
言
で
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
寿
い

で
ほ
し
い
｡

2

次
は
少
々
古
い
用
語
で
あ
る
｡

オ
ツ
ク
バ
イ
ス
ル
　
全
域
的
(
稀
薄
)

オ
ツ
ク
ベ
ス
ル
　
全
域

オ
ツ
ン
ペ
コ
ス
ル
　
北
城
･
神
城
･
松
川
･
会

染
･
七
貨
･
南
安
曇
(
西
部
稀
薄
)

こ
れ
ら
も
児
童
語
で
､
次
の
も
の
に
由
来
す
る
｡

ツ
ク
バ
ウ
　
北
小
谷
･
美
麻

ツ
ク
パ
ル
　
北
安
登
(
北
部
･
中
部
)
･
穂
高

･
豊
科
･
小
室
･
奈
川
･
大
野
川

ツ
タ
ベ
ル
　
全
域
(
除
'
北
小
谷
)

こ
の
原
義
･
原
形
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

ッ
ク
バ
ウ
　
(
檎
)
　
｢
突
き
這
う
｣
　
の
意
｡
H
よ

っ
ん
ば
い
に
な
る
｡
0
平
伏
す
る
｡
平
身
低

頭
す
る
｡
(
日
本
国
語
大
辞
典
に
よ
る
)

こ
れ
は
最
高
に
か
し
こ
ま
っ
た
坐
り
方
だ
｡
両
手

を
突
き
'
額
を
地
面
に
す
り
つ
け
て
い
る
｡
こ
こ
か

ら
導
か
れ
る
ツ
ク
パ
ル
･
ツ
タ
ベ
ル
が
正
座
す
る
こ

と
は
当
然
だ
一
∪

ツ
タ
バ
ウ
は
伝
統
的
な
日
本
語
で
､
ツ
タ
ボ
ウ
･

ツ
タ
パ
ル
の
形
で
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
｡
ツ
タ

ベ
ル
は
長
野
県
に
特
徴
的
｡
そ
の
児
童
語
が
オ
ツ
タ

ベ

ス

ル

｡

こ

れ

が

オ

ツ

ン

ペ

コ

ス

ル

と

な

っ

た

｡

あ

ど
け
な
い
限
り
だ
｡

3

も
一
つ
特
殊
な
方
言
が
拾
わ
れ
る
｡

ネ
マ
ル
　
ロ
坐
る
｡
北
小
谷
･
中
土
･
南
小
谷

･
平
･
八
坂
･
有
明
･
明
科
　
0
寝
る
｡
美

麻
･
八
坂
･
池
田
･
大
野
川

こ
こ
で
芭
蕉
句
の
一
語
に
対
面
し
よ
う
と
は
思
わ

な
か
っ
た
｡
｢
奥
の
細
道
｣
の
途
上
で
あ
る
｡

涼
し
さ
を
お
が
宿
に
し
て
ね
ま
る
な
り
　
芭
蕉

こ
の
ネ
マ
ル
は
定
見
に
達
し
て
い
な
い
｡
説
を
大

別
す
る
と
､
-
-
0
寝
る
｡
0
安
生
す
る
｡
0
正
座

す
る
｡

参
考
に
方
言
分
布
を
見
る
と
､

ネ
マ
ル
　
0
坐
る
｡
青
森
･
岩
手
･
宮
城
･
島

根
簸
川
　
0
寝
る
｡
長
崎
千
々
石
･
鹿
児
島

肝
属
　
0
腐
敗
す
る
｡
九
州
･
喜
界
島
(
全

国
方
言
辞
典
に
よ
る
)

芭
蕉
句
は
'
山
形
県
下
の
産
だ
っ
た
し
'
｢
正
座

す
る
｣
の
可
能
性
が
高
い
｡
わ
が
安
曇
の
場
合
は
､

東
北
･
北
陸
の
路
線
の
余
波
だ
｡
そ
れ
が
形
の
似
た

｢
寝
る
｣
の
方
へ
流
れ
か
け
て
い
る
｡

九
州
の
ネ
マ
ル
　
(
寝
る
)
は
も
と
か
ら
の
も
の
で
､

東
北
系
と
鋭
く
対
立
し
て
い
る
｡
古
代
に
二
つ
に
分

裂
し
た
｡
ど
っ
ち
が
よ
り
原
義
だ
っ
た
か
?

次
の
よ
う
に
別
語
を
語
源
に
立
て
る
説
も
あ
る
｡

ネ
マ
ル
　
ネ
パ
ル
　
(
棉
)
　
の
意
｡
地
に
つ
く
意

か
ら
(
名
言
通
･
新
村
氏
　
国
語
学
叢
録
)
0

(
上
田
女
子
短
大
教
授
)

博
物
館
だ
よ
り

資
料
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

ピ
ッ
ケ
ル
他
5
点
　
　
大
町
市
社
松
崎
　
高
橋
鴻
生

ピ
ッ
ケ
ル
　
-
点
　
大
町
市
常
盤
上
一
　
丸
山
陸
士

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
他
5
点
　
越
谷
市
恩
問
　
林
武
夫

リ

ュ

ッ

ク

サ

ッ

ク

　

-

点

東
京
都
板
橋
区
赤
塚
新
町
　
北
原
正
宣

キ

ス

リ

ン

グ

ザ

ッ

ク

　

1

点

東
京
農
業
大
学
農
友
会
山
岳
部

山

と

博

物

館

第

訓

巻

第

-

早

一
九
八
六
年
一
日
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
長
野
県
大
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T
E
L
㊨
〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
債
町

大

　

糸

　

タ

イ

　

ム

　

ス

　

印

　

刷

部

定
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年
額
一
`
二
〇
〇
円
(
送
料
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)
(
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可
)
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