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復原された仁科氏大町居館外堀跡と構造式通学路

天
正
吉
仁
科
氏
居
館
跡
の
史
跡
指
定
に
つ
い
て

最
近
急
速
に
高
ま
っ
て
き
た
土
地
の
開
発
に
よ
っ

て
､
重
要
を
史
跡
や
歴
史
的
遺
構
が
次
第
に
変
容
さ

れ
､
破
壊
さ
れ
つ
つ
あ
る
｡
こ
れ
を
な
-
す
た
め
に

は
､
地
域
住
民
の
理
解
に
よ
る
史
跡
保
存
思
想
の
啓

発
と
､
地
主
の
了
承
に
よ
る
史
跡
指
定
の
促
進
等
､

恒
久
的
保
護
策
を
早
急
に
す
す
め
る
必
要
が
あ
る
｡

特
に
大
町
に
は
､
仁
科
氏
五
百
年
の
歴
史
に
関
係

す
る
居
館
跡
や
城
砦
跡
等
､
重
要
な
史
跡
が
数
多
-

残
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
館
之
内
居
館
跡
､
天

正
寺
大
町
居
館
跡
､
南
城
北
城
､
森
城
跡
と
一
連
の

支
館
'
支
城
､
城
砦
等
が
そ
れ
で
あ
る
｡

そ
れ
等
の
う
ち
天
正
寺
は
'
仁
科
氏
滅
亡
の
数
年

後
､
そ
の
居
館
跡
に
建
て
ら
れ
た
寺
で
あ
る
｡
従
っ

て
､
本
邦
'
二
の
郭
､
そ
れ
を
め
ぐ
る
外
堀
跡
､
本

邦
を
取
り
巻
-
内
堀
跡
､
土
居
､
古
木
'
黒
門
跡
に

再
建
さ
れ
た
山
門
等
が
残
り
'
当
時
の
面
影
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
｡
特
に
大
町
西
小
学
校
裏
門
に
通
ず

る
道
路
沿
い
の
外
堀
跡
は
､
基
地
化
し
て
い
る
西
側

や
水
田
化
し
て
い
る
東
側
の
外
堀
跡
と
共
に
､
最
も

よ
く
旧
態
を
保
存
し
て
い
る
｡

天
正
寺
の
遺
構
保
存
に
つ
い
て
は
､
私
も
直
接
関

係
し
て
き
た
一
人
で
あ
る
が
､
昭
和
五
十
九
年
､
市

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
誠
に

喜
ば
し
い
｡
そ
の
き
っ
か
け
は
大
町
西
小
学
校
裏
門

へ
通
じ
る
通
学
路
の
拡
充
問
題
で
あ
っ
た
｡
現
状
の

ま
ま
道
路
を
拡
張
し
よ
う
と
す
れ
ば
､
貴
重
を
外
堀

跡
を
締
少
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
一
方
は
登
下
校
児
童

の
安
全
対
策
で
あ
り
､
他
方
は
史
跡
保
存
の
問
題
で

あ
る
｡
何
れ
も
重
要
で
あ
っ
て
二
者
択
一
と
い
う
わ

け
に
は
い
か
な
い
｡
な
お
､
天
正
寺
の
所
有
地
は
外

堀
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
｡

そ
こ
で
外
堀
の
地
主
の
深
い
理
解
と
助
力
に
も
と

づ
き
'
市
当
局
へ
市
教
委
､
天
正
寺
の
間
で
再
三
再

四
協
譲
を
重
ね
た
結
果
､
妥
結
し
た
の
が
桟
道
方
式

に
よ
る
通
学
路
の
拡
張
と
外
堀
の
復
原
`
本
邦
を
中

心
と
す
る
史
跡
指
定
で
あ
っ
た
｡
こ
の
上
は
更
に
二

の
郭
の
指
定
は
勿
論
､
一
日
も
早
-
残
さ
れ
た
他
の

史
跡
指
定
へ
の
努
力
を
切
望
し
て
止
ま
な
い
も
の
で

あ
る
｡

(
大
町
史
談
会
長
上
條
為
人
)
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古
い
写
真
を
め
ぐ
っ
て

峯

　

村

　

　

隆

は
じ
め
に

〃
A
は
B
で
は
な
-
C
だ
っ
た
〃
　
と
い
う
ま
で
に
い

く
つ
も
寄
り
道
を
し
毛
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
と

き
ど
き
あ
り
ま
す
｡
た
と
え
ば
山
岳
博
物
館
で
は
上

の
写
真
(
①
と
②
)
　
の
外
国
人
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
,
ガ

ウ
ラ
ン
ド
と
し
て
展
示
し
て
い
ま
し
た
が
､
実
は
2

枚
は
同
一
山
行
の
も
の
で
､
①
の
人
物
は
ド
ー
ン
ト

-
､
?
,
②
の
人
物
は
ゴ
ー
ス
デ
ン
'
だ
っ
た
の
で
す
｡
あ
っ
さ

預
り
言
っ
て
し
ま
え
ば
こ
れ
だ
け
で
味
け
老
い
も
の
で

す
｡
ど
う
か
ご
一
緒
に
古
い
写
真
を
め
ぐ
っ
て
し
ば

ら
く
道
草
を
食
っ
て
は
い
た
だ
け
を
い
で
し
ょ
う
か
｡

ガ
ウ
ラ
ン
ド

『
新
種
･
日
本
登
山
史
』
　
へ
山
崎
安
治
著
)
　
に
よ
れ

ば
､
化
学
と
冶
金
の
技
師
と
し
て
明
治
5
年
大
阪
造

幣
寮
に
招
か
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
で
す
が
､
日
本
に
滞

在
し
た
1
 
6
年
間
に
近
畿
･
中
国
･
九
州
の
古
墳
の
研

究
も
手
が
け
日
本
考
古
学
の
父
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡

日
本
の
山
々
の
登
山
に
関
し
て
ガ
ウ
ラ
ン
ド
自
身

の
書
い
た
も
の
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
｡
し
か
し
北
ア
ル
プ
ス
た
け
で
も
御
岳
(
明
治
6
)

立
山
　
(
明
治
8
)
､
檎
･
乗
鞍
(
明
治
1
0
)
､
爺
岳

(
爺
ケ
岳
)
､
五
六
岳
(
蓮
華
岳
)
な
ど
に
登
っ
た

こ
と
が
ガ
ウ
ラ
ン
ド
の
発
言
や
役
所
文
書
(
*
-
)
､

同
時
代
に
鉱
山
学
な
ど
の
教
師
と
し
て
来
日
し
た
イ

ギ
リ
ス
人
､
ミ
ル
ン
の
講
演
へ
*
2
)
　
で
知
る
こ
と

が
で
き
ま
す
｡
ま
た
明
治
1
4
年
刊
行
の
サ
ト
ウ
､
ハ

ウ
ス
共
編
D
中
部
お
よ
び
北
方
日
本
旅
行
者
案
内
｣

(
*
3
)
　
の
中
部
山
岳
地
常
の
記
事
は
ガ
ウ
ラ
ン
ド

の
資
料
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
い
か
れ
ま
す
｡

ガ
ウ
ラ
ン
ド
は
こ
の
よ
う
に
､
日
本
の
登
山
史
の

う
え
で
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
以
前
の
先
駆
的
を
外
国
人
登

山
者
と
い
え
ま
す
｡
先
の
案
内
書
の
編
集
中
､
越
中

･
飛
騎
･
信
州
の
山
地
を
は
じ
め
て
日
本
ア
ル
プ
ス

と
呼
ん
だ
の
も
ま
た
ガ
ウ
ラ
ン
ド
で
し
た
｡

章

-

一

.

井

路

盤

｢

ウ

ェ

ス

ト

/

を

め

く

る

人

々

I

 

W

･

ガ

リ

ラ

/

ド

｣

-
重
大
8
5
9
J
に
よ
れ
げ
r
ノ
ン
オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
∴
ン
ヤ
ー
ナ
ル
｣
諒
L

‥
亨
こ
高
両
町
事
務
所
〓
草

書
2
　
明
絹
_
3
年
'
6
本
ア
ン
ア
愉
会
で
の
請
澗
｢
田
本
に
お
け
る
氷
河
時
代

の
遺
跡
L

r
m
 
A
 
L
J
a
n
d
t
J
o
o
k
 
t
o
l
･
T
r
a
y
c
l
l
e
r
s
 
l
n
 
C
e
n
t
t
･
a
l
 
a
n
d

N
e
｢
手
e
ヨ
L
a
p
a
つ
.
一
∞
∞
-

展
示
写
具
へ
の
疑
問

一
昨
年
8
月
の
こ
と
､
登
山
史
を
研
究
さ
れ
て
い

る
川
村
宏
氏
が
来
館
さ
れ
例
の
写
真
を
見
て
'
2
枚

と
も
ガ
ウ
ラ
ン
ド
は
疑
わ
し
-
､
特
に
①
の
写
真
の

外
国
人
は
見
お
ぼ
え
の
あ
る
ド
ー
ン
ト
で
は
な
い
か

-
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
｡
後
日
､
川
村
氏
は
ガ
ウ

ラ
ン
ド
で
は
な
い
根
拠
と
し
て
､
当
時
の
写
真
技
術

上
の
制
約
を
あ
げ
て
い
ま
す
｡

つ
ま
り
､
ガ
ウ
ラ
ン
ド
が
中
部
山
岳
の
高
岳
に
立

っ
た
明
治
6
-
1
0
年
こ
ろ
は
膨
大
を
器
材
と
長
い
露

光
時
間
､
そ
し
て
専
門
の
技
師
を
必
要
と
す
る
湿
板

写
真
の
時
代
で
あ
り
､
そ
ん
な
も
の
を
山
へ
担
ぎ
あ

げ
る
お
け
が
を
い
.
と
こ
ろ
が
①
の
写
真
は
ス
ナ
ッ

プ
で
あ
る
｡
こ
れ
ほ
ど
自
然
に
人
物
の
動
き
が
撮
れ

る
の
は
明
治
1
 
6
年
日
本
で
最
初
に
撮
影
さ
れ
た
と
い

う
乾
板
写
真
'
そ
れ
も
感
光
剤
の
改
良
で
露
光
時
間

の
短
-
な
っ
た
明
治
後
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
｡
ガ

ウ
ラ
ン
ド
は
明
治
2
 
1
年
日
本
を
去
っ
て
お
り
､
写
真

技
術
史
と
の
ズ
レ
が
大
き
い
｡
要
旨
は
こ
う
で
し
た
｡

山
岳
博
物
館
で
こ
の
2
枚
を
展
示
し
た
の
は
昭
和

5
7
年
か
ら
｡
ガ
ウ
ラ
ン
ド
と
し
た
の
は
元
に
在
っ
た

〝
加
門
泊
の
小
屋
発
行
(
*
4
)
　
『
日
本
ア
ル
プ
ス

命

名

者

　

ゴ

ー

ラ

ン

ド

　

ウ

エ

ス

ト

ン

　

両

氏

登

山

記
念
絵
葉
書
』
　
〟
　
の
説
明
に
よ
り
ま
す
｡
寄
贈
さ
れ

博
物
館
に
あ
っ
た
4
枚
組
の
絵
葉
書
で
､
1
枚
は
槍

ヶ
岳
坊
主
の
岩
室
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
･
嘉
門
次
,
根
本

滞
積
､
1
枚
は
雪
渓
を
桟
断
す
る
嘉
門
次
･
ウ
ェ
ス

ト
ン
夫
人
･
清
蔵
を
掘
っ
た
共
に
有
名
を
写
真
､
あ

と
の
2
枚
は
例
の
写
真
で
'
①
に
は
〝
ウ
イ
リ
ア
ム

∴
コ
ー
ラ
ン
ド
氏
の
一
行
〟
②
に
は
　
〝
ウ
イ
リ
ア
ム

･
ゴ
ー
ラ
ン
ド
氏
　
大
検
の
雪
渓
に
て
〟
と
説
明
書

き
が
あ
る
の
で
す
｡
他
に
ガ
ワ
ラ
ン
ト
と
断
言
で
き

る
根
拠
は
な
に
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
指
摘
を
う
け
て
改

め
て
眺
め
て
み
て
､
他
の
ガ
ウ
ラ
ン
ド
の
肖
像
と
の

差
､
一
般
的
な
明
治
前
期
の
登
山
装
束
と
の
隔
た
り

が
増
す
ば
か
り
で
し
た
｡

*
4
　
絵
葉
書
の
入
っ
て
い
る
封
筒
に
は
こ
う
書
い
て
あ
る
｡

嘉
代
言
と
ド
ー
ン
ト

川
村
氏
の
指
摘
に
対
し
て
こ
ち
ら
の
調
べ
は
　
〝
加

門
治
の
小
屋
発
行
〟
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
手
が
か
り

で
し
た
｡
と
り
あ
え
ず
嘉
門
次
小
屋
の
四
代
目
･
上

条
輝
夫
氏
が
昭
和
5
4
年
に
発
行
し
た
　
『
三
代
の
山
-

嘉
門
次
小
屋
一
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
-
も
を
め
-
っ
て

み
ま
し
た
｡
す
る
と
､
を
ん
と
②
の
写
真
が
　
〝
雪
倉

岳
に
て
　
中
央
　
嘉
代
書
〟
　
と
い
う
説
明
で
の
っ
て

い
た
の
で
す
｡
文
章
中
に
こ
の
写
真
の
解
説
は
な
く
'

巻
末
の
嘉
門
次
小
屋
年
表
で
も
嘉
門
次
の
息
子
嘉
代

言
が
い
つ
言
合
へ
行
っ
た
か
れ
か
り
ま
せ
ん
｡
し
か

し
こ
の
写
真
の
中
央
が
実
際
に
嘉
代
言
だ
と
す
る
と

ガ
ウ
ラ
ン
ド
の
活
搬
年
代
と
大
き
-
ズ
レ
､
少
な
く

と
も
ガ
ウ
ラ
ン
ド
で
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
ま
す
｡

(
*
5
)
そ
し
て
､
よ
-
見
る
と
①
の
写
真
の
前
か

ら
三
人
目
の
人
物
も
そ
の
格
好
か
ら
嘉
代
書
ら
し
く

見
え
､
②
の
左
の
人
物
と
①
の
最
後
尾
の
人
物
が
同

じ
服
装
を
し
て
い
る
で
は
な
い
で
す
か
｡
ほ
ん
と
う

に
嘉
代
書
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
､
こ
こ
で
や
っ
と

2
枚
は
怒
ら
-
同
一
山
行
の
も
の
だ
と
わ
か
っ
た
の

で
す
｡
外
国
人
ば
か
り
に
注
目
し
て
い
て
は
い
け
ま

せ
ん
｡

さ
て
一
方
､
ド
ー
ン
ト
と
は
ど
ん
な
人
物
を
の
で

し
ょ
う
｡
『
新
種
･
日
本
登
山
史
』
や
古
い
日
本
山

岳
会
機
関
誌
『
山
岳
』
な
ど
を
総
合
し
て
得
ら
れ
る

情
報
は
次
の
と
お
り
で
す
｡

干
E
.
D
a
…
一
明
治
末
か
ら
大
正
1
3
年
4
月
ま
で
神

戸
に
在
住
の
カ
ナ
ダ
人
　
バ
キ
ュ
ー
ム
石
油
会
社
に

勤
務
　
在
日
中
に
神
戸
の
山
好
き
の
在
日
外
国
人
を

中
心
に
結
成
し
た
K
o
b
e
 
M
o
に
つ
一
a
i
つ
G
e
a
t
 
C
-
g
b

(
以
下
M
･
G
･
C
と
略
)
　
を
主
宰
　
大
正
4
年
か
ら

1
 
3
年
ま
で
M
･
G
･
C
の
活
動
報
告
書
と
い
っ
た
趣
の

英
文
誌
『
S
N
>
K
>
』
を
1
6
巻
ま
で
発
行
　
大
正
4

年
､
加
賀
正
太
郎
∴
冊
野
際
蔵
の
紹
介
で
日
本
山
岳

会
に
入
会
　
当
時
の
会
員
で
は
今
村
幸
男
･
塚
本
永

堯
ち
と
親
交
が
あ
り
彼
ら
の
は
か
ら
い
で
大
正
1
 
3
年

の
離
日
に
あ
た
っ
て
そ
の
活
動
を
た
た
え
る
日
本
山

岳
会
か
ら
の
送
別
の
辞
を
う
け
て
い
る
　
『
山
岳
』

に
寄
せ
ら
れ
た
ド
ー
ン
ト
の
い
-
つ
か
の
登
山
紀
行

に
よ
れ
ば
(
*
6
)
大
正
4
年
赤
石
岳
､
5
年
北
岳
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. ＼. 

-上身∴七二∴.当 

鰭物情と山

6
年
鳳
凰
山
群
､
1
年
水
晶
･
薬
師
･
立
山
を
は
じ

め
日
本
各
地
の
高
岳
を
精
力
的
に
登
っ
て
い
る
｡
と

り
お
け
大
正
6
年
の
ゴ
ー
ス
デ
ン
(
｢
G
.
S
.
G
a
g
S
d
g
)
､

長
野
武
之
垂
と
の
鳳
凰
山
地
蔵
仏
の
ウ
ェ
ス
ト
ン
ら

に
つ
ぐ
第
三
登
は
､
日
本
に
お
け
る
先
覚
的
な
岩
登

り
の
実
践
で
あ
り
'
同
じ
神
戸
の
藤
木
九
三
ら
の
ロ

ッ
ク
･
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
･
ク
ラ
ブ
誕
生
(
大
正
1
 
3
年
)

の
刺
激
だ
っ
た
と
い
う
｡

ド
ー
ン
ト
に
関
し
て
割
合
す
ぐ
に
手
に
入
っ
た
情

報
は
こ
れ
く
ら
い
で
し
た
｡
い
っ
た
い
こ
の
二
人
に

接
点
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
｡

②
の
写
真
の
中
央
が
ほ
ん
と
う
に
轟
代
書
で
あ
り

雪
倉
な
の
か
｡
写
真
の
外
国
人
が
ド
ー
ン
ト
で
あ
る

確
証
が
得
ら
れ
る
の
か
｡
調
べ
る
に
つ
れ
ガ
ウ
ラ
ン

ド
の
影
は
薄
れ
`
こ
の
二
点
に
重
点
が
移
っ
て
き
ま

し
た
｡

川
村
氏
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
を
軸
に
し
た
登
山
史
に
特

に
詳
し
く
､
し
か
も
(
こ
ち
ら
に
し
て
み
れ
ば
)
価

然
に
も
上
条
輝
夫
氏
と
は
長
年
の
友
人
､
し
か
も
『

三
代
の
山
賀
の
編
集
人
の
ひ
と
り
た
っ
た
の
で
す
｡

〝
雪
倉
岳
に
て
　
中
央
　
謡
代
言
〟
に
つ
い
て
写
真

を
担
当
し
た
他
の
編
集
人
の
方
に
確
認
し
て
い
た
だ

い
た
と
こ
ろ
､
雪
倉
岳
と
し
た
の
は
上
条
家
の
ア
ル

バ
ム
に
こ
の
写
真
が
あ
り
､
裏
面
に
雪
倉
岳
と
善
い

て
あ
っ
た
た
め
､
諾
代
書
に
つ
い
て
は
上
条

家
の
人
た
ち
も
含
め
て
検
討
し
､
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
使
っ
た
｡
と
の
情
報

を

い

た

だ

き

ま

し

た

｡

ま

た

ド

ー

ン

ト

に

関

し
て
は
鮮
明
を
肖
像
写
真
③
を
照
合
に
と
催

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
｡
こ
の
写
真
と
①
の

外
国
人
　
顔
つ
き
･
体
型
･
服
装
　
-
　
ど
れ

を
比
べ
て
も
よ
-
似
て
い
る
｡
い
や
十
中
八

九
こ
れ
は
ド
ー
ン
ト
で
す
｡

*
5
‥
代
の
用
｣
の
鼠
門
次
小
母
年
女
に
よ
れ
げ
､
請
代
書
は

明
冶
4
年
出
生
｡
明
治
6
年
で
2
腹
､
明
治
2
1
年
で
も

1
 
7
腹
で
あ
る
｡

*
6
　
緑
_
0
年
諒
3
‥
弓
の
｢
>
K
≧
S
≡
S
>
Z
 
L
 
t
窮
1
 
3
年
琉

3
‥
弓
か
ら
は
じ
ま
る
｢
S
e
R
>
M
B
r
E
S
-
N

｢
王
E
 
S
O
U
十
王
E
R
Z
L
>
-
)
>
Z
E
S
を
>
r
P
S
L

-
-
a
｢
ニ
ー
〓
　
ま
と

接

　

点

策
動
-
E
r
_
上
し
_
_
　
8
-
-
.
-
°
,
-
.

日
本
ア
ル
雪
ノ
ス
の
開
拓
者
た
ち
中

書

鵜

門

弘

ロ

と

ウ

エ

ス

ト

･

/

『
t
N
A
K
A
E
に
つ
い
て
は
先
に
少
し
ふ
れ
ま
し
た
が
'

と
う
と
う
こ
こ
で
二
人
は
結
び
つ
き
ま
し
た
｡
大
正

4
年
発
行
の
第
1
巻
第
1
 
7
章
｡
大
正
元
年
8
日
の
山

行
記
録
｡
川
村
氏
が
見
つ
け
ら
れ
､
1
0
月
は
じ
め
次

に
引
用
す
る
お
手
紙
を
-
だ
さ
い
ま
し
た
｡

(
前
略
)
第
1
 
7
章
で
タ
イ
ト
ル
は
｢
○
h
o
 
r
o
圭
s

G
r
o
舌
｣
で
す
｡
蓮
華
山
詳
と
で
も
訳
す
の
で
し
ょ

う
か
｡
筆
者
名
は
あ
り
ま
せ
ん
が
多
分
ド
ー
ン
ト
と

思
い
ま
す
｡
神
戸
か
ら
ド
ー
/
ト
と
長
野
武
之
壷
が

出
発
し
､
米
原
で
ゴ
ー
ス
デ
ン
と
合
流
し
て
い
ま
す
｡

一
行
は
米
原
か
ら
糸
魚
川
へ
行
き
､

根
小
屋
で
一
泊
､
山
の
坊
か
ら
蓮
華

温
泉
と
､
明
治
2
7
年
の
ウ
ェ
ス
ト
ン

と
ほ
ぼ
同
じ
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
い
る

よ
う
で
す
｡
そ
し
て
案
内
は
幕
代
吉

と
あ
り
ま
す
｡
募
代
言
と
は
ど
う
し

て
連
絡
し
た
の
か
､
何
処
で
合
流
し

た
の
か
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
｡
こ

の
時
の
登
山
で
ド
ー
ン
ト
は
8
月
2
3

日
に
雪
倉
岳
､
2
7
日
に
白
馬
岳
'
9

月
l
日
に
立
山
に
登
っ
て
い
ま
す
｡

(
後
略
)

川
村
氏
も
こ
の
後
で
書
か
れ
て
い

る
よ
う
に
､
他
に
特
別
を
確
証
は
な

い
も
の
の
､
あ
の
2
枚
の
写
真
は
こ

の
登
山
の
も
の
で
'
①
の
先
頭
は
ド

-
ン
ト
､
ひ
と
り
お
い
て
嘉
代
言
'
最
後
尾
が
長
野

武
之
轟
'
②
の
右
は
ゴ
ー
ス
デ
ン
'
中
央
が
嘉
代
言

左
が
長
野
で
は
ぽ
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
｡

〃
ガ
ウ
ラ
ン
ド
の
写
真
〟
は
こ
う
し
て
一
応
の
決
着

を
み
ま
し
た
｡
最
初
の
指
摘
以
来
､
川
村
氏
の
労
を

惟
し
ま
を
い
情
報
の
掘
り
出
し
と
提
供
が
を
け
れ
は

い
つ
ま
で
も
誤
り
に
気
づ
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
｡
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡

追

　

認

こ
こ
大
町
近
辺
は
夏
場
の
北
ア
ル
プ
ス
と
山
麓
の

自
然
が
魅
力
の
観
光
地
で
あ
り
'
山
岳
博
物
館
を
訪

れ
る
方
も
木
枯
し
か
ら
雪
ど
け
ま
で
は
と
て
も
少
な

く
な
り
ま
す
｡
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
時
と
ば
か
り
に

ま
と
ま
っ
た
時
間
の
必
要
な
仕
事
を
こ
な
す
の
で
す

が
､
資
料
整
理
も
そ
の
ひ
と
つ
｡

日
月
の
は
じ
め
､
未
整
理
の
書
籍
や
冊
子
類
に
埋

も
れ
て
い
で
あ
る
雑
誌
に
出
く
わ
し
た
の
で
す
｡
目

で
見
る
歴
史
と
い
っ
た
趣
の
　
『
画
報
　
風
俗
史
　
第

1
4
集
　
明
治
時
代
㈲
』
と
い
い
昭
和
3
3
年
国
際
文
化

情
報
社
の
発
行
で
す
｡
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
場
違
い
を

感
じ
の
雑
誌
が
あ
る
の
か
'
へ
ん
に
思
っ
て
開
い
て

み
て
よ
か
っ
た
で
す
｡
赤
坂
離
宮
･
女
学
生
風
俗
･

日
比
谷
焼
打
事
件
･
活
動
大
写
真
･
･
･
･
在
か
ば
自
分

の
興
味
で
と
ば
し
見
な
が
ら
次
に
め
-
っ
た
九
五
八

ペ
ー
ジ
(
写
真
④
)
は
驚
き
で
し
た
｡

上
段
右
の
写
真
(
写
真
⑤
)
の
説
明
は
″
ウ
エ
ス

ト
ン
　
(
]
8
6
L
I
L
9
4
0
)
w
a
L
t
e
r
 
W
e
s
t
t
o
r
I
 
~
英
国

山
岳
会
々
貝
｡
明
治
2
1
年
い
ら
い
三
た
び
来
日
.
滞

日
1
 
3
年
｡
牧
師
で
し
た
が
日
本
ア
ル
プ
ス
を
世
界
に

紹
介
し
た
人
と
し
て
有
名
で
す
｡
写
真
は
蓮
華
温
泉

小
屋
で
の
彼
｡

『
ウ
エ
ス
ト
ン
写
真
帳
』
　
(
大
町
山
岳
博
物
館
蔵
)

か
ら
｡
〟
と
な
っ
て
お
り
､
下
段
の
写
真
(
写
真
⑥
)

で
は
〝
蓮
華
温
泉
小
屋
で
の
ウ
エ
ス
ト
ン
一
行
　
ガ

イ
ド
が
雨
具
用
の
コ
ウ
モ
リ
傘
と
ピ
ッ
ク
の
結
い
ピ

ッ
ケ
ル
を
持
っ
て
い
る
の
に
注
意
｡
中
央
の
マ
ド
ロ

ス
パ
イ
プ
を
く
わ
え
で
い
る
の
が
ウ
ェ
ス
ト
ン
｡
蓮

華
温
泉
は
北
ア
ル
プ
ス
白
馬
乗
鞍
の
北
麓
に
あ
り
ま

す

｡

『

ウ

エ

ス

ト

ン

写

真

帳

』

よ

り

｡

〟

と

な

っ

て

い
ま
す
｡

ウ
エ
ス
ト
ン
?
こ
れ
は
ド
ー
ン
ト
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
｡
写
真
が
な
ん
と
山
岳
博
物
館
の
提
供
だ
と
い

う
の
で
当
時
を
知
る
館
員
に
尋
ね
る
と
､
『
ウ
エ
ス

ト
ン
写
真
帳
｣
は
そ
の
こ
ろ
上
条
家
か
ら
お
借
り
し

て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
蓮
華
温
泉
小
屋
に
つ
い
て
は

写
真
帳
の
記
載
に
準
じ
た
｡
と
の
こ
と
で
し
た
｡

蓮
華
温
泉
小
屋
は
別
の
明
治
4
3
年
撮
影
の
小
屋
の

写
真
と
照
合
し
て
間
遭
い
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡
一

方
⑥
の
写
真
の
ド
ー
ン
ト
の
服
装
は
靴
下
の
柄
ま
で

①
の
ド
ー
ン
ト
と
同
じ
で
す
｡
ド
ー
ン
ト
の
右
わ
き

の
男
も
左
は
し
の
ガ
イ
ド
の
服
装
も
ま
た
し
か
り
｡
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大連葦山
(大日岳)

く)　　　　ヽ

長池　　"､

三国嬢i/I
.I

′

I

I　　　　　　　　　( )内は戒名

I

A　白馬岳

推定される一行の足どり

舵物鰭ど山

長
野
と
嘉
代
書
で
す
｡
(
*
1
)
　
こ
の
2
枚
も
ま
た

大
正
元
年
8
月
の
登
山
の
も
の
た
っ
た
の
で
す
｡

資
料
整
理
も
ば
か
に
な
り
ま
せ
ん
｡

章
1
　
写
真
⑥
は
左
は
し
の
ガ
イ
ド
以
外
を
ト
リ
-
ン
グ
さ
れ
真
代
書
と
し

て
三
代
の
山
｣
に
も
便
あ
れ
で
い
ま
す
｡

一
行
の
足
ど
り

川
村
氏
の
お
手
紙
で
ド
ー
ン
ト
一
行
の
登
山
の
概

容
は
つ
か
め
ま
し
た
｡
し
か
し
古
い
写
真
達
が
息
を

吹
き
か
え
し
た
今
､
最
後
と
在
り
ま
し
た
が
記
録
に

そ
っ
て
少
し
詳
し
く
足
ど
り
を
た
ど
る
の
も
悪
く
あ

り
ま
せ
ん
｡
昔
の
登
山
の
こ
と
､
実
際
の
ル
ー
ト
や

位
置
に
関
し
て
は
登
山
史
家
･
長
沢
武
先
生
の
ご
助

言
が
な
け
れ
ば
推
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
感
謝
し

て
付
記
し
ま
す
｡
各
地
名
や
場
所
の
　
(
)
内
は
推
定

し
た
位
置
の
現
在
の
一
般
的
な
呼
び
名
で
す
｡

-

雪

倉

岳

登

山

I

M
･
G
･
C
の
　
『
【
Z
>
K
>
』
第
-
巻
第
1
 
7
章
に

よ
れ
ば
蓮
華
温
泉
到
着
は
大
正
元
年
8
月
2
2
日
｡
雪

倉
岳
は
翌
2
3
日
に
登
っ
た
よ
う
で
す
｡

早
朝
出
発
'
天
気
は
良
好
｡
最
初
の
1
マ
イ
ル
　
(

約
1
 
･
 
6
h
)
は
西
に
向
か
っ
て
(
平
馬
ノ
平
南
側
の
)

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
な
中
の
荒
れ
て
滑
り
や
す
い
道

を
行
-
｡
瀬
戸
川
を
渡
り
急
落
す
る
尾
根
に
と
り
つ

く
｡
数
分
登
る
と
古
い
銀
鉱
山
の
建

物
(
平
倉
鉱
山
製
錬
所
)
　
に
適
し
た
｡

こ
こ
か
ら
の
道
は
良
か
っ
た
｡
所
ど

こ
ろ
け
わ
し
い
が
､
場
所
に
よ
っ
て

4
-
5
フ
ィ
ー
ト
も
道
幅
が
あ
る
｡

こ
の
あ
た
り
　
(
下
巴
)
　
か
ら
は
大
蓮

華
･
小
蓮
華
そ
し
て
大
岩
壁
(
蓮
華

菱
)
'
雄
大
を
残
雪
な
ど
が
一
望
で

き
る
｡
し
か
し
鞍
部
　
(
上
巳
の
鉱
山

事
務
所
あ
た
り
か
)
　
を
越
え
て
か
ら

は
ガ
ス
が
一
切
の
視
界
を
さ
え
ぎ
っ

た
｡
七
三
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
　
(
約
二
二

乗
鞍
岳

▲

白
鷺
大
池

わ
V
　
軸
,
i

′

I

l

′

　

塵

け

4
,
I

一

A
T
i
i
i
1
-

二
五
m
)
地
点
の
別
の
銀
鉱
山
の
廃

屋
(
塩
谷
糟
錬
所
)
　
で
昼
食
｡
雪
の

斜
面
を
登
り
'
岩
峰
の
立
つ
ヤ
セ
桂

根
を
越
え
､
約
二
～
三
〇
〇
ヤ
ー
ド

二
八
二
～
二
七
四
m
)
幅
の
道
な
き
ハ
ィ
マ
ツ
借

を
苦
労
の
宋
切
り
抜
け
た
｡
こ
こ
か
ら
は
長
い
尾
根

を
や
や
楽
に
登
り
､
午
後
1
時
的
分
､
海
抜
八
二
六

六
フ
ィ
ー
ト
　
(
約
二
五
五
〇
m
)
　
の
宰
倉
山
頂
に
立

っ

た

｡

　

(

*

8

)

下
り
は
同
じ
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
が
､
ガ
ス
が
ま
す

ま
す
濃
-
な
っ
た
の
で
ハ
イ
マ
ツ
帯
で
す
お
り
こ
ん

で
晴
れ
る
の
を
待
っ
た
｡
し
か
し
晴
れ
る
ど
こ
ろ
か

雨
が
ふ
り
出
す
｡
仕
方
な
く
昼
食
を
と
っ
た
廃
屋
で

3
0
分
雨
や
ど
り
を
す
る
｡
だ
が
少
し
も
好
天
に
向
か

う
気
配
が
を
い
の
で
重
い
接
を
あ
げ
て
二
兎
に
下
る
｡

足
を
ひ
き
ず
り
､
ぐ
っ
し
ょ
り
ぬ
れ
て
温
泉
に
帰
り

つ
い
た
の
は
昼
す
ぎ
も
遅
-
だ
っ
た
｡

-
大
池
の
断
念
-

翌
2
4
日
は
雨
の
た
め
小
屋
に
滞
在
｡
翌
2
5
日
､
小

屋
ご
も
り
に
う
ん
ざ
り
し
た
一
行
は
ま
た
天
候
が
回

復
し
な
い
う
ち
に
　
〟
裏
道
〟
　
か
ら
〝
大
蓮
華
山
の
湖

(
日
華
大
池
)
　
〟
を
め
ざ
し
ま
す
.
裏
道
は
一
昨
日

の
平
倉
へ
の
ル
ー
ト
の
瀬
戸
用
の
渡
渉
点
か
ら
沢
ヅ

メ
に
湖
ま
で
つ
い
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が
'
2
マ

イ
ル
さ
か
の
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
で
踏
跡
さ
え
な
-
な
り

ま
す
｡
急
峻
で
も
ろ
い
岩
場
の
登
り
､
樹
林
帯
の
通

過
な
ど
で
思
い
が
け
ず
時
間
を
く
い
'
雨
も
激
し
-

な
っ
て
断
念
｡
午
後
3
時
､
疲
れ
冷
え
切
っ
て
温
泉

に
も
ど
っ
て
い
ま
す
｡

2
 
6
日
は
終
日
の
東
商
で
停
滞
｡

-
白
馬
岳
･
蓮
華
山
登
山
-

8
月
2
7
日
午
前
5
時
1
 
5
分
'
濃
霧
の
中
を
出
発
｡

銀
鉱
山
跡
(
塩
谷
)
　
ま
で
雪
倉
行
と
同
じ
ル
ー
ト
を

進
ん
だ
｡
快
晴
の
絶
好
の
天
気
と
な
り
､
難
を
-
ハ

イ
マ
ツ
帯
を
通
過
.
J
t
h
e
 
P
r
i
e
s
t
.
s
P
o
n
d
神
主
の
池

?
　
(
長
池
一
を
は
る
か
に
妃
お
ろ
せ
る
稜
線
に
出
た
｡

こ
こ
か
ら
は
な
ん
の
困
難
も
な
′
＼
午
前
1
 
0
時
1
 
5
分
､

5
時
間
に
し
て
海
抜
九
六
七
八
フ
ィ
ー
ト
(
約
二
九

五
〇
m
)
　
の
白
馬
岳
頂
上
に
達
し
た
｡
頂
上
に
は
1
 
2

フ
ィ
ー
ト
(
約
[
･
j
)
あ
る
測
量
の
三
角
櫓
に
よ
じ

登
っ
た
｡
白
馬
岳
か
ら
大
蓮
華
山
(
大
口
岳
(
五
万

回
で
は
小
蓮
華
)
)
ま
で
は
-
マ
イ
ル
ち
ょ
っ
と
で
､

こ
の
間
の
登
山
は
と
て
も
簡
単
で
あ
る
｡
午
後
2
時
､

海
抜
九
一
八
六
フ
ィ
ー
ト
(
約
二
八
〇
二
m
)
　
の
大

蓮
華
の
頂
上
に
適
し
た
と
き
､
小
蓮
華
山
　
(
大
日
岳

の
薬
玉
稜
線
上
'
最
端
部
の
高
み
)
は
%
マ
イ
ル
と

離
れ
て
い
な
い
小
山
の
よ
う
に
見
え
た
｡
(
小
蓮
華

か
,
ち
)
北
斜
面
を
下
り
火
口
湖
(
白
馬
大
池
)
を
通

過
し
た
｡
こ
こ
か
ら
温
泉
へ
の
下
り
で
あ
る
｡

一
時
間
以
上
に
わ
た
る
悪
戦
苦
闘
の
末
､
低
木
の

樹
林
帯
を
抜
け
て
出
た
と
こ
ろ
は
一
〇
〇
〇
フ
ィ
ー

ト
(
約
三
〇
五
m
)
　
に
わ
た
っ
て
急
落
す
る
ナ
イ
フ

の
よ
う
な
稜
線
上
で
あ
っ
た
｡
我
々
は
2
5
日
に
登
っ

た
険
し
い
泥
道
を
と
っ
た
｡
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ロ
ー
プ

も
使
用
す
る
大
変
を
注
意
と
体
力
の
必
要
を
下
り
た

っ
た
｡
温
泉
到
着
午
後
5
時
0
0
分
｡
出
発
し
て
1
 
2
時

間
以
上
｡
食
事
の
た
め
の
三
回
の
短
い
休
み
を
の
ぞ

き
歩
き
づ
め
で
蓮
華
山
群
の
墨
同
峰
白
馬
岳
と
大
蓮

華
山
に
登
っ
た
の
で
あ
る
｡

目
的
を
達
し
た
一
行
は
2
8
旦
蓮
華
温
泉
を
発
ち
4

里
の
道
を
千
国
へ
｡
こ
こ
か
ら
馬
車
で
白
馬
山
麓
の

村
々
､
仁
科
三
湖
を
通
り
'
家
々
の
軒
先
に
盆
捉
燈

の
あ
が
り
が
ゆ
れ
る
大
町
へ
着
い
た
の
で
し
た
｡

古
い
写
真
は
さ
ら
に
生
き
生
き
と
建
っ
た
気
が
し

ま
す
｡
し
か
し
長
沢
先
生
の
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
大
変
を
拙
訳
を
も
と
に
し
て
い
ま

す
の
で
､
ど
こ
ま
で
以
上
の
要
約
と
､
ル
ー
ト
と
位

置
の
推
定
が
妥
当
か
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
詳
し
い

方
で
こ
の
記
事
を
目
に
し
て
不
適
当
を
箇
所
を
見
つ

け
ら
れ
ま
し
た
ら
是
非
ご
一
報
お
願
い
し
ま
す
｡

*
8
　
塵
晶
や
提
出
状
況
を
考
え
る
と
､
実
麻
は
鉢
ケ
岳
二
一
五
六
三
m
)

に
遣
っ
た
可
能
性
も
あ
る
｡

お
わ
り
に

ガ
ウ
ラ
ン
ド
が
実
は
ド
ー
ン
ト
や
ゴ
ー
ス
デ
ン
と

わ
か
っ
て
､
実
際
に
し
た
展
示
上
の
変
更
は
わ
ず
か

に
1
 
5
字
､
I
m
X
1
 
0
州
の
写
真
説
明
ラ
ベ
ル
の
は
り

か
え
た
け
で
し
た
｡
た
た
'
こ
の
ラ
ベ
ル
は
見
た
目

よ
り
も
重
-
厚
か
っ
た
こ
と
を
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
記

録
し
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
す
｡
長
ら
く
お
つ
き
あ

い
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
職
員
)
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