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不破　章　信濃白馬村(大出) 1964(S39)信濃美術館所蔵

第
三
回
長
野
県
博
物
館
協
議
会
巡
回
展

｢
信
州
ゆ
か
り
の
水
彩
画
展
｣
に
寄
せ
て

石
沢
　
滞

信
州
は
昔
か
ら
水
彩
画
が
盛
ん
で
､
現
在
で
も
水

彩
画
家
の
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
｡

大
下
藤
次
郎
､
石
井
柏
享
な
ど
､
日
本
水
彩
画
界

の
先
人
た
ち
と
の
か
か
わ
り
も
深
い
｡
そ
し
て
､
信

州
か
ら
も
'
丸
山
晩
霞
､
小
山
周
次
'
篠
原
新
三
を

ど
､
第
一
級
の
水
彩
人
も
出
て
い
る
｡

食
み

信
州
の
地
形
は
変
化
に
と
ん
で
い
る
｡
岳
と
山
脈
､

山
湖
と
清
流
`
森
林
と
草
花
‥
‥
｡
こ
の
自
然
に
､

春
､
夏
､
秋
､
冬
の
色
が
織
り
を
す
自
然
美
は
､
こ

れ
ら
水
彩
画
家
た
ち
の
絶
好
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る
｡

信
州
は
､
実
に
よ
-
画
家
た
ち
の
写
生
地
に
在
っ

て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
今
日
で
も
同
じ

こ
と
で
あ
る
｡

今
回
の
､
｢
信
州
ゆ
か
り
の
水
彩
画
展
｣
に
出
品
さ

れ
て
い
る
二
十
余
名
の
画
家
た
ち
は
､
日
本
の
水
彩

画
の
歴
史
に
の
こ
る
人
々
で
あ
る
｡

こ
れ
だ
け
の
画
家
の
作
品
を
､
県
下
の
博
物
館
協

議
会
の
方
々
の
手
で
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
大
変

を
こ
と
で
､
そ
の
苦
労
が
し
の
ば
れ
る
の
で
あ
る
｡

従
来
､
美
術
館
･
博
物
館
は
､
や
や
閉
鎖
的
を
面

が
あ
り
､
自
館
で
持
っ
て
い
る
作
品
は
､
固
定
的
に

展
示
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
う
｡

し
た
が
っ
て
'
そ
の
作
品
は
､
そ
こ
ま
で
足
を
運

は
な
け
れ
ば
鑑
れ
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ん

が
､
近
年
は
､
互
い
の
館
が
協
力
し
合
う
こ
と
に
よ

り
､
い
ろ
い
ろ
を
企
画
展
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
は
､

と
て
も
す
ぼ
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
｡

館
の
歴
史
､
規
模
に
よ
り
､
所
蔵
作
品
量
に
も
当

然
の
こ
と
を
が
ら
差
は
あ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
へ

そ
れ
を
越
え
て
実
現
し
て
い
る
こ
と
も
'
よ
-
わ
か

る
の
で
あ
る
｡

大
町
の
場
合
は
'
い
つ
も
､
一
方
的
に
助
け
て
い

た
だ
い
て
巡
回
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
思
う
が
､

有
難
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
｡

(
日
展
会
友
･
大
町
山
岳
博
物
館
嘱
託
員
)
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婦野さんのために郵暮される先生　S52.6.4

(中)筆者と(右)営林署上高地担当官･遠山錬彰氏(今春急逝)

鰭勅博ど山

横
　
有
恒
先
生
を
憶
う
　
(
後
)

大
町
時
代
0

隠
櫛
の
百
瀬
さ
ん
と
､
戦
災
と
追
放
の
身
の
横
先

生
と
の
交
り
は
､
毎
日
の
よ
う
に
高
瀬
橋
を
渡
っ
て
､

約
二
年
間
続
い
た
｡
僅
か
を
配
給
の
米
で
は
食
べ
る

に
事
欠
く
時
代
で
は
あ
っ
た
が
､
二
人
に
は
温
か
く

心
の
通
っ
た
平
安
を
日
々
で
あ
っ
た
｡

こ
の
ご
ろ
､
次
の
よ
う
を
隠
さ
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
あ
る
｡

奥
様
の
実
兄
に
ド
イ
ツ
大
使
を
さ
れ
た
大
島
浩
と

い
う
方
が
お
り
､
当
時
戦
犯
と
し
て
国
際
裁
判
に
問

あ
れ
で
い
た
｡
奥
様
は
じ
め
ご
一
家
の
心
痛
は
並
々

在
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
｡
そ
ん
な
事
も
あ
っ
て
奥
様

に
は
上
京
の
機
会
が
よ
-
あ
っ
た
｡

あ
る
冬
の
夜
の
こ
と
､
恒
冶
さ
ん
を
伴
っ
て
東
京

丸

　

山

　

　

彰

後
日
､
奥
様
は
そ
の
時
の
事
を
こ
う
語
ら
れ
た
｡

｢
ス
イ
ス
か
ら
持
ち
帰
っ
た
赤
い
マ
フ
ラ
ー
を
首
に

巻
き
'
ベ
レ
ー
帽
を
か
ぶ
っ
て
当
時
に
は
珍
ら
し
い

服
装
だ
っ
た
の
で
問
屋
に
間
違
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ

う

｣

と

o

左
お
大
島
元
大
便
は
裁
判
の
判
決
で
重
罪
を
免
れ

た
こ
と
を
付
け
加
え
る
｡

戦
後
､
文
部
省
は
学
校
教
育
に
男
女
共
学
を
勧
め

て
い
た
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
先
生
に
ご
意
見
を
伺

っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
､
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
た
｡

｢
ス
イ
ス
に
滞
在
中
､
日
本
か
ら
友
人
が
訪
ね
て
く

る
と
､
懐
し
さ
の
余
り
近
隣
に
い
る
友
人
を
呼
び
合

い
､
夜
を
徹
し
て
楽
し
む
こ
と
が
あ
っ
た
｡
こ
れ
を

見
て
西
洋
人
た
ち
は
｢
日
本
人
は
男
だ
け
で
､
あ
ん

か
ら
帰
る
奥
様
を
､
先
生
は
大
糸
線
信

濃
常
盤
駅
へ
迎
え
に
赴
い
た
｡
昼
間
降

雪
が
あ
っ
た
た
め
､
ザ
ッ
ク
に
は
二
人

の
履
く
長
靴
が
入
っ
て
い
た
｡
駅
近
く

で
た
ま
た
ま
巡
回
中
の
警
官
に
､
そ
の

ザ
ッ
ク
の
中
身
が
米
と
疑
わ
れ
､
見
せ

る
よ
う
迫
ら
れ
た
が
､
違
法
の
も
の
で

は
な
い
と
強
-
拒
ん
だ
た
め
顔
を
殴
ら

れ
る
と
い
う
暴
行
を
受
け
た
｡
あ
と
で

こ
れ
を
聞
い
た
百
瀬
さ
ん
は
大
町
警
察
　
裁

著
へ
厳
重
を
抗
議
に
及
ん
だ
｡
非
を
認

め
た
警
察
で
は
署
長
が
仏
崎
の
お
宅
に

あ
が
り
､
陳
謝
し
た
と
い
う
｡
警
察
の

横
暴
に
怒
り
を
こ
め
て
､
興
奮
し
な
が

ら
百
瀬
さ
ん
が
私
に
話
し
て
く
れ
た
秘

話
で
あ
る
｡

を
に
楽
し
く
過
ご
す
こ
と
の
で
き
る
の
が
不
忠
護
だ
｣

と
よ
く
言
あ
れ
た
｡
男
女
が
一
緒
に
学
ぶ
こ
と
は
､

好
ま
し
い
自
然
の
姿
で
は
を
い
で
し
ょ
う
か
｡
｣

学
校
へ
も
お
招
き
し
講
演
も
し
て
頂
い
た
｡
山
に

生
き
る
芭
い
話
は
`
生
徒
に
深
い
感
銘
を
与
え
'
後

日
行
お
れ
た
全
校
集
団
登
山
の
導
き
と
も
な
っ
た
｡

昭
和
二
二
年
(
一
九
四
七
)
に
は
恒
治
さ
ん
が
､

神
奈
川
県
の
湘
南
高
校
へ
単
身
で
転
校
｡
翌
年
､
ご

夫
妻
も
茅
ヶ
崎
へ
引
越
さ
れ
た
｡
大
町
を
去
ら
れ
て

も
'
二
二
年
(
一
九
四
七
)
創
立
の
日
本
山
岳
会
信

濃
支
部
長
を
二
四
年
ま
で
務
め
ら
れ
､
長
野
県
の
山

岳
界
に
功
績
を
残
さ
れ
た
｡
(
日
本
山
岳
会
々
長
は

昭
和
一
九
年
(
一
九
四
四
)
か
ら
二
一
年
ま
で
と
昭

和
二
六
年
(
一
九
五
一
)
か
ら
三
〇
年
の
二
回
に
亘

り
務
め
ら
れ
た
｡
)

マ
ナ
ス
ル
登
頂
と
そ
の
後

昭
和
三
一
年
二
九
五
六
)
第
三
次
マ
ナ
ス
ル
登

山
隊
隊
長
と
し
て
指
揮
を
と
り
､
宿
願
の
八
千
メ
ー

ト
ル
峰
の
世
界
初
登
頂
に
成
功
し
た
｡
蓄
積
さ
れ
た

高
い
知
識
と
技
術
､
円
黙
し
た
人
柄
は
立
派
を
指
導

力
と
在
り
､
見
事
を
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
生
み
成
功
に

結
実
し
た
｡

こ
の
成
功
は
日
本
人
の
山
へ
の
関
心
を
高
め
'
功

績
が
評
価
さ
れ
､
文
化
功
労
者
の
栄
に
輝
い
た
｡
(
四

〇
年
二
九
六
五
)
に
は
勲
三
等
他
日
中
綬
章
も
受
彰
)

四
二
年
(
一
九
六
七
)
文
部
省
登
山
研
修
所
の
設

立
に
尽
力
さ
れ
運
営
委
員
を
務
め
ら
れ
､
直
接
の
指

導
に
も
当
ら
れ
た
｡
研
修
所
は
立
山
の
麓
･
千
寿
ケ

原
に
設
立
さ
れ
た
｡
最
初
､
全
国
高
校
登
山
指
導
者

講
習
会
が
開
催
さ
れ
､
各
県
か
ら
一
名
の
代
表
が
集

め
ら
れ
た
が
､
筆
者
も
県
代
表
と
し
て
直
接
の
ご
指

導
を
頂
け
た
｡
数
日
間
起
居
を
共
に
し
立
山
を
登
っ

た
が
､
年
齢
を
召
さ
れ
た
と
は
い
え
､
険
し
い
場
所

を
歩
か
れ
る
足
取
り
は
流
石
に
確
か
で
､
名
人
芸
を

見
る
思
い
で
あ
っ
た
｡

廉
さ
槍
ヶ
岳
山
葉
･
館
野
さ
ん
の
鎮
徳
碑

昭
和
の
は
じ
め
'
わ
が
国
の
登
山
技
術
は
向
上
し
､

な
か
で
も
尖
鋭
を
ク
ラ
イ
マ
ー
た
ち
は
競
っ
て
困
難

を
ル
ー
ト
か
ら
諸
峰
の
初
登
を
目
指
し
た
｡
鹿
島
の

北
壁
､
輿
望
も
そ
の
一
つ
で
､
麓
の
鹿
島
集
落
を
根

拠
地
に
す
る
者
も
増
え
た
｡
此
処
の
住
人
･
狩
野
き

く
能
さ
ん
は
､
こ
の
人
た
ち
の
た
め
に
親
切
を
尽
-

し
た
｡
五
二
年
(
一
九
七
七
)
､
亡
く
在
っ
た
故
人

を
偲
び
､
縁
者
た
ち
は
頒
徳
碑
の
建
立
を
計
画
へ
筆

者
を
通
じ
て
横
先
生
に
揮
宅
を
お
願
い
す
る
こ
と
に

在
っ
た
｡
き
く
能
さ
ん
に
は
一
回
の
面
識
し
か
を
か

っ
た
が
､
大
勢
の
登
山
者
が
お
世
話
に
在
っ
た
か
ら

と
お
ひ
き
う
け
く
だ
さ
り
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
祭
の
折
に

書
か
れ
る
と
お
約
束
を
頂
い
た
｡

祭
の
前
日
'
篠
本
峠
を
越
え
て
こ
ら
れ
､
休
む
間

も
無
-
､
西
糸
屋
の
一
室
で
面
会
を
謝
絶
し
て
一
時

間
半
に
わ
た
っ
て
筆
を
と
ら
れ
見
事
を
碑
文
が
で
き

あ
が
っ
た
｡
こ
の
頒
徳
碑
は
鹿
島
集
落
鹿
島
山
荘
の

裏
に
建
て
ら
れ
て
い
る
｡
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追

　

悼

昨
年
､
ご
逝
去
の
報
に
接
し
､
悲
し
み
の
う
ち
に

上
京
､
会
葬
さ
せ
て
頂
い
た
｡
新
宿
千
日
谷
会
堂
で

日
本
山
番
会
葬
と
し
て
行
わ
れ
た
が
､
偉
業
と
優
れ

た
人
柄
を
慕
う
人
た
ち
で
堂
は
あ
ふ
れ
､
し
め
や
か

に
営
ま
れ
た
｡
読
経
を
聞
き
を
が
ら
悲
し
み
は
深
く

胸
に
泌
み
た
｡

慶
応
大
学
山
岳
部
O
B
で
組
識
す
る
聾
同
会
(
会

長
谷
口
現
吉
氏
･
日
本
山
岳
会
名
誉
会
員
､
マ
ナ
ス

ル
第
二
次
隊
員
､
山
岳
博
物
館
顧
問
､
大
町
市
在
住
)

が
『
董
品
会
々
報
･
棟
さ
ん
の
想
い
出
特
筆
を
発

行
し
た
｡
谷
口
会
長
は
じ
め
親
し
か
っ
た
方
の
追
憶

が
記
さ
れ
た
中
に
､
ご
子
息
恒
治
さ
ん
の
｢
父
上
と

の
半
生
｣
の
記
が
あ
り
､
私
な
ど
知
る
こ

と
も
在
か
っ
た
よ
り
偉
大
を
先
生
が
的
確

に
立
派
を
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
抄

出
し
て
載
せ
さ
せ
て
頂
-
｡

｢
あ
れ
は
父
が
亡
-
な
る
五
年
位
前
の
こ

と
だ
っ
た
と
思
う
｡
或
日
私
に
｢
人
間
は

死
ん
だ
ら
ど
う
在
る
の
か
な
｣
と
半
ば
自

問
す
る
様
に
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
｡
私
が

真
意
を
は
か
り
か
ね
て
黙
っ
て
い
る
と

｢
九
〇
年
生
き
て
き
た
け
れ
ど
本
当
に
矯

か
か
っ
た
｡
ま
る
で
一
瞬
に
過
ぎ
た
様
だ

よ
｣
と
続
け
て
い
っ
た
｡
然
し
今
思
う
と
､

こ
の
言
葉
は
未
知
の
死
に
対
す
る
怖
れ
と

い
う
よ
り
も
､
む
し
ろ
父
が
生
涯
努
め
て

い
た
自
己
研
鏡
を
通
じ
て
人
間
と
し
て
あ

る
べ
き
姿
を
真
掌
に
生
き
､
自
ら
満
足
出

来
る
精
神
的
境
地
に
遷
し
た
現
在
'
肉
体

の
亡
び
行
く
日
が
遠
く
を
い
の
を
自
覚
し

て
惜
別
の
情
を
吐
露
し
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
｡
-
･

随
分
前
に
私
が
登
山
の
動
機
は
何
か
と

た
づ
ね
た
所
､
少
し
考
え
て
か
ら
｢
多
分

行
為
の
悦
び
だ
と
思
う
ね
｣
と
答
え
た
の

を

憶

え

て

い

る

｡

-

･

物
質
的
､
人
工
的
を
も
の
に
は
殆
ど
興

味
を
示
さ
な
か
っ
た
｡
小
説
は
虚
構
で
あ

る
が
故
に
読
ま
を
か
っ
た
｡
歴
史
書
は
人

間
の
欲
望
と
葛
藤
の
記
録
で
あ
る
故
に
手

に
と
ら
な
か
っ
た
｡
唯
､
哲
学
､
考
古
学
､

天
文
学
､
地
質
学
等
に

就
い
て
は
倦
む
こ
と
を

知
ら
ず
-
･
私
達
家
族

に
読
ん
だ
本
の
内
容
を

解
説
し
て
い
た
｡
｣

あ
る
時
､
恒
治
さ
ん

が
在
学
す
る
高
校
山
岳

部
か
ら
講
演
依
頼
を
う

け
学
校
に
赴
い
た
と
こ

ろ
'
公
職
追
放
者
は
敷

地
に
立
入
っ
て
は
を
ら

を
い
と
申
し
渡
さ
れ
た
｡

｢
公
職
追
放
と
い
う
措

置
は
戦
勝
国
と
敗
戦
国

の
力
関
係
の
構
図
と
し

て
捉
え
て
い
た
私
に
は

不
可
解
の
出
来
事
だ
っ
た
｡
ま
し
て
や
私
が
そ
れ
迄

在
学
し
て
い
た
長
野
県
の
大
町
中
学
校
で
は
全
校
で

父
を
暖
-
迎
え
て
下
さ
っ
た
丈
に
割
切
れ
を
い
気
指

は
後
々
迄
残
っ
た
｡
-
･
日
頃
柔
和
を
父
の
表
情
か

ら
､
ほ
ほ
え
み
は
全
く
消
え
て
い
た
｡
生
涯
を
通
じ

て
愚
痴
､
泣
言
の
頬
を
一
切
い
か
を
い
男
で
あ
っ
た

が
､
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
も
以
後
何
も
い
わ
を
か

っ
た
の
が
強
い
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
る
｡
｣

ま
た
､
屋
久
島
の
巨
木
伐
採
の
現
場
を
見
て
､

｢
｢
我
身
を
切
ら
れ
る
よ
う
至
丸
が
す
る
-
･
何
千

年
何
百
年
か
か
っ
て
作
ら
れ
た
自
然
の
調
和
と
景
観

を
営
利
目
的
で
平
気
で
破
壊
す
る
の
は
野
蛮
行
為
だ
｣

と
よ
く
語
っ
て
い
た
｣

以
上
無
断
で
書
か
せ
て
頂
い
た
が
､
山
岳
博
物
館

と
関
わ
り
が
深
く
'
先
生
と
格
別
親
し
か
っ
た
谷
口

さ
ん
と
､
昔
の
誼
み
の
恒
治
さ
ん
に
甘
え
て
､
お
許

し
を
頂
き
た
い
｡

山
を
尊
び
､
山
を
愛
し
､
山
と
と
も
に
生
き
た
先

生
は
､
マ
ナ
ス
ル
登
頂
を
終
え
て
｢
征
服
し
た
の
で

は
を
く
､
登
っ
た
の
で
あ
る
｡
登
山
は
楽
し
む
も
の

で
あ
る
｣
と
語
っ
て
お
ら
れ
る
｡

マ
ナ
ス
ル
の
山
中
で
露
営
の
際
｢
涼
袋
か
ら
手
を

出
し
て
､
テ
ン
ト
の
端
を
か
か
げ
で
満
天
の
星
く
ず

を
眺
め
る
｡
ほ
ほ
を
打
つ
の
は
露
の
う
る
お
い
か
｡

夜
の
香
り
か
｡
こ
の
美
し
さ
は
露
営
の
楽
し
さ
で
あ

る
｣
(
『
山
の
心
｣
毎
日
新
聞
社
刊
)

至
福
の
先
生
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
｡

今
､
何
処
の
山
で
峰
々
を
望
見
し
'
夜
の
星
を
眺

め
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
｡

岳
聖
･
横
先
生
に
長
い
間
頂
い
た
ご
交
誼
を
心
か

ら
感
謝
申
し
あ
げ
､
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
て
拙
い
筆

を
捌
か
せ
て
頂
-
｡

(
日
本
山
岳
会
々
貝
､
大
町
山
岳
博
物
館
嘱
託
員
)
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西

　

田

　

　

均

一
日
日
は
ラ
サ
か
ら
シ
ュ
ガ
ツ
ェ
ま
で
の
三
六
〇

血
｡
未
舗
装
の
道
路
を
日
本
で
は
想
像
も
つ
か
を
い

勢
い
で
走
り
抜
け
る
｡

猛
々
た
る
砂
ぽ
こ
り
に
車
内
も
体
も
細
か
い
砂
で

ザ
ラ
ザ
ラ
と
な
り
､
激
し
い
振
動
に
ア
シ
ス
ト
グ
リ

ッ
プ
を
握
り
っ
ぱ
香
し
の
一
日
と
在
る
｡

チ
ベ
ッ
ト
は
遊
牧
民
族
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い

が
､
ギ
ャ
ン
ツ
工
に
近
づ
く
あ
た
り
か
ら
飾
り
立
て

た
ヤ
ク
を
使
い
家
族
総
出
で
畑
を
耕
す
風
景
が
蝶
々

と
続
き
､
農
耕
民
族
で
も
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
｡

街
の
入
口
で
土
壁
の
建
物
に
入
り
込
ん
だ
｡
を
に

が
始
ま
る
の
か
興
味
深
く
見
て
い
る
と
､
鉄
格
子
の

間
か
ら
ホ
ー
ス
が
伸
び
ガ
ソ
リ
ン
の
補
給
が
始
ま
っ

た
｡
奥
で
計
っ
た
ガ
ソ
リ
ン
を
ホ
ー
ス
の
元
の
缶
へ

人
手
で
注
い
で
い
る
よ
う
だ
｡
支
払
い
は
チ
ベ
ッ
ト

政
府
発
行
の
燃
料
券
｡
日
本
と
の
違
い
を
か
い
ま
見

る
こ
と
が
で
き
た
｡

二
日
目
､
チ
ョ
モ
ラ
ン
マ
B
C
や
ネ
パ
ー
ル
へ
の

分
岐
点
ラ
ツ
ェ
を
過
ぎ
る
と
と
た
ん
に
道
は
細
く
在

っ
た
｡
河
原
の
中
や
山
腹
に
付
け
ら
れ
た
道
を
進
む
｡

幾
つ
か
の
分
水
嶺
を
越
え
､
点
在
す
る
村
も
ま
ば

ら
に
在
り
始
め
､
大
地
が
大
き
過
ぎ
る
た
め
か
風
景

も
変
わ
り
ば
え
が
し
な
く
在
り
'
視
覚
も
お
か
し
く

な
っ
て
地
平
線
と
台
地
の
端
と
の
区
別
も
つ
か
を
く

な
っ
て
-
る
｡
数
十
h
お
き
に
あ
る
道
理
と
呼
ば
れ

る
道
路
補
修
人
の
基
地
が
自
分
達
の
位
置
を
確
認
さ

せ
て
く
れ
る
｡

南
に
チ
ョ
-
･
ユ
や
シ
シ
ャ
パ
ン
マ
な
ど
の
八
〇

〇
〇
m
峰
が
見
え
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
､
残
念

な
が
ら
今
回
は
雲
に
覆
れ
れ
見
る
こ
と
は
で
き
を
か

っ
た
｡四

日
目
､
単
調
を
､
か
つ
大
き
過
ぎ
る
台
地
の
西

進
も
終
わ
り
三
八
道
班
か
ら
北
進
を
始
め
る
｡
い
よ

い
よ
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
越
え
が
始
ま
る
の
た
｡

修
行
僧
河
口
慧
海
や
ハ
イ
ン
リ
ヒ
･
ハ
ー
ラ
ー

が
イ
ン
ド
か
ら
客
人
域
し
ラ
サ
ヘ
向
か
っ
た
と
き
に

こ
の
あ
た
り
を
通
過
し
て
い
る
｡

慧
海
､
ハ
ー
フ
ー
さ
ら
に
は
ヘ
デ
ィ
ン
が
苦
闘
し

た
大
地
､
本
で
し
か
知
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
世

界
に
自
分
白
身
が
い
る
の
た
｡
彼
ら
は
､
こ
の
荒
涼

と
し
た
大
地
を
ど
ん
な
日
管
で
通
過
し
た
の
か
｡
往

時
の
苦
労
の
大
き
さ
を
､
彼
ら
の
偉
大
さ
を
薄
い
空

気
の
中
で
改
め
て
認
識
し
た
の
だ
っ
た
｡

我
々
が
北
へ
進
む
谷
間
に
は
地
図
で
見
る
限
り
道

は
無
い
｡
も
っ
と
西
へ
進
ん
で
か
ら
の
道
は
記
入
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
-
｡

北
上
す
る
道
路
沿
い
に
湖
沼
が
点
在
し
始
め
､
莞

垢
の
垢
が
池
坊
-
湿
原
を
意
味
す
る
こ
と
を
改
め
て

認
識
す
る
｡
ソ
ー
ダ
質
が
多
い
た
め
か
湖
は
い
ず
れ

も
コ
バ
ル
ト
グ
リ
ー
ン
か
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の

水
面
を
見
せ
て
い
る
｡

遊
牧
民
の
姿
も
見
え
始
め
た
｡
｢
自
然
に
生
き
る
｣

と
い
っ
た
雰
囲
気
が
体
全
体
か
ら
漂
っ
て
く
る
｡

ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
を
北
上
す
る
道
沿
い
に
は
街

も
点
在
す
る
｡
一
番
大
き
を
街
ツ
ォ
テ
ン
は
居
住
す

る
た
め
の
自
然
環
境
が
揃
っ
て
い
る
と
は
見
受
け
ら

れ
な
い
｡
荒
野
に
忽
然
と
現
か
れ
た
街
に
は
病
院

や
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
も
あ
る
が
､
街
の
雰
囲
気
と

は
異
質
を
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
が
印
象
的
で
あ
っ
た
｡

こ
の
衝
は
車
輌
の
中
継
点
と
し
て
'
ま
た
行
政
的
な

手
段
と
し
て
中
国
政
府
に
よ
り
造
ら
れ
た
よ
う
に
思

え
る
｡

未
踏
峰
シ
ャ
ー
カ
ン
チ
ャ
ン
を
望
み
し
ば
ら
く
進

む
と
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ
も
終
り
を
告
げ
る
｡

平
原
の
か
を
た
に
暗
雲
が
渦
巻
-
山
並
を
遠
望
す

る
｡
や
っ
と
目
的
地
莞
垢
高
原
の
恩
典
部
が
視
界
に

入
っ
た
の
だ
｡

今
ま
で
の
ル
ー
ト
は
既
に
幾
つ
か
の
外
国
人
隊
が

聖
山
カ
イ
ラ
ス
方
面
へ
向
け
て
通
過
し
て
い
る
｡
ト

ン
ツ
ォ
の
衝
を
過
ぎ
､
外
国
人
と
し
て
は
ヘ
デ
ィ
ン

以
来
の
美
堀
無
人
地
帯
へ
と
車
を
乗
り
入
れ
た
｡
こ

れ
か
ら
先
は
地
図
に
道
も
記
入
さ
れ
て
い
を
い
ル
ー

ト
｡
地
図
と
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
の
写
真
､
衛
星
の
電
波

で
緯
度
経
度
を
算
出
す
る
機
械
で
現
在
位
置
を
確
認

し
て
行
か
な
け
れ
ば
在
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
-
｡

し
か
し
､
予
想
に
反
し
て
轍
が
所
々
に
つ
い
て
い

る
｡
｢
大
掛
か
り
な
調
査
で
も
入
っ
た
の
か
｣
と
い

う
懸
念
も
出
て
来
た
が
､
最
終
的
に
は
､
遊
牧
民
と

の
交
商
と
密
猟
者
の
通
り
道
だ
と
判
明
し
た
｡

私
達
も
車
で
移
動
す
る
た
め
線
で
し
か
美
堀
高
原

を
見
る
こ
と
は
か
を
わ
を
か
っ
た
が
､
無
人
地
帯
と

い
わ
れ
る
菜
摘
高
原
で
も
完
全
を
無
人
地
帯
は
ベ
ー

ス
キ
ャ
ン
プ
か
ら
高
一
O
O
h
の
み
で
あ
っ
た
｡
最

後
の
衝
ト
ン
ツ
才
か
ら
北
へ
四
日
､
三
〇
〇
血
の
位

置
に
､
初
登
頂
を
目
指
す
ザ
ン
セ
ル
カ
ン
リ
登
山
隊

の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
が
設
営
さ
れ
た
｡

チ
ベ
ッ
ト
閑
話

★
チ
ベ
ッ
ト
に
は
犬
が
多
い
｡
街
の
犬
は
比
較
的
お

と
を
し
い
が
､
遊
牧
民
の
犬
は
よ
く
吠
え
'
時
折
唸

り
声
を
発
し
て
私
達
を
襲
っ
た
｡
殆
ど
の
犬
は
足
が

一
本
無
い
な
ど
足
が
不
自
由
だ
｡
悪
い
事
を
し
て
切

ら
れ
た
の
だ
と
言
う
｡

狼
の
出
没
す
る
土
地
柄
､
狼
や
不
審
者
の
出
現
を

飼
い
主
に
知
ら
せ
る
こ
と
で
用
は
足
り
る
の
だ
ろ
う
｡

し
か
し
､
用
足
し
の
時
ま
で
襲
い
に
来
る
の
に
は

参
っ
て
し
ま
っ
た
｡
小
の
時
は
石
を
片
手
に
追
い
払

っ
た
が
､
も
う
一
方
の
時
は
-
｡

(
大
町
山
の
会
･
山
岳
博
物
館
友
の
会
々
貝
)
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