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針ノ木谷の春(1990.5.28)

満
足
の
種
類

六
月
四
日
､
大
き
な
ヤ
マ
メ
を
釣
っ
た
｡

彼
は
そ
れ
ま
で
､
隠
れ
場
と
し
て
絶
好
の
大
き
左

石
の
ユ
ダ
レ
の
主
と
し
て
小
さ
な
イ
ワ
ナ
た
ち
を
抑

え
て
い
た
｡
夕
方
も
六
時
を
ま
わ
る
と
､
日
暮
れ
ど

き
の
風
は
ピ
ダ
リ
と
や
み
'
時
が
止
ま
っ
た
が
の
よ

う
に
空
気
が
沈
殿
す
る
｡
そ
れ
は
ま
た
､
妖
精
の
よ

う
な
数
限
り
を
い
カ
ゲ
ロ
ウ
の
羽
化
と
空
中
ラ
ン
デ

ブ
ー
の
サ
イ
ン
で
も
あ
る
｡
彼
は
こ
の
時
間
に
な
る

と
'
き
ま
っ
て
大
石
の
そ
ば
の
水
面
下
に
悠
々
と
と

ど
ま
り
､
力
尺
､
き
て
流
下
す
る
ら
し
い
カ
ゲ
ロ
ウ
を

戯
れ
る
よ
う
に
捕
食
し
て
い
た
｡

彼
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
十
日
以
上
も
前
だ
っ
た
｡

日
ご
と
に
他
の
ポ
イ
ン
ト
の
魚
へ
の
関
心
は
薄
れ
､

彼
を
釣
る
た
め
に
羽
化
し
て
い
る
カ
ゲ
ロ
ウ
に
似
せ

た
特
別
な
毛
バ
リ
を
巻
き
､
彼
を
釣
る
の
に
最
適
と

思
あ
れ
る
時
間
に
最
適
と
思
わ
れ
る
斜
め
下
流
に
立

っ
て
竿
を
振
っ
て
い
た
｡
の
べ
何
十
回
投
げ
た
だ
ろ

う
｡
ま
っ
た
く
相
手
に
さ
れ
を
い
ま
ま
十
日
以
上
が

た
っ
て
い
た
｡

六
日
四
日
､
闇
が
足
げ
や
に
迫
る
七
時
半
｡
思
い

切
っ
て
斜
め
上
流
か
ら
投
げ
て
み
た
｡
教
授
め
の
こ

と
｡
黄
葉
の
水
面
に
小
さ
な
白
い
飛
沫
が
立
ち
'
反

射
的
に
合
わ
せ
て
い
た
｡
鈍
く
重
い
彼
の
抵
抗
を
竿

の

震

え

に

覚

え

､

ひ

と

り

　

｢

や

っ

た

､

や

っ

た

｣

と

叫
び
つ
つ
糸
を
た
ぐ
り
､
川
岸
に
引
き
寄
せ
て
い
た
｡

今
シ
ー
ズ
ン
最
高
の
喜
び
は
ま
た
､
空
気
が
抜
け
て

い
く
よ
う
な
寂
し
さ
を
伴
っ
て
い
た
｡

渓
流
釣
り
に
熱
中
し
て
4
シ
ー
ズ
ン
に
満
た
な
い

駆
け
出
し
者
で
あ
る
｡
た
だ
釣
れ
る
た
び
に
楽
し
か

っ
た
初
め
て
の
シ
ー
ズ
ン
｡
あ
の
手
こ
の
手
で
用
の

魚
は
全
部
釣
っ
て
や
ろ
う
と
意
気
込
ん
だ
第
二
の
シ

ー
ズ
ン
｡
毛
バ
リ
釣
り
を
覚
え
､
ま
る
で
ま
き
が
し

の
よ
う
に
竿
を
振
り
な
が
ら
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
､

思
い
も
か
け
を
い
大
物
が
顔
を
出
す
の
を
楽
し
ん
だ

第
三
の
シ
ー
ズ
ン
｡
楽
し
さ
は
｢
ン
ー
ズ
ン
ご
と
に

移
り
か
お
り
'
ど
れ
が
一
番
と
は
言
い
が
た
い
｡

た
だ
言
え
る
の
は
､
魚
の
生
息
数
に
関
係
を
ノ
＼

年
ご
と
に
釣
果
が
減
り
続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
で

あ

る

｡
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日
本
の
山
と
標
高
(
後
半
部
)

五
百
沢
　
哲
　
也

山
の
高
さ
の
順
位

大
き
-
高
-
盛
り
あ
が
っ
た
地
表
面
の
ふ
く
ら
み

が
山
､
そ
の
山
の
本
体
は
地
殻
の
表
面
を
構
成
す
る

岩
石
や
そ
の
破
片
､
土
砂
で
す
｡
で
す
か
ら
､
山
の

島
さ
は
､
そ
の
地
面
の
一
番
詰
い
地
点
の
高
さ
と
い

ぅ
こ
と
に
在
り
ま
す
｡
こ
う
し
た
こ
と
を
前
半
部
で

-
わ
し
-
検
討
し
ま
し
た
｡
し
か
し
､
山
に
は
い
ろ

い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
っ
て
､
一
つ
の
頂
上
に
斜
面
が

集
ま
る
山
も
､
た
く
さ
ん
の
峰
､
ピ
ー
ク
が
重
を
り

あ
っ
て
一
つ
の
山
に
在
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
｡

ピ
ー
ク
一
つ
一
つ
を
山
と
考
え
る
か
､
全
体
で
一
つ

の
山
と
考
え
る
か
､
そ
の
教
え
万
で
､
山
の
数
も
変

り
ま
す
｡
富
士
山
の
山
頂
火
口
を
と
り
ま
く
剣
ケ
峰
､

自
山
岳
'
成
就
岳
な
ど
七
1
人
の
ピ
ー
ク
を
皆
一
つ

の
山
と
す
れ
ば
､
高
士
山
一
に
i
は
､
日
本
〓
向
い
山
か

ら
第
八
番
目
に
高
い
山
ま
で
が
集
ま
っ
て
い
る
こ
と

し
･
b
.
a

に
な
り
ま
す
｡
そ
し
て
､
南
ア
ル
プ
ス
の
白
峰
(
白

根
)
山
の
北
岳
が
第
九
位
と
い
う
こ
と
に
在
り
ま
す
｡

し
か
し
､
普
通
､
そ
の
北
岳
が
日
本
第
二
位
の
高
山

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
は
､
富
士
山
の
た
く

さ
ん
の
唯
は
'
富
士
山
と
い
う
一
つ
の
山
の
こ
ま
か

い
部
分
品
で
あ
る
と
考
え
､
そ
の
ピ
ー
ク
で
一
番
高

い
剣
ケ
峰
の
標
高
を
､
富
士
山
の
頂
上
の
高
さ
と
考

え
た
か
ら
で
す
｡

し
か
し
'
第
二
位
白
峰
(
白
根
)
北
岳
､
第
三
位

北
ア
ル
プ
ス
壁
昂
岳
の
奥
穂
高
岳
､
第
四
位
白
峰
(
日

■
の
い
の
た
r
_

限
)
聞
ノ
岳
と
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
順
位
表
は
､
南

ア
の
日
限
山
　
(
白
峰
三
山
)
　
は
一
つ
の
山
と
し
て
で

を
く
､
北
岳
'
間
ノ
岳
､
農
鳥
岳
に
分
離
し
て
そ
れ

ぞ
れ
一
つ
ず
つ
の
山
に
考
え
､
穂
高
岳
も
､
分
け
て
､

奥
穂
高
岳
､
前
穂
高
岳
､
洞
沢
岳
'
北
穂
高
岳
'
西

穂
高
岳
そ
れ
ぞ
れ
を
一
つ
の
山
に
し
て
考
え
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
｡

標
高
順
に
山
を
な
ら
べ
る
に
は
､
こ
の
よ
う
に
､

山
の
範
囲
の
ま
と
め
方
､
数
え
方
を
､
ケ
ー
ス
∴
ハ

イ
･
ケ
ー
ス
で
､
一
つ
一
つ
検
討
し
な
が
ら
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
｡
一
九
八
九
年
六
月
三
日
､

国
土
地
理
院
が
発
表
し
た
日
本
の
山
岳
標
高
､
一
五

六
山
の
順
位
表
は
､
そ
う
し
た
検
討
を
'
私
た
ち
｢
山

の
高
さ
に
関
す
る
委
員
会
｣
が
行
い
､
国
土
地
理
院

が
定
め
た
も
の
で
す
｡

こ
れ
は
､
標
高
二
五
〇
〇
m
以
上
の
山
だ
け
が
対

象
で
し
た
が
､
一
九
九
〇
年
六
月
に
は
､
日
本
各
地

の
主
要
を
山
'
六
二
四
山
　
(
第
一
回
発
表
の
山
も
含

む
)
　
に
つ
い
て
の
確
定
標
高
が
発
表
さ
れ
ま
す
｡
そ

し
て
一
九
九
一
年
六
月
に
､
残
っ
て
い
る
作
業
や
補

遺
を
行
っ
た
結
果
を
ま
と
め
て
'
さ
し
あ
た
っ
て
の

｢
日
本
の
山
岳
標
高
一
覧
表
｣
が
完
成
し
､
発
表
さ

れ
る
予
定
で
す
｡

今
年
の
発
表
の
山
々
に
も
話
題
は
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
が
､
ま
ず
は
昨
年
発
表
の
分
に
つ
い
て
､
主
要

を
山
の
標
高
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
｡

富
士
山
の
高
さ

富
士
山
の
高
さ
の
測
量
は
､
一
七
二
七
年
(
享
保

一
二
年
)
､
福
田
覆
軒
と
い
う
人
が
最
初
に
や
り
ま

し
た
｡
結
果
は
'
三
五
丁
六
分
二
三
一
六
と
い
う
も

の
で
､
メ
ー
ト
ル
に
換
算
す
る
と
三
八
九
五
･
一
m

に
在
り
ま
す
｡

そ
の
あ
と
の
伊
能
忠
敬
の
測
量
で
は
､
三
九
二
七
･

七
m
に
在
り
ま
し
た
｡
ま
た
二
宮
敬
作
と
い
う
人
が

一
八
二
八
年
へ
文
政
一
一
年
)
四
月
'
気
圧
計
を
持

っ
て
登
頂
し
て
求
め
た
数
値
は
､
三
七
九
四
･
五
m

で
す
｡陸

地
測
量
部
に
よ
る
近
代
測
量
は
'
一
九
二
六
年

(
大
正
一
五
年
)
､
最
高
峰
の
剣
ケ
峰
と
第
二
峰
の

白
山
岳
の
二
峰
に
そ
れ
ぞ
れ
二
等
三
角
点
の
測
量
が

実
施
さ
れ
､
水
平
位
置
と
共
に
東
京
湾
平
均
海
面
を

ゼ
ロ
と
し
た
標
高
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
｡
剣
ケ
峰
の

三
角
点
の
名
は
｢
富
士
山
｣
で
三
七
七
六
･
二
九
m

こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
､
富
士
山
は
三
七
七
六
m
と

し
て
知
ら
れ
て
き
た
の
で
す
｡
白
山
岳
は
､
三
七
五

六
･
七
八
m
で
し
た
｡

と
こ
ろ
が
､
剣
ケ
峰
の
三
角
占
葦
'
標
石
を
す
え

忠

つ
け
た
岩
盤
ご
と
崩
落
し
火
口
に
こ
ろ
が
り
落
ち
て

し
ま
い
ま
し
た
｡
一
九
六
二
年
､
新
し
く
三
角
点
の

標
石
が
持
ち
上
げ
ら
れ
､
も
と
の
位
置
の
あ
た
り
に

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
台
座
を
つ
く
っ
て
す
え
つ
け
ら
れ
'

改
め
て
測
蛙
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
｡
そ
の
結
果
は
､

三
七
七
五
･
六
三
m
で
す
｡
人
に
良
く
知
ら
れ
て
い
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(荒川東岳

赤石山脈南部の山やま(南東から見た)

る
三
七
七
六
m
に
四
捨
五
入
し
て
な
る
と
こ
ろ
ま
で

人
工
台
座
が
作
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
｡

自
山
岳
も
一
九
六
四
年
に
改
埋
さ
れ
て
改
測
､
そ

の
結
果
は
､
三
七
五
六
･
三
六
m
で
す
｡

こ
の
よ
う
に
'
山
頂
部
は
､
風
化
侵
食
に
さ
ら
さ

れ
て
い
て
､
岩
が
-
ず
れ
た
り
､
標
石
の
ま
れ
り
の

土
が
流
亡
し
て
､
標
石
が
抜
け
る
ほ
ど
に
な
っ
た
り

し
て
､
改
理
や
改
測
が
行
お
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で

す
｡
一
九
八
九
年
発
表
の
新
標
高
の
中
に
も
､
そ
う

し
た
例
が
ま
だ
あ
り
ま
す
｡
白
馬
岳
の
一
等
三
角
点

は
､
一
八
九
三
年
の
最
初
の
こ
ろ
は
二
九
三
三
･
一

〇
､
崩
壊
'
復
旧
が
行
わ
れ
た
一
九
五
九
年
以
降
は

二
九
三
三
･
〇
〇
'
-
そ
れ
が
一
九
八
〇
年
の
改
洲
で
､

四
捨
五
入
し
て
も
二
九
三
二
m
と
い
う
こ
と
に
在
っ

た
の
で
す
｡
鹿
島
槍
ヶ
岳
南
峰
の
二
等
三
角
点
｢
鹿

島
入
｣
も
一
九
〇
二
年
に
は
二
八
八
九
･
七
一
m
だ

力
を
得
て
､
作
業
に
入
り
ま
し
た
｡
三
角
点
標
石
の

す
ぐ
北
に
富
士
山
頂
上
と
書
い
た
標
柱
が
あ
り
へ
そ

の
北
側
に
､
富
士
火
山
熔
岩
の
岩
脈
が
地
表
に
突
出

し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
｡
こ
の
あ
た
り
が

一
番
高
い
よ
う
を
の
で
､
測
候
所
お
き
に
水
準
儀
を

据
え
て
､
標
尺
を
､
三
角
点
標
石
上
､
岩
脈
の
突
起

の
め
ぼ
し
い
地
点
数
ヶ
所
に
移
動
し
な
が
ら
､
ど
こ

が
高
そ
う
か
､
ぎ
っ
と
あ
た
り
ま
し
た
｡

っ
た
も
の
を
､
一
九
八
〇
年
の
改

理
で
四
捨
五
入
し
て
も
二
八
八
九

m
に
在
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

山
の
頂
上
を
岩
石
圏
の
最
高
地

点
と
す
る
と
い
う
考
え
方
を
と
れ

ば
､
富
士
山
･
剣
ケ
唯
の
標
高
は
､

ち
ょ
っ
と
｢
あ
げ
ぞ
こ
｣
　
｢
げ
た

ば
き
｣
の
ご
ま
か
し
の
よ
う
で
面

白
く
あ
り
ま
せ
ん
｡

日
本
最
高
の
山
の
頂
上
ぐ
ら
い

は
､
ち
ゃ
ん
と
現
地
で
最
高
地
点

を
確
認
､
測
量
し
て
､
公
表
す
べ

き
で
す
｡
そ
う
し
た
私
の
意
見
が

採
用
さ
れ
た
の
で
す
か
'
一
九
八

九
年
は
､
春
先
に
大
量
の
降
雪
が

あ
っ
て
､
登
山
禁
止
増
嵩
が
と
ら

れ
ま
し
た
｡
こ
う
し
て
､
六
月
三

日
以
前
の
点
検
確
認
作
業
は
八
月

ま
で
持
ち
越
さ
れ
'
二
十
五
日
の

昼
'
よ
う
や
く
確
認
す
る
こ
と
が

で

き

ま

し

た

｡

メ

ン

バ

ー

は

､

測

園
部
の
東
海
林
日
出
男
技
官
と
田

中
幸
生
技
官
､
そ
れ
に
私
の
三
人

で
し
た
｡
ま
ず
剣
ケ
峰
山
頂
部
を

見
て
ま
わ
り
'
略
図
を
作
成
､
点

検
補
潮
の
方
法
を
的
裁
､
気
象
庁

富
士
山
測
候
所
の
皆
さ
ん
の
御
協

岳

一
番
高
い
と
思
わ
れ
た
地
点
を
､
こ
ん
ど
は
し
っ

か
り
観
測
'
器
械
を
移
動
し
て
再
観
測
と
重
ね
て
実

施
､
岩
脈
突
起
の
う
ち
､
三
角
点
の
十
字
マ
ー
ク
の

中
心
か
ら
一
二
･
三
一
m
北
に
離
れ
た
地
点
が
三
角

点
よ
り
六
二
四
誓
同
い
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
｡

つ
ま
り
'
富
士
山
の
最
高
地
点
は
'
三
七
七
六
･

二
四
m
､
掛
け
値
な
し
の
三
七
七
六
m
と
い
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
｡

二
位
北
岳
と
白
根
(
峰
)
三
山

一
位
富
士
山
､
二
位
北
岳
､
三
位
奥
穂
高
と
い
う

順
位
が
`
登
山
者
に
も
一
般
市
民
に
も
広
-
受
け
入

れ
ら
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
を
大
切
に
し
て
考
え
ま

す
と
'
他
の
山
の
ま
と
め
方
を
考
え
る
場
合
も
､
そ

れ
に
準
じ
た
考
え
方
を
進
め
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
｡

山
の
単
位
け
'
山
を
眺
め
た
時
の
印
象
'
ま
と
ま

り
方
の
感
じ
'
直
感
的
な
も
の
を
大
事
に
と
い
う
こ

と
で
す
｡
白
根
(
哩
)
三
山
と
い
う
呼
び
名
か
ら
､

北
岳
､
間
ノ
岳
､
農
鳥
岳
の
三
つ
の
山
を
考
え
､
中

日
限
山
は
間
ノ
岳
の
部
分
品
､
農
鳥
岳
と
西
農
鳥
岳

二
つ
合
わ
せ
て
一
山
の
農
鳥
岳
と
と
ら
え
る
こ
と
に

し
､
高
い
四
度
鳥
岳
の
標
高
で
総
合
し
た
農
鳥
岳
の

標
高
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
｡

北
岳
の
三
角
点
は
三
等
の
｢
白
根
岳
｣
一
九
〇
四

年
の
観
測
で
す
｡
三
一
九
二
二
一
九
か
ー
三
二
九
二

m
で
す
｡
こ
れ
は
最
高
地
点
に
あ
る
三
角
点
で
す
｡

間
ノ
岳
は
､
三
等
の
｢
相
ノ
岳
｣
一
九
〇
四
年
の

三
一
八
九
二
一
九
m
か
ら
三
一
八
九
m
､
中
日
根
は

二
つ
ピ
ー
ク
が
あ
っ
て
､
い
ず
れ
も
三
〇
五
五
m
の

標
高
点
が
あ
り
ま
す
｡
西
側
の
三
峰
岳
二
九
九
九
m

も
､
間
ノ
岳
の
部
分
品
に
加
え
ま
す
｡

地
形
図
の
日
限
山
と
い
う
総
称
は
､
小
島
鳥
水
以

来
､
登
山
者
の
闇
で
は
自
峰
山
の
文
字
の
方
が
多
用

さ
れ
て
き
ま
し
た
｡
私
の
表
も
､
こ
の
日
唯
を
頭
に

つ
け
て
､
白
根
･
北
岳
の
よ
う
に
し
ま
し
た
｡
総
称

名
的
な
山
名
の
あ
る
も
の
は
､
山
名
の
苗
字
と
し
て
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付
け
た
方
が
ま
ち
か
い
が
を
く
て
い
い
と
思
っ
た
か

ら
で
す
｡
地
理
院
の
蓑
で
は
､
こ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
｡

立
山
の
別
間
も
白
川
の
別
巾
も
同
じ
で
す
｡
八
ヶ
岳

だ
と
か
日
時
だ
と
か
大
宮
だ
と
か
い
ー
つ
苗
字
が
､
私

の
表
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
｡
そ
う
し
な
い
と
､

旭
一
軒
や
硫
黄
島
を
ど
が
混
乱
の
も
と
に
な
る
か
ら
で

ー○

囲
農
鳥
岳
の
三
〇
五
一
m
が
､
農
鳥
岳
の
標
高
と

な
り
､
順
位
が
十
五
位
に
在
り
ま
し
た
が
､
こ
れ
は

今
回
の
作
業
で
新
し
く
測
定
さ
れ
た
'
空
中
写
真
測

最
に
よ
る
標
高
点
　
へ
一
九
八
九
年
)
　
で
す
｡
標
高
の

点
検
碓
諸
作
業
に
は
､
そ
う
し
た
空
中
写
真
測
最
に

よ
る
も
の
と
'
前
に
の
べ
た
富
士
山
の
よ
う
な
現
地

調
査
に
よ
る
も
の
と
二
種
類
が
あ
る
の
で
す
｡

奥
穂
高
岳
､
赤
石
岳
､
立
山
な
ど

大
正
元
年
､
穂
高
連
峰
附
運
の
入
っ
た
五
万
分
一

地
形
図
が
発
行
に
な
り
ま
し
た
｡
｢
煉
獄
｣
と
い
う

名
の
こ
の
図
は
､
後
に
　
｢
上
高
地
｣
と
い
う
図
名
に

な
り
ま
し
た
が
'
こ
の
図
を
兄
ま
す
と
､
山
の
名
前

が
だ
い
ぶ
違
っ
て
い
ま
す
｡
現
在
の
前
穂
高
が
｢
穂

高
諜
｣
 
､
洞
沢
岳
が
｢
奥
穂
高
般
｣
 
､
幅
岳
が
｢
北

穂
高
獄
｣
 
､
歯
槽
高
島
が
｢
綱
穂
精
練
｣
と
在
っ
て

い
て
､
現
在
の
奥
穂
高
の
ピ
ー
ク
が
そ
の
位
龍
に
な

く
､
前
穏
か
ら
の
釣
尾
根
と
歯
槽
か
ら
の
稜
線
が
､

今
の
穂
高
山
花
の
あ
た
り
で
交
わ
る
よ
う
に
示
し
て

あ
り
ま
し
た
｡
昭
和
五
年
の
地
上
写
真
測
最
に
よ
る

修
正
で
す
っ
か
り
改
め
ら
れ
た
の
で
す
が
､
明
治
･

大
正
の
古
い
登
山
記
録
を
読
む
場
合
に
は
､
こ
う
し

た
山
名
の
変
遷
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

奥
穂
高
に
標
語
点
が
示
さ
れ
た
の
は
､
こ
の
酷
和

五
年
の
作
業
以
来
で
す
｡
後
の
修
止
で
も
､
こ
の
三

一
九
〇
m
は
変
っ
て
い
ま
せ
ん
｡
頂
上
の
ケ
ル
ン
は

人
工
物
で
す
か
ら
'
今
後
'
測
量
す
る
際
は
注
意
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

槍
ヶ
岳
は
､
一
九
〇
二
年
に
二
等
三
角
点
が
置
か

れ
､
.
‥
七
九
･
五
〇
m
で
し
た
｡
し
か
し
昭
和
三

五
年
ご
ろ
､
頂
上
を
広
く
し
よ
う
と
整
地
さ
れ
､
三

角
点
標
石
　
(
柱
石
･
擬
石
と
も
)
　
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な

っ
て
三
角
点
の
資
格
を
無
く
し
ま
し
た
｡
以
来
標
高

点
に
在
っ
て
い
ま
す
｡

悪
沢
　
(
わ
る
さ
れ
)
　
宙
は
'
荒
川
三
山
の
一
つ
と

し
て
､
菓
(
ひ
が
し
)
　
岳
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
｡

三
山
の
東
は
ず
れ
に
す
こ
し
離
れ
て
い
る
か
ら
で
す
｡

し
か
し
､
私
は
､
悪
沢
岳
の
名
の
方
を
採
用
し
'
荒

川
島
は
､
西
の
前
岳
と
中
岳
の
二
山
に
だ
け
用
い
､

高
い
中
島
の
三
等
三
角
点
の
数
値
三
〇
八
二
m
を
標

高
と
し
ま
し
た
｡
悲
況
島
は
､
平
板
測
量
の
図
で
､

二
四
六
m
で
し
た
が
'
一
九
七
一
年
の
空
中
写
真

測
量
図
以
来
‥
三
四
一
m
の
標
高
点
数
値
が
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
｡

赤
石
岳
は
､
一
八
八
一
年
(
明
治
一
四
年
)
　
と
い

う
早
期
に
一
等
三
角
点
が
霞
か
れ
た
山
で
､
三
二
一

〇
m
あ
り
ま
す
｡
小
赤
石
は
赤
石
岳
の
部
分
品
で
す

が
､
新
し
く
標
高
点
を
空
中
写
真
測
址
で
設
け
'
三

〇
八
一
m
が
表
示
さ
れ
ま
す
｡

北
穂
高
岳
は
､
昭
和
五
年
の
修
正
で
山
名
が
今
の

と
こ
ろ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
し
か
し

標
高
点
は
二
万
五
千
分
一
関
が
で
き
て
初
め
て
示
さ

れ
ま
し
た
｡
北
小
屋
の
あ
る
北
峰
が
三
一
〇
四
m
､

南
峰
が
ー
三
〇
六
m
で
す
｡
滝
谷
の
ド
ー
ム
も
高
い

の
で
す
が
測
定
し
て
あ
り
ま
せ
ん
｡

御
漱
山
､
乗
鞍
岳
は
､
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
山
と
し

て
数
え
ま
し
た
が
､
い
ず
れ
も
ピ
ー
ク
を
た
く
さ
ん

も
っ
た
山
で
す
｡
御
繰
山
に
は
五
-
六
､
乗
鞍
岳
に

は
十
六
も
あ
り
ま
す
｡
立
山
で
は
､
大
汝
山
の
三
〇

一
五
m
を
そ
の
標
高
と
し
､
二
位
の
雄
山
の
三
〇
〇

三
､
三
位
の
富
士
ノ
折
立
の
一
一
九
九
九
は
､
部
分
的

を
ピ
ー
ク
の
標
高
と
考
え
ま
す
｡
剣
ケ
御
調
は
別
山

の
部
分
畠
､
浄
土
山
は
培
い
施
主
岳
の
部
分
畠
と
考

え
ま
し
た
｡
広
い
意
味
の
立
山
で
は
､
こ
の
別
山
や

施
主
も
立
山
の
部
分
畠
と
香
り
ま
す
｡

(
国
土
地
理
院
山
の
高
さ
に
関
す
る
委
蝿
会
委
員
長
)

博
物
館
だ
よ
り

シ
ャ
モ
ア
1
頭
が
死
亡

イ
ン
ス
ブ
ル
ソ
ク
の
ア
ル
プ
ス
動
物
園
か
ら
贈
ら

れ
た
シ
ャ
モ
ア
3
頭
　
(
8
1
♀
2
)
　
の
う
ち
メ
ス
-

頭
が
5
月
2
9
日
死
亡
し
ま
し
た
｡
現
在
､
死
亡
原
因

を
究
明
し
っ
つ
飼
育
に
努
め
て
い
ま
す
｡
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