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上
高
地
冬

穂
高
の
稜
線
か
ら
雪
を
と
も
な
い
岳
沢
を
吹
き
降

り
て
来
た
風
と
､
槍
や
常
念
岳
の
山
並
か
ら
梓
川
沿

い
に
駆
け
下
っ
て
来
た
風
と
が
､
小
梨
平
で
ぶ
つ
か

り
合
う
｡
そ
こ
で
地
吹
雪
と
な
っ
て
ど
よ
め
き
､
テ

ン
ト
を
た
わ
ま
せ
な
が
ら
､
梓
川
を
さ
ら
に
下
流
へ

と
吹
き
抜
け
て
ゆ
-
｡

そ
の
地
吹
雪
の
凄
ま
じ
き
に
､
独
り
ま
ど
ろ
み
の

夜
を
過
ご
す
｡
朝
を
迎
え
昼
を
過
ぎ
て
も
､
い
っ
こ

う
に
止
む
気
配
を
み
せ
な
い
｡
そ
れ
は
あ
た
か
も
荒

磯
に
打
ち
寄
せ
る
波
浪
の
よ
う
に
'
冬
枯
れ
の
落
葉

ヽ

､

し

松
や
化
粧
棚
の
幹
や
梢
を
軋
ま
せ
唸
ら
せ
､
遠
-
か

ら
だ
ん
だ
ん
と
近
づ
い
て
は
'
ま
た
遠
の
い
て
ゆ
-
｡

そ
ん
な
繰
り
返
し
の
中
で
の
一
日
は
た
ま
ら
な
く
長

く
､
過
ぎ
し
日
の
さ
ま
ざ
ま
な
想
い
出
が
脳
裏
を
よ

ぎ
る
｡小

学
校
六
年
の
学
校
登
山
で
'
初
め
て
常
会
岳
か

そ
び

ら
見
た
鋭
く
天
を
突
い
て
聾
え
る
槍
ガ
岳
の
容
姿
が
､

鮮
烈
な
印
象
と
な
っ
て
心
に
残
り
､
自
分
の
意
思
で

初
め
て
こ
こ
上
高
地
か
ら
'
独
り
檜
ガ
岳
に
向
か
っ

た
の
は
十
五
歳
の
夏
で
あ
っ
た
｡

天
候
が
回
復
す
れ
ば
眼
前
に
険
し
く
聾
､
至
止
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
､
奥
穂
や
前
穂
や
西
穂
高
岳
に
､
夏

山
合
宿
で
過
ご
し
た
高
校
時
代
｡
山
へ
の
想
い
を
断

ち
切
れ
ず
､
山
を
生
活
の
す
べ
て
に
と
､
二
年
間
の

う
ち
百
日
間
を
遭
難
救
助
に
当
た
り
､
幸
い
汗
を
流

し
た
日
々
の
こ
と
な
ど
が
｡

山
と
の
関
わ
り
の
中
に
過
ぎ
て
い
っ
た
三
十
年
の

歳
月
｡
か
つ
て
の
私
に
と
っ
て
山
と
は
何
で
あ
り
､

今
の
私
に
と
っ
て
何
な
の
か
｡
次
々
と
去
来
す
る
想

い
出
に
､
新
た
な
想
い
が
交
差
を
し
な
が
ら
時
は
流

れ
て
ゆ
く
｡

少
し
鎮
ま
り
か
け
た
風
の
間
を
縫
い
な
が
ら
､
梓

の
川
音
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
焼
岳
の

山
の
輔
に
弱
々
し
い
茜
色
の
夕
陽
が
沈
ん
で
ゆ
-
｡

明
日
は
新
雪
に
輝
く
朝
が
訪
れ
て
ほ
し
い
｡

(
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
)
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須沼氏居館跡Iを空から見る(左が北側)
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∴丁. 
発見された錫杖(左側の一一一幅の長さ5cm)

き

ょ

か

ん

あ

と

し

ゃ

く

じ

ょ

う

居
館
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
錫
杖

島

　

田

　

哲

　

男

す

ぬ

ま

こ
こ
に
紹
介
す
る
居
館
跡
は
､
須
沼
氏
居
館
跡
-

と
呼
ば
れ
る
｡
大
町
市
の
南
部
'
高
瀬
川
右
岸
の
常

盤
地
区
須
沼
地
籍
の
河
岸
段
丘
上
　
(
標
高
六
五
六

メ
ー
ト
ル
)
　
に
あ
り
､
昨
年
七
月
-
十
一
月
に
調
査

さ
れ
ま
し
た
｡

一
､
居
館
跡
に
つ
い
て

や
か
L
'
あ
と

居
館
跡
(
館
跡
)
と
は
､
地
域
の
有
力
武
士
が

住
ん
だ
堀
や
塀
で
囲
ま
れ
た
規
模
の
大
き
な
屋
敷
跡

の
こ
と
で
へ
　
こ
の
須
沼
地
区
に
は
､
室
町
時
代
(
今

か
ら
七
百
-
四
百
年
前
)
　
に
大
町
を
拠
点
と
し
て
､

大
北
地
方
を
治
め
て
い
た
仁
科
氏
に
仕
え
た
須
沼
氏

が
二
ヶ
所
に
館
を
造
っ
て
い
ま
し
た
｡
須
沼
氏
居
館

跡
-
は
そ
の
ひ
と
つ
で
す
｡
こ
こ
か
ら
は
､
一
辺
五

十
メ
ー
ト
ル
の
四
角
に
堀
を
回
し
た
屋
敷
跡
が
見
つ

か
り
へ
　
そ
の
内
側
や
そ
の
周
囲
か
ら
多
く
の
家
の
跡

や
墓
穴
な
ど
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
｡
〔
写
真
-
〕

こ
の
家
の
跡
の
ひ
と
つ
か
ら
山
岳
信
仰
に
関
係
す

る
錫
杖
の
頭
が
み
つ
か
り
ま
し
た
｡
錫
柾
が
発
見
さ

れ
た
家
は
､
堀
に
囲
ま
れ
た
屋
敷
の
中
で
は
な
く
､

北
側
の
堀
の
外
約
十
メ
ー
ト
ル
の
場
所
に
あ
り
ま
し

た
｡
こ
の
家
は
､
地
面
を
長
方
形
に
掘
り
く
ぼ
め
て
'

そ
こ
に
建
物
を
建
て
た
竪
穴
式
住
居
と
呼
ば
れ
る
形

の
家
で
へ
　
そ
の
床
面
か
ら
約
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

上
部
で
み
つ
か
り
ま
し
た
｡
も
し
か
す
る
と
､
床
面

よ
り
上
部
で
発
見
さ
れ
､
居
館
跡
に
は
何
百
年
に
も

渡
っ
て
人
が
住
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
へ
　
こ
の
竪
穴
の

家
の
家
が
無
く
な
り
'
地
面
に
掘
ら
れ
た
竪
穴
が
埋

ま
っ
た
後
に
､
こ
の
竪
穴
の
上
に
住
ん
だ
人
達
の
持

ち
物
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
｡
し
か
し
､
家
の
現
ま

っ
た
後
の
も
の
と
考
え
て
も
約
五
十
年
前
後
の
年
代

の
差
が
考
え
ら
え
れ
る
程
度
で
､
こ
の
家
は
十
五
世

紀
前
後
の
家
跡
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
十

五
世
紀
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
｡

二
､
錫
杖
に
つ
い
て

錫
杖
は
､
僧
侶
や
修
験
者
の
持
っ
た
杖
で
､
木
の

杖
の
先
端
に
金
属
製
の
頭
が
付
い
た
杖
で
､
金
属
製

J

=

e

う

か

ん

の
頭
に
は
数
個
の
鋸
(
遊
鏡
と
呼
ぶ
)
が
掛
け
ら
れ
､

そ
の
部
分
が
音
を
出
す
よ
う
に
で
き
た
杖
で
あ
る
｡

(
今
回
発
見
さ
れ
た
杖
の
先
端
に
付
け
た
金
属
の
頭

部
分
を
錫
杖
頭
と
呼
ぶ
)

錫
杖
の
名
は
､
杖
を
持
っ
て
振
る
と
､
シ
ャ
ク
シ

ヤ
ク
と
音
を
た
て
る
こ
と
か
ら
付
き
､
日
本
に
こ
れ

が
伝
来
し
た
の
は
へ
仏
教
の
伝
来
し
た
時
期
と
同
じ

六
世
紀
中
頃
と
い
わ
れ
る
｡

錫
杖
は
､
山
野
を
歩
き
回
る
時
に
こ
れ
を
振
り
鳴

ら
し
音
を
立
て
て
､
熊
や
蛇
な
ど
有
害
獣
や
毒
虫
を

し
よ
う
け
い

追
い
払
う
目
的
を
も
っ
て
お
り
､
ま
た
､
説
経
の

二
つ
し
き

時
に
調
子
を
取
っ
た
り
､
僧
侶
や
修
験
者
が
乞
食
を

お
こ
な
う
時
に
人
の
家
の
玄
関
に
立
っ
た
の
を
知
ら

せ
る
目
的
な
ど
を
も
っ
て
い
る
｡
特
に
修
験
道
で
は
､

山
野
を
巡
る
修
行
な
ど
が
多
い
こ
と
か
ら
'
有
害
獣

や
毒
虫
か
ら
身
を
守
っ
た
り
､
自
分
の
存
在
を
知
ら

せ
る
な
ど
の
使
い
み
ち
か
ら
､
行
事
作
法
に
欠
か
す
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須沼氏居館跡Iのある段丘面(東上空より)
A地点が館の本体が見つかった場所(1992年9月撮影)
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須沼氏居館談Iから見た有明山

鰭物悼ど

こ
と
の
で
き
な
い
道
具
と
な
っ
た
ら
し
い
｡
錫
杖
は

寺
な
ど
に
伝
わ
る
も
の
は
多
い
が
､
出
土
例
は
比
較

的
少
な
く
'
県
内
で
も
数
例
し
か
な
い
｡
修
験
道
と

い
え
ば
山
岳
信
仰
で
あ
り
､
北
ア
ル
プ
ス
の
大
日
岳

山
頂
や
日
光
の
男
体
山
山
頂
な
ど
で
発
見
さ
れ
た
例

も
あ
る
｡
今
回
の
よ
う
な
平
地
部
で
発
見
さ
れ
る
例

は
最
も
数
少
な
い
例
で
あ
る
｡

今
回
発
見
さ
れ
た
錫
杖
頭
は
､
銅
製
で
全
長
十
三

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
､
頭
の
輪
は
円
に
近
い
ス
ペ

ー
ド
形
(
宝
珠
形
)
　
で
長
さ
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
､

最
大
幅
が
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
､
頂
上
部
に

一
･
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
五
輪
塔
の
装
飾
を
付
け

て
い
る
｡
輪
は
蔓
草
(
つ
る
く
さ
)
　
を
か
た
ど
っ
て
'

左
右
四
ヶ
所
の
節
に
唐
草
の
葉
芽
を
か
た
ど
っ
た
出

張
り
を
出
し
､
輪
の
中
央
に
左
右
に
巻
き
込
ん
だ

h
ら
じ
で
じ
よ
う

蕨
手
状
の
装
飾
を
し
､
そ
の
装
飾
の
左
右
の
上
部

か
め

に
そ
れ
ぞ
れ
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
宝
の
瓶
を
装
飾

に
付
け
､
そ
の
中
央
に
二
･
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

層
塔
を
輪
の
内
側
上
部
に
付
け
て
装
飾
し
て
い
る
｡

輪
の
左
右
に
は
片
側
ニ
ケ
､
片
側
三
ケ
の
遊
録
を
付

け
て
い
る
｡
木
の
柄
を
差
し
込
む
穂
袋
の
径
は
最
大

径
で
一
･
人
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
り
'
柄
の
長
さ
は

は
っ
き
り
と
し
な
い
が
太
さ
は
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

く
ら
い
と
推
定
さ
れ
､
穂
袋
の
中
に
は
､
差
し
込
ん

だ
木
の
柄
の
一
部
が
残
っ
た
完
全
な
形
の
優
品
で
､

保
存
状
態
も
錆
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
良
い
も
の

で
あ
っ
た
｡

錫
杖
を
持
っ
て
歩
く
僧
　
(
矢
印
か
錫
杖
頭
)

｢
資
料
･
日
本
歴
史
図
録
｣
一
九
九
二
年
柏
萱
房
よ
り

日
光
異
体
山
出
土
の
錫
杖
頭

｢
日
光
男
体
山
｣
一
九
九
三
年
角
川
雷
店
よ
り

三
､
修
験
場
に
つ
い
て

こ
の
よ
う
な
修
験
道
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

道
具
で
あ
る
銅
錫
杖
頭
が
､
こ
の
須
沼
氏
居
館
跡
-

の
家
の
後
か
ら
発
見
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
､
こ
の

館
に
修
験
者
が
住
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

お
そ
ら
く
修
験
者
は
､
こ
の
館
の
領
主
に
雇
わ
れ
､

か

じ

舌

領
国
の
安
全
や
豊
作
や
武
運
長
久
な
ど
の
加
持
祈

と
ふ
ノ鴇

を
お
こ
な
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
｡

さ
て
､
こ
の
修
験
者
の
修
験
場
で
あ
る
が
､
こ
の

須
沼
よ
り
南
東
を
眺
め
る
な
ら
ば
､
北
安
曇
郡
松
川

村
と
南
安
曇
郡
穂
高
町
の
境
に
そ
び
え
る
｢
信
濃
富

士
｣
で
名
高
い
有
明
山
(
標
高
二
二
四
八
メ
ー
ト

ル
)
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
｡
有
明
山
は
古
く
か
ら

神
の
山
と
さ
れ
た
山
で
あ
り
､
鎌
倉
時
代
に
は
京
都

に
も
こ
の
山
の
名
が
知
ら
れ
て
い
た
の
か
『
続
古
今

和
歌
集
』
　
の
中
の
後
鳥
羽
上
皇
の
｢
か
た
敦
の
衣
手

寒
く
時
雨
つ
つ
　
有
明
山
に
か
か
る
む
ら
雲
｣
の
和

歌
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
い
く
つ
か
の
和
歌
の
題
材

に
さ
れ
た
山
と
も
い
わ
れ
る
優
美
な
山
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
険
し
く
そ
び
え
立
ち
優
美
な
山
容
か
ら
'

修
験
場
と
さ
れ
た
ら
し
く
､
穂
高
町
有
明
の
有
明
向

の
麓
に
は
､
密
教
寺
院
で
あ
る
明
王
院
平
福
寺
(
高

山
寺
)
　
が
あ
り
､
こ
の
寺
に
は
鎌
倉
時
代
の
不
動
明

王
が
ま
つ
ら
れ
て
い
る
｡
ち
な
み
に
､
有
明
山
に
一

般
人
が
登
っ
た
記
録
が
残
る
古
い
も
の
で
は
､
江
戸

い
た
と
り

時
代
の
享
保
六
年
(
一
七
二
年
)
板
取
村
(
現
在

の
松
川
村
板
取
)
　
の
百
姓
､
高
橋
太
兵
衛
ら
一
七
人

が
修
験
僧
宝
重
院
宥
快
の
案
内
で
登
っ
た
記
録
で
あ

る
｡
密
教
寺
院
が
麓
に
残
る
こ
と
へ
　
や
や
時
代
が
下

が
る
が
修
験
僧
の
案
内
で
一
般
人
が
登
っ
た
記
録
が

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
有
明
山
が
修
験
場
と
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
｡

修
験
者
は
､
山
に
は
神
･
仏
が
い
る
と
考
え
､
山

を
聖
地
と
し
て
､
山
を
実
際
の
修
業
の
場
と
し
て
､

果
敢
な
荒
業
に
よ
り
心
身
を
鍛
え
､
そ
れ
に
よ
り
霊

力
を
強
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く
須
沼

館
に
い
た
こ
の
錫
杖
を
も
っ
た
修
験
者
も
､
約
十
キ

ロ
の
道
を
た
ど
っ
て
有
明
山
の
麓
に
行
き
､
有
明
山

登
頂
を
目
指
し
､
錫
杖
を
つ
い
て
シ
ャ
ク
シ
ャ
ク
と
､

鳴
ら
し
な
が
ら
修
業
を
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
｡

こ
の
居
館
の
近
く
に
は
常
光
寺
と
い
う
寺
が
昔
あ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
､
こ
の
寺
は
､
も
し
か
す
る

と
こ
の
修
験
者
の
た
め
の
密
教
寺
院
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
｡

先
に
も
曹
い
た
が
､
平
地
の
こ
の
よ
う
な
館
跡
か

ら
山
岳
信
仰
の
遺
物
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
珍
ら
し

く
､
今
後
山
岳
信
仰
の
人
の
動
き
や
そ
の
在
り
方
を

知
る
､
う
え
で
重
要
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

(
大
町
市
教
育
委
員
会
)
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歩
く
ス
キ
ー
(
ラ
ン
グ
ラ
ウ
フ
)
を

楽
し
も
う

人
間
と
し
て
こ
の
世
に
生
受
け
て
一
年
も
経
つ
と

誰
し
も
歩
け
て
､
更
に
何
十
年
と
な
-
歩
き
馴
れ
た

超
ベ
テ
ラ
ン
の
は
ず
な
の
に
､
足
の
裏
へ
ス
キ
ー
を

し
か
も
歩
-
専
門
の
ス
キ
ー
を
付
け
､
お
ま
け
に
両

手
に
杖
ま
で
突
い
て
い
る
の
に
何
故
歩
け
な
い
の
だ

ろ
う
か
と
不
思
議
に
思
う
｡
ゲ
レ
ン
デ
で
立
派
な
ス

キ
ー
や
靴
を
履
い
て
･
い
て
も
､
歩
き
方
を
見
る
と
そ

の
人
の
腕
前
?
の
お
お
よ
そ
の
見
当
が
つ
く
か
ら
面

白
い
｡
表
面
的
な
姿
･
形
で
は
判
断
で
き
な
い
の
は

何
れ
も
同
じ
ら
し
い
｡

昔
は
今
程
リ
フ
ト
も
無
-
'
否
応
な
し
に
歩
か
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
が
'
今
は
機
械
力
で
上
へ
上
へ
と

高
度
を
か
せ
ぎ
､
ニ
ュ
ー
ト
ン
さ
ん
に
引
張
ら
れ
て

斜
面
を
滑
-
降
り
る
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
い
る
｡

平
地
滑
走
と
い
っ
て
平
地
を
歩
く
こ
と
が
基
本
と
な

っ
て
体
重
移
動
や
膝
の
曲
げ
伸
ば
し
や
､
ス
ト
ッ
ク

操
作
な
ど
が
自
然
と
身
に
つ
い
た
も
の
だ
が
　
『
や
み

-
も
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
ま
か
せ
の
今
の
風
潮
は
い
か
が

な
も
の
か
な
』
と
は
一
寸
口
が
滑
っ
た
か
｡

野
原
や
山
や
丘
を
雪
の
無
い
シ
ー
ズ
ン
に
歩
く
と

『
ハ
イ
キ
ン
グ
』
と
か
　
つ
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
』
だ
と
か

言
わ
れ
､
ト
レ
ッ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
も
各
地
に
設
け
ら

れ
て
振
っ
て
い
る
が
､
雪
の
積
っ
た
冬
に
も
歩
き
た

い
と
な
る
と
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
に
な
る
｡
ま
ず
足

支
度
が
困
る
｡
深
い
雪
に
も
沈
ま
な
い
道
具
と
し
て

は
輪
カ
ン
ジ
キ
も
あ
る
が
'
歩
き
馴
れ
な
い
と
右
足

で
左
足
の
カ
ン
ジ
キ
を
踏
ん
で
動
け
な
か
っ
た
り
転

ん
だ
り
の
悪
戦
苦
闘
の
連
続
で
､
百
㍍
も
歩
か
な
い

う
ち
に
必
ず
ダ
ウ
ン
す
る
｡
体
力
の
消
耗
は
も
の
す

ご
い
'
重
労
働
で
あ
る
｡

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
地
方
で
山
の
斜
面
を
移
動

す
る
道
具
と
し
て
変
遷
発
達
し
た
道
具
が
一
般
的
に

ス
キ
ー
と
呼
ば
れ
､
北
欧
ノ
ル
ウ
ェ
ー
地
方
で
雪
の

渡

　

辺

　

逸

　

雄

原
野
を
移
動
す
る
道
具
　
(
前
述
の
ガ
ン
ジ
キ
)
　
の
変

遷
の
結
果
が
現
在
の
　
『
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ス
キ
ー
』
　
で

あ
り
､
『
雪
の
原
野
を
銃
を
背
に
猟
を
し
た
』
　
の
を

競
技
に
し
た
の
が
､
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
白
馬
村

か
ら
野
沢
温
泉
へ
会
場
変
更
に
な
っ
た
『
バ
イ
ア
ス

ロ
ン
競
技
』
　
で
あ
る
｡

コ
ー
ス
を
外
れ
て
し
ま
っ
た
が
､
『
歩
く
ス
キ
ー

な
ん
て
最
近
の
流
行
語
』
　
み
た
い
に
感
じ
ら
れ
て
い

る
が
'
何
を
今
さ
ら
､
ス
キ
ー
の
基
礎
は
歩
-
ス
キ

ー
で
あ
る
｡
ゲ
レ
ン
デ
の
混
雑
か
ら
周
辺
へ
一
歩
踏

み
出
せ
ば
兎
の
足
跡
や
､
木
々
の
固
い
芽
の
下
に
も

春
の
息
吹
を
感
じ
た
り
､
雲
の
流
れ
や
雪
の
結
晶
､

樹
枝
の
霧
氷
に
目
を
み
は
り
､
ち
ょ
っ
と
し
た
キ
ッ

カ
ケ
が
　
『
自
由
に
雪
の
山
野
を
歩
い
て
み
た
ら
素
晴

ら
し
い
だ
ろ
う
な
』
と
い
う
想
い
に
つ
な
が
っ
て
行

-
人
が
､
意
外
に
多
勢
お
ら
れ
る
｡

事
実
歩
-
ス
キ
ー
を
経
験
さ
れ
て
か
ら
､
寒
い
冬

に
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
今
迄
よ
り
も
行
動
半
径

が
急
に
広
く
な
っ
た
人
､
冬
寮
の
撮
影
範
囲
が
広
域

に
な
っ
た
人
等
々
､
い
ず
れ
も
今
ま
で
行
け
な
か
っ

た
処
へ
も
気
軽
に
行
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
驚
き
､

悦
び
､
新
し
い
発
見
を
す
る
｡
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い

こ
と
を
も
っ
と
多
く
の
人
に
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
想
い
か
ら
､
白
馬
村
の
ヤ
マ
ト
ヤ
ス
ポ
ー
ツ
店
の

松
沢
社
長
に
御
支
援
を
願
っ
て
､
山
博
友
の
会
へ
歩

-
ス
キ
ー
セ
ッ
ト
を
数
多
-
備
品
と
し
て
寄
贈
し
て

い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
｡

皆
さ
ん
に
も
っ
と
歩
く
ス
キ
ー
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
く
お
手
伝
い
を
､
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
私
の

仕
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

土
の
上
を
歩
く
の
と
雪
の
上
を
ス
キ
ー
で
歩
-
の

と
の
違
い
は
､
足
の
下
が
滑
っ
て
移
動
す
る
こ
と
で

す
　
(
ス
ケ
ー
ト
も
同
じ
で
す
が
)
｡

下
駄
で
歩
く
の
で
は
な
く
'
ス
リ
ッ
パ
を
つ
か
っ

け
て
板
の
廊
下
を
引
き
づ
っ
て
歩
-
要
領
で
歩
を
進

め
れ
ば
o
K
で
す
｡
何
だ
こ
ん
な
こ
と
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
訳
で
､
お
ま
け
に
お
年
寄
り
で
も
な
い
の

に
両
手
に
杖
ま
で
突
い
て
い
る
ん
で
す
か
ら
-
｡
ゲ

レ
ン
デ
で
滑
る
ス
キ
ー
は
踵
が
あ
が
ら
な
-
て
歩
-

の
が
困
難
で
す
が
へ
歩
-
ス
キ
ー
は
踵
が
あ
が
る
か

ら
後
足
と
し
て
は
大
変
楽
で
歩
き
易
い
訳
で
す
｡

本
来
脱
ゲ
レ
ン
デ
と
い
う
と
設
定
さ
れ
た
コ
ー
ス

よ
り
も
'
勝
手
気
ま
ま
に
山
野
を
歩
け
ば
満
足
度
は

最
高
で
す
が
へ
初
心
者
が
最
初
か
ら
深
い
雪
の
中
で

は
苦
労
が
多
い
の
で
､
整
備
さ
れ
た
コ
ー
ス
で
練
習

す
る
の
が
能
率
が
よ
い
｡
大
町
周
辺
で
は
日
向
山
ゴ

ル
フ
場
の
コ
ー
ス
は
常
時
整
備
さ
れ
て
お
り
､
レ
ン

タ
ル
ス
キ
ー
セ
ッ
ト
も
あ
り
､
ひ
と
汗
か
い
た
あ
と

は
温
泉
ク
ワ
プ
ー
ル
も
楽
し
め
ま
す
｡

一
部
の
人
し
か
楽
し
ん
で
い
な
い
冬
の
信
州
の
自

然
に
'
も
っ
と
多
-
の
人
が
ド
ッ
プ
リ
と
つ
か
っ
て

満
喫
し
満
足
さ
れ
､
加
え
て
体
位
向
上
健
康
増
進
に

寄
与
で
き
る
な
ら
ば
大
い
に
役
立
と
う
と
へ
長
野
県

ス
キ
ー
連
盟
で
は
　
『
歩
-
ス
キ
ー
指
導
員
』
を
各
地

に
養
成
し
指
導
に
あ
た
ら
せ
､
メ
ー
カ
ー
サ
イ
ド
で

は
用
具
の
改
善
開
発
に
努
め
て
い
ま
す
｡
歩
-
ス
キ

ー
の
構
造
上
の
要
件
は
､
軽
-
､
前
へ
は
滑
る
が
後

へ
滑
ら
な
い
こ
と
へ
靴
は
底
が
曲
-
踵
が
上
が
り
保

温
性
も
良
-
む
れ
ず
濡
れ
ず
と
必
須
条
件
は
多
い
｡

ス
ト
ッ
ク
は
体
の
バ
ラ
ン
ス
保
持
に
も
役
立
つ
が
､

前
へ
の
推
進
力
と
し
て
の
役
割
の
方
が
大
き
い
か
ら

ア
ル
ペ
ン
用
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
位
に
長
-
て

軽
い
｡ロ

ン
グ
ス
パ
ッ
ツ
も
役
立
つ
し
､
汗
対
策
と
し
て

は
背
中
に
タ
オ
ル
を
入
れ
て
お
け
ば
便
利
だ
､
脱
藩

し
易
い
上
衣
を
用
意
し
､
ザ
ッ
ク
の
中
へ
は
オ
ニ
ギ

リ
､
飲
物
､
替
靴
下
へ
　
オ
ヤ
ツ
位
は
最
小
限
と
し
て

行
程
に
合
わ
せ
て
パ
ッ
キ
ン
グ
し
よ
う
｡

気
の
合
っ
た
お
友
達
と
連
れ
だ
っ
て
'
晴
れ
た
北

ア
ル
プ
ス
を
眺
め
な
が
ら
と
な
る
と
最
高
で
す
ね
｡

ロ
ン
グ
コ
ー
ス
に
な
る
が
鹿
島
槍
国
際
ス
キ
ー
場
か

ら
小
熊
山
林
道
経
由
木
崎
コ
ー
ス
と
か
､
八
坂
村
の

離
別
湿
原
か
ら
鷹
狩
山
経
謹
堅
守
林
謹
白

た

か

が

り

や

ま

九

い

し

よ

う

じ

.
諮
P
J
.
ヤ
ナ
バ
ス
キ
ー
場
か
㌣
碓
噸
山
経
由
美
麻
村

新
行
の
ソ
バ
コ
ー
ス
や
､
居
谷
里
水
源
池
か
ら
山

越
え
木
崎
駅
コ
ー
ス
､
雪
が
あ
れ
ば
池
田
町
大
峰
山

周
辺
コ
ー
ス
等
な
ど
､
パ
ー
テ
ィ
ー
で
行
動
す
れ
ば

何
も
､
コ
ー
ス
カ
ッ
タ
ー
で
整
備
さ
れ
た
コ
ー
ス
で

な
く
て
も
結
構
楽
し
く
､
自
由
に
'
い
い
汗
か
け
ま

す
よ
｡さ

あ
出
か
け
ま
し
ょ
う
や
冬
の
野
原
へ
､
冬
の
山

野
へ
､
そ
し
て
思
う
存
分
に
満
喫
し
ま
し
ょ
う
や
'

信
州
の
冬
の
自
然
美
を
!
｡

(
謹
,
(
.
井
譜
撒
賞
)
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