
雑
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『
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濃
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六
五
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丁
三
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七
五
六
･
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五
八
号
平
成
二
五
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所
載
別
刷

論

　

文碓
氷
峠
道
の
変
遷
　
(
上
)
(
下
)

-
尾
根
道
か
ら
ト
ラ
バ
ー
ス
道
へ
ー

良

　

　

武
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論

　

文碓
氷
峠
道
の
変
遷
　
(
上
)

-
尾
根
道
か
ら
ト
ラ
バ
ー
ス
道
へ
1

碓
氷
峠
と
そ
の
周
辺
は
､
関
東
平
野
を
め
ぐ
る
山
脈
の
中
の
最
低

所
に
あ
り
､
古
来
よ
り
変
わ
ら
ぬ
交
通
の
要
衝
で
あ
る
｡
一
志
は

(
-
)

｢
古
代
碓
氷
坂
考
｣
　
に
お
い
て
､
東
山
道
は
碓
氷
峠
を
通
っ
た
の
で

は
な
く
､
そ
の
商
五
･
五
は
;
の
入
山
峠
を
下
り
､
入
山
谷
の
底
を

東
方
に
進
ん
だ
と
し
た
｡
そ
し
て
中
世
に
至
り
､
幹
線
道
は
碓
氷
峠

越
え
の
尾
根
道
に
移
動
し
た
と
す
る
｡
彼
は
こ
の
移
動
を
武
士
政
権

誕
生
に
よ
る
軍
事
重
視
の
結
果
と
み
た
｡
古
代
に
お
い
て
､
軍
事
的

∴

､

配
慮
は
相
対
的
に
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
.
1
方
､
木
下

は
反
対
に
､
古
代
の
｢
大
道
｣
は
軍
事
的
性
格
が
強
か
っ
た
と
し
て
､

例
を
倶
利
伽
羅
峠
の
北
陸
道
を
と
り
'
挟
撃
を
避
け
る
た
め
に
'
す

ぐ
側
の
通
過
容
易
な
低
地
で
は
な
く
尾
根
筋
を
選
ん
だ
と
し
た
｡
歴

史
時
代
に
お
い
て
は
､
軍
事
的
観
点
は
常
に
重
要
で
あ
っ
た
ろ
う
が
'

他
の
要
因
と
ど
の
よ
う
に
折
り
合
い
を
つ
け
た
の
か
が
追
求
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
｡
そ
こ
で
碓
氷
峠
に
お
い
て
､
道
路
の
移
動
を
近
世
の

江

　

　

川

　

　

良

　

　

武

中
山
道
に
つ
い
て
追
跡
し
'
そ
こ
で
得
た
移
動
要
因
に
も
と
づ
き
､

中
世
以
前
の
東
山
道
の
経
路
を
検
討
し
た
｡

碓
氷
峠
越
え
の
中
山
道
に
つ
い
て
は
多
-
の
著
作
が
あ
る
が
'
そ

の
経
路
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
｡
大
半
は
'

現
中
山
道
す
な
わ
ち
街
道
歩
き
の
人
々
に
よ
っ
て
現
在
歩
か
れ
て
い

る
経
路
(
以
下
､
現
中
山
道
)
を
､
江
戸
時
代
を
通
じ
て
の
中
山
道
と

見
な
し
て
い
る
か
'
あ
る
い
は
､
資
料
が
な
い
た
め
に
見
な
す
し
か

な
い
と
の
立
場
と
思
え
る
｡
長
野
県
や
群
馬
県
の
教
育
委
員
会
に
よ

〔
-
)
(
4
)

る
そ
れ
ぞ
れ
の
　
｢
歴
史
の
道
調
査
報
告
重
圧
　
は
､
こ
れ
ま
で
の
歴
史

研
究
を
集
大
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
れ
ら
に
お
い
て
も
経

W
J
u
E

路
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
｡
萩
原
は
著
書
｢
碓
氷
峠
｣

で
'
｢
現
地
を
み
て
も
道
形
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
｣
と
し
､
中
山
道
の

移
動
を
示
唆
し
て
は
い
る
｡
同
書
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
｢
左
藤
勲
･

森
田
与
四
郎
原
図
　
旧
碓
氷
峠
実
測
図
｣
　
に
現
中
山
道
に
沿
う
｢
枝
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道
｣
､
｢
脇
道
｣
が
あ
り
､
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
が
一

切
の
説
明
が
無
い
｡
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
､
岡
村
知
彦
氏
に
よ
る

一
連
の
著
作
は
､
碓
氷
峠
道
の
経
路
を
検
討
し
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の

も
の
で
あ
る
｡
氏
は
'
行
方
不
明
と
な
っ
て
い
た
軽
井
沢
宿
か
ら
碓

(
-
)
(
-
)

氷
峠
ま
で
の
長
野
県
側
の
中
山
道
を
探
索
'
経
路
を
提
示
し
て
い
る
｡

ま
た
氏
は
軽
井
沢
肩
か
ら
坂
本
宿
に
至
る
中
山
道
の
縁
辺
に
直
線
的

(
7
)
(
8
)

な
古
道
を
見
出
し
､
古
代
東
山
道
の
残
韓
と
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
現
中

山
道
が
､
少
な
-
と
も
慶
長
七
年
(
1
六
〇
二
)
　
の
制
定
以
来
､
移

動
が
な
-
､
｢
脇
の
古
道
は
即
､
中
･
古
代
道
｣
と
す
る
考
え
方
に

通
じ
る
｡
し
か
し
既
に
四
〇
〇
余
年
が
経
過
し
､
し
か
も
途
中
'
天

明
三
年
(
一
七
八
三
)
　
に
浅
間
山
が
大
爆
発
､
軽
石
を
中
心
と
す
る

大
量
の
降
下
火
山
物
質
が
堆
積
し
た
地
域
で
､
果
た
し
て
移
動
が
無

か
っ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
｡

こ
こ
で
論
文
中
に
多
用
す
る
｢
廃
道
｣
　
に
つ
い
て
､
定
義
し
て
お

-
o
｢
廃
道
｣
は
､
廃
れ
た
街
道
的
道
路
の
意
で
用
い
る
｡
柚
道
や

近
代
の
造
林
事
業
に
伴
う
作
業
道
が
廃
道
化
し
た
も
の
は
'
こ
れ
に

含
め
な
い
｡
廃
れ
た
街
道
的
道
路
の
み
が
､
一
定
の
幅
員
を
備
え
､

ま
た
長
期
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
た
結
果
､
踏
圧
に
よ
っ
て
中
央
部

が
凹
み
､
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
流
水
の
侵
食
を
受
け
､
樋
状
の
形
態

を
な
す
と
見
る
｡
地
道
は
幅
員
が
1
般
に
言
-
:
以
下
で
あ
り
､
造
林

事
業
に
伴
う
作
業
道
は
､
一
時
の
使
用
で
あ
る
か
ら
樋
状
に
は
な
り

に
-
い
と
考
え
る
｡
廃
道
の
根
拠
と
見
な
す
樋
状
地
形
は
沢
と
近
似

す
る
が
､
沢
が
略
最
大
傾
斜
方
向
を
下
る
の
に
対
し
､
む
し
ろ
こ
れ

に
直
交
方
向
に
走
り
､
さ
ら
に
集
水
面
積
に
不
相
応
な
樋
状
乃
至
Ⅴ

字
溝
地
形
を
な
す
こ
と
で
区
別
で
き
る
と
考
え
る
｡

一
中
山
道

1
　
調
査
の
方
法

道
路
の
時
代
的
移
動
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合
､
先
ず
現
道
の

正
確
な
マ
ッ
ピ
ン
グ
が
必
要
で
あ
る
｡
過
去
の
道
路
の
位
置
は
現
道

と
の
比
較
で
明
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢
現
道
は
各
種
地
形
図
に

記
載
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
｣
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
'

実
は
そ
う
で
な
い
｡
軽
井
沢
宿
か
ら
碓
氷
峠
に
至
る
長
野
県
側
の
中

山
道
は
､
公
的
に
認
め
ら
れ
た
も
の
が
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
､
い
ず

れ
の
地
形
図
に
も
表
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
碓
氷
峠
よ
り
東
の
群
馬
県

･

･

㌧

･

､

側
中
山
道
に
つ
い
て
は
､
一
/
二
･
五
万
地
形
図
や
'
一
/
二
･
五

(

1

0

)

(

l

l

)

千
㌧
一
/
一
万
地
形
図
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
精
度
が
充
分
で
な
い
｡

こ
れ
ら
現
代
の
地
形
図
は
全
て
航
空
写
真
を
用
い
て
図
化
さ
れ
て
お

り
､
道
路
が
航
空
写
真
に
写
っ
て
い
れ
ば
問
題
な
い
が
実
際
に
は
多

-
の
区
間
が
樹
木
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
る
｡
樹
冠
と
樹
冠
の
間
に

垣
間
見
え
る
道
路
を
頼
り
に
､
見
え
な
い
区
間
は
推
定
で
措
い
て
い

(
1
2
)

る
の
で
あ
る
｡
戦
前
の
一
/
五
万
地
形
図
は
踏
査
に
よ
る
平
板
測
量

に
よ
っ
て
お
り
､
こ
う
し
た
弱
点
は
な
い
が
'
縮
尺
の
制
約
に
よ
り

路
線
の
デ
ィ
テ
ー
ル
が
措
か
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
､
後
に
述
べ
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る
よ
う
に
､
一
部
の
区
間
は
路
線
そ
の
も
の
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
｡

I,

林
野
庁
に
よ
る
一
/
五
千
森
林
計
画
図
･
基
本
図
は
､
こ
れ
ら
に
比

べ
て
現
中
山
道
の
図
化
精
度
は
相
対
的
に
良
い
が
､
現
地
の
状
況
と

合
致
し
な
い
区
間
も
散
見
さ
れ
る
｡
や
は
り
航
空
写
真
に
よ
る
図
化

の
弱
点
を
伴
っ
て
い
る
｡
ま
た
1
部
の
民
有
地
を
通
過
す
る
区
間
で

は
､
図
化
そ
の
も
の
が
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
以
上
の
状
況
よ
り
'
本

研
究
の
推
進
に
は
精
度
の
高
い
現
中
山
道
の
経
路
を
新
た
に
測
量
す

る
必
要
が
あ
る
｡
そ
こ
で
筆
者
は
ハ
ン
デ
ィ
ー
G
P
S
(
G
a
r
m
i
n
社

製
e
T
r
e
x
L
e
g
e
n
d
 
H
C
x
)
を
用
い
て
現
中
山
道
を
踏
査
'
そ
の
軌

跡
自
動
取
得
機
能
で
経
路
を
得
た
｡
G
P
S
も
衛
星
か
ら
の
極
超
短

波
を
受
信
す
る
以
上
､
樹
林
帯
で
は
遮
蔽
に
よ
り
精
度
の
低
下
を
免

れ
な
い
｡
系
統
誤
差
(
本
来
の
位
置
か
ら
規
則
的
に
ず
れ
る
現
象
)
が
時

折
､
約
三
〇
㍍
発
生
す
る
が
'
こ
れ
は
補
正
が
可
能
で
あ
る
｡
軌
跡

を
取
る
た
び
に
現
れ
る
補
正
で
き
な
い
不
定
誤
差
は
'
概
ね
一
〇
㍍

以
内
で
あ
り
､
後
に
示
す
l
/
l
万
地
形
図
上
で
言
㍍
に
相
当
す

る
か
ら
､
本
研
究
に
は
支
障
無
い
と
考
え
る
｡
な
お
こ
の
G
P
S
で

得
た
軌
跡
に
よ
っ
て
既
存
の
地
形
図
の
中
山
道
の
経
路
を
点
検
す
る

と
､
い
ず
れ
も
場
所
に
よ
っ
て
二
〇
〇
㍍
の
誤
差
が
あ
る
｡
後
に
示

す
図
-
5
､
-
で
は
誤
差
の
著
し
い
区
間
に
限
っ
て
こ
れ
を
消
去
し

た
｡

現
地
踏
査
を
行
う
と
､
後
述
の
よ
う
に
多
-
の
廃
道
が
兄
い
だ
さ

3
肥
E

れ
る
｡
し
か
し
そ
の
供
用
時
代
を
現
地
踏
査
だ
け
で
特
定
す
る
の
は

一
般
に
困
難
で
あ
り
､
古
図
の
参
照
が
必
要
で
あ
る
｡
中
山
道
を
図

(
1
5
)

化
し
た
古
図
と
し
て
北
国
海
道
絵
図
や
中
山
道
分
間
延
絵
図
､
伊
能

I
.
=
･
,

大
図
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
北
国
海
道
絵
図
は
尊
確
聞
文
庫
の
所
蔵
に
な

る
も
の
で
､
亭
享
三
年
か
ら
元
禄
元
年
(
1
六
八
六
～
1
六
八
八
)
ご

I

l

l

ろ
の
作
成
と
さ
れ
て
い
る
が
非
公
開
で
あ
る
｡
中
山
道
分
間
延
絵
図

(
以
下
､
単
に
絵
図
)
は
幕
府
道
中
奉
行
の
寛
政
1
二
年
(
l
八
〇
〇
)

の
命
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
文
化
三
年
(
一
八
〇
六
)
　
に
完
成
し
て
い

(
1
7
)

る
｡
絵
図
は
最
終
的
に
は
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
が
､
基
本
資
料

は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
か
ら
寛
政
一
二
年
～
享
和
元
年
(
一
八
〇
〇
～

1
<
0
1
)
　
に
収
集
さ
れ
た
と
さ
れ
る
｡
縮
尺
は
元
々
1
/
l
･
八

千
で
あ
る
が
'
一
般
に
利
用
で
き
る
｢
復
刻
版
｣
は
約
六
〇
%
の
縮

小
版
で
あ
る
の
で
約
一
/
三
千
で
あ
る
｡
江
戸
か
ら
近
江
･
草
津

ま
で
､
上
野
､
東
信
濃
で
大
き
-
北
方
に
弧
を
描
-
道
筋
を
上
下
幅

約
1
0
兆
レ
仰
の
水
平
に
拡
が
る
折
図
に
収
め
る
た
め
､
屈
曲
は
デ
フ
ォ

ル
メ
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
こ
の
欠
陥
を
補
う
た
め
要
所
々
々
に
十

二
支
に
よ
る
道
路
の
方
位
が
記
さ
れ
て
お
り
､
現
中
山
道
､
あ
る
い

は
伊
能
図
と
の
路
線
の
比
較
は
一
定
程
度
可
能
で
あ
る
が
'
限
界
の

あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
0
　
こ
の
よ
う
に
幾
何
学
的
精
度
に
は
問
題

が
あ
る
が
'
路
面
の
描
画
は
他
の
図
の
追
従
を
許
さ
な
い
｡
法
面
に

お
け
る
顕
著
な
岩
盤
や
野
道
の
枝
分
か
れ
の
状
態
が
示
さ
れ
､
沢
部

に
は
現
在
消
え
て
し
ま
っ
た
橋
を
'
石
橋
'
土
橋
の
区
別
ま
で
し
て

い
る
｡
な
お
､
別
石
か
ら
堂
峰
番
所
付
近
ま
で
は
街
道
幅
が
他
の
区
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図-1　伊能図における道路描画の｢くせ｣

76

闇
の
半
分
程
度
し
か
な
い
｡
現
地
の
状
況
か
ら
実
態
を
忠
実
に
示
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

伊
能
大
図
は
第
七
次
伊
能
測
量
隊
が
文
化
六
年
(
一
八
〇
九
)
一

〇
月
二
五
日
(
新
暦
)
　
に
碓
氷
峠
を
通
過
し
た
折
に
測
量
し
た
も
の

(
1
8
)

で
あ
る
｡
精
度
の
高
さ
で
定
評
が
あ
る
が
縮
尺
は
一
/
三
･
六
万
に

と
ど
ま
る
｡
現
代
の
国
土
地
理
院
に
よ
る
一
/
二
･
五
万
地
形
図
や
､

3
暇
E

軽
井
沢
町
､
安
中
市
に
よ
る
l
/
二
･
五
千
､
l
/
1
万
地
形
図
よ

り
も
普
通
に
考
え
れ
ば
精
度
的
に
劣
る
は
ず
で
あ
る
｡
ま
た
伊
能
大

図
は
原
図
が
失
わ
れ
複
製
図
が
残
る
に
過
ぎ
な
い
が
､
複
製
の
過
程

で
さ
ら
に
誤
差
が
加
わ
っ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
伊
能
大
図
に
は
､

山
間
道
路
に
関
す
る
限
り
へ
　
そ
れ
ら
官
公
庁
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
現

代
の
地
形
図
よ
り
以
下
に
記
述
す
る
よ
う
に
有
利
な
面
が
あ
る
｡
現

代
の
地
形
図
の
骨
格
を
与
え
る
も
の
は
三
角
点
､
水
準
点
あ
る
い
は

G
P
S
の
座
標
値
で
あ
っ
て
､
道
路
測
量
は
単
に
一
つ
の
測
量
成
果

に
過
ぎ
な
い
｡
道
路
の
描
画
に
誤
差
が
生
じ
た
と
し
て
も
､
他
に
一

切
の
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
か
ら
測
量
作
業
の
厳
密
さ
に
は
自
ら
限
界

が
あ
る
｡
伊
能
大
図
の
場
合
は
道
路
測
量
が
測
量
全
体
の
精
度
を
左

右
す
る
｢
基
線
測
量
｣
　
の
性
格
が
あ
り
'
誤
差
は
そ
の
先
の
あ
ら
ゆ

る
測
量
成
果
に
加
わ
っ
て
-
る
｡
し
た
が
っ
て
細
心
の
注
意
を
払
っ

て
作
業
が
行
わ
れ
､
精
力
の
過
半
が
そ
の
た
め
に
費
や
さ
れ
た
｡
し

か
も
実
測
で
あ
り
､
樹
木
の
遮
蔽
の
影
響
を
受
け
な
い
か
ら
､
山
間

道
路
に
関
す
る
限
り
現
代
の
大
縮
尺
図
に
比
べ
て
遜
色
が
あ
る
と
は

必
ず
し
も
い
え
な
い
｡
た
だ
し
伊

能
大
国
お
い
て
は
､
曲
線
を
な
す

道
路
も
'
線
分
の
集
合
で
措
か
れ

て
お
り
､
道
路
の
線
形
を
忠
実
に

表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
た

だ
線
分
の
長
さ
に
は
限
度
が
あ
る

か
ら
'
細
か
な
屈
曲
を
除
外
す
れ

ば
正
し
-
図
化
さ
れ
て
い
る
と
も

い
い
得
る
の
で
あ
る
｡
図
-
1
に

お

い

て

a

'

b

､

C

､

d

､

e

の

全
て
が
互
い
に
見
通
せ
る
と
す
る
｡

ま
た
'
一
回
の
距
離
測
定
の
最
大
　
　
　
　
a

長
が
一
〇
〇
㍍
以
下
だ
っ
た
と
想
定
す
る
｡
何
と
な
れ
ば
､
距
離
測

定
に
は
一
〇
間
の
鉄
鎖
､
六
〇
間
の
間
縄
が
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
｡
a
'
C
間
が
一
〇
〇
㍍
以
内
の
場
合
､
b
を
飛
ば
し

て
距
離
測
量
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
c
e
間
が
一
〇
〇
㍍
以
上
の

場
合
は
d
を
介
在
さ
せ
な
い
と
測
量
で
き
な
い
｡
結
果
､
曲
線
a
b

c
は
曲
線
c
d
e
に
比
べ
て
カ
ー
ブ
が
き
つ
い
に
も
係
わ
ら
ず
直
線

で
描
画
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
ら
の
描
画
の
　
｢
く
せ
｣
を
あ
ら

か
じ
め
知
っ
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡

2
　
二
つ
の
伊
能
大
図
複
製
図
の
比
較

前
述
の
よ
う
に
伊
能
大
図
そ
の
も
の
は
現
存
せ
ず
､
参
照
で
き
る
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図- 2　米国議会図書館と国会図書館各所蔵の伊能図および北国海道絵図の比較

(長野県側､基図は軽井沢町作成1 / 1万地形図(19))
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の
は
二
種
類
の
明
治
初
期
の
複
製
図
で
あ
る
｡
内
務
省
に
よ
っ
て
複

製
さ
れ
た
図
は
国
会
図
書
館
に
'
帝
国
陸
軍
に
よ
る
も
の
は
米
国
議

会
図
書
館
に
現
在
残
っ
て
い
る
｡
両
者
の
精
度
の
比
較
を
す
る
た
め
'

碓
氷
峠
の
西
方
(
長
野
県
側
)
と
東
方
(
群
馬
県
側
)
　
の
区
間
に
分
け

て
中
山
道
の
形
状
を
比
較
し
た
｡
手
順
は
次
に
よ
る
｡
①
双
方
の
複

製
図
を
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
読
み
と
り
別
個
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
(
以
下
p
c
)
上
に
表
示
す
る
｡
②
文
書
作
成
ソ
フ
ト
･
M
i
c
r
o
s
o
f
t

W
o
r
d
の
図
形
描
画
機
能
を
使
っ
て
線
形
を
写
し
取
る
｡
③
P
C
上

に
取
り
込
ん
だ
軽
井
沢
町
ま
た
は
安
中
市
作
成
の
一
/
一
万
地
形
図

に
'
②
で
得
た
線
形
を
縮
尺
を
調
整
し
て
重
ね
合
わ
せ
る
｡

重
ね
合
わ
せ
に
あ
た
っ
て
は
縮
尺
の
調
整
を
伴
う
か
ら
､
当
然
の

こ
と
な
が
ら
何
れ
の
図
面
も
中
山
道
の
両
端
が
同
一
地
点
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
軽
井
沢
宿
東
方
の
二
手
橋
は
川
と
交
差
し
て
お
り
地

点
を
特
定
で
き
る
｡
碓
氷
峠
越
え
中
山
道
が
旧
一
八
号
と
交
差
す
る

地
点
も
概
ね
判
る
｡
し
か
し
碓
氷
峠
の
正
確
な
地
点
は
特
定
し
難
い
｡

こ
れ
よ
り
重
ね
合
わ
せ
に
誤
差
が
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
が
大
方
の

比
較
は
可
能
と
み
た
｡
な
お
､
岡
村
論
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
非
公

開
の
北
国
海
道
絵
図
の
同
区
間
も
同
様
の
方
法
で
重
ね
て
み
た
｡

軽
井
沢
宿
･
二
手
橋
～
碓
氷
峠
ま
で
の
｢
ず
れ
｣

両
図
は
元
図
が
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
最
大
五
〇
㍍
に
及

ぶ
ず
れ
が
見
ら
れ
る
(
図
-
2
)
｡
道
路
の
屈
曲
は
概
ね
同
じ
位
置
で

凹
凸
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
'
北
聖
沢
を
渡
る
屈
曲
部
で
米
国
議
会
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こ､葦塞一､

-米国蔑会図書館伊能図　威
A.i

---国会図書館伊能図　　盲人

>

チE- ＼仁′中山道と旧1 8号線の合流点
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図- 3　米国議会図書館と国会図書館各所蔵の伊能図(群馬県側)
(基図は国土地理院1 /2.5万地形図)

78

図
書
館
図
は
東
方
に
七

〇
～
八
〇
㍍
ず
れ
て
い

る
｡
こ
の
大
き
な
位
置

誤
差
は
'
恐
ら
-
転
写

の
際
に
元
図
と
転
写
用

紙
が
ず
れ
た
た
め
で
あ

ろ
う
｡

碓
氷
峠
～
横
川
ま
で
　
#
'
;

の
｢
ず
れ
｣

両
図
に
お
け
る
現
中

山
道
は
概
ね
同
じ
線
形

を
な
し
､
ず
れ
も
少
な

-
概
ね
図
上
l
 
r
H
朋
以

内
で
あ
る
(
図
-
3
)
｡

た
だ
し
長
野
県
側
も
そ

う
で
あ
っ
た
が
米
国
議

会
図
書
館
図
の
方
が
屈

曲
を
詳
し
-
描
画
し
て

い
る
｡
複
製
図
の
元
図

に
対
す
る
誤
差
を
､
位

置
誤
差
と
形
状
誤
差
に

分
け
る
と
す
れ
ば
'
位

置
誤
差
は
､
碓
氷
峠
西
方
の
米
国
議
会
図
書
館
図
に
お
い
て
大
き
-
､

形
状
誤
差
は
国
会
図
書
館
図
に
お
い
て
大
き
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
｡

以
上
の
検
討
に
よ
り
､
伊
能
大
図
を
使
っ
て
中
山
道
の
移
動
を
検

知
す
る
た
め
に
､
｢
位
置
の
ず
れ
｣
を
頼
り
に
す
る
こ
と
は
複
製
図

の
精
度
か
ら
み
て
リ
ス
ク
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
｡
他
方
'
道
路

の
形
状
す
な
わ
ち
屈
曲
が
､
現
中
山
道
と
明
ら
か
に
異
な
れ
ば
'
そ

れ
は
移
動
の
結
果
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
本
研
究
で
は
形

状
誤
差
の
小
さ
い
米
国
議
会
図
書
館
図
(
以
下
､
伊
能
図
)
を
主
に

用
い
る
こ
と
に
し
た
｡

北
国
海
道
絵
図
に
お
け
る
線
形
は
､
二
つ
の
複
製
図
の
間
で
見
ら

れ
る
転
写
誤
差
を
越
え
る
偏
俺
が
あ
る
｡
伊
能
図
よ
り
も
約
一
三
〇

年
先
行
し
た
技
術
的
制
約
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
｡
何
よ
り
非

公
開
で
あ
り
'
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
'

本
研
究
で
は
参
照
し
て
い
な
い
｡

3
　
各
区
間
の
状
況

前
述
の
古
図
'
現
地
調
査
に
よ
っ
て
得
た
廃
道
､
現
中
山
道
な
ど

を
図
-
4
㌧
　
5
､
-
に
示
す
｡
図
-
4
は
道
路
記
号
の
別
を
主
に
各

説
に
当
て
て
い
る
｡
一
般
に
認
定
さ
れ
た
中
山
道
の
経
路
が
存
在
し

な
い
か
ら
で
あ
る
｡
図
-
-
､
-
は
道
路
記
号
を
主
に
現
中
山
道
'

各
古
図
が
示
す
中
山
道
､
廃
道
の
別
と
し
て
お
り
､
図
-
4
と
表
現

が
若
干
異
な
る
｡
以
下
の
記
述
は
京
都
か
ら
江
戸
方
向
､
す
な
わ
ち

軽
井
沢
宿
か
ら
坂
本
宿
へ
向
か
っ
た
場
合
の
順
序
'
方
向
で
あ
る
｡
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軽
井
沢
宿
二
一
手
橋
～
北
聖
沢

こ
の
区
間
は
い
ず
れ
の
地
形
図
に
も
中
山
道
が
記
入
さ
れ
て
お
ら

ず
､
岡
村
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
経
路
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
研
究
成
果

で
あ
る
｡
こ
れ
を
伊
能
図
と
比
較
す
る
場
合
に
'
｢
北
聖
沢
屈
曲
部
｣

に
存
す
る
大
き
な
位
置
誤
差
が
障
害
に
な
る
｡
そ
こ
で
伊
能
図
の
問

題
の
屈
曲
の
頂
点
が
北
聖
沢
の
位
置
に
な
る
よ
う
に
調
整
し
た
｡
す

な
わ
ち
中
山
道
を
｢
二
手
橋
～
北
聖
沢
｣
､
｢
北
聖
沢
～
碓
氷
峠
｣
　
に

二
分
し
､
そ
れ
ぞ
れ
を
先
と
同
様
の
方
法
で
p
c
に
取
り
込
み
'
双

方
が
北
聖
沢
の
位
置
で
接
す
る
よ
う
に
貼
り
付
け
直
し
た
｡

伊
能
図
の
二
手
橋
～
北
聖
沢
に
か
け
て
の
中
山
道
は
'
岡
村
が
御

巡
幸
道
　
(
自
動
車
道
)
　
と
同
一
経
路
と
し
た
　
｢
中
山
道
｣
　
よ
り
西
北

に
ず
れ
'
線
形
も
や
や
複
雑
で
あ
る
｡
こ
の
地
域
は
大
型
別
荘
が
点

在
､
地
形
も
大
き
-
改
変
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
で
も
伊
能
図
が
示

す
付
近
に
一
本
の
凹
地
が
走
っ
て
い
る
様
子
が
等
高
線
か
ら
読
み
と

れ
る
(
図
-
4
)
｡
こ
こ
は
河
床
よ
り
約
一
五
㍍
高
い
段
丘
面
で
あ
る
｡

段
丘
面
が
河
原
で
あ
っ
た
時
代
の
流
路
と
し
て
は
凹
地
の
形
状
が
明

瞭
に
過
ぎ
る
｡
む
し
ろ
後
に
検
討
す
る
廃
道
や
'
浸
食
を
受
け
た
現

中
山
道
と
同
一
の
形
状
で
あ
っ
て
'
こ
の
筋
が
御
巡
幸
道
開
削
前
の

中
山
道
と
考
え
る
｡
御
巡
幸
道
の
開
削
に
あ
た
っ
て
は
'
中
山
道
は

依
然
と
し
て
主
要
街
道
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
ら
､

別
経
路
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

北
聖
沢
～
碓
氷
峠

岡
村
は
北
聖
沢
よ
り
碓
氷
峠
ま
で
､
御
巡
幸
道
と
南
聖
川
の
間
に

(
-
)
(
-
)

中
山
道
が
通
過
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
｡
こ
の
内
､
空
峠
付
近
ま
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で
は
聖
沢
別
荘
地
内
の
白
動
車
道
路
と
重
な
る
と
し
て
い
る
｡
そ
し

て
さ
ら
に
御
巡
幸
道
と
｢
中
山
道
｣
と
の
間
に
､
中
世
も
し
く
は
古

代
の
東
山
道
と
思
わ
れ
る
断
片
が
存
在
し
て
い
る
と
強
調
し
て
い
る
｡

岡
村
は
図
面
上
に
こ
の
　
｢
東
山
道
｣
が
幅
広
･
直
線
的
で
あ
り
ま
た

後
の
中
山
道
と
は
合
流
し
て
い
な
い
よ
う
に
図
示
し
て
い
る
が
'
筆

者
の
現
地
踏
査
に
よ
れ
ば
､
そ
れ
は
事
実
で
な
い
｡
岡
村
の
　
｢
東
山

道
｣
は
､
空
峠
よ
り
東
区
間
で
現
れ
る
中
山
道
と
､
屈
曲
や
幅
員
が

類
似
し
て
お
り
､
し
か
も
中
山
道
に
ス
ム
ー
ス
に
合
流
し
て
い
る
｡

空
峠
手
前
三
〇
㍍
の
別
荘
内
自
動
車
道
路
(
図
-
4
中
A
地
点
)
か
ら

略
北
方
に
上
が
る
岡
村
の
｢
中
山
道
｣
は
､
そ
れ
に
比
べ
て
曲
率
が

異
様
に
大
き
-
か
つ
幅
員
が
狭
過
ぎ
る
｡
伊
能
図
に
お
け
る
中
山
道

は
空
峠
と
思
わ
れ
る
地
点
に
西
北
よ
り
接
近
し
て
お
り
､
中
山
道
が

少
な
-
と
も
文
化
期
に
は
御
巡
幸
道
と
聖
沢
別
荘
地
内
自
動
車
道
路

と
の
間
を
通
過
し
て
い
た
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
｡

空
峠
よ
り
下
崩
れ
､
丹
土
平
､
上
崩
れ
を
経
て
唐
沢
に
至
る
区
間

は
､
細
巡
幸
道
と
聖
沢
の
急
勾
配
斜
面
を
ト
ラ
バ
ー
ス
す
る
も
の
で

あ
り
､
経
路
の
選
択
の
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な
-
岡
村
説
に
同
意
す
る
｡

唐
沢
よ
り
碓
氷
峠
･
見
晴
台
駐
車
場
進
入
路
ま
で
､
岡
村
の
　
｢
中

山
道
｣
は
唐
沢
を
渡
っ
て
直
ぐ
に
左
折
し
唐
沢
に
沿
っ
て
北
北
東
に

向
か
う
｡
伊
能
図
は
唐
沢
付
近
で
方
向
を
変
え
る
こ
と
な
-
東
方
に

向
か
う
よ
う
に
見
え
､
現
地
で
も
こ
れ
に
整
合
す
る
廃
道
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
聖
沢
を
渡
っ
て
約
一
〇
㍍
直
進
､
そ
の

上
で
逆
S
字
状
に
斜
面
を
登
り
唐
沢
峠
町
の
簡
易
水
道
の
水
源
で
あ

る
泉
に
至
る
｡
幅
員
四
㍍
内
外
､
屈
曲
も
穏
や
か
で
岡
村
の
　
｢
中
山

道
｣
よ
り
'
官
遭
ら
し
い
風
格
を
備
え
て
い
る
｡
ま
た
こ
の
道
は
､

頼
光
四
天
王
の
一
人
で
あ
る
碓
氷
貞
光
の
力
石
の
直
前
を
通
る
｡
少

伝
-
と
も
文
化
期
に
は
こ
れ
が
中
山
道
で
あ
っ
た
ろ
う
O

碓
氷
峠
～
和
宮
道
分
岐

信
濃
･
上
野
国
境
標
石
よ
り
神
宮
寺
平
付
近
ま
で
の
現
中
山
道
約

二
五
〇
㍍
は
､
霧
稜
温
泉
に
至
る
林
道
と
重
な
っ
て
い
る
｡
現
中
山

道
は
神
宮
寺
平
付
近
で
林
道
と
分
か
れ
､
約
八
〇
㍍
先
の
　
｢
長
坂
｣

の
標
識
の
あ
る
付
近
で
再
び
東
商
-
東
北
1
東
南
方
に
折
れ
る
(
図
1

5
)
｡
標
識
か
ら
先
の
路
面
は
最
大
深
さ
二
･
二
㍍
の
Ⅴ
字
溝
の
底

で
あ
っ
て
､
幅
員
は
細
-
､
反
対
側
か
ら
人
が
歩
い
て
来
た
場
合
に

は
1
万
が
脇
に
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
伊
能
図
で
は
中
山
道
は

｢
長
坂
｣
の
標
識
付
近
で
折
れ
る
こ
と
な
-
東
南
方
に
緩
斜
面
を
真
っ

直
ぐ
下
り
､
そ
の
後
､
屈
曲
し
な
か
ら
略
北
方
に
向
か
う
｡
こ
の
真
っ

直
ぐ
東
南
方
に
下
る
付
近
に
作
業
用
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
通
る
現
役
の
道

路
が
あ
り
､
こ
れ
よ
り
○
～
五
㍍
東
側
に
廃
道
が
重
な
っ
た
り
離
れ

た
り
し
な
が
ら
並
走
す
る
｡
廃
道
は
伊
能
図
の
示
す
あ
た
り
､
神
宮

寺
平
か
ら
約
二
五
〇
㍍
の
地
点
で
現
役
の
道
路
と
分
か
れ
､
薮
の
中

に
消
え
る
｡
し
か
し
薮
の
下
に
は
東
北
方
向
に
曲
が
る
約
四
㍍
の
幅

に
削
平
し
た
明
確
な
路
面
が
残
っ
て
い
る
(
写
真
-
-
)
｡
現
中
山
道

と
再
び
合
流
す
る
地
点
の
手
前
で
は
長
さ
約
二
〇
㍍
に
わ
た
り
路
面
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図- 5　碓氷峠から山中茶屋東方の中山道と廃道など
(基図は安中市1 / 1万地形図)

写真一1　廃道化した中山道(長坂付近)

(薮の中にこうした開けた個所が表れる)
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が
崩
落
し
て
い

る
｡
合
流
点
で

は
段
差
が
認
め

ら
れ
な
い
｡
森

林
計
画
図
･
基

本
図
の
第
一
三

三
林
班
･
へ
-

小
林
班
の
輪
郭

線
は
G
P
S
の

測
量
結
果
で
み

る
と
東
南
方
向

に
約
一
五
〇
㍍

ず

れ

て

い

る

が
､
形
状
が
一

致
し
て
い
る
か

ら
こ
の
廃
道
を

指
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
｡
碓

氷
峠
に
居
住
す

る
水
沢
紀
代
子

氏
と
筆
者
が
雑

談
中
に
､
氏
は

上
記
の
廃
道

が
､
戦
後
し
ば

ら
-
ま
で
は
通

行
可
能
で
あ
っ

た
こ
と
､
周
囲

の
人
々
は
中
山

道
と
認
識
し
て

い
た
こ
と
を
ご

自
分
か
ら
話
さ

れ
驚
い
た
こ
と

が
あ
る
｡
筆
者

は
廃
道
の
記
憶

が
人
々
か
ら
全

-
失
わ
れ
て
い
る
と
思
い
こ
み
'
聞
き
取
り
調
査
を
行
わ
な
か
っ
た

が
､
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

現
中
山
道
は
伊
能
が
測
量
し
た
中
山
道
を
短
絡
す
る
近
道
で
あ
る

が
'
絵
図
上
で
も
'
こ
の
短
絡
す
る
始
点
と
終
点
の
位
置
に
そ
れ
ぞ

れ
｢
近
道
｣
､
｢
野
道
｣
と
注
記
し
行
き
先
不
明
の
分
岐
を
措
い
て
い

る
｡
文
化
期
に
は
既
に
近
道
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
｡
こ

の
下
方
の
合
流
点
よ
り
約
二
五
㍍
の
区
間
は
､
幅
(
踏
み
固
め
ら
れ

土
が
露
出
し
て
い
る
部
分
)
が
約
六
〇
化
巨
脚
と
細
い
も
の
の
'
笹
の
根

元
を
掻
き
分
け
れ
ば
'
幅
員
約
三
･
五
㍍
の
か
つ
て
の
路
面
が
残
っ
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て
い
る
｡
そ
れ
よ
り
先
､
施
行
所
跡
ま
で
Ⅴ
字
溝
と
な
っ
た
歩
き
に

-
い
底
を
行
-
｡
和
宮
が
文
久
元
年
(
一
八
六
一
)
'
江
戸
に
下
向
す

る
際
､
神
宮
寺
平
か
ら
子
持
山
付
近
ま
で
新
た
な
道
(
以
下
'
和
宮

道
)
が
開
削
さ
れ
た
が
､
付
け
替
え
を
決
断
さ
せ
た
難
所
は
､
こ
の

Ⅴ
字
溝
の
険
阻
な
区
間
を
お
い
て
外
に
な
い
｡
巷
間
さ
さ
や
か
れ
た

公
武
合
体
反
対
派
に
よ
る
和
宮
奪
取
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､
｢
最
良
｣

の
場
所
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
挟
撃
が
可
能
で
あ
り
､
各
方
面
に
逃
走
で

き
る
地
点
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
Ⅴ
字
溝
中
'
施
行
所
の
手
前
約
一

五
〇
㍍
で
は
'
現
中
山
道
の
路
面
よ
り
二
･
二
㍍
上
方
の
右
手
に
幅

約
四
㍍
の
魔
道
が
現
れ
'
東
方
に
下
っ
て
再
び
現
中
山
道
と
合
流
す

る
｡
こ
の
下
方
の
合
流
点
で
の
廃
道
の
路
面
は
現
中
山
道
よ
り
約
三
･

五
㍍
高
い
｡
こ
の
状
況
か
ら
現
中
山
道
は
､
か
つ
て
の
中
山
道
あ
る

い
は
そ
の
前
身
の
道
路
の
高
さ
(
レ
ベ
ル
)
を
通
っ
て
い
た
が
､
Ⅴ

字
侵
食
を
受
け
､
こ
れ
が
歩
き
に
-
い
原
因
で
あ
る
こ
と
を
知
る
｡

こ
の
廃
道
が
伊
能
図
の
文
化
期
中
山
道
を
示
す
の
か
ど
う
か
は
伊
能

図
お
よ
び
G
P
S
測
量
の
精
度
の
限
界
か
ら
明
ら
か
に
し
得
な
い
｡

本
論
文
で
は
特
に
明
瞭
な
根
拠
が
な
い
限
り
中
山
道
の
移
動
を
主
張

し
な
い
と
の
立
場
か
ら
現
中
山
道
を
伊
能
測
量
隊
が
辿
っ
た
道
と
し

て
お
く
｡

現
中
山
道
は
施
行
所
跡
付
近
の
笹
沢
を
飛
び
石
伝
い
に
渡
っ
て
い

る
｡
絵
図
に
は
石
橋
が
架
け
ら
れ
て
お
り
､
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う

に
笹
沢
の
五
㍍
江
戸
側
の
路
面
は
､
沢
底
よ
り
二
～
三
㍍
高
か
っ
た
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で
あ
ろ
う
石
橋
に
取
り
付
-
高
さ
に
な
っ
て
い
る
｡
施
行
所
跡
よ
り

和
宮
道
と
の
合
流
点
ま
で
幅
員
四
･
五
㍍
内
外
の
勾
配
の
ゆ
る
や
か

な
良
好
な
路
面
が
続
-
｡
こ
の
勾
配
が
緩
や
か
な
こ
と
と
､
侵
食
を

ほ
と
ん
ど
受
け
ず
良
好
な
路
面
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
関
係
が
あ
ろ

う
｡
路
面
か
流
水
を
集
め
た
と
し
て
も
勾
配
が
緩
や
か
な
ら
ば
侵
食

は
発
生
し
な
い
か
ら
で
あ
る
O
　
な
お
へ
　
施
行
所
跡
か
ら
和
宮
道
分
岐

ま
で
の
北
側
に
､
岡
村
も
指
摘
し
て
い
る
如
-
､
道
の
痕
跡
が
複
数

認
め
ら
れ
る
が
､
造
林
に
伴
う
作
業
道
の
疑
い
も
あ
る
の
で
本
論
文

で
は
廃
道
と
は
扱
わ
な
い
｡

大
正
元
年
二
九
一
二
)
測
量
の
一
/
五
万
地
形
図
は
､
近
代
的

測
量
技
術
を
用
い
た
当
地
方
初
め
て
の
地
形
図
で
あ
る
が
､
そ
れ
に

は
和
宮
道
が
措
か
れ
る
の
み
で
､
本
釆
の
中
山
道
す
な
わ
ち
施
行
所

跡
を
通
る
道
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
当
時
は
道
路
上
を
歩
い
て
の

平
板
測
量
の
時
代
で
あ
り
､
戦
略
的
に
重
要
な
地
域
で
あ
る
か
ら
し

て
こ
れ
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
｡
和
宮
道
は

多
大
な
資
金
と
民
衆
の
動
員
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
か
ら
､
和
宮
通
行

後
は
｢
野
と
な
れ
山
と
な
れ
｣
で
は
済
ま
な
か
っ
た
ろ
う
｡
正
式
の

中
山
道
と
し
て
扱
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
｡
勿
論
､
そ
れ
ま
で
の
中

山
道
を
従
前
通
り
通
行
す
る
人
馬
は
少
な
-
な
か
っ
た
ろ
う
が
､
明

治
一
七
年
(
一
八
八
四
)
　
に
碓
氷
嶺
新
道
　
(
旧
国
道
一
八
号
線
)
　
が
開

通
し
､
通
行
量
'
中
で
も
荷
駄
が
激
減
､
幅
員
幅
を
確
保
す
る
必
要

性
が
薄
れ
､
近
道
(
硯
中
山
道
)
　
の
み
が
生
き
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

和
宮
道
分
岐
～
山
中
茶
屋

碓
氷
峠
か
ら
和
宮
道
分
岐
ま
で
の
区
間
は
､
笹
沢
の
谷
を
越
え
､

子
持
山
を
ト
ラ
バ
ー
ス
す
る
が
､
こ
れ
よ
り
先
の
区
間
と
の
遷
移
部

に
あ
た
る
山
中
茶
屋
跡
近
辺
を
除
-
と
､
尾
根
か
ら
l
 
O
〇
㍍
以
上

(
水
平
距
離
)
離
れ
た
い
わ
ば
中
腹
部
を
通
過
す
る
｡

比
較
的
､
平
坦
に
し
て
彫
り
込
み
が
1
㍍
以
下
の
良
好
な
路
面
が

維
持
さ
れ
て
い
る
｡
子
持
山
の
南
西
斜
面
に
は
現
中
山
道
以
外
に
魔

道
は
認
め
ら
れ
な
い
o
和
宮
道
分
岐
よ
り
約
四
〇
〇
㍍
で
今
は
廃
城

と
な
っ
た
｢
見
晴
台
別
荘
地
｣
が
現
れ
､
中
山
道
は
山
中
坂
を
左
に

屈
曲
し
な
が
ら
山
中
茶
屋
跡
に
下
る
｡
こ
の
区
間
の
伊
能
図
は
屈
曲

が
な
-
'
ほ
と
ん
ど
直
線
状
で
あ
る
｡
実
際
に
は
屈
曲
し
て
い
た
経

路
を
直
線
的
に
測
量
し
た
可
能
性
を
否
定
し
切
る
こ
と
は
で
善
な
い

が
､
約
三
〇
〇
㍍
あ
る
こ
の
区
間
を
一
気
に
直
線
と
し
て
測
量
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
絵
図
も
元
々
直
線
的
で
あ
っ
た
と
す

る
見
方
に
整
合
的
で
あ
る
｡
そ
し
て
伊
能
図
の
直
線
状
道
路
の
位
置
､

別
荘
が
数
軒
建
っ
て
い
る
あ
た
り
に
廃
道
が
複
数
本
認
め
ら
れ
る
｡

当
別
荘
地
の
開
発
時
期
に
つ
い
て
､
前
述
の
水
沢
氏
は
､
ご
家
族
の

出
来
事
と
の
関
連
か
ら
昭
和
四
五
年
の
こ
と
と
明
言
さ
れ
､
合
わ
せ

て
中
山
道
の
移
設
が
こ
の
工
事
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
｡
中
山

道
が
､
今
の
経
路
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
時
で
あ
る
に
違

い
な
い
o

現
中
山
道
は
別
荘
地
の
開
発
に
伴
い
移
転
さ
れ
､
U
字
溝
や
擁
壁
'
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写真- 2　山中茶屋東方の尾根付近の廃道

84

そ
の
他
の
構
造
物
が
設
置
さ

れ
た
｡
図
-
7
は
こ
れ
ら
の

今
日
の
状
況
を
示
し
て
い
る

が
､
四
〇
余
年
し
か
経
過
し

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

道
路
面
が
約
一
･
五
㍍
と
い

う
極
め
て
激
し
い
侵
食
を
受

け
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡

山
中
茶
屋
～
釧
石
山
付
近

こ
の
区
間
は
大
局
的
に
は

尾
根
伝
い
で
あ
る
が
､
詳
し

く
見
れ
ば
尾
根
の
凸
部
は
こ

れ
を
ト
ラ
バ
ー
ス
気
味
に
巻
き
､
凹
部
は
尾
根
中
央
を
通
過
す
る
｡

前
者
の
尾
根
を
巻
-
場
合
で
あ
っ
て
も
尾
根
か
ら
の
水
平
距
離
は
､

座
頭
こ
ろ
が
し
付
近
を
除
け
ば
四
〇
㍍
以
内
で
あ
る
｡
巻
-
場
合
に

は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
'
斜
面
上
方
､
す
な
わ
ち
尾
根
に
近
い
方
に
廃

道
が
現
れ
る
(
写
真
-
-
)
｡
場
所
に
よ
っ
て
網
目
状
に
走
る
複
数
本

が
認
め
ら
れ
る
｡
図
1
-
'
6
に
お
い
て
は
錯
綜
を
避
け
る
た
め
'

主
要
な
も
の
の
み
措
い
た
｡
現
中
山
道
よ
り
斜
面
上
方
に
廃
道
が
認

め
ら
れ
な
い
の
は
､
御
巡
幸
道
分
岐
付
近
の
九
一
〇
㍍
の
等
高
線
が

巻
-
ピ
ー
ク
の
み
で
あ
る
｡
こ
の
間
､
現
中
山
道
は
Ⅴ
字
溝
(
最
大

深
約
四
㍍
)
の
底
を
通
る
区
間
と
そ
う
で
な
い
区
間
が
交
互
に
現
れ

る
｡

座
頭
こ
ろ
が
し
付

近
の
現
中
山
道
･
路

面
状
況
は
芳
し
-
吃

く
､
大
き
-
蛇
行
す

る
Ⅴ
字
溝
　
(
最
大
深

七
～
八
㍍
)
　
の
底
､

次
い
で
斜
面
中
腹
を

下
方
か
ら
侵
食
を
受

け
て
幅
員
が
七
〇

畑
巨
㍍
に
削
ら
れ
た
状

態
で
通
過
す
る
｡
太

姐
覗
E

田
萄
山
人
は
享
和
二

年
(
一
八
〇
二
)
に
京
都
か
ら
江
戸
に
旅
し
て
い
る
が
'
｢
壬
戊
紀
行
｣

(
2
0
)

に
こ
の
区
間
を
｢
ほ
そ
き
道
を
左
に
と
り
て
｣
云
々
と
あ
り
､
既
に

狭
-
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
｡
堕
嬰
｣
ろ
が
し
の
約
二
〇
〇
㍍
手

前
か
ら
北
向
馬
頭
観
音
の
手
前
約
二
〇
㍍
ま
で
､
延
長
約
三
五
〇
㍍

に
わ
た
っ
て
幅
員
､
路
面
の
い
ず
れ
を
取
っ
て
も
現
中
山
道
よ
り
優

れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
る
概
ね
直
線
状
の
顕
著
な
廃
道
が
出
現
す

る
｡
現
中
山
道
は
こ
の
廃
道
を
三
･
三
㍍
切
り
込
み
な
が
ら
交
差
し

て
い
る
｡
伊
能
図
㌧
絵
図
の
双
方
と
も
明
ら
か
に
現
中
山
道
を
措
い

て
い
る
｡
座
頭
こ
ろ
が
し
付
近
の
廃
道
の
勾
配
は
大
き
-
､
現
中
山



道
は
蛇
行
さ
せ
て
緩
勾
配
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
岡
村
は
こ

の
廃
道
も
古
代
東
山
道
の
遺
物
と
し
て
い
る
が
'
仮
に
そ
う
な
ら
､

天
仁
お
よ
び
天
明
期
の
浅
間
山
大
爆
発
に
よ
る
大
量
の
降
下
火
山
物

質
が
堆
積
L
t
　
｢
碓
氷
峠
～
和
宮
道
分
岐
｣
　
で
見
た
長
坂
付
近
の
明

治
ま
で
続
い
た
と
思
わ
れ
る
中
山
道
と
は
様
相
が
異
な
る
は
ず
で
あ

る
｡
と
こ
ろ
が
幅
員
､
｢
樋
｣
　
の
深
さ
な
と
そ
れ
ら
文
化
期
中
山
道

と
異
質
さ
を
感
じ
な
い
｡
文
化
期
よ
り
前
の
中
山
道
､
あ
る
い
は
せ

い
ぜ
い
中
世
に
遡
る
程
度
と
思
わ
れ
る

座
頭
こ
ろ
が
し
･
案
内
板
の
先
､
約
五
〇
〇
㍍
の
　
｢
堀
切
｣
を
越

え
た
と
こ
ろ
で
､
現
中
山
道
は
ゆ
る
や
か
に
左
に
カ
ー
プ
を
措
き
な

が
ら
援
い
勾
配
を
上
っ
て
い
-
o
左
に
カ
ー
ブ
を
切
ら
ず
に
直
進
す

る
と
へ
高
さ
約
四
㍍
の
急
斜
面
に
ぶ
つ
か
る
が
､
そ
の
上
に
顕
著
な

廃
道
が
出
現
す
る
｡
伊
能
図
の
精
度
で
は
文
化
期
に
ど
ち
ら
を
通
過

し
て
い
た
か
は
判
定
で
き
な
い
｡
｢
堀
切
｣
は
天
正
一
八
年
､
小
田

原
北
条
万
民
の
重
臣
､
大
道
寺
正
繁
が
秀
吉
軍
の
進
軍
を
-
い
止
め

W
酬
刑

る
た
め
設
け
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
｡
こ
の
先
が
現
中
山
道
の
よ
う
に

ゆ
っ
た
り
と
し
た
上
り
坂
な
ら
ば
､
堀
切
の
機
能
は
極
め
て
制
約
さ

れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
堀
切
が
設
置
さ
れ
た
こ
ろ
は
'
直
進
す
る

急
勾
配
の
今
日
の
廃
道
が
､
本
街
道
だ
っ
た
と
考
え
た
い
｡

別
石
山
茶
屋
跡
手
前
､
約
二
五
〇
㍍
の
廃
道
に
は
天
明
五
年
(
l

七
八
五
)
の
墓
石
を
伴
う
墓
地
が
あ
る
｡
中
山
道
上
に
墓
地
が
あ
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
､
そ
の
こ
ろ
に
は
既
に
廃
道
と
な
っ
て

い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
｡

弘
法
井
戸
付
近
で
は
現
中
山
道
が
狭
い
Ⅴ
字
溝
を
な
し
､
道
幅
は

五
〇
杓
い
㍍
以
下
に
す
ぎ
な
い
o
同
井
戸
手
前
約
二
〇
㍍
右
手
に
尾
根

筋
を
通
る
廃
道
が
認
め
ら
れ
る
が
伊
能
図
､
絵
図
と
も
に
中
山
道
は

こ
ち
ら
の
形
状
を
示
し
て
い
る
｡
絵
図
で
は
廃
道
が
出
現
す
る
あ
た

り
に
､
｢
呑
水
道
｣
と
注
記
し
た
枝
道
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
元
々
､

井
戸
へ
は
中
山
道
か
ら
枝
道
を
往
復
し
た
と
こ
ろ
'
井
戸
か
ら
先
に

延
長
し
て
近
道
と
な
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
｡
廃
道
を
本
来
の
中
山
道

と
見
な
す
｡
長
坂
付
近
と
同
様
､
廃
道
､
現
中
山
道
の
間
に
段
差
も

認
め
ら
れ
ず
､
碓
氷
嶺
新
道
が
開
通
､
通
行
量
が
激
減
し
て
以
降
の

こ
と
と
思
わ
れ
る
｡

刻
石
山
～
国
道
一
八
号
と
の
合
流
点

碓
氷
峠
越
え
中
山
道
の
最
も
険
阻
な
区
間
で
あ
り
､
大
き
-
屈
曲

し
な
か
ら
急
坂
の
別
石
坂
を
下
る
｡
路
面
に
は
石
塊
が
散
乱
し
て
い

る
が
､
山
側
に
は
高
さ
三
･
二
州
の
石
垣
状
の
擁
壁
が
残
っ
て
お
り
､

整
備
の
良
か
っ
た
こ
ろ
は
路
面
も
石
畳
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
｡
こ

の
道
沿
い
に
居
頭
観
音
'
名
号
塔
な
と
の
多
数
の
石
造
碑
が
建
っ
て

い
る
｡
そ
れ
ら
の
時
代
は
い
ず
れ
も
文
政
期
以
降
で
あ
る
｡
一
方
､

こ
の
別
石
坂
の
下
り
は
じ
め
'
す
な
わ
ち
｢
覗
き
｣
　
の
l
五
㍍
先
を

右
折
す
る
と
､
尾
根
筋
を
下
る
廃
道
が
あ
る
o
道
沿
い
に
は
室
町
期

と
さ
れ
る
｢
上
が
り
地
蔵
｣
､
｢
下
り
地
蔵
｣
や
文
政
二
年
の
銘
の
あ

(
2
2
)

る
御
夜
燈
が
建
っ
て
い
る
｡
伊
能
図
は
明
ら
か
に
硯
中
山
道
の
経
路



図一8　魔道と現中山道の酉己置模式
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を
示
し
て
い
る
｡
絵
図
は
デ
フ
ォ
ル
メ
か
激
し
-
見
極
め
難
い
と
こ

ろ
も
あ
る
が
､
長
-
続
-
道
の
方
位
と
し
て
､
江
戸
側
か
ら
見
て

｢
丑
の
l
分
五
り
｣
　
(
北
よ
り
時
計
回
り
に
三
四
･
五
度
)
　
と
す
る
記
載

が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
方
位
は
'
廃
道
の
1
部
区
間
に
の
み
存
在
し
､

現
中
山
道
に
は
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
､
絵
図
は
廃
道
を
採
っ
て
い
る

と
み
て
長
い
だ
ろ
う
｡
現
中
山
道
と
廃
道
の
双
方
に
､
文
政
期
の
石

造
物
が
建
っ
て
い
る
｡
ま
た
現
中
山
道
は
幅
員
が
特
段
に
狭
い
し
､

絵
図
が
示
す
別
石
か
ら
堂
峰
番
所
付
近
ま
で
　
(
今
の
魔
道
)
も
他
の

区
間
の
半
分
程
度
し
か
な
い
｡
こ
れ
ら
よ
り
､
少
な
-
と
も
文
政
期

に
は
複
線
方
式
と
し
て
双
方
の
道
が
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
へ
善

で
あ
る
｡
急
坂
は
仮
に
幅
員
が
狭
-
な
-
と
も
渋
滞
が
発
生
す
る
の

が
常
で
あ
る
｡
む
し
ろ
複
線
方
式
を
採
ら
な
い
方
が
不
自
然
で
あ
る
｡

複
線
が
必
要
で
な
-
な
っ
た
の
は
､
碓
氷
嶺
新
道
(
旧
国
道
l
八
号

級
)
　
の
開
通
以
降
と
思
わ
れ
る
｡

一
八
号
線
と
の
合
流
点
の
手
前
約
五
〇
㍍
で
廃
道
が
左
に
回
り
込

む
が
現
中
山
道
は
Ⅴ
字
溝
の
底
を
直
進
す
る
｡
硯
中
山
道
の
彫
り
込

み
に
よ
っ
て
約
三
㍍
の
段
差
が
生
じ
て
い
る
｡
伊
能
図
､
絵
図
と
も

に
､
そ
の
魔
道
を
辿
っ
て
い
る
｡

4
　
中
山
道
か
ら
み
た
道
路
の
移
動

こ
れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
の
区
間
に
つ
い
て
､
現
中
山
道
と
そ
れ
に
随

伴
す
る
廃
道
の
特
徴
を
見
て
き
た
o
　
こ
こ
で
は
区
間
を
超
え
た
そ
れ

ぞ
れ
の
特
徴
を
整
理
し
て
み
る
｡

現
中
山
道
は
､
大
局
的
に
は
尾
根

筋
を
通
過
し
て
い
る
O
　
た
だ
し
細
か

-
み
る
と
尾
根
の
凸
部
で
は
尾
根
直

下
を
ト
ラ
バ
ー
ス
気
味
に
通
過
し
て

い
る
｡
こ
の
場
合
､
子
持
山
や
御
巡

幸
道
分
岐
す
ぐ
東
の
比
較
的
大
き
な

尾
根
の
凸
部
を
除
け
ば
､
尾
根
あ
る

い
は
尾
根
に
近
い
場
所
に
廃
道
が
現

れ
る
の
が
常
で
あ
る
｡
一
方
､
廃
道

が
現
中
山
道
の
下
方
に
現
れ
る
こ
と

は
な
い
｡
そ
の
様
子
を
模
式
化
す
れ

ば

図

-

-

の

如

-

で

あ

る

｡

こ

う

し

た
現
中
山
道
と
廃
道
の
空
間
配
置
よ
り
､
原
初
の
道
は
尾
根
に
道
が

あ
り
､
次
第
に
下
方
に
移
動
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
仮
に
上

か
ら
下
方
向
だ
け
で
な
-
､
下
か
ら
上
方
向
の
ラ
ン
ダ
ム
な
移
動
が

あ
っ
た
な
ら
､
多
数
あ
る
廃
道
の
い
-
つ
か
は
現
中
山
道
よ
り
も
下

方
に
あ
っ
て
然
る
へ
き
だ
か
ら
で
あ
る
｡

原
初
の
道
路
が
尾
根
上
を
選
ん
だ
の
は
何
故
で
あ
っ
た
ろ
う
0
写

真
-
-
は
1
の
宇
山
の
東
方
二
五
〇
㍍
､
標
高
l
二
六
〇
㍍
付
近
の

尾
根
の
状
況
で
あ
る
｡
廃
道
跡
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
て
い
な
い
場
所
を

選
ん
だ
た
め
中
山
道
が
通
る
地
点
で
は
な
い
か
､
こ
の
地
域
の
尾
根

は
､
1
部
を
除
け
ば
こ
の
よ
う
に
幅
が
広
い
の
が
1
般
で
あ
る
O
樹



3　-の宇山東方の広い尾根写真

木
や
薮
を
伐
採
さ
え

す
れ
ば
､
そ
れ
以
上

の
何
の
細
工
も
な
し

に
'
例
え
ば
横
一
〇

人
縦
列
の
軍
団
が
行

軍
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
O
広
い
尾
根

で
あ
る
限
り
､
そ
し

て
多
少
の
ア
ッ
プ
ダ

ウ
ン
を
受
容
す
る
な

ら
ば
､
斜
面
を
削
っ

て
平
に
す
る
(
以
下
､

削
平
)
必
要
が
な
い

こ
と
は
､
為
政
者
に
と

て
何
よ
り
も
魅
力
的
だ
っ
た
に
違
い
な
い
｡

加
え
て
､
屋
根
上
は
栄
養
分
の
流
出
に
よ
り
土
壌
が
貧
し
い
か
ら
一

般
に
樹
木
の
密
度
が
小
さ
-
'
伐
採
も
斜
面
道
よ
り
は
る
か
に
容
易

で
あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

囲
村
は
古
代
東
山
道
が
尾
根
筋
の
碓
氷
峠
道
で
あ
っ
た
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
が
､
そ
の
理
由
と
し
て
歩
き
や
す
い
こ
と
と
も
に
'
豪

雨
な
と
に
よ
る
災
害
が
少
な
-
安
定
的
な
交
通
が
可
能
で
あ
っ
た
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
o
確
か
に
､
笹
沢
と
い
う
小
沢
を
除
け
ば
渡
渉
は

全
-
な
い
し
､
集
水
面
横
の
少
な
い
尾
根
あ
る
い
は
そ
の
近
傍
を
通

過
す
る
故
'
土
砂
崩
落
'
山
津
波
な
と
の
リ
ス
ク
は
入
山
峠
道
よ
り

圧
倒
的
に
小
さ
か
っ
た
｡
現
実
に
入
山
峠
道
は
碓
氷
バ
イ
パ
ス
が
開

通
し
､
廃
道
と
な
っ
て
か
ら
四
〇
年
､
各
所
で
寸
断
さ
れ
て
い
る
が
'

現
中
山
道
は
荒
れ
た
と
は
い
え
今
な
お
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
な
ら
下

/

る
こ
と
が
で
き
る
ほ
と
の
安
定
性
を
示
し
て
い
る
｡
熊
原
は
日
本
橋

か
ら
高
崎
宿
に
至
る
関
東
平
野
の
中
山
道
が
と
の
よ
う
な
地
形
条
件

を
通
過
し
た
か
を
検
討
し
､
歩
き
や
す
さ
と
い
う
容
易
性
と
自
然
災

害
に
対
す
る
安
全
性
か
ら
地
形
の
選
択
を
説
明
で
き
る
と
し
た
｡
す

な
わ
ち
双
方
と
も
満
足
す
る
代
表
が
台
地
､
次
い
で
自
然
堤
防
で
あ

り
､
人
工
堤
防
を
加
え
て
全
行
程
の
九
〇
･
〇
%
を
占
め
る
｡
残
り

の
わ
ず
か
が
河
川
と
後
背
湿
地
･
旧
河
道
な
と
容
易
性
､
安
全
性
と

も
に
好
ま
し
-
な
い
地
形
要
素
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
｡
山

地
は
一
般
に
削
平
を
必
要
と
し
平
地
は
そ
う
で
な
い
な
ど
条
件
は
異

な
る
が
､
中
山
道
制
定
に
あ
た
っ
て
道
路
管
理
者
が
安
全
性
に
も
多

大
の
配
慮
を
し
て
い
た
こ
と
が
実
証
的
に
示
さ
れ
た
こ
と
は
､
山
間

古
道
の
必
要
条
件
を
示
し
て
い
る
｡
岡
村
や
能
州
原
が
主
張
す
る
よ
う

に
､
道
路
の
安
定
性
は
必
要
条
件
の
1
　
つ
で
は
あ
る
O

時
代
と
共
に
尾
根
か
ら
下
方
に
道
が
移
動
し
て
い
る
o
大
き
-
は

E
]
つ
の
原
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
1
は
､
尾
根
に
沿
っ
て

下
る
際
に
小
さ
な
ピ
ー
ク
に
遭
遇
す
る
場
合
の
　
｢
登
り
返
し
｣
を
避

け
る
こ
と
､
さ
ら
に
は
道
の
縦
断
勾
配
を
平
準
化
し
､
歩
き
や
す
-

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
二
は
､
急
勾
配
を
援
和
す
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る
た
め
で
あ
っ
て
'
座
頭
こ
ろ
が
し
の
場
合
が
こ
れ
に
当
た
る
o
　
そ

の
三
は
､
急
勾
配
に
な
っ
た
と
し
て
も
距
離
を
短
く
す
る
こ
と
を
選

ん
だ
長
坂
､
弘
法
井
戸
の
例
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
｢
勾
配
の
平
準
化
｣

と
異
な
る
動
機
で
あ
る
が
､
交
通
量
の
減
少
と
い
う
時
代
の
変
化
に

伴
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
そ
の
四
は
､
道
の
侵
食
に
よ
る
荒
れ
に

よ
っ
て
や
む
な
-
移
動
す
る
場
合
で
あ
る
O
　
こ
こ
で
道
路
侵
食
に
つ

き
若
干
の
検
討
を
加
え
る
0

道
路
が
使
い
込
ま
れ
る
と
､
踏
圧
に
よ
り
樋
状
に
道
路
中
心
線
の

部
分
が
凹
む
o
　
そ
し
て
そ
の
　
｢
樋
｣
が
流
水
の
通
り
道
と
な
り
､
侵

食
に
よ
っ
て
｢
樋
｣
が
さ
ら
に
深
-
な
る
｡
こ
れ
は
山
間
道
路
で
あ

る
限
り
､
何
処
に
で
も
発
生
す
る
現
象
で
あ
る
が
へ
　
そ
の
程
度
に
は

地
域
差
が
あ
る
｡
東
海
道
の
箱
根
地
域
や
中
山
道
の
和
田
峠
､
鳥
井

峠
な
ど
の
急
勾
配
区
間
に
は
'
石
畳
が
見
ら
れ
る
｡
石
畳
は
歩
き
や

す
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
'
こ
の
工
事
は
道
路
の
　
｢
荒
れ
｣
を
防
止

す
る
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
中
山
道
の
碓
氷
峠
越
え
の
地
域
は
天
明

三
年
(
一
七
八
三
)
　
に
浅
間
山
が
大
爆
発
､
軽
石
を
中
心
と
す
る
大

量
の
降
下
火
山
物
質
が
沿
道
に
堆
積
し
た
｡
そ
の
厚
さ
は
碓
氷
峠
で

l
r
l

l
二
〇
杓
い
岬
'
麓
の
横
川
で
八
五
㌍
滋
程
度
で
あ
っ
た
｡
小
林
l
茶

は
天
明
三
年
の
八
年
後
､
寛
政
三
年
二
七
九
l
)
　
に
碓
氷
峠
を
越

え
て
い
る
が
､
｢
浅
間
山
の
砂
ふ
り
て
'
人
を
な
や
め
る
盤
石
も
跡

か
た
な
く
埋
ま
り
､
牛
を
隠
す
大
木
も
し
ら
じ
ら
と
枯
れ
立
て
り
｡

十
と
せ
近
く
な
れ
と
､
其
の
ほ
と
ぼ
り
さ
め
ず
し
て
､
噸
る
烏
も
す

ト

.

-
な
-
､
走
る
獣
も
稀
也
け
り
｣
と
書
き
記
し
'
環
境
の
激
変
ぶ
り

を
記
し
て
い
る
｡
そ
れ
よ
り
前
､
天
仁
元
年
(
二
〇
八
)
　
の
浅
間

山
爆
発
は
､
は
る
か
に
規
模
が
大
き
か
っ
た
が
､
火
山
物
質
の
降
下

の
中
心
軸
が
東
南
東
方
向
で
あ
っ
た
か
ら
､
中
山
道
の
降
下
物
質
の

厚
さ
は
天
明
爆
発
よ
り
は
る
か
に
厚
い
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
｡

中
山
道
沿
い
の
天
仁
､
天
明
期
の
降
下
物
質
の
合
計
を
二
㍍
と
し
て

も
､
直
後
の
泥
流
や
吹
き
溜
ま
り
に
よ
っ
て
場
所
に
よ
っ
て
は
そ
れ

以
上
の
厚
さ
の
堆
積
物
に
覆
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
以
前
に
も

大
量
の
降
灰
が
あ
り
'
座
頭
こ
ろ
が
し
手
前
の
尾
根
で
は
五
㍍
以
上

の
火
山
灰
が
堆
積
し
て
い
る
状
態
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡
東
海
道

や
中
山
道
の
他
の
地
域
よ
り
激
し
-
侵
食
さ
れ
る
環
境
下
に
あ
っ
た
｡

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
一
切
の
石
畳
が
敷
設
さ
れ
な
か
っ
た
(
別

石
坂
は
石
畳
の
可
能
性
が
あ
っ
た
と
み
る
)
｡
こ
れ
は
厚
い
降
下
火
山
物

質
に
は
ば
ま
れ
'
石
材
を
得
に
-
い
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

中
山
道
は
明
治
1
七
年
に
幹
線
道
と
し
て
の
役
割
を
終
え
て
以
来
､

本
格
的
な
維
持
管
理
は
既
に
l
三
〇
年
な
さ
れ
て
い
な
い
o
絵
図
が

示
す
路
面
状
況
は
､
｢
壬
戊
紀
行
｣
　
の
記
述
な
ど
か
ら
､
作
成
当
時

で
す
ら
｢
あ
る
べ
き
｣
状
態
で
あ
っ
て
､
実
態
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
が
､
現
在
の
中
山
道
と
は
､
少
な
-
と
も
1
部
区
間
に
つ
い
て
は
へ

著
し
-
異
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
多
-
の
廃
道
は
'
幅
員
は
大
き
い
し
､

路
面
の
平
坦
度
も
高
-
､
現
中
山
道
よ
り
立
派
に
見
え
る
｡
し
か
し

実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
､
道
路
の
移
動
は
生
じ
に
-
か
っ
た
で
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あ
ろ
う
か
ら
､
廃
道
が
立
派
に
見
え
る
の
は
現
中
山
道
が
荒
れ
た
故

と
解
釈
し
た
い
｡
山
中
茶
屋
東
方
の
馬
頭
観
音
､
座
頭
こ
ろ
が
し
東

方
の
北
向
馬
頭
観
音
は
基
台
の
底
部
が
路
面
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
･
四

㍍
､
二
･
八
㍍
上
方
に
あ
る
o
　
こ
れ
で
は
ぬ
か
ず
く
こ
と
も
お
供
え

す
る
こ
と
も
出
来
な
い
｡
元
々
の
路
面
は
基
台
の
底
面
と
ほ
ぼ
同
一

レ
ベ
ル
に
あ
り
'
そ
の
後
､
侵
食
に
よ
っ
て
低
下
し
た
の
で
は
な
い

か
｡
先
に
み
た
見
晴
台
別
正
地
で
は
'
四
〇
余
年
の
間
に
1
･
五
㍍

の
侵
食
を
受
け
て
い
る
｡
中
山
道
の
制
定
以
来
四
〇
〇
余
年
が
経
過

し
て
い
る
か
ら
､
こ
の
侵
食
速
度
を
適
用
す
る
と
一
五
㍍
の
侵
食
が

あ
っ
た
と
し
て
も
お
か
し
-
な
い
o
笹
沢
の
施
行
所
跡
の
手
前
や
座

頭
こ
ろ
が
し
付
近
の
侵
食
量
は
､
現
地
の
状
況
に
よ
り
判
断
し
て
最

大
限
で
も
そ
の
半
分
の
八
㍍
程
度
で
あ
る
｡
文
化
期
よ
り
古
い
廃
道

と
現
中
山
道
の
段
差
は
最
大
で
約
三
･
五
㍍
で
あ
る
｡
こ
の
程
度
の

侵
食
量
を
も
っ
て
道
路
が
古
代
に
通
じ
る
｢
古
さ
｣
の
根
拠
と
は
な

ら
な
い
o

碓
氷
峠
道
の
場
合
は
､
地
質
の
脆
弱
さ
と
石
畳
が
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
侵
食
が
著
し
-
進
ん
だ
と
み
ら
れ
る
｡
｢
樋
｣
が
深
-
な
る
と
､

周
囲
か
ら
土
壌
が
流
れ
込
み
幅
員
は
狭
ま
る
し
､
冬
季
に
は
根
雪
の

原
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
､
縦
断
勾
配
を
緩
-
す
る
､
あ
る

い
は
平
準
化
の
要
請
が
基
底
に
あ
る
場
合
に
'
路
面
が
一
定
程
度
荒

れ
た
際
に
道
路
の
移
設
が
決
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
-
)
(
8
)

岡
村
は
当
地
の
廃
道
に
古
代
東
山
道
の
特
徴
で
あ
る
直
進
性
が
表

れ
て
い
る
と
し
た
｡
確
か
に
魔
道
は
大
局
的
に
は
現
道
よ
り
直
線
的

で
あ
る
が
､
幾
何
学
的
直
線
で
は
な
-
､
微
視
的
に
は
ゆ
る
や
か
に

蛇
行
を
繰
り
返
し
て
い
る
｡
廃
道
の
直
進
性
は
尾
根
が
直
線
的
と
い

う
自
然
条
件
の
反
映
で
あ
り
､
政
策
の
結
果
で
は
な
い
と
考
え
る
｡

そ
し
て
廃
道
が
供
用
さ
れ
た
年
代
も
､
そ
の
中
山
道
と
の
同
質
性
か

ら
､
原
初
中
山
道
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
中
世
乗
山
道
と
考
え
た
い
｡

註
-
一
志
茂
樹
､
古
代
碓
氷
坂
考
'
信
濃
､
第
一
〇
着
､
第
一
〇
号
､

一
九
五
八

-
　
木
下
　
良
'
古
代
道
路
研
究
の
近
年
の
成
果
'
古
代
道
路
､
木
下

良
編
'
吉
川
弘
文
館
､
二
〇
〇
六

-
　
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
､
第
t
巻
､
一
～
五
号
'
長
野
県
教
育
委

員
会
､
長
野
県
文
化
財
保
護
協
会
､
一
九
八
四

4
　
中
山
道
-
歴
史
の
道
調
査
報
告
書
'
第
二
集
､
群
馬
県
歴
史
の

道
調
査
報
告
書
､
群
馬
県
教
育
委
員
会
'
一
九
八
二

5
　
萩
原
　
進
､
碓
氷
峠
､
歴
史
と
風
土
⑨
'
有
峰
書
店
'
一
九
七
三

-
　
岡
村
知
彦
'
飛
脚
か
が
り
-
岡
村
知
彦
佐
久
史
談
集
-
､
自
家
出

版
'
二
〇
〇
一

7
　
岡
村
知
彦
､
碓
氷
峠
に
見
る
中
山
道
痕
跡
､
千
曲
､
第
一
二
〇
号
､

東
信
史
学
会
､
二
〇
〇
四

8
　
岡
村
知
彦
､
東
山
道
浅
麓
南
路
考
(
三
)
､
佐
久
､
五
六
号
､
佐

久
史
学
会
､
二
〇
〇
九

-
　
国
土
地
理
院
､
1
九
七
二
年
測
量
､
1
九
九
七
年
修
正
測
量

1
0
　
安
中
市
'
一
/
二
･
五
千
地
形
図
､
正
式
に
は
都
市
計
画
図
と
称
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す
'
別
石
山
よ
り
東
に
限
っ
て
存
在
､
二
〇
〇
七
年
測
量

1
1
　
松
井
田
町
､
1
/
一
万
地
形
図
'
測
量
年
不
明

1
2
　
陸
軍
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
､
1
九
l
二
年
測
量

1
3
　
林
野
庁
'
二
〇
〇
七

1
4
　
本
論
文
の
廃
道
は
､
固
村
の
　
｢
東
山
道
｣
､
萩
原
の
　
｢
挿
入
国
｣

と
概
ね
場
所
形
状
が
一
致
し
て
い
る
が
､
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る

1
5
　
中
山
道
分
間
延
絵
図
第
-
巻
､
東
京
美
術
､
1
九
七
九

1
6
　
渡
辺
1
郎
､
伊
能
大
図
総
覧
､
日
本
地
図
セ
ン
タ
ー
'
二
〇
〇
六

1
7
　
西
野
拓
馬
ら
､
逓
信
組
合
博
物
館
蔵
｢
五
街
道
分
間
延
絵
図
｣
　
の

特
徴
と
制
作
背
景
　
(
建
築
歴
史
･
意
匠
)
､
日
本
建
築
学
会
関
東
支

部
研
究
報
告
集
'
二
〇
〇
五

1
8
　
渡
辺
1
郎
編
'
伊
能
忠
敬
測
鬼
日
記
(
原
文
)
　
D
V
D
､
イ
ノ
ペ

デ
ィ
ア
､
二
〇
一
一

1
9
　
軽
井
沢
町
､
一
/
一
万
地
形
図
､
二
〇
〇
二
年
測
量

2
0
　
太
田
萄
山
人
'
壬
戊
紀
行
､
萄
山
人
全
集
巻
｢
　
日
本
図
書
セ
ン

タ
ー
､
一
九
七
九

2
1
　
岩
井
侍
重
､
軽
井
鐸
町
志
　
歴
史
編
､
1
九
五
四

2
2
　
伊
丹
仲
七
､
旧
碓
氷
峠
の
石
造
物
､
ふ
る
さ
と
の
至
宝
-
安
中
市

の
文
化
財
-
'
安
中
市
学
習
の
森
ふ
る
さ
と
学
習
館
､
二
〇
二

2
3
　
熊
原
康
博
､
平
野
地
域
に
置
け
る
歴
史
的
街
道
沿
い
の
地
形
条
件
-

関
東
平
野
の
中
山
道
を
事
例
に
ト
､
E
.
J
o
u
r
n
a
l
 
G
E
O
､
V
o
1
5

(
〇
㌧
　
日
本
地
理
学
会
､
二
〇
一
〇

2
4
　
荒
牧
重
雄
､
浅
間
火
山
の
地
質
'
地
団
研
専
報
一
e
]
'
地
学
団
体

研
究
会
'
一
九
六
八

2
5
　
小
林
1
茶
､
『
帰
郷
日
記
』
､
l
茶
全
集
､
巻
五
㌧
信
濃
毎
日
新
聞
､

一
九
七
八

(
え
が
わ
･
よ
し
た
け
　
長
野
県
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
長
倉
二
一
六
三
-
1
四
二
)

雑
誌
関
係
要
目
脚

富
山
史
埋
(
一
六
六
)

∧
論
文
>

｢
立
山
開
山
｣
と
園
城
寺

-
越
中
地
域
史
研
究
の
原
点
⑤

画
譜
で
読
み
解
く
太
子
絵
伝

-
瑞
泉
寺
本
の
制
作
者
を
探
る

∧
史
料
紹
介
∨

越
中
史
壇
会
　
　
漂
流
奇
讃
｢
春
の
曙

浦
E
E
　
正
吉

徒
然
は
な
し
｣
　
に
つ
い

巷
説
の
誕
生
と
受
容
の
様
相

大
蛸
｣
を
事
例
に
-

八
尾
　
隆
夫

｢
越
中
滑
川
の

近
藤
　
浩
二

て
　
-
長
者
丸
漂
流
一
件
に
関
す
る
新
出
資
料
-

坂
森
　
幹
浩

久

保

　

尚

文

松
山
　
充
宏

<
研
究
発
表
大
会
>

中
世
富
山
城
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
堀

宗
夫

∧
研
究
余
滴
∨

ぽ
ん
ど
り
騒
動
と
加
賀
藩
公
事
場
で
の
｢
拷
問
｣

上
杉
謙
信
の
北
陸
侵
攻
と
　
｢
世
直
し
｣

福
原
　
圭
一

越
中
新
川
郡
変
本
橋
の
絵
図
を
読
む

∧
書
評
･
新
刊
紹
介
>

井
本
三
夫
著
｢
水
橋
町
(
富
山
県
)
　
の
米
騒
動
｣

･

コ

リ

ン

･

ス

ロ

ス

∧
会
員
の
皆
様
へ
∨

｢
ふ
る
さ
と
教
育
　
と
や
ま
賞
｣
受
賞
報
告

･

構

藤

　

　

勝
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文碓
氷
峠
道
の
変
遷
(
下
)

-
尾
根
道
か
ら
ト
ラ
バ
ー
ス
道
へ

二
　
中
世
の
東
山
道

碓
氷
峠
付
近
の
現
中
山
道
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
は
､
熊
野
神
社

(
長
野
県
側
正
式
名
は
熊
野
皇
太
神
社
)
の
階
段
下
を
西
南
～
東
北
方
向

に
通
過
し
て
い
る
｡
こ
の
階
段
下
す
な
わ
ち
硯
中
山
道
沿
い
に
狛
犬

が
控
え
て
い
る
o
明
徳
年
間
(
l
三
九
〇
～
1
三
九
三
)
の
作
と
い
わ

れ
る
が
'
石
段
は
時
代
が
下
っ
た
明
暦
三
年
(
一
六
五
七
)
　
の
築
造

(
2
2
)

で
あ
り
､
狛
犬
が
は
じ
め
か
ら
現
在
地
点
に
控
え
て
い
た
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
｡
中
世
の
戦
乱
期
に
神
官
の
居
宅
が
多
数
並
ん
で
い

た
と
は
思
え
な
い
か
ら
､
東
山
道
が
現
中
山
道
の
位
置
を
確
実
に
通

過
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
O
 
l
方
､
東
山
道
が
石
段
の

上
'
神
社
本
殿
が
建
つ
平
場
を
通
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
O
中
山

道
に
つ
い
て
'
伊
能
図
と
一
/
五
万
地
形
図
の
双
方
が
極
力
ず
れ
な

い
よ
う
､
合
わ
せ
や
す
い
群
馬
県
側
で
重
ね
合
わ
せ
る
と
､
伊
能
図

良

　

　

武

中
山
道
は
熊
野
神
社
前
の
､
前
出
の
西
南
-
東
北
方
向
の
現
中
山
道

よ
り
約
二
=
E
S
､
西
に
ず
れ
て
し
ま
う
｡
道
路
の
線
形
も
現
中
山
道

は
概
略
直
線
状
を
な
す
が
､
伊
能
図
は
西
に
弧
を
措
-
｡
測
量
あ
る

い
は
複
製
誤
差
と
片
付
け
て
良
い
か
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
伊
能

図
が
示
す
と
お
ぼ
し
き
付
近
を
探
る
と
古
道
が
断
続
的
に
現
れ
､
熊

野
神
社
の
階
段
を
上
っ
た
拝
殿
､
本
宮
な
ど
の
立
ち
並
ぶ
人
工
台
地

上
に
繋
が
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
古
道
の
脇
に
は
稲
荷
社
な
ど
の

草
に
埋
も
れ
た
石
岡
が
七
～
<
基
並
ん
で
お
り
､
長
期
に
わ
た
っ
て

使
わ
れ
た
痕
跡
が
あ
る
｡
中
山
道
が
'
江
戸
期
に
は
神
官
の
居
宅
･

茶
屋
が
並
ぶ
現
位
置
を
通
っ
て
い
た
こ
と
は
階
段
の
築
造
年
代
な
ど

よ
り
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
古
道
は
中
山
道
で
は
な
い
o
伊
能

測
量
隊
は
､
山
中
の
測
量
で
誤
差
が
大
き
く
発
生
し
た
こ
と
を
懸
念

し
､
補
正
の
た
め
遠
方
の
山
嶺
の
方
位
観
測
を
迫
ら
れ
て
い
た
は
ず
　
4
3

で
あ
る
｡
今
以
上
に
多
-
の
家
屋
が
建
ち
並
ん
で
い
た
中
山
道
は
視



68

44

界
が
悪
-
､
見
通
し
の
良
い
神
社
が
建
つ
台
地
に
登
る
必
要
が
あ
っ

た
が
､
作
業
性
の
観
点
か
ら
神
社
の
階
段
を
上
る
の
を
避
け
､
こ
の

古
道
を
通
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
今
日
の
廃
道
は
､
文
化
期
に

は
通
行
可
能
で
あ
り
､
ま
た
中
世
以
前
に
は
東
山
道
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
｡

正
平
七
年
(
一
三
五
二
)
､
関
東
か
ら
後
退
す
る
新
田
義
宗
と
こ
れ

を
追
う
足
利
尊
氏
が
､
碓
氷
峠
手
前
の
陣
場
ケ
原
で
戦
っ
た
と
い
わ

｣

れ
る
o
　
こ
の
陣
場
ケ
原
が
ど
の
場
所
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
自
明
で

は
な
い
が
､
｢
原
｣
と
い
う
限
り
､
子
持
山
の
西
北
に
連
な
る
幅
の

あ
る
尾
根
へ
す
な
わ
ち
後
の
和
宮
道
が
通
る
尾
根
を
お
い
て
他
に
な

い
｡
信
濃
に
後
退
し
よ
う
と
す
る
新
田
方
が
､
信
濃
に
連
な
る
道
を

外
れ
て
戦
っ
た
と
は
考
え
に
-
-
､
当
時
の
東
山
道
は
尾
根
筋
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
｡
問
題
は
'
尾
根
筋
を
真
っ
直
ぐ
登
る
と
1
ノ
宇

山
に
至
る
が
､
こ
れ
は
碓
氷
峠
を
越
え
る
に
一
三
〇
㍍
ば
か
り
｢
登

り
過
書
｣
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o
和
宮
道
は
標
高
l
 
l
八
〇

㍍
付
近
で
尾
根
筋
を
離
れ
'
碓
氷
峠
に
向
か
っ
て
1
ノ
宇
山
を
ト
ラ

バ
ー
ス
す
る
｡
こ
の
あ
た
り
に
は
'
現
在
霧
積
林
道
が
走
っ
て
い
る

が
､
縦
断
勾
配
を
平
ら
に
す
る
た
め
一
〇
㍍
以
上
の
高
さ
の
法
面
を

築
い
て
お
り
､
和
宮
道
そ
の
も
の
と
は
思
え
な
い
｡
こ
の
林
道
よ
り

約
一
〇
㍍
山
側
に
古
道
を
利
用
し
た
と
思
わ
れ
る
造
林
道
か
あ
り
､

こ
の
付
近
に
和
宮
道
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
O
　
こ
の
道
は
地
形
に
応
じ

て
の
上
り
下
り
が
あ
り
､
削
平
の
た
め
の
作
業
量
を
最
小
限
に
と
と

め
て
い
る
｡
中
世
以
前
の
東
山
道
は
和
宮
道
と
同
様
､
ト
ラ
バ
ー
ス

道
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
､
一
ノ
宇
山
ま
で
尾
根
筋
を
辿
っ
た

可
能
性
も
あ
る
と
考
え
る
｡
標
高
一
一
八
〇
㍍
よ
り
上
方
の
尾
根
も

l
ヶ
所
の
岩
山
部
を
除
け
ば
､
軍
団
が
そ
の
ま
ま
通
行
で
き
る
広
い

尾
根
で
あ
る
(
前
出
の
写
真
-
-
)
｡
碓
氷
峠
よ
り
さ
ら
に
一
三
〇
㍍

登
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
､
削
平
す
る
必
要
が
な
い
と
い

う
利
点
は
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
現
在
へ
　
こ
の
尾
根
に
魔
道

の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
尾
根
の
真
上
を
通
る
道
は
集

水
面
積
が
極
小
で
あ
り
､
山
中
茶
屋
東
方
の
例
を
見
て
も
｢
樋
｣
　
の

深
さ
は
1
股
に
五
〇
杓
い
仰
以
下
で
あ
る
｡
そ
こ
に
天
明
の
浅
間
山
大

噴
火
は
l
㍍
を
超
え
る
軽
石
を
中
心
と
す
る
降
灰
を
も
た
ら
し
た
o

天
仁
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
さ
ら
に
多
い
降
灰
が
あ
っ
た
｡
尾
根
は

吹
き
さ
ら
し
の
場
で
あ
る
か
ら
､
容
易
に
道
の
痕
跡
を
消
し
て
し
ま

う
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

軽
井
沢
宿
の
集
落
は
中
世
の
こ
ろ
､
東
南
東
三
五
〇
㍍
の
中
村
地

(
2
6
)

籍
に
あ
っ
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
中
村
か
ら
碓
氷
峠

に
至
る
東
山
道
は
現
中
山
道
を
通
る
必
要
は
な
-
､
字
権
現
林
､
清

水
頭
を
取
り
付
き
と
す
る
尾
根
道
を
辿
っ
た
可
能
性
が
あ
る
o
　
な
お

尾
根
の
上
部
(
標
高
1
〇
七
〇
～
1
　
1
0
0
㍍
)
　
の
南
よ
り
に
､
幅
二

㍍
の
や
や
蛇
行
す
る
樋
状
の
廃
道
が
残
っ
て
い
る
が
､
せ
い
ぜ
い
江

戸
期
の
も
の
で
あ
り
､
場
所
か
ら
み
て
街
道
的
道
路
で
は
な
い
と
見

ら
れ
る
｡
中
世
の
街
道
が
あ
っ
た
と
し
て
も
､
痕
跡
は
失
わ
れ
た
だ



ろ
う
｡碓

氷
峠
の
熊
野
神
社
は
県
境
に
鎮
座
す
る
こ
と
で
珍
し
い
存
在
と

さ
れ
る
D
県
境
の
尾
根
に
両
の
類
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
は
こ
く
普
通

で
あ
り
､
碓
氷
峠
の
場
合
､
嗣
で
は
な
く
常
時
の
管
理
が
必
要
な

｢
神
社
｣
　
で
あ
る
こ
と
こ
そ
が
珍
し
い
の
で
あ
る
｡
熊
野
神
社
の
勧

請
は
上
野
国
と
信
濃
国
の
国
境
紛
争
を
解
消
す
る
た
め
､
あ
る
い
は

旅
人
の
交
通
安
全
を
祈
願
す
る
た
め
な
ど
の
目
的
が
あ
っ
た
な
ど
と

い
わ
れ
る
が
､
何
よ
り
も
尾
根
に
水
量
豊
か
な
泉
か
あ
っ
た
こ
と
が

大
き
い
｡
浅
間
山
の
縁
辺
に
あ
た
る
か
ら
こ
そ
､
火
山
灰
層
が
薄
く

第
三
紀
層
の
不
透
水
岩
盤
が
露
出
し
､
し
か
し
火
山
灰
層
の
厚
さ
は

地
下
水
を
画
養
す
る
厚
さ
が
あ
る
と
い
う
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
､
こ

れ
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
水
量
豊
か
な
泉
は
野
生
動
物
に

と
っ
て
も
大
き
な
存
在
で
あ
る
｡
こ
れ
を
目
指
し
て
の
　
｢
け
も
の
み

ち
｣
も
発
達
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
､
1
の
宇
山
を
経
由
す
る
道
路

は
こ
う
し
た
み
ち
に
誘
導
さ
れ
ト
ラ
バ
ー
ス
道
へ
と
転
化
し
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡

関
東
方
面
か
ら
碓
氷
峠
方
面
に
向
か
う
場
合
､
経
路
と
し
て
は
'

坂
本
の
段
丘
よ
り
愛
宕
山
正
面
の
尾
根
に
取
り
付
き
､
別
石
山
に
至

る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
る
O
し
か
し
中
山
道
は
愛
宕
山
の
裾
を
西
北

に
回
り
込
み
､
沢
沿
い
に
登
る
経
路
を
取
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
愛
宕

山
城
の
中
の
通
行
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
り
､
武
田
勢
に
よ
り
天
文

一
六
年
(
l
五
四
八
)
　
に
城
が
構
築
さ
れ
る
以
前
は
尾
根
沿
い
に
愛

岩
山
を
登
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
経
路
は
現
在
薮
の
中
で
あ
る

が
'
二
十
三
夜
塔
(
貞
享
元
年
'
一
六
八
四
)
､
石
垣
供
養
塔
(
安
永
七

年
'
1
七
七
八
)
　
お
よ
び
猿
田
彦
大
神
　
天
細
女
命
(
文
化
六
年
､
l

∴

八
〇
九
)
が
残
っ
て
お
り
､
廃
城
と
な
っ
た
後
に
再
び
野
道
と
し
て

復
活
し
た
こ
と
を
み
て
も
格
好
の
ル
ー
ト
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
｡

三
　
古
代
の
東
山
道

(
-
)

一
志
の
古
代
東
山
道
が
入
山
峠
を
越
え
た
と
す
る
論
は
､
定
説
と

V
･
1
内

な
っ
た
感
が
あ
り
､
萩
原
な
と
の
1
般
書
は
ほ
と
ん
ど
全
て
こ
れ
に

V
7
i
X
内

依
っ
て
い
る
｡
長
野
県
教
育
委
員
会
な
と
の
学
績
書
も
同
じ
立
場
で

(

-

)

(

-

)

(

E

s

)

あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
､
群
馬
県
教
育
委
員
会
や
岡
村
､
木
下
が
碓
氷

峠
説
を
採
っ
て
い
る
｡

入
山
峠
説
は
'
こ
こ
に
石
製
模
造
祭
器
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
大

き
な
契
機
と
す
る
｡
同
様
の
遺
物
が
発
掘
さ
れ
た
美
濃
･
信
濃
国
境

の
神
坂
峠
が
東
山
道
筋
､
八
ヶ
岳
山
中
の
雨
墳
峠
､
望
月
の
爪
生
坂

が
古
東
山
道
筋
だ
か
ら
で
あ
る
D
 
L
か
L
 
l
志
が
論
文
を
発
表
し
た

約
一
〇
年
後
､
入
山
峠
の
本
格
的
発
掘
調
査
が
な
さ
れ
､
神
坂
峠
な

ど
と
異
な
り
祭
器
の
出
現
が
中
期
古
墳
時
代
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ

･

,

･

1

･

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
｡
こ
れ
は
律
令
期
の
東
山
道
の
根
拠
と
す
る

に
は
致
命
的
な
欠
陥
で
あ
る
｡
一
志
の
入
山
峠
説
は
､
祭
器
の
出
現

を
契
機
と
し
て
い
る
が
､
大
き
な
根
拠
は
'
碓
氷
峠
越
え
が
険
阻
で



あ
り
､
入
山
峠
越
え
が
通
行
に
容
易
と
の
地
形
の
判
断
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
｡
本
論
文
は
こ
の
地
形
判
断
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
へ

彼
が
挙
げ
た
そ
の
他
の
傍
証
と
も
い
う
べ
き
様
々
の
事
象
に
つ
い
て

先
に
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
｡

l
志
は
､
道
筋
の
小
字
の
名
称
が
碓
氷
峠
茄
よ
り
古
び
て
い
る
こ

と
､
人
家
が
多
い
こ
と
､
入
山
峠
に
向
か
う
軽
井
沢
町
の
道
崩
に

｢
見
原
｣
の
地
名
な
と
狼
煙
の
痕
跡
が
あ
る
こ
と
､
熊
野
神
社
の
神

領
を
区
切
る
二
つ
の
鳥
居
(
軽
井
沢
町
に
お
い
て
ほ
鳥
居
原
'
松
井
田
側

で
は
新
堀
の
鳥
居
坂
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
鳥
居
)
よ
り
入
山
峠
は
見
通
せ

る
が
碓
氷
峠
は
そ
う
で
な
い
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
れ
ら

は
交
通
が
活
発
化
L
t
入
山
谷
や
軽
井
沢
高
原
に
集
落
が
形
成
さ
れ

た
中
世
以
降
の
事
象
と
思
わ
れ
へ
　
こ
れ
ら
は
根
拠
と
な
り
難
い
｡

彼
は
､
東
山
道
は
中
世
に
碓
氷
峠
越
え
に
転
じ
た
と
す
る
が
'
そ

の
根
拠
の
l
つ
を
､
碓
氷
峠
に
残
さ
れ
た
究
鐘
の
銘
に
求
め
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
｢
奉
　
施
入
臼
井
到
下
今
熊
野
大
鑑
事
､
正
応
五
年
壬
辰

卯
月
八
日
　
右
志
者
､
為
松
井
田
f
結
衆
十
二
人
現
当
悉
地
成
就
也
｣

に
お
い
て
､
能
萄
神
社
を
｢
今
｣
熊
野
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
熊

野
神
社
は
元
々
別
の
所
に
あ
り
､
正
応
五
年
(
一
二
九
二
)
を
あ
ま

り
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
こ
ろ
に
碓
氷
峠
に
移
し
]
E
l
]
T
B
っ
た
と
し
た
｡
文
脈

よ
り
入
山
峠
か
ら
の
移
動
を
主
張
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

｢
熊
野
神
社
｣
に
｢
今
｣
あ
る
い
は
｢
新
｣
を
冠
す
る
､
あ
る
い
は

冠
し
た
神
社
は
全
B
E
l
に
あ
る
が
､
い
ず
れ
も
｢
い
ま
-
ま
の
｣
と
読

む
｡
由
緒
の
明
ら
か
な
も
の
は
'
例
え
ば
京
都
の
新
熊
野
神
社
か
後

白
河
法
皇
に
よ
っ
て
永
暦
元
年
(
二
六
〇
)
に
熊
野
三
山
か
ら
勧

請
さ
れ
た
よ
う
に
､
い
ず
れ
も
熊
野
三
山
か
ら
勧
請
し
た
意
味
で

｢
今
｣
あ
る
い
は
｢
新
｣
を
付
し
'
近
傍
か
ら
の
移
転
を
指
す
神
社

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
碓
氷
峠
の
鐘
銘
も
そ
の
よ
う
に
読
む
べ

き
で
あ
ろ
う
｡

鎌
倉
後
期
以
降
･
南
北
朝
以
前
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
曽
我
物

語
で
は
'
頼
朝
が
｢
碓
氷
の
峠
に
打
上
り
て
矢
立
の
明
神
に
上
矢
を

参
ら
す
｣
と
あ
り
､
当
時
の
東
山
道
は
碓
氷
峠
を
越
え
て
い
た
が
熊

(
幻
)

野
神
社
は
未
だ
勧
請
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
｡
近
藤

は
'
碓
氷
峠
が
上
野
･
信
濃
の
勢
力
の
接
点
で
あ
り
､
上
野
側
神
官

で
あ
る
曽
根
氏
に
繋
が
る
甲
斐
の
武
田
光
蓮
と
海
野
小
太
郎
華
氏
が

仁
治
二
年
(
l
二
四
二
)
に
国
境
を
争
っ
た
の
で
､
熊
野
卸
師
が
両

者
の
緩
衝
の
た
め
熊
野
神
社
を
勧
請
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
｡

そ
し
て
勧
請
年
代
を
仁
治
二
年
以
降
正
応
ま
で
の
間
と
し
た
｡
各
地

方
に
盛
ん
に
熊
野
権
現
の
分
霊
が
勧
請
･
分
和
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

(
3
0
)

の
は
一
三
世
紀
の
後
半
で
あ
り
'
そ
の
頃
で
す
ら
､
熊
野
信
仰
の
中

心
は
地
頭
層
に
と
と
ま
り
'
農
民
に
ま
で
は
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な

1

か
っ
た
と
い
う
｡
こ
れ
ら
を
総
合
す
れ
ば
､
東
山
道
筋
に
熊
野
神
社

か
鎮
座
し
た
の
は
一
三
世
紀
中
期
よ
り
後
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
｡

最
初
は
入
山
峠
に
あ
り
後
に
碓
氷
峠
に
移
転
し
た
と
す
る
と
､
そ
の

間
は
五
〇
年
に
満
た
ず
'
こ
れ
は
考
え
に
-
い
｡
熊
野
神
社
は
最
初



か
ら
碓
氷
峠
に
鎮
座
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
｡

歴
史
上
の
軍
勢
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
限
り
全
て
碓
氷
峠
を
踏

ん
で
い
る
｡
頼
朝
の
義
仲
､
南
朝
軍
の
足
利
､
信
玄
の
上
杉
､
北
条
､

秀
吉
の
小
田
原
北
条
氏
､
秀
忠
の
豊
臣
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
攻
略

な
ど
が
そ
う
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
と
反
対
に
入
山
峠
に
は
一
切
の
記
録

が
な
い
｡
東
海
道
に
お
い
て
も
箱
根
越
え
が
富
士
山
の
延
暦
噴
火

(
八
〇
〇
～
八
〇
二
)
契
機
に
開
か
れ
､
次
第
に
足
柄
峠
に
代
わ
っ
た

㌔

と
さ
れ
る
o
し
か
し
後
に
富
士
川
の
戦
い
で
平
推
盛
に
圧
勝
(
治
承

四
年
､
一
一
八
〇
)
す
る
頼
朝
軍
や
､
同
じ
-
竹
ノ
下
で
新
田
義
貞

に
勝
利
を
お
さ
め
る
(
建
武
二
年
'
1
三
三
五
)
尊
氏
軍
は
古
来
よ
り

の
足
柄
峠
を
越
え
て
い
る
｡
勿
論
､
足
柄
峠
の
選
択
は
戦
術
的
な
意

味
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
が
'
人
山
峠
筋
に
お
い
て
も
同
様
の
こ

と
が
あ
っ
て
よ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
現
実
に
は
全
く
知
ら
れ
て
い

な
い
｡
武
田
信
玄
は
風
林
火
山
の
旗
の
下
､
棒
道
の
建
設
な
ど
に
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
軍
移
動
の
迅
速
性
を
大
事
に
し
た
こ
と
は
周
知
で

あ
る
o
信
玄
は
永
禄
l
二
年
に
電
撃
的
に
上
野
に
出
撃
､
箕
輪
城
を

下
ろ
し
た
後
､
北
条
氏
の
小
田
原
を
攻
撃
し
た
｡
既
に
西
上
野
を
支

配
し
､
大
軍
で
あ
っ
た
か
ら
碓
氷
越
え
で
挟
撃
さ
れ
る
怖
れ
は
な
か
っ

た
が
､
碓
氷
峠
を
越
え
て
い
る
｡
こ
の
前
後
に
も
上
野
に
侵
攻
し
て

い
る
が
全
て
碓
氷
峠
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
歴
史
か
ら
､
碓
氷
峠
道
が

｢
整
備
｣
さ
れ
た
後
､
人
山
峠
道
は
相
対
的
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た

と
い
う
よ
り
も
､
最
初
か
ら
大
軍
を
通
過
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
こ
と
が
伺
え
る
｡

結
局
､
入
山
峠
説
の
根
拠
は
､
そ
の
標
高
が
一
一
三
五
㍍
で
あ
る

の
に
対
し
､
碓
氷
峠
の
そ
れ
が
一
一
九
〇
㍍
と
一
五
五
㍍
高
-
'
ま

た
道
筋
も
碓
氷
峠
は
険
阻
に
過
ぎ
､
入
山
峠
筋
は
そ
う
で
な
い
と
い

う
l
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
o
確
か
に
標
高
の
観
点
か
ら
は
入
山
峠

が
有
利
で
あ
る
｡
し
か
し
木
下
が
強
調
す
る
よ
う
に
北
陸
道
が
辿
る

の
は
標
高
か
二
六
五
㍍
の
倶
利
伽
羅
峠
を
越
え
る
尾
根
道
で
あ
り
'

こ
れ
よ
り
も
l
 
O
O
㍍
以
上
低
い
谷
筋
で
は
な
い
o
標
高
差
は
経
路

選
択
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
が
､
要
因
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
o
 
G
P

s
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
道
路
の
長
さ
を
測
量
す
る
と
､
碓
氷
峠
か
ら

碓
氷
関
ま
で
1
〇
･
<
け
㍍
'
入
山
峠
か
ら
碓
氷
関
ま
で
l
〇
･
〇

ほ
心
で
あ
り
､
若
干
入
山
道
の
方
が
短
い
｡
前
者
は
文
明
期
中
山
道

の
長
さ
､
後
者
は
'
廃
道
と
な
っ
て
い
る
入
山
峠
か
ら
碓
氷
バ
イ
パ

ス
の
C
-
一
七
カ
ー
ブ
付
近
ま
で
の
区
間
と
､
赤
坂
集
落
裏
の
区
間

を
除
け
ば
､
遠
入
～
久
保
～
狐
萱
～
小
柏
～
赤
浜
～
若
宮
の
各
集
落

を
巌
由
す
る
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
道
路
の
長
さ
で
あ
る
｡
な
お
本
来
の
目

的
地
は
､
関
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
関
長
原
と
す
べ
き
で
あ
る
が
､
そ

う
し
な
か
っ
た
の
は
経
路
が
不
明
で
あ
る
か
ら
便
宜
的
に
碓
氷
関
と

し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
｡
目
的
地
を
関
長
原
と
す
れ
ば
碓
氷
峠
道
､

人
山
峠
道
は
そ
れ
ぞ
れ
l
ほ
舶
以
上
短
-
､
ま
た
長
-
な
っ
た
は
ず

で
あ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
距
離
も
経
路
選
択
の
l
つ
に
過
ぎ
な
い
｡

一
志
は
碓
氷
峠
越
え
が
険
阻
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
述
へ
て
お



り
､
一
部
を
抜
き
書
き
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
｡
｢
碓
氷
峠
･
･

が
ほ
と
ん
ど
尾
根
伝
い
の
槍
難
の
悪
路
で
あ
り
-
-
･
-
ま
た
､
水
も

少
な
-
'
相
当
に
無
理
を
し
て
人
為
的
に
開
通
せ
し
め
た
路
で
あ

る
･
･
･
･
-
あ
に
比
し
､
入
山
峠
-
･
-
･
･
に
あ
っ
て
は
､
入
山
川
の
渓

谷
に
沿
い
つ
つ
､
人
里
を
縫
う
て
の
ぼ
り
'
低
い
鞍
部
に
出
て
い
る

姿
に
は
､
作
為
的
な
開
通
の
あ
と
が
多
-
う
か
が
わ
れ
ず
､
-

し
か
も
頂
上
の
展
望
は
､
信
濃
側
も
上
野
側
も
前
者
の
比
で
は
な
-
､

わ
け
て
も
冬
季
の
交
通
に
お
い
て
前
者
よ
り
は
る
か
に
安
易
-
-
-
｣
へ

中
山
道
の
碓
氷
峠
筋
は
｢
近
世
に
入
っ
て
も
､
な
お
､
途
中
に
は
､

峠
町
と
そ
の
新
田
で
あ
る
山
中
村
(
寛
文
年
間
一
三
戸
)
と
が
あ
る
ほ

か
､
ほ
と
ん
と
家
は
な
-
､
行
路
難
を
極
め
た
｣
　
と
す
る
一
方
､

｢
入
山
峠
は
'
‥
･
-
･
前
者
(
碓
氷
峠
の
こ
と
-
筆
者
注
)
　
に
比
し
て

険
阻
で
な
-
･
　
　
旧
碓
氷
峠
越
え
の
道
よ
り
里
程
に
お
い
て
も
若

干
短
-
､
道
筋
は
い
か
に
も
自
然
で
あ
り
'
使
い
ふ
る
さ
れ
て
い
る
｣

と
し
て
い
る
｡

岡
村
は
､
上
記
の
碓
氷
峠
筋
の
方
が
入
山
峠
筋
よ
り
険
阻
と
の
説

に
反
論
し
､
事
実
は
む
し
ろ
反
対
で
あ
る
と
す
る
｡
入
山
道
に
は
上

流
部
､
中
流
部
､
下
流
部
の
そ
れ
ぞ
れ
に
難
所
が
あ
っ
た
｡
上
流
部

の
難
所
と
は
入
山
峠
直
下
の
急
渡
で
あ
る
｡
標
高
差
､
勾
配
と
も
現

中
山
道
の
別
石
山
直
下
の
急
崖
と
ほ
と
ん
ど
同
1
で
あ
る
が
'
標
高

が
高
-
谷
状
を
な
し
て
い
る
た
め
に
積
雪
時
の
通
過
は
こ
の
方
が
困

難
と
す
る
｡
中
流
部
の
難
所
と
は
､
遠
入
川
と
入
山
川
の
合
流
点
左

岸
に
そ
び
え
る
観
音
岩
の
急
崖
を
回
避
す
る
た
め
'
三
度
の
川
ご
え

を
余
儀
な
-
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
観
音
岩
を
や
り
過
こ

す
た
め
､
達
人
川
と
入
山
川
の
合
流
点
の
直
上
流
で
遠
入
川
を
横
断
､

対
岸
の
赤
浜
集
落
に
渡
っ
た
上
で
入
山
川
を
右
岸
に
越
え
､
再
び
遠

入
川
を
左
岸
に
渡
河
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
三
度
の
川
ご
え

か
ら
解
放
さ
れ
た
の
は
､
明
治
に
観
音
岩
に
岸
壁
掘
削
道
が
開
削
さ

れ
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
o
　
下
流
部
の
難
所
と
は
､
新
井
集
落
と
横

川
と
の
間
の
峡
谷
部
の
岸
壁
で
あ
っ
て
'
明
治
期
の
改
修
ま
で
は
こ

れ
を
へ
つ
る
道
が
連
続
し
て
い
た
｡
中
で
も
五
輪
岩
の
末
端
､
幅
約

三
〇
㍍
以
上
の
洩
間
岩
の
横
断
を
す
る
際
に
は
岸
壁
の
崩
壊
､
削
岩

道
か
ら
の
転
落
の
恐
怖
を
常
に
感
じ
た
と
い
う
｡
筆
者
は
遠
入
川
､

入
山
川
周
辺
の
地
形
分
類
図
を
作
成
し
た
が
(
図
-
-
)
､
川
に
沿
っ

て
地
滑
り
堆
積
物
､
段
丘
が
発
達
し
て
い
る
o
　
こ
れ
ら
が
存
在
せ
ず

灰
色
で
表
現
し
た
岩
盤
が
露
出
す
る
地
域
は
､
岡
村
が
指
摘
し
た

｢
難
所
｣
　
で
あ
る
｡
｢
上
流
部
｣
　
は
地
滑
り
の
滑
落
崖
で
あ
る
｡
｢
中

流
部
｣
､
｢
下
流
部
｣
　
に
段
丘
が
発
達
し
な
い
原
因
は
､
岩
盤
か
堅
-
､

川
の
側
方
浸
食
を
受
け
付
け
な
い
た
め
で
あ
る
｡
古
代
に
あ
っ
て
こ

こ
に
幅
員
の
あ
る
道
路
を
開
削
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
｡
現
在
は
広
い
自
動
車
道
路
が
拓
か
れ
て
い
る
が
､
鉄
筋
コ
ン

ク
リ
ー
ト
製
の
ロ
ッ
ク
シ
ェ
ー
ド
が
築
か
れ
､
今
も
っ
て
厳
し
い
場

所
で
あ
る
こ
と
を
知
る
｡

同
じ
道
筋
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
険
阻
で
あ
る
､
険
阻
で
な
い
と
評
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価
が
一
八
〇
度
違

う
こ
と
は
何
故
で

あ

ろ

う

か

｡

一

つ

は
荒
れ
た
現
中
山

道
を
も
っ
て
し
て

険
阻
と
見
な
し
て

い
る
可
能
性
で
あ

る
｡
事
実
は
こ
れ

ま
で
見
て
き
た
よ

う
に
元
来
の
尾
根

道
は
広
々
と
し
て

お
り
'
樹
木
を
伐

採
さ
え
す
れ
ば
大

人
数
の
軍
団
で
さ

え
易
々
と
し
て
通

行
で
き
る
状
態
で

あ

っ

た

｡

二

つ

は
､
入
山
峠
道
を

軍
団
を
も
通
す
東

山
道
と
す
る
に

は
'
急
勾
配
の
岩

盤
斜
面
を
大
規
模

に
削
平
す
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
現
代
土
木
工
事
で
こ

れ
を
成
し
遂
げ
た
状
態
に
基
づ
い
て
｢
道
筋
は
い
か
に
も
自
然
で
あ

り
'
使
い
ふ
る
さ
れ
て
い
る
｣
と
評
価
し
た
可
能
性
で
あ
る
｡
道
路

の
険
阻
さ
を
定
量
的
に
表
す
と
す
れ
ば
'
利
便
性
で
は
標
高
差
､
縦

断
勾
配
､
道
路
の
長
さ
な
ど
で
あ
ろ
う
が
'
工
事
主
体
側
か
ら
は
開

削
に
必
要
な
工
事
量
の
大
小
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
｡
人
馬
交
通

の
た
め
の
山
道
の
工
事
と
は
'
削
平
作
業
そ
の
も
の
と
い
っ
て
過
言

で
な
い
｡
特
に
軍
団
の
通
行
を
想
定
す
る
場
合
に
は
一
定
の
幅
員
が

必
要
で
あ
る
か
ら
､
険
阻
さ
は
'
道
路
と
直
交
す
る
方
向
の
斜
面
勾

配
､
す
な
わ
ち
横
断
勾
配
も
加
え
て
判
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
ト

ラ
バ
ー
ス
道
ゆ
え
横
断
勾
配
が
大
き
い
入
山
峠
筋
は
､
大
規
模
な
削

平
工
事
を
必
要
と
L
t
工
事
量
が
極
小
で
済
む
碓
氷
峠
筋
と
著
し
い

対
象
を
な
す
｡
山
間
地
に
お
い
て
尾
根
道
だ
け
が
削
平
し
な
く
て
済

む
と
い
う
経
済
的
､
時
間
的
利
点
は
､
特
に
生
産
力
が
未
だ
乏
し
か
っ

た
時
代
に
お
い
て
は
絶
大
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
筆
者
も
岡
村
の
東
山
道

が
碓
氷
峠
越
え
だ
っ
た
と
す
る
論
に
同
調
す
る
｡
た
だ
し
当
時
の
道

路
は
後
の
中
山
道
に
置
き
代
わ
れ
て
､
あ
る
い
は
大
量
の
火
山
灰
に

埋
も
れ
て
'
消
失
し
た
と
考
え
る
｡
な
お
い
わ
ゆ
る
律
令
期
よ
り
前

/![::)

の
い
わ
ゆ
る
古
東
山
道
に
つ
い
て
は
'
軍
用
道
路
で
あ
る
か
否
か
な

ど
道
路
の
性
格
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
､
こ
こ
で
は
論
究
し
な
い
｡

萩
原
は
中
山
道
鉄
道
(
後
の
信
越
線
)
　
の
碓
氷
線
を
敷
設
す
る
際
､

入
山
峠
が
最
後
ま
で
最
有
力
路
線
で
あ
り
'
ま
た
碓
氷
バ
イ
パ
ス
が
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入
山
峠
越
え
を
巌
路
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
を
根
拠
に
､
入
山
峠
筋
が

交
通
路
と
し
て
優
秀
で
あ
っ
て
江
戸
時
代
の
中
山
道
は
こ
の
事
実
を

｢
無
視
し
た
｣
と
し
て
､
東
山
道
入
山
峠
説
の
根
拠
の
一
つ
に
し
て

い
る
｡
し
か
し
入
山
峠
筋
は
大
地
す
べ
り
地
形
を
な
し
て
お
り
'
主

滑
動
期
は
過
き
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
'
現
在
も
｢
遠
入
地
す
べ
り

防
止
区
域
｣
が
法
に
よ
り
指
定
さ
れ
､
碓
氷
バ
イ
パ
ス
の
法
面
に
地

す
べ
り
対
策
工
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
現
在
も
余
動
が
あ
る

と
見
ら
れ
る
｡
明
治
の
､
未
だ
地
す
べ
り
対
策
技
術
か
未
熟
で
あ
っ

た
時
代
に
碓
氷
線
が
入
山
峠
筋
を
結
果
と
し
て
選
ば
な
か
っ
た
こ
と

は
適
切
で
あ
っ
た
し
､
軽
井
沢
バ
イ
パ
ス
は
こ
の
技
術
の
確
立
期
に

(
3
4
)

施
工
さ
れ
た
o
そ
の
後
建
設
さ
れ
た
上
信
越
自
動
車
道
は
も
ト
ラ
バ
ー

ス
道
で
あ
り
､
新
幹
線
に
い
た
っ
て
は
ト
ン
ネ
ル
の
多
用
に
よ
り
､

地
形
を
超
越
し
た
路
線
が
と
ら
れ
て
い
る
o
各
時
代
の
交
通
路
を
論

ず
る
に
あ
た
っ
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
技
術
水
準
を
考
慮
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

ま
と
め

中
山
道
の
碓
氷
峠
を
越
え
る
区
間
は
､
山
道
で
あ
る
か
ら
紀
行
文

は
別
と
し
て
文
献
の
類
が
少
な
い
｡
た
め
に
そ
の
経
路
に
つ
い
て
の

議
論
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
筆
者
は
､
現
地
調

査
に
加
え
て
､
伊
能
図
､
絵
図
を
参
照
し
､
｢
中
山
道
｣
と
さ
れ
る

経
路
を
検
討
し
た
｡

長
野
県
側
の
軽
井
沢
宿
か
ら
碓
氷
峠
ま
で
ほ
､
こ
れ
ま
で
岡
村
よ

り
提
示
さ
れ
た
経
路
が
あ
る
が
､
現
地
調
査
と
伊
能
図
と
の
対
照
か

ら
'
約
半
分
の
区
間
に
つ
い
て
こ
れ
と
は
異
な
る
ル
ー
ト
を
提
案
し

た
｡
多
-
は
単
な
る
位
置
の
相
違
で
あ
る
が
､
1
部
は
､
彼
が
東
山

道
と
す
る
経
路
が
実
は
中
山
道
で
あ
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
｡

碓
氷
峠
よ
り
国
道
一
八
号
線
と
の
合
流
部
の
群
居
県
側
で
は
､
現

在
中
山
道
と
さ
れ
る
経
路
と
は
別
に
多
-
の
廃
道
が
あ
り
､
そ
の
一

部
は
伊
能
図
や
絵
図
と
も
整
合
し
､
文
化
期
に
は
こ
ち
ら
の
方
が
中

山
道
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
い
た
し
た
｡
｢
中
山
道
｣
　
の
大
き
な
変
化

は
､
明
治
期
以
降
に
発
生
し
て
い
る
｡
重
要
交
通
路
と
し
て
の
地
位

が
な
-
な
り
交
通
量
が
激
減
し
た
結
果
､
幅
員
が
狭
-
と
も
近
道
を

選
ぶ
よ
う
に
な
り
､
幅
員
の
あ
る
正
規
の
街
道
が
放
棄
さ
れ
た
｡
ま

た
別
荘
地
開
発
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
た
新
た
な
｢
別
荘
地
内
道
路
｣

が
現
在
､
｢
中
山
道
｣
と
見
な
さ
れ
て
い
る
o
別
石
坂
の
難
所
で
は

複
線
方
式
が
採
ら
れ
て
い
た
が
'
同
時
期
に
片
方
が
放
棄
さ
れ
た
o

廃
道
と
現
中
山
道
の
配
置
か
ら
原
初
の
道
は
削
平
の
必
要
が
な
い

尾
根
に
あ
り
､
時
代
と
共
に
下
っ
て
斜
面
を
ト
ラ
バ
ー
ス
気
味
に
通

過
す
る
よ
う
に
な
る
o
　
そ
の
原
因
は
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を
避
け
'
縦
断

勾
配
を
平
準
化
し
､
勾
配
を
緩
傾
斜
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
し
､
当

地
特
有
の
激
し
い
侵
食
作
用
に
基
づ
-
｢
道
路
の
荒
れ
｣
　
に
よ
り
､

別
位
置
に
道
路
を
遣
り
直
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ

る
｡
現
在
見
ら
れ
る
廃
道
は
'
侵
食
程
度
や
中
山
道
と
の
同
質
性
か



ら
原
初
中
山
道
あ
る
い
は
中
世
期
の
道
路
で
あ
り
'
古
代
に
ま
で
さ

か
上
ら
せ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
｡

中
世
の
少
な
-
と
も
初
期
に
は
､
中
山
道
が
ト
ラ
ハ
ー
ス
し
て
い

る
区
間
を
､
東
山
道
は
尾
根
筋
を
通
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
o
軽

井
沢
宿
の
前
身
､
中
村
地
籍
か
ら
直
ぐ
尾
根
に
取
り
付
き
､
長
野
･

群
馬
の
県
境
尾
根
を
た
ど
り
､
現
在
の
熊
野
神
社
の
場
所
に
出
て
､

1
の
宇
山
を
経
由
し
て
後
の
和
宮
道
に
向
か
っ
て
尾
根
道
を
下
る
ル
ー

ト
で
あ
る
｡
熊
野
神
社
は
国
境
と
い
う
特
異
な
地
点
に
鎮
座
す
る
が
､

尾
根
に
あ
り
な
が
ら
豊
富
な
湧
水
が
あ
る
と
い
う
特
異
な
地
質
環
境

に
よ
る
｡
湧
水
を
求
め
て
の
野
生
動
物
に
よ
る
け
も
の
み
ち
に
誘
導

さ
れ
て
､
尾
根
道
が
ト
ラ
バ
ー
ス
道
へ
と
転
化
し
た
可
能
性
か
あ
る
｡

二
心
は
､
石
製
模
造
祭
器
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
に
'
古
代

東
山
道
は
碓
氷
峠
で
は
な
-
'
入
山
峠
を
通
っ
た
と
し
た
｡
し
か
し

祭
器
の
出
現
は
中
期
古
墳
時
代
ま
で
で
あ
っ
て
､
律
令
時
代
の
東
山

道
と
す
る
に
は
致
命
的
な
弱
点
が
あ
る
｡
彼
は
入
山
峠
筋
か
碓
氷
峠

筋
よ
り
も
標
高
が
低
-
自
然
な
地
形
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡

し
か
し
事
実
は
入
山
峠
筋
の
方
が
険
阻
で
あ
る
｡
現
在
の
荒
れ
た
中

山
道
を
も
っ
て
険
阻
と
し
へ
近
代
土
木
技
術
で
容
易
に
通
行
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
入
山
筋
を
も
っ
て
元
々
通
行
容
易
と
誤
認
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
｡
東
海
道
に
お
い
て
足
柄
峠
か
ら
箱
根
峠
へ
の
変
遷
が

あ
っ
た
が
､
大
軍
の
移
動
は
後
々
ま
で
双
方
が
使
わ
れ
た
｡
し
か
し

入
山
峠
に
お
い
て
は
一
切
の
記
録
･
伝
承
が
無
-
､
あ
る
の
は
碓
氷

峠
筋
の
み
で
あ
る
0
元
々
､
入
山
峠
茄
は
､
何
よ
り
も
中
･
下
流
部

の
急
勾
配
岸
壁
に
阻
ま
れ
大
軍
の
移
動
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
｡
入
山
峠
筋
が
集
落
か
多
く
鳥
居
と
の
位
置
関
係
か

ら
も
有
利
と
す
る
が
､
そ
れ
ら
は
中
世
の
事
象
と
思
わ
れ
傍
証
に
は

な
り
に
-
い
D
碓
氷
峠
熊
野
神
社
が
入
山
峠
か
ら
移
動
し
た
と
す
る

論
に
つ
い
て
も
､
熊
野
信
仰
の
伝
播
時
期
を
考
え
れ
ば
最
初
か
ら
碓

氷
峠
に
勧
請
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
｡

道
路
の
経
路
は
時
代
の
生
産
力
に
よ
っ
て
大
方
決
め
ら
れ
､
古
代
､

中
世
の
軍
用
道
路
に
あ
っ
て
は
､
削
平
の
必
要
が
な
い
尾
根
道
が
圧

倒
的
に
有
利
で
あ
っ
た
｡
東
山
道
は
最
初
か
ら
碓
氷
峠
越
え
の
尾
根

道
を
採
り
､
中
山
道
は
1
部
を
ト
ラ
バ
ー
ス
道
に
切
り
替
え
へ
現
代

は
全
て
の
交
通
路
が
ト
ラ
バ
ー
ス
道
を
辿
っ
て
い
る
｡

本
研
究
に
あ
た
っ
て
は
､
伊
能
地
図
研
究
家
･
星
埜
由
尚
氏
よ
り

伊
能
大
図
に
つ
い
て
様
々
な
ご
教
示
と
便
宜
を
い
た
だ
い
た
｡
記
し

て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
｡
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