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二
〇
〇
七
年
、
南
ア
ル
プ
ス
への
期
待 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長 

花
岡
利
幸 

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
年
頭
に
当

た
り
二
つ
の
こ
と
を
述
べ
ま
す
。 

一
，
南
ア
ル
プ
ス
の
捉
え
方
と
麓
の
ま
ち
づ
く
り 

都
市
計
画
の
研
究
の
関
係
で
一
九
八
五
年
か

ら
毎
年
の
よ
う
に
中
国
四
川
省
成
都
へ行
っ
て
い

る
が
、
今
年
も
年
明
け
の
一
月
末
、
所
要
で
成

都
を
訪
れ
た
。 

東
京
・成
田
か
ら
中
国
・北
京
へ向
か
う
飛
行

機
の
コ
ー
ス
は
、
丁
度
甲
府
盆
地
上
空
を
横
切

る
か
ら
、
南
ア
ル
プ
ス
の
全
貌
を
肉
眼
で
捉
え
る

こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
写
真
は
機
上
か
ら
撮
っ
た

も
の
で
あ
る
。 

私
は
、
拙
著
『
実
践
・
地
方
都
市
の
ま
ち
づ
く

り
』
の
中
で
、
南
ア
ル
プ
ス
北
部
地
域
を
次
の
よ

う
に
表
現
し
た
。
こ
の
写
真
を
見
な
が
ら
そ
の

文
章
を
も
う
一
度
、
追
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
日

頃
、
南
ア
ル
プ
ス
に
親
し
ん
で
い
る
皆
さ
ん
に
は
、

南
ア
ル
プ
ス
の
特
徴
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
こ
と
と

思
う
。 

「、
、
、
、
南
ア
ル
プ
ス
は
赤
石
山
脈
の
別
称
で

あ
り
，
長
野
・
山
梨
・静
岡
三 

県
に
跨
る
南
北

に
延
び
る
山
脈
で
あ
る
．
そ
の
主
要
部
は
一
九

六
四 

年
（昭
和
三
九
），
国
立
公
園
に
指
定
さ

れ
た
．
南
ア
ル
プ
ス
国
立
公
園
の
公
園
規
模
は

南
北
約
五
〇
㎞
，
東
西
約
十
五
Ｋ
ｍ
，
面
積
三

五
七
．
五
二
Ｋ
ｍ
平
方
で
日
本
第
二 

の
高
峰
北

岳
（
三
一
九
三
ｍ
）
を
は
じ
め
塩
見
岳
，
荒
川
岳
，

聖
岳
な
ど
三
〇
〇
〇
ｍ
級
の
高
峰
が
連
な
る
． 

南
ア
ル
プ
ス
北
部
に
当
た
る
山
梨
県
部
分
は

白
根
三
山
と
鳳
凰
三
山
・甲
斐
駒
ヶ
岳
の
二
つ

の
山
脈
が
骨
格
と
な
り
，
二
つ
の
山
脈
の
間
を

野
呂
川
が
渓
谷
を
刻
み
，
そ
の
流
域
を
形
成
す

る
．
野
呂
川
流
域
は
北
岳
，
間
ノ
岳
，
農
取
岳
，  

    

薬
師
岳
，
観
音
岳
，
地
蔵
岳
，
甲
斐
駒
ヶ
岳
，

仙
丈
ヶ
岳
な
ど
の
高
峰
を
頂
き
，
野
呂
川
は
下

流
早
川
と
な
っ
て
富
士
川
の
中
流
部
に
合
流
す

る
． 

                     

富
士
川
の
上
流
部
に
当
た
る
甲
府
盆
地
側

か
ら
み
る
と
，
白
根
山
脈
は
甲
斐
駒
山
脈
よ
り

奥
ま
っ
た
位
置
に
あ
り
，
甲
斐
駒
山
脈
に
隠
れ

て
所
々
か
ら
そ
の
姿
を
垣
間
見
せ
る
．
甲
斐
駒

山
脈
は
甲
府
盆
地
や
Ｊ
Ｒ 

中
央
本
線
か
ら
よ

く
み
え
る
．
薬
師
，
観
音
，
地
蔵
の
鳳
凰
三
山
，

早
川
尾
根
，
甲
斐
駒
ヶ
岳
．
こ
れ
ら
高
峰
の
眺

め
は
八
ヶ
岳
や
茅
が
岳
を
含
め
，
わ
が
国
第
一

級
の
山
岳
パ
ノ
ラ
マ
景
観
を
呈
す
る
． 

  

    

南
ア
ル
プ
ス
の
特
徴
は
，
櫛
形
山
や
甘
利
山

な
ど
の
前
衛
山
が
盆
地
の
外
周
を
固
め
，
そ
の

奥
に
甲
斐
駒
，
白
根
の
山
脈
が
山
並
み
を
な
す

と
こ
ろ
に
あ
り
，
山
が
深
い
こ
と
で
あ
る
． 

南
ア
ル
プ
ス
への
入
山
路
は
幾
つ
も
あ
る
が
，

そ
の
主
要
地
点
が
芦
安
口
で
あ
る
．
そ
こ
は
こ

れ
ら
前
衛
山
の
間
を
縫
っ
て
甲
府
盆
地
へ流
れ

る
御
勅
使
川
の
上
流
に
位
置
す
る
．
芦
安
か
ら

南
ア
ル
プ
ス
の
山
に
登
る
に
は
ど
こ
へい
く
に
も

甲
斐
駒
山
脈
の
端
の
一
番
低
い
と
こ
ろ
に
位
置

す
る
夜
叉
神
峠
（
一
七
九
三
ｍ
）を
越
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
． 

南
ア
ル
プ
ス
を
訪
れ
る
公
園
利
用
者
（登
山

者
）は
一
九
九
七 

年
度
（平
成
九
）に
四
六
万

五
千
人
で
あ
り
，
わ
が
国
二
十
八 

国
立
公
園

の
中
で
離
島
小
笠
原
に
次
い
で
下
か
ら
二 

位
で

あ
る
．
北
ア
ル
プ
ス
の
中
部
山
岳
国
立
公
園
の

一
三 

一
三
万
一
千
人
に
比
べ
て
二
十
八
分
の

一
と
少
な
い
．
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
園
の

利
用
と
環
境
保
全
に
関
し
厳
し
い
問
題
を
抱
え

て
い
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、
」 

上
の
文
章
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
地
理
的
、

自
然
的
な
捉
え
方
と
し
て
、
こ
れ
は
客
観
的
に

今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
認
識
で
あ
る
と
思
う
。 

さ
て
、
南
ア
ル
プ
ス
の
地
元
への
恩
恵
や
人
を

惹
き
つ
け
る
魅
力
は
筆
舌
に
尽
く
せ
な
い
も
の

が
あ
る
が
、
そ
の
主
観
的
表
現
か
ら
す
れ
ば
、

従
来
、
南
ア
ル
プ
ス
は
麓
の
芦
安
や
早
川
や
長

谷
や
韮
崎
と
い
っ
た
地
元
の
村
の
も
の
で
、
そ
こ
へ

時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
都
会
の
登
山
者
が
入
り

込
ん
で
き
た
と
い
う
認
識
が
人
々
を
覆
っ
て
い
た

と
思
う
。 

そ
こ
へ二
〇
〇
三
年
四
月
に
南
ア
ル
プ
ス
市
の

誕
生
と
い
う
変
化
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
南

ア
ル
プ
ス
の
位
置
づ
け
は
大
い
に
変
わ
り
、
南
ア

ル
プ
ス
は
俺
た
ち
の
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
南
ア

ル
プ
ス
市
民
に
広
が
っ
た
。
南
ア
ル
プ
ス
を
愛
す

る
人
々
が
そ
れ
だ
け
増
え
た
の
で
あ
る
。
南
ア
ル

プ
ス
の
魅
力
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
話
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
従
来
の
芦
安
村
で
は
出
来
な
い

こ
と
が
、
合
併
後
の
南
ア
ル
プ
ス
市
に
よ
っ
て
着

手
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
野
呂
川
林
道
の
マ
イ

カ
ー
規
制
、
山
小
屋
（
御
池
小
屋
）の
整
備
、
芦

安
山
岳
館
周
辺
の
駐
車
場
整
備
等
々
は
合
併

に
よ
っ
て
、
元
の
村
（
芦
安
）が
新
た
な
歩
み
を

始
め
た
。
こ
れ
は
合
併
に
よ
っ
て
元
の
村
が
蘇
る

可
能
性
を
示
す
モ
デ
ル
的
地
区
だ
と
思
う
。
こ

れ
を
さ
ら
に
進
め
て
、
麓
の
芦
安
が
南
ア
ル
プ
ス

登
山
基
地
の
町
に
発
展
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
地
域
の
在
り
方
は
場
所

に
よ
っ
て
異
な
り
、
こ
の
論
調
が
合
併
を
進
め
る

こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を

要
す
る
。 

２
，
世
界
遺
産
への
登
録
に
向
け
て 

南
ア
ル
プ
ス
の
魅
力
は
、
そ
の
お
か
れ
た
位
置

が
“南
”ア
ル
プ
ス
で
あ
り
植
物
の
宝
庫
で
あ
る
こ

と
と
、
山
が
深
い
た
め
に
原
始
的
自
然
が
残
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

中
国
、
成
都
市
と
の
比
較
で
言
え
ば
、
彼
の

地
、
標
高
四
〇
〇
ｍ
か
ら
五
〇
〇
〇
ｍ
ま
で
分

布
し
生
態
系
が
豊
か
で
、
そ
の
中
に
世
界
遺
産

で
あ
る
青
城
山
と
都
江
堰
の
二
つ
を
持
つ
。
こ
れ

に
対
し
、
わ
が
国
、
南
ア
ル
プ
ス
市
も
標
高
二
五

〇
ｍ
か
ら
三
〇
〇
〇
ｍ
ま
で
分
布
し
生
態
系
豊

か
な
自
然
を
有
す
る
南
ア
ル
プ
ス
と
信
玄
堤
に

関
係
す
る
河
川
遺
跡
を
持
つ
。 

 

今
、
南
ア
ル
プ
ス
の
世
界
遺
産
登
録
の
運
動
が

始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
関
係
市

町
村
の
南
ア
ル
プ
ス
への
愛
着
意
識
が
一
つ
に
な

っ
て
、
自
然
環
境
保
全
に
向
け
て
の
効
果
を
あ

げ
る
シ
ス
テ
ム
を
作
り
、
そ
れ
を
実
行
す
れ
ば
、

こ
こ
を
世
界
に
誇
れ
る
場
所
と
し
て
、
日
本
人

の
心
の
拠
り
所
の
一
つ
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。 

（
山
梨
大
学
名
誉
教
授
、
中
国
・成
都
市
都
市

計
画
特
別
顧
問
） 
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こ
の
時
期
に
営
業
し
て
い
る
南
ア
ル
プ
ス
北
部

の
山
小
屋
と
し
て
は
、
甲
斐
駒
岳
・
仙
丈
岳
の
ベ

ー
ス
と
な
る
北
沢
峠
周
辺
と
、
私
共
が
関
わ
っ

て
い
る
鳳
凰
三
山
の
各
山
小
屋
だ
け
に
な
っ
て
い

る
。 今

回
は
十
二
月
二
十
五
日
、
荷
上
げ
の
た
め

南
御
室
小
屋
に
入
山
す
る
。
年
末
に
十
五
人

程
の
ツ
ア
ー
が
企
画
さ
れ
た
た
め
、
食
料
品
の

歩
荷
と
積
雪
の
下
見
を
兼
ね
て
い
る
。
数
日
前

が
連
休
で
あ
っ
た
た
め
雪
道
は
踏
み
固
め
ら
れ

歩
き
易
か
っ
た
の
で
す
が
、
一
ヶ
月
振
り
の
歩
荷

で
五
時
間
も
か
か
り
日
帰
り
の
予
定
は
諦
め
る

事
と
な
っ
た
。 

                  

翌
二
十
六
日
は
天
気
予
報
通
り
早
朝
か
ら

降
雪
に
な
り
、
雪
の
中
の
下
山
だ
っ
た
が
、
夜
叉

神
峠
で
は
ミ
ゾ
レ
と
な
り
下
界
は
大
雨
だ
っ
た
。

下
山
後
は
お
せ
ち
品
の
買
出
し
等
を
済
ま
せ
る

が
、
こ
の
天
気
、
山
の
雪
が
思
い
や
ら
れ
ま
す
。 

二
十
七
日
再
度
入
山
、
ミ
ゾ
レ
か
ら
雨
と
な

っ
た
杖
立
峠
前
後
の
道
は
凍
っ
て
い
る
。
山
火
事

跡
に
入
っ
て
デ
ポ
し
て
置
い
た
輪
か
ん
を
着
け
る
。

息
子
は
ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
、
女
子
従
業
員
は
ツ
ボ
足

で
と
三
人
で
ト
レ
ー
ス
を
付
け
る
。 

こ
こ
何
年
か
、
輪
か
ん
等
を
着
け
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
訳
が
あ
っ
た
。
平
成
十
四
年
の
年
末

入
山
時
は
、
や
は
り
大
雪
で
登
山
口
か
ら
南
御

室
小
屋
ま
で
十
時
間
も
か
か
り
、
夜
の
七
時
半

に
到
着
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
ｍ
を
超
え
る
ク

ラ
ス
ト
し
た
雪
を
長
靴
で
一
歩
一
歩
、
苺
平
か

ら
小
屋
ま
で
闇
の
中
を
二
時
間
を
要
し
足
の
指

先
は
冷
え
切
り
痺
れ
が
取
れ
ず
、
よ
い
教
訓
と

な
っ
た
事
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
荷
物
の
減
量
よ

り
ま
ず
、
歩
き
易
さ
を
優
先
す
る
事
に
し
ま
し

た
。 十

二
月
二
十
八
日
、
日
帰
り
の
登
山
者
の
物

音
で
起
こ
さ
れ
る
、
午
前
三
時
に
出
発
し
て
来

た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
朝
食
後
三
人
で
薬
師
小

屋
の
除
雪
に
向
か
う
、
先
行
の
登
山
者
は
途
中

で
輪
か
ん
を
デ
ポ
し
て
き
た
事
が
失
敗
だ
っ
た

と
言
い
つ
つ
砂
払
岳
か
ら
下
山
し
て
き
た
。 

                  

 

薬
師
岳
小
屋
入
り
口
は
吹
き
溜
ま
り
で
一

メ
ー
ト
ル
四
十
セ
ン
チ
位
、
屋
根
雪
は
八
十
セ
ン

チ
の
積
雪
、
手
分
け
し
て
煙
突
や
窓
と
出
入
り

口
を
掘
り
出
す
、
一
度
の
降
雪
で
除
雪
機
は
走

行
不
能
と
な
り
、
手
堀
で
終
了
。
午
後
冬
型
の

気
圧
配
置
で
吹
雪
く
中
を
、
息
子
を
薬
師
小

屋
へ
残
し
南
御
室
小
屋
に
戻
る
、
両
小
屋
の
除

雪
も
終
わ
り
、
客
室
掃
除
と
年
越
し
の
献
立
を

準
備
し
、
後
は
登
山
者
を
迎
え
る
だ
け
で
あ
る
。

仕
事
納
め
も
終
わ
っ
た
二
十
九
日
か
ら
入
山
者

も
有
り
、
営
業
体
勢
と
成
っ
た
。 

                     

近
年
は
登
山
者
も
減
少
し
、
夜
叉
神
か
ら
の

入
山
者
は
二
百
人
に
満
た
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

鳳
凰
山
系
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
少
な
く
、
撮
影

と
初
歩
の
冬
山
を
楽
し
む
方
が
多
く
、
縦
走
者

は
僅
か
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
往
復
の
登
山
者
の

た
め
に
、
日
出
山
行
と
温
泉
を
企
画
す
る
こ
と 

 

                     

で
、
少
し
は
山
麓
も
潤
う
の
か
な
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
で
も
昨
年
よ
り
は
い
く
ら
か
賑
や
か

な
年
末
の
人
出
と
成
り
ま
し
た
。
大
晦
日
の
夜

は
、
例
年
通
り
テ
ン
ト
泊
と
小
屋
の
常
連
さ
ん

が
年
越
し
を
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
元
旦
は

朝
か
ら
穏
や
か
な
日
と
な
り
、
登
山
者
の
皆
様

は
、
晴
れ
や
か
な
新
年
の
初
日
の
出
を
迎
え
出

発
を
さ
れ
て
行
き
ま
し
た
。 

年
末
の
降
雪
は
樹
林
を
純
白
に
覆
い
森
の
持
つ 

美
し
さ
を
創
り
だ
し
、
早
朝
の
満
月
の
明
か
り 

と
と
も
に
輝
い
て
い
た
風
景
を
、
お
伝
え
し
ま

す
。 

(

薬
師
・南
御
室
小
屋
管
理
者
） 

小
林 

賢
記 
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年
末
年
始
の
山
と
小
屋 
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第
十
五
回
登
山
教
室
（
秋
編
） 

栗
沢
山
＆
仙
丈
ケ
岳
の
二
コ
ー
ス
で 

大
い
に
賑
う 

 

異
例
の
事
だ
が
、
春
の
登
山
教
室
よ
り
早
い

三
月
初
旬
か
ら
秋
の
登
山
教
室
の
話
が
持
ち
上

が
っ
た
。
少
し
早
い
な
と
思
っ
た
が
本
年
度
が
「山

梨
山
の
日
」
制
定
十
周
年
だ
か
ら
各
地
域
で
山

に
関
わ
る
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
大
い
に
山
梨
の
山

を
Ｐ
Ｒ
し
た
い
と
の
県
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
た
。
い

ず
れ
実
施
す
る
計
画
に
は
な
っ
て
い
る
の
で
県
の

依
頼
で
あ
れ
ば
と
快
諾
し
た
。
早
速
、
先
決
で

研
修
内
容
と
コ
ー
ス
に
な
る
山
を
決
め
る
。
研
修

は
や
は
り
森
林
関
係
と
山
梨
の
百
名
山
の
話
に

絞
ら
れ
た
。
山
は
募
集
が
二
系
統
に
な
る
と
初

級
、
中
級
の
ク
ラ
ス
分
け
が
出
来
る
の
で
複
数
コ

ー
ス
用
意
す
る
ほ
う
が
良
か
ろ
う
と
、
栗
沢
山

(

二
七
一
四
ｍ)

と
仙
丈
ケ
岳
（三
〇
三
二.

七
ｍ
）

に
決
ま
っ
た
。
二
系
統
の
募
集
と
は
県
が
Ｊ
Ｒ
に

委
託
し
た
集
客
シ
ス
テ
ム
（
二
〇
人
）と
通
常
の
フ

ァ
ン
ク
ラ
ブ
独
自
の
募
集
（三
〇
人
）に
な
る
。 

こ
れ
ら
が
先
行
し
県
が
企
画
す
る
記
念
イ
ベ

ン
ト
の
募
集
が
都
心
の
Ｊ
Ｒ
車
内
に
掲
示
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
県
か
ら
の
助
成
金
や
Ｊ
Ｒ
シ
ス
テ
ム
の

料
金
設
定
を
詳
細
に
認
識
し
た
の
は
だ
い
ぶ
後

に
な
っ
て
か
ら
に
な
る
。 

こ
の
事
が
後
に
な
っ
て
物
議
を
か
も
し
出
す
こ

と
に
な
ろ
う
と
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
。 

自
主
参
加
者
も
入
れ
る
と
当
初
の
予
定
を
大

き
く
上
回
る
盛
況
ぶ
り
に
や
は
り
南
ア
ル
プ
ス

人
気
は
高
い
と
感
じ
る
。
他
地
域
の
「山
の
日
イ

ベ
ン
ト
」で
は
参
加
者
が
少
な
く
、
中
に
は
中
止

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
と
聞
い
た
。 

九
月
三
〇
日
十
三
：
〇
〇
、
簡
単
な
セ
レ
モ

ニ
ー
の
後
、
研
修
が
始
ま
っ
た
。 

ま
ず
森
林
に
つ
い
て
、
簡
単
な
、
し
か
し
意
外
な

知
識
や
様
々
な
効
能
や
楽
し
み
方
を
山
梨
県

立
大
学
教
授
小
沢
典
夫
氏
か
ら
拝
聴
し
、
続
い

て
山
梨
百
名
山
の
話
を
自
ら
地
下
足
袋
姿
で
歩

き
調
べ
て
、
山
梨
百
名
山
の
本
の
出
版
に
努
め
た

深
澤
健
三
氏
（
芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
会
員
）か
ら

山
の
特
徴
や
楽
し
い
苦
労
話
な
ど
が
聞
か
れ
た
。

有
意
義
な
研
修
は
研
修
の
み
の
参
加
者
が
十
分

満
足
す
る
内
容
だ
っ
た
。 

宿
泊
を
担
当
し
た
山
岳
館
近
隣
の
ペ
ン
シ
ョ
ン

や
旅
館
は
Ｊ
Ｒ
方
式
の
部
屋
割
り
や
対
応
に
間

際
ま
で
奮
闘
し
て
い
た
が
多
く
の
参
加
者
か
ら
は

料
理
の
良
さ
と
対
応
の
温
か
さ
が
大
変
好
評
だ

っ
た
。 

           

 

   

 

翌
日
は
、
心
配
さ
れ
た
天
候
も
穏
や
か
な
朝

を
向
か
え
、
一
同
ほ
っ
と
し
な
が
ら
登
山
口
北

沢
峠
へ向
か
う
。
こ
こ
か
ら
栗
沢
山
と
仙
丈
ケ
岳

へ分
か
れ
て
上
る
。
天
候
が
持
て
ば
相
向
か
う
山

が
互
い
に
遠
望
で
き
る
だ
ろ
う
。
十
人
余
の
各
班

に
そ
れ
ぞ
れ
三
人
ほ
ど
の
ス
タ
ッ
フ
が
入
り
山
の

話
、
地
域
の
話
、
世
間
話
な
ど
を
咲
か
せ
て
登
る
。

い
つ
も
の
和
や
か
な
風
景
だ
。
紅
葉
は
ひ
ん
や
り

と
し
た
曇
天
の
せ
い
か
、
い
ま
ひ
と
つ
鮮
明
な
色

あ
い
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
二
五
〇
〇
ｍ
付
近

を
越
え
る
と
真
っ
赤
に
染
ま
っ
た
ナ
ナ
カ
マ
ド
ヤ
、

黄
色
い
ダ
ケ
カ
ン
バ
に
み
な
歓
喜
を
あ
げ
て
い
た
。

森
林
限
界
を
越
す
と
足
元
に
は
ウ
ラ
シ
マ
ツ
ツ
ジ

が
一
面
に
赤
い
じ
ゅ
う
た
ん
を
広
げ
歓
迎
し
て

く
れ
た
。
小
仙
丈
ケ
岳
直
下
で
は
谷
越
し
に
鳳

凰
三
山
、
北
岳
、
間
ノ
岳
、
そ
し
て
甲
斐
駒
ヶ
岳
、

仲
間
が
登
っ
て
い
る
栗
沢
山
、
頭
を
隠
し
た
富
士

山
、
遠
く
北
ア
ル
プ
ス
連
峰
、
立
山
、
後
立
山
方

面
、
め
っ
た
に
見
ら
れ
な
い
白
山
ま
で
が
く
っ
き

り
見
え
る
。
今
に
も
泣
き
出
し
そ
う
な
空
模
様

に
し
て
は
異
例
な
遠
望
だ
。 

 
甲斐駒ヶ岳をバックに栗沢山班のいい顔 

小
仙
丈
ヶ
岳
に
着
く
と
、
栗
沢
班
リ
ー
ダ
ー

の
望
月
氏
よ
り
無
線
が
入
る
。
「今
、
栗
沢
山
頂

上
に
着
き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
元
気
で
す
が
、
天
候

が
心
配
な
の
で
ア
サ
ヨ
峰
へは
行
か
ず
下
山
し
ま

す
」栗
沢
班
は
な
ぜ
か
平
均
年
齢
が
仙
丈
ケ
岳

班
よ
り
若
い
構
成
に
な
っ
た
。
皆
の
元
気
そ
う
な

そ
し
て
満
足
そ
う
な
顔
が
目
に
浮
か
ぶ
。 

小
仙
丈
ヶ
岳
先
の
痩
せ
た
稜
線
の
岩
場
に
気

を
配
り
、
仙
丈
ケ
岳
への
上
り
に
さ
し
か
か
る
と

白
い
も
の
が
顔
に
冷
た
い
。
左
横
を
見
る
と
北
岳

は
も
う
し
ぐ
れ
て
い
て
上
部
は
降
っ
て
い
る
よ
う

だ
っ
た
。 

気
温
は
だ
い
ぶ
下
が
っ
て
い
る
。
山
頂
で
の
長

居
は
無
用
だ
。
幸
い
各
班
も
い
い
ペ
ー
ス
で
山
頂

に
向
か
っ
て
い
る
。 

や
は
り
仙
丈
ケ
岳
直
下
ま
で
来
る
と
誰
に
も

そ
れ
と
わ
か
る
雪
が
降
っ
て
き
た
。 

今
年
の
初
体
験
に
皆
さ
ん
お
お
喜
び
だ
。 

足
が
そ
ろ
っ
て
い
た
為
に
山
頂
へは
思
っ
て
よ
り
早

く
着
い
た
。
記
念
写
真
も
そ
こ
そ
こ
に
下
山
の
準

備
を
始
め
る
。
す
る
と
一
部
の
人
か
ら
自
班
の
ス

タ
ッ
フ
に
苦
情
を
進
言
す
る
声
を
聞
く
。
内
容

を
聞
く
と
、
ど
う
も
皆
さ
ん
と
一
緒
の
ペ
ー
ス
で

は
歩
き
に
く
い
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
歩
か
し
て
欲

し
い
と
の
こ
と
ら
し
い
。
こ
の
辺
が
今
回
の
募
集
の

盲
点
で
も
あ
る
。
Ｊ
Ｒ
で
は
旅
行
型
募
集
を
行
っ

た
の
で
当
日
顔
を
見
る
ま
で
個
人
の
状
況
が
把

握
で
き
な
い
。
ど
う
や
ら
こ
の
人
達
は
「お
客
さ

ん
」で
山
を
歩
い
て
い
る
人
た
ち
ら
し
い
。
良
く
あ

る
ツ
ア
ー
型
遭
難
の
き
っ
か
け
を
作
る
自
己
主

張
、
自
己
保
護
、
自
己
満
足
を
優
先
す
る
人
種

ら
し
い
。 

ス
タ
ッ
フ
も
添
乗
業
務
員
と
勘
違
い
さ
れ
て
は
戸

惑
っ
て
し
ま
う
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
協
力
し
て
い
る

尊
い
気
持
ち
が
傷
つ
き
そ
う
だ
。 

馬
の
背
か
ら
藪
沢
小
屋
へト
ラ
バ
ー
ス
し
て
、
大

滝
の
頭
か
ら
登
っ
て
き
た
尾
根
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
に

降
り
る
。 

下
で
は
栗
沢
山
班
が
首
を
長
く
し
て
待
っ
て
い
た

よ
う
だ
。
後
で
聞
い
た
話
だ
が
こ
ち
ら
で
も
「こ
の

グ
ル
ー
プ
だ
け
早
く
帰
れ
な
い
か
」
な
ど
の
要
望

が
出
た
ら
し
い
。
そ
ん
な
に
個
人
的
な
動
き
を
し

た
い
の
な
ら
、
何
で
登
山
教
室
に
参
加
し
た
の
か

ね
。
と
首
を
ひ
ね
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
や
ら
参
加

費
が
異
常
に
安
か
っ
た
こ
と
も
要
因
ら
し
い
。 

「
知
識
も
な
い
、
技
術
も
な
い
、
勿
論
経
験
も
な

い
、
だ
け
ど
山
に
登
り
た
い
」そ
ん
な
人
達
が
安

全
に
山
を
楽
し
む
た
め
の
力
を
養
う
登
山
教
室

で
あ
る
こ
と
す
ら
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
。
こ
の

事
は
や
は
り
募
集
の
段
階
で
き
ち
ん
と
認
識
さ

れ
て
の
参
加
を
望
み
た
い
。
そ
の
ほ
か
参
加
費
の

格
差
や
前
記
の
部
屋
割
り
の
問
題
等
々
、
今
回

の
登
山
教
室
が
次
回
登
山
教
室
や
他
の
事
業
活

動
へ提
示
し
た
課
題
は
多
い
。 

「原
点
を
見
失
う
事
の
無
い
よ
う
に
！
」と
見
守

る
フ
ァ
ン
が
多
い
こ
と
も
忘
れ
ず
に
し
た
い
。  

   

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ 

清
水 

記 

           

仙丈ケ岳 2班のいい顔 
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我
ら
芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
は
２
０ 

 

 
 
 

０
６
年
夏
に
国
土
地
理
院
の
指
導
の

基
に
「
世
紀
を
超
え
た
頂
上
作
戦
」

（
北
岳
一
〇
二
年
ぶ
り
の
三
角
点
低

下
改
埋
事
業
）
を
成
功
さ
せ
、
こ
れ

が
縁
結
び
と
な
り
今
晩
秋
に
、
つ
く

ば
市
の
国
土
地
理
院
を
見
学
し
、
二

十
一
世
紀
科
学
の
粋
を
集
積
し
た
測

量
技
術
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
遥

か
銀
河
系
の
そ
の
先
の
星
か
ら
微
弱

電
波
を
捉
え
地
球
の
位
置
を
確
定
す

る
と
い
う
巨
大
パ
ラ
ボ
ナ
ア
ン
テ
ナ

の
前
で
は
、
そ
の
敏
速
な
動
き
に
息

を
呑
ん
だ
山
男
・
山
女
１
４
名
で
あ

っ
た
。 

夜
の
宴
で
は
伊
能
忠
敬
流
、
実
足
の
山
談

議
に
陶
酔
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
翌
日
は
筑

波
山
（
８
７
６
Ｍ
）
を
ハ
イ
キ
ン
グ
気
分
で

踏
破
し
て
し
ま
い
、
紅
葉
が
終
わ
っ
て
葉
の

落
ち
た
木
々
の
隙
間
か
ら
関
東
平
野
の
眺
め

を
楽
し
み
ま
し
た
。 

「
日
本
百
名
山
」
深
田
久
弥
著
に
よ
る
と
、 

 

《
こ
の
山
が
名
山
と
言
わ
れ
る
そ
の
第
一

は
歴
史
が
古
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

神
の
祖
「御
祖
」
（み
お
や
）の
神
が
、
日
が

暮
れ
て
富
士
山
へ
着
き
宿
を
求
め
る
と
富

士
の
神
は
断
った
、
御
祖
の
神
は
怒
って
「
お

ま
え
の
山
は
夏
冬
問
わ
ず
雪
や
霜
に
閉
じ

こ
め
て
や
る
」と
言
い
残
し
て
東
の
筑
波
山

に
行
き
、
そ
こ
で
は
あ
た
た
か
く
迎
え
ら
れ

歓
待
さ
れ
、
こ
の
上
な
く
喜
び
「
こ
の
山
は

日
月
共
に
幸
あ
れ
、
人
々
の
集
い
登
り
、
飲

食
の
物
も
豊
か
に
捧
げ
る
で
あ
ろ
う
、

代
々
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
遊
楽
が
続
く
で
あ

ろ
う
」
と
常
陸
風
土
記
に
記
述
さ
れ
て
い
る
》

と
言
う
。 

こ
の
山
は
登
拝
の
た
め
の
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー

と
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
が
山
頂
直
下
ま
で
設
備
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
四
季
を
問
わ
ず
老
若
男

女
の
登
拝
者
が
多
く
賑
わ
っ
て
い
て
、
神
話

の
世
界
が
実
現
し
て
い
る
山
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
私
達
は
、
登
山
口
の
筑
波
山
神
社
で

お
参
り
し
て
登
山
を
開
始
し
ま
し
た
が
、
参

拝
所
に
設
置
さ
れ
た
神
社
由
緒
書
き
の
中
に

「
日
本
武
尊
は
東
蝦
夷
征
伐
の
帰
り
、
こ

こ
に
剣
を
奉
納
し
て
甲
斐
酒
折
の
宮
へ
向

か
い
、
酒
折
の
宮
で
軍
旅
を
休
め
た
折
り
、

戦
を
振
り
返
り
歌
を
詠
み
、
問
い
か
け
た

と
こ
ろ
、
焚
き
火
の
翁
が
歌
で
答
え
た
（古

事
記
）」
と
い
う
連
歌
発
祥
の
云
わ
れ
が
説
明

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
出
発
前
に
、
こ
の

説
明
版
を
見
て
、
酒
折
の
宮
の
あ
る
甲
府
市

か
ら
来
た
自
分
が
嬉
し
く
な
っ
て
し
ま
い
、

何
故
か
山
登
り
が
ハ
イ
ピ
ツ
チ
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。 

筑波山の今昔 

そ
う
言
え
ば
、
聖
徳
太
子
は
名
馬
甲
斐
の

黒
駒
に
乗
っ
て
奈
良
の
都
と
甲
斐
の
国
を
一

夜
に
し
て
行
っ
て
帰
し
た
と
い
う
、
神
話
も

あ
る
。
私
達
は
今
朝
、
昭
和
Ｉ
Ｃ
か
ら
高
速

道
路
を
乗
り
継
い
で
高
架
橋
の
空
を
飛
び
筑

波
ま
で
五
時
間
余
り
で
着
い
て
い
る
。
あ
の

大
和
神
話
が
平
成
の
今
、
現
実
と
な
っ
て
い

る
こ
と
に
気
付
き
、
山
の
神
は
「
何
も
か
も

お
見
通
し
な
の
か
？ 

甲
斐
の
国
か
ら
来
た

我
ら
登
山
者
だ
け
に
、
こ
の
国
の
行
く
末
を

そ
っ
と
教
え
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
」 

と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

き
っ
と
来
る
年
は
甲
斐
の
白
根
の
間
岳

（
間
ノ
岳
）
に
科
学
技
術
を
駆
使
し
た
測
量

技
術
者
を
先
達
し
、
遥
か
な
る
宇
宙
か
ら
の

た
よ
り
（
電
波
）
を
捉
え
て
み
た
い
と
夢
を

見
ま
し
た
。 

芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
渡
辺
典
美 

  

                              

 

          

 

新
年
第
一
回
目
の
定
例
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
年
の
事
業
計
画
の
盛
り
沢
山
さ
に
少

し
驚
き
で
す
。
充
実
し
過
ぎ
る
よ
う
な
年
に

な
り
そ
う
で
す
。
会
員
の
様
々
な
個
性
が
い

っ
そ
う
バ
ラ
エ
テ
ィ
さ
を
増
し
て
楽
し
い
会

に
な
り
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
と
こ

ろ
雪
の
南
ア
ル
プ
ス
中
腹
（
標
高
一
五
〇
〇

ｍ
）
で
珍
し
い
光
景
を
見
か
け
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
本
来
別
々
の
地
域
や
標
高
に
生
息
し

て
い
る
カ
モ
シ
カ
と
ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
同
じ
斜

面
で
草
や
木
の
根
を
つ
い
ば
ん
で
い
る
姿
で

す
。
一
見
和
や
か
な
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま

す
が
、
こ
れ
は
生
態
系
的
に
は
大
変
な
問
題

で
す
。
今
日
は
カ
モ
シ
カ
を
３
か
所
で
３
頭

見
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
の
２
頭
が
７
，
８
頭

の
ニ
ホ
ン
ジ
カ
と
一
緒
で
し
た
。
こ
の
ま
ま

で
は
間
違
い
な
く
カ
モ
シ
カ
は
縄
張
り
を
追

わ
れ
そ
の
数
を
減
ら
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

う
。
さ
り
と
て
ニ
ホ
ン
ジ
カ
を
減
ら
せ
ば
い

い
と
言
う
単
純
な
こ
と
で
も
な
さ
そ
う
で
す
。

高
山
で
は
コ
バ
イ
ケ
イ
ソ
ウ
や
ト
リ
カ
ブ
ト

の
葉
ま
で
ニ
ホ
ン
ジ
カ
が
食
べ
始
め
て
い
ま

す
。
芦
安
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
と
し
て
も
、
今
年

は
高
山
の
動
植
物
の
生
態
系
の
変
化
に
も
さ

ら
に
気
を
配
り
な
が
ら
、
素
晴
ら
し
い
南
ア

ル
プ
ス
の
実
態
を
も
っ
と
も
っ
と
把
握
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
務
局
よ
り

やっと目を出し始めた芦安のフクジュソウ


