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甲
武
信
ヶ
岳
中
腹
に
源
を
持
つ
千
曲
川
は
、

７
キ
ロ
ほ
ど
北
に
向
け
て
奔
流
し
、三み

く
に
や
ま

国
山
か

ら
流
れ
出
る
水
を
集
め
て
西
に
向
か
い
、
梓
山

で
梓
川
を
、
秋
山
と
居
倉
の
間
で
金
峰
山
川

を
併
せ
て
川
幅
を
広
げ
、大お

お
み
や
ま

深
山
、原
、本
郷
、

御
所
平
な
ど
、
主
要
な
集
落
を
潤
し
て
流
れ

て
い
く
。
信
濃
川
上
村
を
貫
流
す
る
千
曲
川

に
は
、
大
河
の
源
流
に
ふ
さ
わ
し
い
気
品
が
感

じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

川
幅
に
比
べ
て
水
深
は
大
人
の
膝
を
濡
ら

す
か
濡
ら
さ
な
い
か
ほ
ど
に
浅
く
、
川
底
の
小

石
に
目
を
や
り
な
が
ら
、一つ
の
空
想
が
わ
た

し
を
と
ら
え
る
。
今
か
ら
一
万
二
千
年
の
昔
、

こ
の
清
流
の
中
を
数
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
の
鮭
が

子
孫
を
残
す
た
め
に
遡
って
き
て
も
不
思
議
で

は
な
か
ろ
う
。

　

昭
和
の
初
め
、
川
上
村
の
由
井
茂
也
青
年

が
野の

ず
ら面
や
道
路
に
落
ち
て
い
る
黒
光
り
の
す

る
小
石
を
拾
っ
て
い
た
こ
と
が
考
古
学
者
の
目

に
と
ま
り
、
若
者
が
蒐
め
て
い
た
小
石
が
、
数

十
キ
ロ
も
離
れ
た
和
田
峠
の
辺
り
か
ら
運
ば

れ
て
き
た
黒
曜
石
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

た
。

　
ハ
ガ
ネ
の
よ
う
に
鋭
い
黒
曜
石
は
、
千
曲
川

の
上
流
で
水
揚
げ
さ
れ
る
鮭
を
さ
ば
く
た
め

に
ど
う
し
て
も
必
要
な
ナ
イ
フ
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　

信
濃
川
上
村
か
ら
山
ひ
と
つへ
だ
て
た
北
相

木
村
の
洞
窟
「
栃
原
岩
陰
遺
跡
」
か
ら
は
総

重
量
二
百
キ
ロ
を
こ
え
る
獣
骨
が
発
見
さ
れ
、

な
か
に
は
鮭
、マ
ス
の
椎
骨
も
混
じ
っ
て
い
た
。

山
一つへ
だ
て
た
千
曲
川
支
流
相
木
川
の
初
期

縄
文
人
が
鮭
漁
を
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
だ
。

佐
久
は
日
本
で
海
か
ら
最
も
遠
い
地
域
で
あ

り
な
が
ら
鮭
の
産
院
で
あ
っ
た
の
だ
。　

　

千
曲
川
に
は
二
四
〇
ほ
ど
の
支
流
が
あ
る

が
、
古
村
の
多
く
は
支
流
の
棚
田
と
と
も
に

す
で
に
中
世
に
は
出
来
上
が
っ
て
い
た
。
古
村

の
棚
田
は
人
工
の
貯
水
池
で
あ
り
、
山
林
と

と
も
に
緑
の
ダ
ム
の
役
割
を
中
世
以
来
担
い
つ

づ
け
て
き
た
と
み
て
よ
い
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、

盆
地
中
央
の
水
田
開
発
は
近
世
利
水
技
術
の

発
展
を
待
つ
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

　

わ
た
し
の
生
ま
れ
た
佐
久
市
臼
田
は
千
曲

川
上
流
の
隣
村
に
取
水
口
を
設
け
、
臼
田
よ

り
下
流
の
佐
久
盆
地
八
ヵ
村
は
わ
た
し
の
町

に
共
同
取
水
口
を
作
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
江
戸

末
期
か
ら
明
治
を
待
た
ね
ば
完
成
し
な
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、こ
れ
ら
の
難
工
事
と
平

行
し
て
佐
久
盆
地
に
は
千
曲
川
か
ら
十
分
な

水
が
供
給
さ
れ
、
山
間
と
は
違
って
南
か
ら
北

に
向
か
っ
て
緩
や
か
な
棚
田
が
開
発
さ
れ
た
。

千
曲
川
の
清
流
が
田
に
引
か
れ
る
や
、
佐
久

盆
地
の
農
民
た
ち
は
左
官
顔
負
け
の
よ
う
に

強
固
な
畦
を
つ
く
り
、
畦
に一
尺
間
隔
に
大
豆

を
二
、三
粒
蒔
い
た
上
で
、田
植
え
を
終
え
た
。

苗
が
根
付
い
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
、メ
ダ
カ
ほ

ど
の
鯉
の
稚
魚
を
バ
ケ
ツ
に
一
杯
一
枚
一
枚
の
水

田
に
放
っ
た
。
稚
魚
は
泳
ぎ
回
っ
て
稲
の
分ぶ

ん
け
つ蘖

を
促
し
、
水
中
の
藻
や
害
虫
を
食
し
、
ご
褒

美
に
蚕
の
蛹
を
撒
い
て
も
ら
って
成
長
し
、
秋
、

田
の
水
を
落
と
す
頃
に
は
立
派
な
当と

う
ざ
い歳
に
な
っ

て
食
卓
に
のっ
た
。

　

田
植
え
直
前
、
畦
に
蒔
か
れ
た
大
豆
は
根

を
張
って
水
田
の
決
壊
を
防
ぎ
、
空
気
中
の
窒

素
を
根
に
固
定
し
て
土
に
返
還
し
た
あ
と
、

お
婆
さ
ん
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
豆
腐
と
な

り
、
味
噌
と
な
っ
た
。
水
田
養
鯉
は
千
曲
川

水
質
の
カ
ナ
リ
ア
で
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
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