
　

６
月
22
日
（
火
）
午
前
８
時

半
、
経
験
豊
か
な
バ
ス
ガ
イ
ド
も

顔
負
け
の
ス
タ
ッ
フ
Ｇ
さ
ん
の

明
る
く
心
弾
む
点
呼
を
耳
に
、
12

名
の
参
加
者
を
乗
せ
た
貸
し
切
り

バ
ス
は
、
予
定
通
り
に
松
原
地
区

公
民
館
を
出
発
。
中
央
高
速
道
を

ひ
た
す
ら
飯
田
方
面
へ
。
事
前
の

雨
天
予
想
に
反
し
、
梅
雨
模
様
の

曇
り
空
か
ら
時
折
り
陽
射
し
も
こ

ぼ
れ
、
絶
好
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
日

和
。
車
窓
に
は
、
駒
ヶ
岳
の
千
畳

敷
カ
ー
ル
の
残
雪
も
見
え
隠
れ
す

る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
せ
い
か
観
光
バ

ス
の
群
れ
に
も
出
会
わ
ず
、
快
適

に
三
遠
南
信
自
動
車
道
に
入
り
、

瞬
く
間
に
天
龍
峡
に
到
着
。

　

昭
和
レ
ト
ロ
風
の
デ
ザ
イ
ン
が

印
象
的
な

Ｊ
Ｒ
飯
田

線
「
天
竜

峡
駅
」
を

バ
ッ
ク
に

全
員
集
合

（
ま
だ
元

気
で
す
）。

駅
の
傍
に

は
、
天
龍

峡
の
深
い

渓
谷
に
青

緑
色
の
清

流
が
。
時

節
が
ら
梅

雨
の
水
量

を
一
段
と
増
し
て
激
流
さ
な
が
ら

の
迫
力
が
つ
の
る
。
橋
の
袂
に「
天

竜
ラ
イ
ン
下
り
の
り
ば
」
の
看
板

も（
絶
叫
体
験
型
コ
ー
ス
と
か
？
）。

　

館
長
の
音
頭
で
ス
ト
レ
ッ
チ
体

操
に
興
じ
た
の
ち
、
い
よ
い
よ
こ

こ
か
ら
、
全
行
程
７
キ
ロ
・
約
2

時
間
半
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
始
ま

る
。
自
称
「
る
ん
る
ん
グ
ル
ー
プ
」

の
健
脚
ぶ
り
の
お
披
露
目
で
す
。

天
龍
川
左
岸
の
整
備
さ
れ
た
遊
歩

道
を
遡
行
し
、
折
り
返
し
点
の
天

龍
橋
ま
で
は
、「
天
龍
峡
桜
街
道
」

と
名
づ
け
ら
れ
た
桜
並
木
が
続

く
。
い
ず
れ
も
「
御ぎ
ょ

衣い

黄こ
う

」
な
ど

の
貴
重
な
品
種
、
十
数
種
類
の
八

重
桜
の
銘
木
ば
か
り
。
爛
漫
の
春

の
豪
華
な
桜
絵
巻
を
幻
想
し
な
が

ら
、
各
自
思
い
思
い
の
速
度
で
歩

み
を
進
め
る
。
遠
く
中
央
ア
ル
プ

ス
の
や
ま
な
み
も
望
ま
れ
、
見
晴

る
か
す
限
り
広
々
と
し
た
河
川
敷

か
ら
吹
き
そ
よ
ぐ
川
風
の
頬
触
り

が
、
こ
こ
ち
よ
く
疲
れ
を
癒
し
て

く
れ
る
。
暗
い
時
勢
の
鬱
憤
を
よ

そ
に
、
久
し
ぶ
り
の
ゆ
っ
た
り
と

し
た
解
放
感
を
満
喫
。

　

め
じ
る
し
の
赤
い
鉄
橋
（
天
龍

橋
）
を
渡
っ
て
右
岸
沿
い
に
下
り

始
め
た
こ
ろ
合
い
に
、
眼
下
に
一

艘
の
川
下
り
の
船
が
。
川
の
袂
に

は
船
着
き
場

が
あ
り
、
利

用
済
み
の
船
を

巧
み
に
ク
レ
ー

ン
で
吊
っ
て
三

艘
重
ね
て
大
型

ト
ラ
ッ
ク
に
積

み
込
ん
で
い
る

（
上
流
の
乗
り

場
に
回
送
す
る

模
様
）。
め
っ

た
に
見
ら
れ
な
い
面
白
い
船
舶
回

収
シ
ョ
ー
。

　

か
つ
て
味
わ
っ
た
最
上
川
船
下

り
の
波
し
ぶ
き
の
感
触
や
、
ま
だ

就
学
前
の
子
供
の
こ
ろ
に
、
激
流

逆
巻
く
酒
匂
川
に
架
け
ら
れ
た
高

く
長
い
木
製
の
橋
（
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
穴
が
開
い
て
い
た
）
を
、
母
の

手
に
す
が
っ
て
こ
わ
ご
わ
渡
っ
た

光
景
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
思
い
出

さ
れ
ま
し
た
。
年
を
と
る
と
さ
さ

や
か
な
感
動
の
度
に
、
昔
の
思
い

出
が
あ
れ
こ
れ
と
浮
か
び
あ
が
り

ま
す
。
体
力
ば
か
り
で
な
く
、
懐

か
し
い
記
憶
を
も
甦
ら
せ
て
く
れ

た
、今
回
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
感
謝
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、「
龍
・
竜
」

の
表
記
は
、
な
ぜ
こ
ん
な
に
も

バ
ラ
バ
ラ
な
ん
だ
ろ
う
。「
公
式

G
U
I
D
E　

M
A
P
」
は
「
天

龍
」、
Ｊ
Ｒ
の
駅
名
表
示
や
地
元

川
下
り
会
社
の
看
板
に
は「
天
竜
」。

今
の
常
用
漢
字
「
竜
」
は
「
龍
」

の
略
体
と
し
て
広
く
通
用
す
る

が
、
甲
骨
文
字
に
準
じ
た
由
緒
正

し
い
古
形
で
も
あ
る
。

　
「
竜
」
の
甲
骨
文
字
は
「

」。 　

夕
暮
れ
の
川
辺
で
見
る
ホ
タ
ル

は
、
い
つ
見
て
も
癒
さ
れ
ま
す
。
今

年
も
、
内
田
の
塩
沢
川
で
行
わ
れ
る

観
察
会
に
参
加
し
ま
し
た
。
当
日

は
曇
り
の
せ
い
で
発
生
の
最
盛
期
前

に
も
関
わ
ら
ず
、
優
し
い
光
の
競
演

を
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

６
月
は
源
氏
ホ
タ
ル
の
出
番
で

す
が
、
７
月
に
な
る
と
平
家
ホ
タ
ル

に
入
れ
替
わ
る
そ
う
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
名
前
の
由
来
は
、
源
氏
と

平
家
の
魂
が
死
ん
で
も
な
お
合
戦

を
繰
り
広
げ
て
い
る
様
だ
か
ら
と
い

う
説
が
あ
り
ま
す
。
関
東
の
源
氏

ホ
タ
ル
の
点
灯
間
隔
は
約
４
秒
、
関

西
以
西
は
約
２
秒
で
、
混
在
す
る
こ

と
は
な
い
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
ホ

タ
ル
の
移
動
距
離
は
意
外
に
短
く
、

ほ
と
ん
ど
が
生
ま
れ
た
川
で
成
虫
に

な
り
、
そ
の
川
に
子
孫
を
残
し
て
い

る
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
よ

う
で
す
。

　

塩
沢
川
で
は
川
底
を
さ
ら
っ
た

り
人
工
的
に
整
地
し
た
り
し
な
い

で
、
自
然
の
ま
ま
を
維
持
す
る
こ
と

で
ホ
タ
ル
の
生
息
域
を
守
っ
て
い
ま

す
。
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
松
本
ホ

タ
ル
学
会
の
藤
山
静
雄
先
生
は
、
川

全
体
を
草
ぼ
う
ぼ
う
に
し
て
、
全

て
の
自
然
を
保
護
し
続
け
る
必
要

は
な
く
、
人
の
生
活
圏
と
動
植
物

の
生
活
圏
を
上
手
に
共
存
さ
せ
る

こ
と
が
大
切
と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。

川
風
も
、
頬
に
優
し
く
―
―
天
龍
峡
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

川
風
も
、
頬
に
優
し
く
―
―
天
龍
峡
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

▲川沿いの工
　場のスロー
　ガン
天龍橋脇の▶
　　停留所

ホ
タ
ル
観
察
会

ホ
タ
ル
観
察
会
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昨
年
度
の
求
人
は
、
あ
る
職
安

管
内
の
資
料
に
よ
る
と
一
昨
年
に

比
べ
全
体
で
２
割
減
少
。
飲
食
、

宿
泊
関
係
の
求
人
は
激
減
。
製

造
業
の
求
人
も
大
幅
に
減
少
と
の

事
。
コ
ロ
ナ
２
年
目
の
今
年
も
昨

年
並
み
の
求
人
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
の
予
想
の
よ
う
だ
▼
あ
く

ま
で
私
見
だ
が
、
こ
の
禍
中
で
就

職
で
き
た
会
社
だ
か
ら
と
い
っ
て

定
年
ま
で
勤
め
続
け
た
ほ
う
が
良

い
と
は
思
わ
な
い
。
会
社
を
転
々

と
す
る
の
も
良
い
と
思
う
し
、
卒

業
後
す
ぐ
就
職
し
な
い
の
も
良
い

と
思
う
▼
た
だ
し
、
日
本
企
業
の

多
く
は
新
卒
以
外
を
積
極
的
に
採

用
し
よ
う
と
す
る
事
は
少
な
く
、

既
卒
の
場
合
は
募
集
す
ら
行
っ
て

い
な
い
と
い
う
会
社
が
多
い
。
新

卒
と
既
卒
の
人
の
間
に
決
定
的
な

能
力
差
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の

に
「
新
卒
」
と
い
う
カ
ー
ド
が
無

く
な
っ
た
時
点
で
驚
く
ほ
ど
就
職

先
は
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
▼
と

は
言
う
も
の
の
物
事
に
は
タ
イ
ミ

ン
グ
が
あ
り
卒
業
時
期
と
マ
ッ
チ

す
る
か
わ
か
ら
な
い
。
最
終
的
に

は
成
り
た
い
自
分
や
就
き
た
い
職

業
、
自
分
に
合
っ
た
職
種
を
見
つ

け
て
自
立
し
て
い
っ
て
く
れ
り
ゃ

そ
れ
で
い
い
と
我
が
子
に
対
し
て

思
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
扇
状
地
の
上

に
立
地
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

地
域
の
特

性
を
知
っ

た
上
で
、

地
域
に

あ
っ
た
防

災
計
画
を

立
案
し
、

備
え
て
い

く
こ
と
が

重
要
と
感

じ
た
。

　

皆
さ
ん
、
下
に
あ

る
文
字
を
読
め
ま
す

で
し
ょ
う
か
。
普
段

使
わ
な
い
文
字
な
の
で
、
難
し
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ

は
明
治
初
期
の
旧
開
智
学
校
１
年

生
の
読
み
書
き
問
題
の
１
文
字
で

す
。
江
戸
時
代
、
松
本
藩
の
寺
子

屋
の
数
は
国
内
１
位
だ
っ
た
そ
う
で

す
。
識
字
率
は
就
学
率
に
比
例
し

ま
す
。
明
治
８
年
の
日
本
全
国
の

就
学
率
は
35
％
で
し
た
が
、
筑
摩

県
は
72
％
に
達
し
て
い
ま
し
た
。

　

現
在
に
つ
な
が
る
学
校
制
度
は

明
治
５
年
に
頒
布
（
発
布
）
さ
れ

ま
す
。
翌
６
年
に
開
智
学
校
は
そ

の
先
陣
を
切
っ
て
寺
院
跡
を
活
用

し
て
開
校
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
そ

の
翌
年
に
は
、
全
32
教
室
が
中
廊

下
を
挟
む
形
の
西
洋
風
の
校
舎
が

完
成
し
、
数
々
の
独
創
的
な
学
校

教
育
を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

　

昼
間
、
学
校
に
通
う
こ
と
の
で

き
な
い
子
守
奉
公
の
子
守
り
学
級

（
無
料
）、
丁
稚
奉
公
や
芸
子
修
行

の
子
ど
も
の
た
め
の
特
別
学
級
、

体
の
弱
い
子
ど
も
を
森
で
遊
ば
せ

る
林
間
保
育
、
勉
強
に
付
い
て
い

け
な
い
子
ど
も
を
集
め
た
救
済
学

級
。
こ
こ
は
学
内
で
最
も
優
秀
な

教
師
が
担
当
し
た
そ
う
で
す
。
さ

ら
に
、
松
本
の
図
書
館
や
博
物
館
、

幼
稚
園
の
起
源
も
こ
の
開
智
学
校

で
す
。

　

開
智
学
校
が
西
洋
風
で
豪
華
な

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
で
飾
ら
れ
「
ギ

ヤ
マ
ン
学
校
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
旧
山
辺
学
校
は
費

　

気
象
庁
は
天
気
予
報
を
出
す
だ

け
で
は
な
く
、
防
災
気
象
情
報
の

発
表
が
重
要
な
使
命
で
あ
る
。
そ

し
て
、
自
治
体
は
、
発
表
さ
れ
た

情
報
を
も
と
に
、
避
難
指
示
等
の

「
行
動
を
促
す
情
報
」を
発
令
す
る
。

　

山
梨
地
方
気
象
台
で
は
、
今
年

度
改
訂
さ
れ
た
防
災
気
象
情
報
の

ポ
イ
ン
ト
と
災
害
事
例
に
つ
い
て

解
説
い
た
だ
い
た
。
山
梨
県
の
災

害
事
例
で
は
あ
る
が
、
長
野
県
も

気
候
や
地
勢
が
類
似
し
て
お
り
有

意
義
で
あ
る
。
防
災
気
象
情
報
は
、

警
戒
レ
ベ
ル
が
１
～
５
の
５
段
階

に
数
値
化
さ
れ
て
い
る
が
、
今
年

度
か
ら
レ
ベ
ル
４
は
避
難
指
示
に

１
本
化
さ
れ
分
か
り
や
す
く
な
っ

て
い
る
。
情
報
を
活
用
す
る
の
は

私
た
ち
で
あ
り
、
レ
ベ
ル
４
ま
で

に
必
ず
避
難
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

　

山
梨
県
立
防
災
安
全
セ
ン
タ
ー

学
都
松
本
の
近
代
史

学
都
松
本
の
近
代
史

防
災
講
座

防
災
講
座  

受
講
報
告

受
講
報
告
第
５
町
会　

宮
澤　

信

“
轡
く
つ
わ”

歩
い
て
歩
い
て

用
を
抑
え
た
伝
統
的
な
日
本
建
築

の
作
り
で
「
障
子
学
校
」
と
呼
ば

れ
ま
し
た
。
明
治
６
年
に
兎
川
寺

本
堂
を
借
り
て
開
校
し
た
山
辺
学

校
は
、
里
山
辺
村
と
入
山
辺
村
の

村
費
と
住
民
の
寄
付
に
よ
り
、
明

治
18
年
に
現
在
の
校
舎
が
完
成
し

ま
す
。「
教
育
は
県
政
の
柱
」
と

し
て
県
内
の
学
校
設
立
を
推
進
し

た
筑
摩
県
権
令
（
知
事
）
永
山
盛

輝
を
、
教
育
を
尊
ぶ
住
民
が
支
え
、

開
智
学
校
や
山
辺
学
校
の
設
立
を

実
現
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
旧
開
智
小
学
校
舎
か
ら

旧
開
智
学
校
跡
、
旧
山
辺
小
学
校

を
遠
藤
学
芸
員
と
一
緒
に
巡
り
、

数
々
の
お
話
を
お
伺
い
し
、
教
室

で
の
模
擬
授
業
も
体
験
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

明
治
維
新
後
の
日
本
が
短
期
間

に
欧
米
列
強
と
の
距
離
を
縮
め
る

こ
と
が
出
来
た
の
は
、
教
育
を
尊

ぶ
人
々
の
熱
い
思
い
が
大
き
く
貢

献
し
ま
し
た
。
こ
の
講
座
で
、
学

校
や
社
会
教
育
に
も
っ
と
積
極
的

に
係
る
よ
う
に
、
先
人
た
ち
か
ら

お
尻
を
叩

か
れ
た
気

が
し
ま
す
。

で
は
、
地
域
に
お
け
る
「
自
助
・

共
助
」
の
重
要
性
を
学
ん
だ
。
地

震
体
験
は
貴
重
で
あ
る
。
震
度
７

の
大
地
震
で
は
何
も
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
を
実
感
で
き
る
。
揺
れ

る
前
に
備
え
る
こ
と
、
揺
れ
が

収
ま
っ
た
後
に
何
を
す
べ
き
か
な

ど
、
改
め
て
考
え
る
機
会
と
な
っ

た
。

　

松
原
地
区
は
、
内
陸
活
断
層
と

し
て
は
全
国
ト
ッ
プ
の
危
険
度
と

な
っ
て
い
る
牛
伏
寺
断
層
を
身
近

に
控
え
、
牛
伏
川
の
土
石
流
に
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大きな揺れは予告されても対応が難しい！
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