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報

こ
れ
が
駅
､
こ
れ
が
バ
イ
パ
ス
'
市
民
会
館
が
こ
れ
で
､
公

民
館
が
こ
っ
ち
､
有
料
道
路
は
こ
れ
か
-
･
と
こ
れ
は
机
で
拡

げ
た
地
図
の
上
を
眼
が
追
っ
た
順
序
で
あ
る
｡
ス
ペ
ー
ス
上
の

大
町
市
の
概
念
は
､
何
の
苦
も
在
-
､
ま
た
瞬
時
に
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
｡
今
度
新
し
く
ど
こ
の
部
落
が
開
発
さ
れ
る
と

か
へ
何
々
道
が
ど
こ
を
貫
く
と
か
､
も
し
も
新
幹
線
が
通
れ
ば

こ
の
辺
が
新
駅
の
位
置
じ
ゃ
を
い
か
､
を
ど
と
､
い
ろ
い
ろ
を

思
惑
が
先
づ
脳
裏
を
か
す
め
た
の
ち
､
こ
の
地
図
の
上
へ
と
移

行
し
て
ゆ
く
｡
い
ま
仮
り
に
一
つ
の
開
発
プ
ラ
ン
が
起
っ
た
と

す
る
と
､
そ
の
プ
ラ
ン
の
ほ
と
ん
ど
も
'
こ
の
地
図
の
上
で
構

成
さ
れ
'
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
ゆ
-
｡
そ
し
て
さ
ら
に
地
図
か

ら
得
た
感
覚
が
情
報
と
在
り
､
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

ト

さ

れ

て

ゆ

く

｡

私
は
よ
く
､
大
町
の
東
山
に
登
っ
て
街
や
､
風
景
を
眺
め
る

眺
め
は
じ
め
て
か
ら
の
二
十
年
ぐ
ら
い
の
間
に
も
､
駅
は
大
き

く
在
り
'
市
民
会
館
も
で
き
､
有
料
道
路
も
白
い
線
と
在
っ
て

現
わ
れ
た
｡
勿
論
家
並
は
抜
か
り
'
高
層
化
し
､
そ
の
型
も
色

も
変
っ
て
､
か
っ
て
お
盆
の
底
の
よ
う
に
平
で
広
か
っ
た
田
ん

ぼ
や
原
野
が
'
ま
だ
ら
に
ち
ぎ
ら
れ
､
せ
ば
ま
っ
て
き
て
い
る
｡

変
ら
ぬ
も
の
と
い
え
ば
､
遠
-
ホ
リ
ゾ
ン
ト
に
連
在
る
山
並
だ

け
で
あ
る
｡
そ
こ
で
見
る
大
町
市
の
地
図
は
平
面
で
四
角
を
机

の
上
の
そ
れ
と
ち
が
っ
て
､
空
間
が
あ
り
`
高
低
が
あ
り
､
風

や
温
度
や
､
音
の
響
き
さ
え
も
感
じ
ら
れ
る
が
､
南
か
ら
北
へ

ひ
ろ
が
っ
て
見
え
る
こ
の
パ
ノ
ラ
マ
は
､
ま
た
一
つ
の
曲
面
と

し
て
つ
か
ま
え
る
こ
と
も
で
き
た
｡
家
の
中
で
考
へ
る
よ
り
も
､

は
る
か
に
現
実
的
で
､
限
り
の
あ
る
土
地
で
あ
る
と
思
っ
た
｡

い
つ
か
子
供
と
一
緒
に
鷹
狩
の
項
に
立
っ
た
と
き
'
子
供
は
｢

と
う
ち
ゃ
ん
､
地
図
の
よ
う
だ
ね
｣
と
叫
ん
た
｡
こ
れ
は
子
供

が
体
験
で
つ
か
ん
だ
ス
ペ
ー
ス
に
対
す
る
感
覚
で
あ
り
､
さ
ら

に
は
地
図
の
概
念
と
の
一
致
に
よ
っ
て
見
出
し
た
実
感
で
あ
る
｡

こ
の
実
感
こ
そ
が
大
切
で
は
会
い
だ
ろ
う
か
､
近
時
私
た
ち
の

ま
わ
り
に
は
､
こ
の
実
感
の
伴
あ
を
い
情
報
が
如
何
に
氾
濫
し

て
い
る
こ
と
か
､
そ
れ
は
ど
ん
な
に
多
量
に
導
入
さ
れ
て
も
､

泡
の
如
く
消
え
去
っ
て
し
ま
う
運
命
に
あ
ろ
う
｡
い
ろ
い
ろ
を

人
が
､
い
ろ
い
ろ
を
角
度
で
と
ら
え
得
た
､
個
性
的
で
実
感
的

情
報
が
集
約
さ
れ
て
こ
そ
､
は
じ
め
て
そ
こ
に
､
す
ぼ
ら
し
い

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
が
起
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

-

(

山

鴫

)

-



②第3栖郵便物認可(昭和35年7月26日)1972. ll.25

昭和時代初期の登山風俗

明治時代の女子登山凰借

鰭物博ど山

登

山

用

具

の

変

遷

　

㈲

山
で
パ
イ
プ
を
愛
用
し
た
し
た
の
は
バ
ト
ミ
ン
ト

ン
･
ス
タ
イ
ル
の
頃
か
ら
初
ま
っ
て
以
来
い
ま
だ
に

つ
づ
い
て
い
る
｡
鋸
と
錠
と
は
昔
も
今
も
か
お
り
を

く
重
宝
が
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
､
帽
子
の
み
は
多

彩
多
用
で
､
運
動
帽
あ
り
経
木
の
鍔
広
あ
り
ク
ロ
ス

キ
ャ
ッ
プ
あ
り
中
折
あ
り
､
然
し
て
ベ
レ
ー
あ
り
チ

ロ
ル
帽
あ
り
と
い
う
風
で
あ
る
｡

大
正
に
入
っ
て
か
ら
女
子
登
山
の
き
ざ
し
が
み
え

で
き
た
｡
女
生
徒
は
各
々
の
正
規
の
学
校
服
を
き
て

い
た
｡
わ
ず
か
に
金
剛
杖
と
草
鞋
あ
る
い
は
ゴ
ム
靴

と
糸
立
そ
し
て
ル
ッ
ク
で
登
山
者
の
み
わ
け
が
つ
い

た
｡
き
も
の
の
裾
を
折
り
経
木
作
り
の
帽
を
戴
き
脚

絆
.
草
鞋
､
杖
'
雑
費
､
そ
う
い
う
在
り
を
し
て
一
般

の
女
性
は
登
山
を
し
て
い
た
(
お
も
に
大
正
時
代
)

た
だ
自
覚
し
た
人
の
み
が
､
大
型
の
ル
ッ
ク
を
担
ぎ

山
行
に
ふ
さ
わ
し
い
洋
装
を
し
て
登
っ
た
｡
登
山
靴

が
普
遍
化
す
る
よ
う
に
を
っ
て
ピ
ッ
ケ
ル
も
持
た
れ

た
(
昭
和
初
期
)
｡

さ
て
､
昭
和
に
在
っ
た
｡
山
内
東
一
郎
が
仙
台
で

ピ
ッ
ケ
ル
と
ア
イ
ゼ
ン
を
打
ち
出
し
た
｡
札
幌
の
門

西

　

岡

一

雄

日
直
馬
が
一
年
を
お
い
て
こ
れ
を
追
っ
た
｡
こ
の
二

つ
の
も
の
は
日
本
を
代
表
し
て
恥
ず
か
し
か
ら
ぬ
名

品
で
あ
っ
た
｡
ウ
イ
ム
パ
ア
天
幕
は
い
ち
早
-
既
に

明
治
の
岳
人
に
も
知
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
､
昭
和

に
在
っ
て
冬
山
が
大
い
に
盛
ん
に
を
る
に
伴
い
､
こ

こ
に
再
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡

六
年
頃
に
､
京
都
大
学
は
富
士
山
に
極
地
法
を
試

み
た
｡
そ
の
後
､
白
頭
山
厳
冬
期
の
登
山
に
よ
り
'

あ
が
国
初
め
て
ア
ー
ク
チ
ッ
ク
テ
ン
ト
が
作
ら
れ
た

引
次
ぐ
立
教
大
学
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
遠
征
に
よ
り
､
カ
マ

ボ
コ
型
天
幕
が
ま
た
表
わ
れ
た
｡
ラ
ン
タ
ン
か
ら
電

灯
へ
と
進
歩
し
て
い
た
｡
ひ
と
え
の
寝
袋
が
絹
綿
を

中
味
と
し
た
寝
袋
に
な
っ
た
｡
水
鳥
の
胸
毛
を
入
れ

た
の
か
最
上
と
さ
れ
た
｡
や
か
ん
を
携
え
て
湯
を
沸

し
た
明
治
時
代
か
ら
コ
ッ
ヘ
ル
に
す
す
み
'
メ
ー
タ

を
焚
い
た
の
が
､
ラ
ヂ
ウ
ス
と
い
う
火
力
の
強
い
バ

ー
ナ
ー
が
使
わ
れ
て
天
幕
生
活
は
大
い
に
楽
に
愉
し

め
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

こ
の
頃
に
在
る
と
草
鞋
と
い
う
名
を
知
る
だ
け
で

実
物
を
知
ら
を
い
若
い
登
山
家
が
沢
山
に
い
た
｡
み

な
靴
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
｡
そ
う
な
る
と
こ
こ
に

厄
介
を
こ
と
に
打
鋲
法
が
論
議
さ

れ

た

｡

ト

リ

コ

ニ

ー

､

ク

リ

ン

ケ

ル
鋲
の
優
劣
や
ら
配
列
法
が
そ
れ

で
あ
っ
た
｡
い
つ
し
か
岩
登
り
が

登
山
の
主
流
の
よ
う
に
思
わ
れ
て

き
た
｡
そ
の
登
山
に
も
動
的
を
登

山
と
静
的
を
登
山
に
分
化
し
て
､

こ
こ
に
も
ア
ル
ビ
ニ
ズ
ム
に
関
し

て
の
論
議
が
か
わ
さ
れ
て
い
た
｡

め
っ
き
り
と
女
流
登
山
者
の
増

加
が
眼
に
"
つ
い
た
｡
男
に
も
劣
ら

ぬ
大
型
の
キ
ス
リ
ン
グ
に
一
杯
詰

.
ハ
ィ
ブ
､
と
く
に
ダ
ン
ヒ
ル
は
笠
山
家
の
降
格
の
一
つ
で
あ
っ
た
｡
-
一
ッ
カ
姿

は
イ
キ
で
あ
っ
た
｡
十
年
前
後
に
は
チ
ロ
ル
帽
の
流
行
が
あ
っ
た
｡
小
脇
に
ピ

ッ
ヶ
ル
を
抱
え
る
の
も
特
長
で
あ
っ
た
｡
登
山
の
た
め
の
登
山
服
は
大
正
に
も

あ
っ
た
け
れ
ど
も
､
昭
和
に
な
っ
て
こ
ん
な
に
J
j
派
に
な
っ
て
い
た
｡

･oF.JT;., ,;,.. ,:itI,:. ,:, ,:.:.. I.,I.:.:,../:+,, -≡

め
込
ん
で
一
流
の
ピ
ッ
ケ
ル
を
小

脇
に
抱
え
て
ガ
イ
ド
レ
ス
で
登
山
し
た
｡
ゴ
ッ
グ
ル

ク
ロ
ス
キ
ャ
ッ
プ
､
ア
イ
シ
ェ
ー
ド
､
こ
れ
ら
の
人

々
の
多
く
は
ニ
ッ
カ
姿
で
あ
っ
た
｡
テ
ル
モ
ス
も
コ

ッ
ヘ
ル
も
依
然
愛
用
さ
れ
て
い
た
｡
ピ
ッ
ケ
ル
の
紐

は
い
つ
し
か
移
動
式
に
在
っ
て
い
た
｡
八
､
九
年
頃

か
ら
で
あ
ろ
う
｡
同
じ
頃
'
チ
ロ
ル
帽
が
い
た
-
流

行
し
出
し
た
｡
山
は
ま
さ
に
多
彩
の
交
を
増
し
た
｡

朝
鮮
､
千
島
'
台
湾
へ
と
引
続
-
遠
征
は
'
こ
れ

ら
の
用
具
の
進
歩
に
拍
車
を
か
け
た
｡
大
正
の
末
､

大
島
さ
ん
が
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
･
ス
タ
イ
ル
を
か
い
た

頃
か
ら
､
プ
ラ
イ
ヤ
に
火
を
つ
け
て
吸
う
こ
と
が
は

や
り
出
し
た
｡
岩
小
舎
に
ね
そ
べ
っ
て
､
一
映
し
を

が
ら
人
生
を
論
じ
山
の
宿
命
を
語
り
あ
う
､
そ
う
い

う
た
の
し
み
が
､
こ
の
パ
イ
プ
か
ら
吐
き
出
さ
れ
る

一
炊
に
よ
っ
て
か
も
し
出
さ
れ
て
い
た
｡

登
山
者
の
増
加
は
つ
い
に
山
小
舎
の
濫
立
と
な
った

た
｡
登
山
は
容

や†

富
士
山
以
外
で
は
女
子
室
山
は
な
か
っ
た
か
ら
､
大
正
初
期
も
お
よ
そ
こ
の
蜜
で

豊
山
し
た
｡
こ
れ
能
管
通
の
人
の
も
の
で
､
脚
縛
は
白
が
正
し
い
｡

靴
は
白
い
連
動
掩
｡
小
さ
な
ル
ッ
ク
に
沢
山
の
小
錦

を
齢
っ
て
鳴
ら
し
て
歩
い
た
｡

〟,jT;..:,)(..,., IJJi,, JJl,.+.:..漢.,..,.. ,.:I.:., ,,,;",〉

易
く
一
般
化
し

宿
泊
は
自
由
と

在

っ

た

｡

こ

れ

に
伴
っ
て
ガ
イ

ド
レ
ス
や
単
軸

行
者
も
ふ
え
た

の
で
､
あ
の
明

治
大
正
と
続
い

た
名
案
内
人
の

輩
出
も
活
動
も

ひ
た
と
と
ま
り

む
し
ろ
登
山
者
の
ベ
テ
ラ
ン
は
案
内
人
以
上
に
山
に

詳
し
く
在
っ
て
い
た
｡

ウ
イ
ン
ド
ヤ
ッ
ケ
と
い
う
も
の
は
既
に
大
正
十
年

頃
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
だ
が
､
ア
ノ
ラ

ッ
ク
の
名
に
於
で
知
ら
れ
る
ヤ
ッ
ケ
は
､
麻
生
武
治

さ
ん
に
よ
り
ホ
ル
メ
ン
コ
ツ
レ
ン
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

大
会
の
時
招
来
さ
れ
､
昭
和
の
ヘ
ル
ゼ
ッ
ト
中
尉
の

来
朝
に
よ
り
普
遍
化
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
｡
フ
イ
ビ

ー
ト
ル
･
ハ
ー
ケ
ン
も
カ
ラ
ビ
ナ
も
昭
和
に
入
っ
て

か
ら
そ
ろ
う
の
で
'
大
正
期
の
物
は
リ
ン
グ
ハ
ー
ケ

ン
､
ペ
ッ
グ
が
主
で
､
カ
ラ
ビ
ナ
は
粗
雑
で
形
だ
け

が
カ
ラ
ビ
ナ
で
あ
っ
た
｡

戦
後
は
何
も
か
も
か
わ
っ
た
｡
｢
年
々
歳
々
花
相

同
､
年
々
歳
々
人
不
同
｣
と
唐
人
は
請
っ
た
が
､
そ

の
自
然
で
さ
え
か
あ
っ
た
｡
試
み
に
思
え
､
喜
作
新

道
か
つ
-
以
前
の
槍
ヶ
岳
周
辺
を
'
山
は
寂
漠
と
し

て
太
古
の
姿
で
あ
っ
た
｡
し
か
る
に
今
は
､
山
上
に

さ
ら
に
人
の
山
が
重
り
あ
っ
て
い
る
｡
山
小
舎
が
競

い
建
っ
て
独
語
の
限
り
で
あ
る
｡

あ
る
日
'
僕
は
中
尾
峠
を
越
し
た
｡
大
庄
前
後
に

続
い
て
踵
を
断
た
を
い
｡
ヨ
ー
デ
ル
が
谷
間
か
ら
流

れ
て
き
た
｡
輩
か
ら
は
流
行
歌
が
聞
え
て
く
る
｡
頂

上
小
舎
で
は
ラ
ジ
オ
が
山
の
天
気
を
報
じ
て
い
た
｡

三
々
僅
々
と
木
の
根
枕
に
革
を
福
に
男
も
女
も
ね
そ

べ
り
､
あ
る
者
よ
テ
ル
･
モ
ス
の
紅
茶
を
傾
け
あ
る
昌

は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
曲
っ
て
い
た
｡
糸
立
に
か
わ
っ

た
空
気
入
り
マ
ッ
ト
を
し
い
て
歓
談
に
ふ
け
っ
て
い

た
｡
小
舎
の
ま
わ
り
は
缶
詰
の
空
缶
で
と
こ
ろ
ど
こ



第3極郵便物認可(昭和35年7月261｣)

昭和戦前の一都学生の登山風俗

③

章雄(あらじ)明治大玉

かつTは龍でもみなこれをはいた｡昭和になってからは全くすたれて.

あらじを知らない青年さえあった｡けれども日消戦争の軍人はみなあら

じであったあらじはあらが普通が･だ麻でつくったのもあった｡

昭和時代女子室山風俗

鰭物鰭ど山

ろ
小
丘
を
形
づ
く
っ
て
い
た
｡

紅
色
の
ル
ッ
ク
･
藍
色
の
ル
ッ
ク
(
昔
は
こ
ん
な
色

の
ル
ッ
ク
は
誰
に
も
嫌
が
ら
れ
て
い
た
)
､
不
意
に

小
舎
の
鐘
が
鳴
っ
た
｡
一
体
何
の
合
図
で
あ
ろ
う
か

｡
今
や
山
は
文
字
通
り
全
く
プ
レ
イ
･
グ
ラ
ン
ド
で

あ
る
｡
か
と
思
う
と
､
若
さ
と
自
信
溢
る
る
青
年
が

峻
険
鳥
専
ら
で
は
寄
り
つ
き
難
さ
岩
頭
に
挑
ん
で
､

あ
た
ら
空
し
く
敵
っ
て
ゆ
く
者
も
あ
る
｡

そ
う
い
う
人
の
た
め
に
､
ま
た
､
極
め
て
精
巧
無

比
な
登
肇
器
具
と
高
度
の
技
術
と
が
身
近
に
感
せ
ら

れ
る
｡
岩
に
穴
を
掘
り
又
そ
れ
を
う
め
る
も
の
か
ら

ル
ッ
ク
や
他
の
必
要
品
を
揚
げ
降
し
す
る
フ
イ
フ
イ

あ
ぷ
･
け

と
か
､
デ
ク
ロ
シ
ュ
と
か
､
そ
し
て
鐙
は
常
用
化
し

た
｡
こ
う
し
て
人
命
に
必
要
な
た
め
に
は
､
何
を
用

い
､
ど
う
い
う
登
り
方
を
し
て
も
又
ど
う
い
う
こ
と

を
し
て
も
差
支
え
老
い
と
い
う
考
え
方
に
か
れ
っ
て

ゆ
く
か
ら
､
昔
､
や
か
ま
し
か
っ
た
英
国
風
の
窮
屈

な
道
義
観
念
は
今
や
い
た
-
う
す
ら
い
で
き
て
い
る
.

困
難
を
登
山
の
た
め
､
従
っ
て
用
具
の
発
達
は
好

む
と
否
と
に
係
ら
ず
､
こ
う
を
っ
て
ゆ
く
の
も
仕
方

を
か
ろ
う
か
｡
ピ
ッ
ケ
ル
の
頭
に
穴
が
あ
い
た
｡
こ

の
た
め
確
保
は
一
層
安
全
性
を
増
し
た
｡
ロ
ー
プ
は

ナ
イ
ロ
ン
糸
へ
と
移
っ
て
ゆ
-
､
こ
れ
に
も
安
全
度

が
強
ま
っ
た
｡
靴
底
は
ビ
ブ
ラ
ム
と
か
わ
っ
た
か
ら

も
う
面
倒
な
打
鋲
の
配
慮
は
い
ろ
な
-
な
っ
た
｡
ラ

ジ
オ
で
山
の
気
象
予
知
が
で
き
る
か
ら
注
意
さ
え
怠

り
牽
く
ば
遺
難
は
一
応
さ
け
ら
れ
る
筈
で
あ
る
｡
無

線
の
使
用
は
､
お
互
に
連
絡
が
と
れ
て
万
事
に
好
都

合
と
な
っ
た
｡

要
す
る
に
現
代
人
の
登
山
は
特
種
な
人
か
ら
は
な

れ
て
､
直
接
に
社
会
の
家
庭
や
台
所
に
ま
で
直
結
し

た
か
ら
､
都
会
の
ぜ
い
た
く
品
も
そ
の
ま
ま
山
中
で

使
い
､
或
は
喰
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
在
っ
た
｡

石
油
コ
ン
ロ
へ
プ
リ
マ
ス
､
ブ
タ
ン
ガ
ス
コ
ン
ロ
等

が
そ
の
一
端
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
｡
ま
た
テ
ト

ロ
ン
と
か
､
B
･
B
組
と
か
､
化
学
繊
維
の
発
達
は

人
体
を
温
め
て
登
山
を
快
適
に
か
つ
容
易
な
ら
し
め

た
｡

こ
れ
ら
の
品
々
は
明
治
期
に
は
勿
論
み
ら
れ
な
か

っ
た
し
､
大
正
期
に
於
で
さ
え
コ
ッ
ヘ
ル
ぐ
ら
い
し

か
な
か
っ
た
｡

ス
キ
ー
に
つ
い
て
一
言
ふ
れ
る
な
ら
ば
'
一
本
の

良
枝
と
締
具
そ
し
て
り
リ
エ
ン
フ
ェ
ル
ト
式
を
､
レ

が
交
錯
し
て
愛
用
さ
れ
て
い
た
が

い
つ
し
か
カ
ン
ダ
ハ
ー
ル
へ
と
か

わ
っ
て
い
た
｡
杖
は
両
杖
へ
､
竹

は
ト
ン
キ
ン
竹
へ
'
そ
し
て
つ
い

に
金
属
製
と
な
っ
た
｡

ス
キ
ー
そ
の
物
は
､
単
板
か
ら

合
板
と
在
り
､
ま
さ
に
金
属
製
が

完
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
ら
容
易
に

折
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
し
､
ま

た
狂
っ
た
り
も
し
な
い
だ
ろ
う
｡

塗
蝋
の
苦
労
も
昔
話
と
在
り
つ
つ

あ

る

｡

故

に

､

パ

ラ

ー

も

メ

タ

-

ガ
イ
ド
レ
ス
な
る
が
故
に
す
べ
て
自
分
で
担
っ
た
｡
入
賞
目
は
あ
っ
た
｡
ピ
ッ
ケ
ル
は

名
品
で
腰
皮
は
カ
モ
シ
カ
､
沓
下
は
長
短
〓
枝
を
重
ね
た
無
住
ひ
げ
を
は
や
し
て
い
た
｡

ル
ビ
氏
は
明
治
四
十
四
年
に
日
本
へ

持
っ
て
き
た
｡
そ
れ
が
皮
革
系
統
の

コ
イ
ッ
ト
フ
ェ
ル
ト
締
具
に
移
る
の

は
大
正
八
･
九
年
頃
に
そ
の
き
ざ
し

か
み
え
て
き
た
｡
以
後
こ
の
締
具
が

全
盛
を
き
わ
め
で
い
る
中
に
も
へ
金

具
と
皮
革
と
の
折
衷
式
教
護
の
締
具

も
今
は
い
ら
老
い
｡
そ
の
か
わ
り

シ
ー
ル
ス
キ
ン
が
な
く
な
っ
て
人
道
シ
ー
ル
が
作
ら

れ
た
｡
著
し
い
変
化
は
'
昔
は
ち
ょ
っ
と
ス
キ
ー
が

滑
れ
る
よ
う
に
な
る
と
､
す
ぐ
に
お
山
の
天
辺
へ
あ

げ
ら
れ
､
ツ
ワ
ー
へ
と
一
日
が
け
で
遠
出
に
か
り
出

さ
れ
た
｡

そ
れ
を
く
り
返
し
で
い
る
間
に
､
い
つ
し
か
山
ス

キ
ー
の
要
領
を
会
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
｡
今
の
ス

キ
ー
マ
ン
は
技
術
こ
そ
向
上
し
用
具
こ
そ
比
較
に
も

な
ら
ぬ
程
大
進
歩
を
し
て
い
る
の
に
､
ひ
た
す
ら
易

さ
に
の
み
頼
り
､
リ
フ
ト
に
吊
し
あ
げ
ら
れ
､
た
だ

遊
び
に
の
み
ふ
け
っ
て
い
る
か
ら
脚
力
強
靭
の
基
本

的
動
作
を
欠
-
か
ら
遠
出
の
気
迫
を
失
っ
て
ツ
ワ
-

に
遽
巡
す
る
｡
技
術
の
不
備
を
頑
張
り
で
補
っ
た
昔

の
ス
キ
ー
が
､
繊
細
な
技
術
の
み
の
遊
び
の
ス
キ
ー

と
在
っ
て
し
ま
っ
た
｡

要
す
る
に
､
明
治
は
ま
だ
探
検
登
山
だ
っ
た
｡
登

山
の
た
め
の
特
別
を
物
は
な
か
っ
た
｡
人
々
は
あ
る

物
を
在
り
の
ま
ま
に
使
っ
て
い
た
｡
蠣
嬉
傘
､
小
用

原
提
灯
､
草
鞋
､
生
巽
壷
を
み
て
も
わ
か
る
｡
大
正

は
先
ず
冬
山
か
ら
ロ
ッ
ク
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
展
開
し

て
､
末
期
に
於
で
は
近
代
登
山
の
全
貌
を
整
え
た
｡

ツ

ェ

ル

ト

ザ

ッ

ク

､

ピ

ッ

ケ

ル

､

ア

イ

ゼ

ン

､

ベ

ッ

ア
ー
ト
コ
ム
ハ
ス
を
み
れ
ば
よ
く
判
る
と
思
う
｡
昭

和
に
至
っ
て
す
べ
て
が
完
備
し
た
｡
優
秀
を
用
具
が

日
本
で
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
'
輸
入
に
ま
つ

必
要
が
減
っ
た
｡
山
内
･
門
田
の
ピ
ッ
ケ
ル
と
ア
イ

ゼ
ン
､
片
桐
と
好
日
山
荘
の
ル
ッ
ク
と
天
幕
､
美
津

濃
と
其
他
の
ス
キ
ー
､
高
相
と
日
ノ
丸
の
靴
､
登
山

に
要
す
る
本
筋
の
道
具
は
も
う
メ
イ
ド
･
イ
ン
･
ジ

ャ
パ
ン
で
十
分
と
在
っ
て
い
た
｡
戦
後
は
い
れ
ず
｡

(
三
八
年
一
旦
二
〇
日
紀
州
田
辺
に
て
脱
楠
)

∴

∵

∴
面

リ
_
ダ
ー
格
で
あ
る
｡
ル
ッ
ク
も
大
型
な
ら
靴
も
ピ
ッ
ケ
ル
も
一
流
品
で
あ
る
｡

･
i
J
ッ
ケ
ル
は
好
ん
で
外
国
鰻
の
･
S
の
を
も
'
･
.
た
.
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満干丸村田　田
水菜山井淵淵

僧形　　米行行
郎司彰子男男

長長鳥西山
沢沢須岡崎

-安

武武茂雄治

館物情ど山

図

　

書

紹

　

介

北
ア
ル
プ
ス
博
物
誌

-

登

山

･

民

俗

-

大
町
山
岳
博
物
館
編

本
紙
｢
山
と
博
物
館
｣
通
算
二
〇
〇
号
発
刊
を
記

念
し
'
こ
の
た
び
､
過
去
に
お
い
て
本
紙
に
登
載
さ

れ
た
著
作
物
の
中
か
ら
､
適
当
を
も
の
を
え
ら
ん
で

〒
北
ア
ル
プ
ス
博
物
誌
』
全
三
巻
を
縞
さ
ん
し
､
社

団
法
人
｢
信
濃
路
｣
か
ら
発
行
す
る
こ
と
と
在
っ
た

第
一
巻
　
登
山
･
民
俗
､
第
二
巻
　
植
物
･
地
質
･

民
話
÷
文
字
碑
､
第
三
拳
　
動
物
･
自
然
保
護
と
し
､

ハ
イ
カ
ー
や
登
山
者
に
気
軽
に
読
め
る
内
容
の
も
の

と
す
る
｡
す
で
に
第
一
巻
(
登
山
･
民
俗
編
)
は
印

刷
を
終
り
､
近
日
中
に
発
売
さ
れ
る
｡
A
S
判
､
三

百
三
十
二
ペ
ー
ジ
へ
口
絵
十
六
ペ
ー
ジ
､
上
製
本
｡

定
価
八
百
五
十
円
｡
こ
こ
に
へ
第
一
巻
の
目
次
だ
け

二
､
回
想
の
北
ア

北
ア
を
想
う

人
の
い
る
山
奥

館
を
訪
ね
て
-
大
町
と
私
-

百
瀬
慎
太
郎
さ
ん
を
偲
ぶ

田
辺
　
和
雄

奥
田
郁
太
郎

田

中

　

　

薫

平
林
　
武
夫

山

小

屋

に

住

ん

で

　

　

　

　

　

福

島

　

寿

子

白
馬
岳
日
記
-
山
小
屋
の
生
活
･
･
･
長
沢
　
　
勲

針

ノ

木

小

屋

　

　

　

　

　

　

　

小

日

向

忠

夫

烏

帽

子

小

屋

　

　

　

　

　

　

　

　

上

条

　

鉄

一

大
町
登
山
案
内
人
組
合
と
慎
太
郎
さ
ん

平
林
　
武
夫

を
紹
介
す
る
｡

内
容

一
､
登
山
の
草
わ
け

近
代
登
山
革
お
け
の
こ
ろ

日
本
ア
ル
プ
ス
綿
断
託

-
　
四
十
年
前
の
針
ノ
木
越
え
　
-

白
馬
岳
百
年

日
本
ア
ル
プ
ス
の
父

ウ
エ
ス
ト
ン
氏
を
し
の
ぶ

日
本
ア
ル
プ
ス
の
ぬ
し

上
条
嘉
門
治
を
偲
ん
で

遠
山
品
右
衛
門
翁
遺
品

山
で
つ
-
ら
れ
た
郷
土
の
科
学
者

河
野
齢
蔵
先
生

山
や
里
の
こ
と
な
ど

大
町
を
囲
む
山
々

針
ノ
木
嶋
雑
記

餓
鬼
岳
の
あ
ゆ
み

白
馬
岳
小
史

黒
部
奥
山
廻
り
と
信
州

信
仰
の
山
"
立
山
今
昔
〝

立
山
･
剣
岳
の
開
山

志
村
　
烏
嶺

高

須

　

　

茂

福
岡
　
孝
行

高
橋
　
秀
男

平
林
　
国
男

向
山
　
雅
重

高
橋
　
秀
男

長
沢
　
欽
平

平
林
　
武
夫

百
瀬
慎
太
郎

金
田
　
国
武

長
沢
　
　
武

広

瀬

　

　

誠

鈴
木
　
保
二

広
瀬
　
　
誠

大
町
周
辺
の
思
い
出

山
と
大
町
の
こ
と
を
ど

餓
鬼
雷
の
お
も
い
で

思
い
出
の
秋
山

霧
の
大
キ
レ
ッ
ト

-
あ
る
高
山
蝶
の
思
い
出
-

こ
の
頃
の
山
で

北
ア
ル
プ
ス
の
想
い
出
か
ら

ス
キ
ー
場
の
想
い
出

つ
べ
た
の
爺
-
柏
原
長
寿
氏
-

井
手
　
貰
夫

塚
本
福
次
郎

袋

　

一

平

平
林
　
武
夫

冬
の
山
小
屋
四
十
日
-
唐
松
小
屋
-上

条

ナ
イ
ロ
ン
ザ
イ
ル
事
件
　
　
　
　
海
川

吹
雪
の
二
十
日
間
(
遺
稿
)
　
　
福
島

岳
人
の
里
　
鹿
島
部
落
を
訪
ね
て
高
橋

平
林
武
夫
さ
ん
を
偲
ぶ

三
､
北
ア
の
山
々

北
ア
静
か
を
コ
ー
ス

舟
窪
岳
･
唐
松
岳

風
吹
大
池
･
雨
館
山

黒
部
渓
谷
を
囲
む
山
々

黒
部
源
流
を
訪
ね
て

私
の
好
き
な
太
郎
兵
衛
平

槍
ヶ
岳
北
鎌
尾
根

内
蔵
ノ
助
平
か
ら
山
荘
へ

秋
の
雨
館
山

紅
葉
の
鹿
島
槍
岳

冬
の
西
穂
高
岳

唐
沢
岳

唐
沢
岳
｢
幕
岩
｣

針
ノ
木
岳
･
赤
沢
岳
周
辺

ス
バ
リ
岳
西
面
登
塞
丁

松
沢
　
宗
洋

武
田
　
睦
男

大
町
山
岳
博
物
館

武
田
　
瞳
男

平
林
　
武
夫

富
樫
　
調
門

黒
柳
　
則
子

福
島
　
寿
子

宇
佐
美
麗
子

久
保
田
　
稔

久
保
田
　
稔

長
沢
　
修
介

武
田
　
睦
男

大

塚

一

郎

四
､
山
麓
の
民
俗

平
林
高
吉
氏
の
ワ
ラ
ジ

山
の
ワ
ラ
ジ

北
ア
山
麓
の

正
月
三
力
日
の
行
事

北
ア
山
麓
地
方
の
稲
作
慣
行

仁
科
神
明
宮
の
春
祭
り

田
の
神
様

流
鏑
馬
の
神
事

-
著
一
王
子
神
社
例
祭
-

仁
科
神
明
宮
の
神
楽

消
え
ゆ
く
山
村
と
そ
の
民
俗

郷
土
の
文
化
財
を
た
ず
ね
て

石
神
･
石
仏

向
山
　
雅
量

向
山
　
雅
量

青

木

　

　

冶

青

木

　

　

冶

横
沢
　
幸
男

長
沢
　
欽
平

長
沢
　
欽
平

横
沢
　
幸
男

青

木

　

　

治

平
林
　
国
男

-
道
狙
神
･
庚
申
さ
ま
-
大
黒
さ
ま
-

青

木

　

　

治

北
安
接
の
古
墳

小
谷
の
仏
像

郷
土
の
民
芸
品

五
`
山
の
歴
史

日
本
の
登
山
小
史

登
山
用
具
の
変
遷

山
の
ガ
イ
ド
た
ち

北
ア
ル
プ
ス
北
部
の
山
今
昔

資
料
　
白
馬
岳
小
史

篠
崎
健
一
郎

幅

　

　

具

発

内
山
　
偵
三

(
前
ペ
ー
ジ
よ
り
)

(
挿
画
は
み
t
n
t
当
地
の
山
岳
会
員
'
遠
山
誠
之
的
氏
の
手
を
h
ず
ら
し

た
｡
御
礼
を
申
上
る
｡
拙
著
｢
盤
山
の
小
史
と
剛
典
の
変
通
｣
よ
り
復

写
し
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
原
図
け
岡
部
一
彦
画
伯
に
よ
る
)
｡
)

編
集
部
駐
　
本
稿
ぼ
か
っ
て
｢
北
ア
ル
プ
ス
博
物

誌
｣
と
同
類
の
単
行
本
出
版
の
企
画
に
塞
い
て
執
筆

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
筆
者
西
岡
一
姓
氏
広
一
九
大
取

説
関
職
員
へ
登
山
用
具
店
｢
好
日
山
荘
｣
開
設
者
｡

滋
賀
県
大
津
氏
出
身
｡
故
人
｡
筆
者
の
遺
稿
と
在
っ

た
本
稿
を
本
紙
並
び
に
｢
北
ア
ル
プ
ス
博
物
誌
｣
に

登
載
し
､
筆
者
の
ご
厚
意
に
報
い
た
い
｡

博
物
館
だ
よ
り

｢
北
ア
ル
プ
ス
博
物
誌
｣
を
出
版

創
刊
以
来
十
六
年
余
に
あ
た
る
本
紙
｢
山
と
博
物

館
｣
に
登
載
さ
れ
た
､
数
多
く
の
文
章
を
も
っ
て
､

｢
北
ア
ル
プ
ス
博
物
誌
｣
　
(
全
三
拳
)
の
縞
さ
ん
が

進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
｡
す
で
に
第
一
等
(
登
山
･

民
俗
縞
)
が
で
き
上
り
､
十
一
月
末
に
は
､
社
団
法

人
｢
信
濃
路
｣
か
ら
発
行
さ
れ
ま
す
｡
長
野
県
内
の

主
な
書
店
を
は
じ
め
､
全
国
の
書
店
で
発
売
さ
れ
ま

す
が
､
当
館
並
び
甚
社
団
法
人
｢
信
濃
路
｣
　
(
長
野

県
長
野
市
南
県
町
産
業
会
館
内
)
で
も
購
入
申
込
み

を
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
｡
定
価
八
百
五
十
円
｡
第

二
･
三
巻
は
来
年
四
月
頃
発
売
の
予
定
で
す
｡

コ
ブ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
を
湖
面
へ

十
一
月
一
日
か
ら
全
国
一
斉
に
狩
猟
期
に
入
り
ま

し
た
が
､
大
町
市
の
木
崎
湖
は
鳥
獣
保
護
区
と
在
っ

て
い
ま
す
の
で
､
今
冬
も
水
鳥
た
ち
の
楽
園
と
在
る

こ
と
で
し
ょ
う
｡
当
館
で
は
､
湖
畔
の
稲
の
収
穫
期

も
過
ぎ
た
の
で
､
湖
の
一
角
で
飼
っ
て
い
る
九
羽
の

コ
ブ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
を
､
例
年
ど
お
り
湖
面
へ
放
し
ま

し
た
｡
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