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か
ご
の
中
の
目

山
岳
博
物
館
に
は
今
､
ニ
ッ
コ
ウ
ム
サ
サ
ビ
が
二

匹
い
ま
す
｡
一
匹
は
私
が
博
物
館
に
来
る
前
か
ら
い

る
先
輩
で
'
も
う
一
匹
は
今
年
の
五
月
に
博
物
館
へ

や
っ
て
釆
ま
し
た
｡
赤
ち
ゃ
ん
ム
サ
サ
ビ
は
最
初
ス

ポ
イ
ト
で
ミ
ル
ク
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
が
､
今
で
は

ず

い

ぶ

ん

大

き

く

在

っ

て

､

リ

ン

ゴ

､

ク

ル

ミ

､

こ

ボ
シ
､
ペ
レ
ッ
ト
な
ど
を
食
べ
て
い
ま
す
｡

ム
サ
サ
ビ
は
夜
行
性
の
動
物
な
の
で
､
私
た
ち
の

生
活
と
は
逆
で
'
昼
間
は
眠
っ
て
お
り
へ
夜
活
動
し

ま
す
｡
で
も
､
か
ご
の
中
の
ム
サ
サ
ビ
は
､
人
間
の

荒
っ
ぽ
い
足
音
や
声
に
よ
っ
て
'
時
々
睡
眠
を
妨
害

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
｡

あ
る
日
の
夕
方
､
餌
を
与
え
に
行
く
と
､
ポ
ッ
カ

リ
と
眼
を
さ
ま
し
､
｢
お
は
よ
う
｡
今
､
夢
を
見
て

い
た
ん
だ
け
ど
｣
　
と
う
れ
し
そ
う
に
話
し
始
め
ま
し

た
｡
｢
ぼ
く
は
､
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
'
お
に

い
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
森
の
中
に
住
ん
で
い
た
ん
だ
｡

昼
間
は
樹
の
穴
の
中
で
眠
り
､
夜
に
な
る
と
広
々
と

し
た
木
々
の
閥
を
滑
空
し
て
へ
木
の
実
や
芽
や
皮
を

食
べ
る
ん
だ
よ
｡
あ
ま
り
良
い
木
の
実
も
な
い
け
れ

ど
へ
十
分
運
動
す
る
か
ら
お
な
か
が
す
い
て
お
い
し

い
ん
だ
｡
｣

こ
の
話
を
聞
い
て
､
チ
ョ
ッ
ト
変
だ
と
思
い
ま
し

た
｡
だ
っ
て
､
こ
の
ム
サ
サ
ビ
は
博
物
館
に
来
た
時

は
ミ
ル
ク
を
飲
ん
で
い
た
し
､
滑
空
た
っ
て
で
さ
そ

う
も
を
い
く
ら
い
小
さ
か
っ
た
の
で
す
か
ら
｡
し
か

し
幼
児
期
の
体
験
と
い
う
の
は
､
深
-
そ
の
意
識
下

に
潜
在
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
､
き

っ
と
そ
れ
が
夢
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
｡

か
ご
が
小
さ
す
ぎ
る
の
は
前
か
.
ち
気
に
な
っ
て
は

い
ま
し
た
が
､
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た
餌
を
与

え
ら
れ
言
外
敵
の
心
配
も
を
い
か
ご
の
生
活
し
か
知

ら
を
い
と
思
っ
て
い
た
ム
サ
サ
ビ
が
'
こ
ん
な
夢
を

見
て
い
る
と
は
少
し
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
､
ム
サ
サ
ビ
に
餌
を
や
り

に
行
-
た
び
に
'
何
だ
か
申
し
訳
け
を
い
よ
う
を
悲

し
い
気
詩
に
在
っ
て
し
ま
い
ま
す
｡
と
こ
ろ
が
昨
日
､

餌
を
や
り
終
え
'
帰
ろ
う
と
し
た
時
フ
ッ
と
合
っ
た

ム
サ
サ
ど
の
目
に
び
っ
-
り
し
ま
し
た
｡
そ
の
日
は

私
が
そ
う
し
た
気
詩
で
ム
サ
サ
ビ
を
見
て
い
る
の
と

同

じ

目

で

し

た

｡

　

　

　

(

降

旗

英

子

)
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うま四十万分の一地図I部分)

着請請ど山

開
園
醒
醒
圏

五
万
分
の
一
地
図
　
以
前

陸
地
測
量
部
が
北
ア
ル
プ
ス
風
辺
の
駁
初
の
五
万

分
の
.
地
図
を
刊
行
し
た
の
は
､
大
庄
二
年
の
夏
の

こ
と
で
あ
る
｡
三
角
点
測
量
に
よ
っ
て
`
ほ
と
ん
ど

止
確
を
地
形
や
登
山
路
が
誼
さ
れ
た
こ
と
は
､
当
時

の
登
山
者
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
を
福
音
で
あ
り
'
こ

れ
に
よ
っ
て
登
山
が
大
熊
化
さ
れ
て
い
-
一
つ
の
大

き
を
要
因
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

日
本
ア
ル
プ
ス
に
氷
河
地
形
の
存
在
を
証
明
し
､

立
山
の
山
崎
カ
ー
ル
の
発
見
者
で
あ
る
山
崎
直
方
博

士
は
､
大
正
二
年
の
烏
帽
子
岳
か
ら
鷲
羽
岳
へ
の
縦

走
に
､
で
き
た
ば
か
り
の
五
万
分
の
一
地
図
を
利
用

し
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
｡

そ
れ
以
前
に
は
'
地
図
と
･
い
え
ば
　
｢
輯
製
二
十
方

図
｣
や
｢
予
察
四
十
方
図
｣
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
｡

(
輯
製
二
十
万
分
の
一
地
図
)

陸
地
測
量
部
沿
革
誌
に
よ
る
と
､
輯
製
二
十
万
分

の
一
の
地
図
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治

十
七
年
の
こ
と
で
､
伊
能
忠
敬
の
地
図
を
基
礎
に
し

て
､
各
席
県
調
製
の
地
図
を
参
酌
校
訂
し
て
全
国
地

図
を
作
り
'
一
般
の
煙
に
供
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ

た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

木
審
理
太
郎
は
'
上
野
で
開
か
れ
た
内
国
博
覧
会

で
こ
の
地
図
を
見
つ
け
て
す
っ
か
り
感
心
し
､
登
山

に
も
使
っ
て
い
た
が
'
｢
し
か
る
に
詳
細
で
あ
る
と

信
し
て
い
た
地
図
も
､
平
地
は
と
も
角
､
一
歩
山
に

入
る
と
一
向
役
に
立
た
ぬ
の
み
か
､
近
国
に
こ
れ
を

信
用
す
る
と
反
っ
て
ひ
ど
い
田
に
遭
う
の
で
非
常
に

鴬
い
た
｡
｣
　
(
　
青
心
い
出
す
像
に
』
　
)
　
と
感
憩
を
述

べ
て
い
る
｡

ま
た
小
島
烏
水
に
よ
れ
は
､
｢
実
測
以
前
の
机
上

調
合
製
図
の
二
十
万
分
の
一
図
｣
と
記
さ
れ
て
い
る

し
､
武
田
久
喜
も
『
明
治
の
山
旅
言
の
中
で
'
｢
輯

製
二
十
万
と
い
う
措
造
地
図
し
か
を
い
時
代
の
こ
と

と
て
｣
と
き
め
つ
け
た
あ
と
､
｢
明
治
時
代
に
は
地

図
上
に
明
記
し
て
あ
る
山
岳
で
あ
っ
て
も
､
そ
の
簾

ま
で
行
っ
て
み
な
い
限
り
､
果
し
て
登
れ
る
か
ど
う

か
は
予
期
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
｣

と
続
け
て
い
る
｡

伊
能
図
は
現
在
で
も
海
岸
線
を
ど
は
高
-
評
価
さ

れ
て
い
る
が
'
そ
の
図
面
を
基
に
し
て
､
山
岳
地
帯

な
ど
は
正
確
を
測
量
も
な
さ
れ
な
い
ま
ま
に
､
こ
の

地
図
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
･
｢
お
化
け
地
図
と
い
わ

れ
る
例
の
緯
製
二
十
万
分
の
一
の
-
-
｣
地
図
に
つ

い
て
深
田
久
称
は
､
｢
わ
が
国
の
山
岳
の
先
覚
者
た

ち
は
皆
あ
の
お
化
け
地
図
を
持
っ
て
'
見
知
ら
ぬ
山

を
歩
き
回
ら
れ
た
の
か
と
思
う
と
､
在
ん
だ
が
陶
が

ゾ
ク
ゾ
ク
す
る
よ
う
な
う
れ
し
い
気
が
し
て
く
る
の

で
あ
っ
た
｡
｣
　
(
　
『
お
が
山
々
｣
　
)
　
と
い
う
よ
う
に
､

あ
き
れ
る
よ
り
も
'
感
じ
入
っ
て
い
る
様
子
で
あ
っ

た
｡
も
と
よ
り
､
登
山
用
に
作
ら
れ
た
も
の
で
は
を

い
が
､
こ
の
地
図
し
か
頼
る
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
'

当
時
の
登
山
者
の
苦
労
が
し
の
ほ
れ
る
の
で
あ
る
｡

(
予
察
四
十
万
分
の
一
地
図
)

農
商
務
台
地
簡
調
査
所
が
明
治
一
一
十
年
か
ら
調
査

を
開
始
し
､
同
二
十
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
地
図
で
あ

る
｡
北
ア
ル
プ
ス
方
面
は
神
足
勝
託
と
中
村
鰯
静
の

二
人
が
測
量
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
､
大
震

災
と
戦
災
で
当
時
の
詳
録
は
残
っ
て
お
ら
ず
'
そ
の

測
量
の
模
様
や
案
内
者
を
ど
は
不
明
で
あ
る
｡

こ
の
地
図
の
特
色
は
､
主
要
地
に
三
角
点
を
設
け

て
'
い
わ
ゆ
る
三
角
測
量
を
本
格
的
に
行
在
っ
た
､

は
じ
め
て
の
地
図
な
の
で
あ
る
｡

小
島
烏
水
の
　
『
日
本
ア
ル
プ
ス
』
　
に
は
､
｢
そ
こ

に
は
三
角
測
量
標
が
立
っ
て
ゐ
る
'
近
づ
い
て
見
る

と
､
参
謀
本
部
の
で
は
を
く
っ
て
､
農
商
務
省
の
で

あ
っ
た
｡
｣
と
雲
の
平
が
説
明
さ
れ
て
い
る
｡
農
商

務
省
の
三
角
点
の
設
置
場
所
は
'
い
ま
手
も
と
で
判

明
し
て
い
る
の
は
祖
父
ケ
岳
(
爺
ケ
岳
)
､
鳴
沢
岳
､

ザ
ラ
峠
､
奥
大
意
山
　
(
鳶
岳
)
　
な
ど
で
あ
る
が
'
穂

高
の
潤
沢
岳
に
現
存
す
る
三
角
点
は
､
農
商
務
省
の

も
の
を
陸
地
測
量
部
が
転
用
し
た
も
の
で
あ
る
｡

四
十
万
分
の
一
の
縮
尺
と
い
う
と
､
槍
ヶ
岳
と
鷲

羽
岳
の
間
が
図
上
で
一
､
五
セ
ン
チ
く
ら
い
と
な
っ

て
､
山
脈
の
様
子
を
掌
握
す
る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
で

あ
っ
た
し
､
記
入
さ
れ
て
い
る
山
名
も
､
現
在
の
山

頂
の
数
か
ら
す
れ
ば
､
か
な
り
大
ぎ
っ
ぱ
な
も
の
で

あ
っ
た
｡
そ
れ
に
加
え
て
こ
の
地
図
に
も
地
形
上
の

間
違
い
が
あ
り
､
穂
高
の
近
辺
で
は
潤
沢
の
谷
が
全

く
な
く
'
穏
高
山
　
(
穂
高
岳
)
　
は
ぐ
ん
と
槍
ヶ
岳
に

近
づ
き
､
反
面
で
は
硫
黄
岳
(
現
在
の
焼
雷
)
か
ら

約
八
キ
ロ
北
で
穂
高
山
の
手
前
に
も
う
一
度
焼
山
の

記
入
が
あ
っ
た
り
し
て
い
る
｡
標
高
も
大
天
井
岳
､

常
念
岳
を
ど
は
槍
ヶ
岳
よ
り
高
い
こ
と
に
在
っ
て
い

る
の
で
あ
る
｡

予
察
四
十
万
分
の
一
が
刊
行
さ
れ
た
明
治
二
十
三

年
は
､
陸
地
測
量
部
が
'
全
国
を
網
羅
す
る
基
本
図

の
縮
尺
を
五
万
分
の
一
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
年

で
も
あ
る
｡
そ
し
て
､
五
万
図
の
測
量
が
開
始
さ
れ

た
の
は
､
そ
れ
か
ら
二
年
後
の
二
十
五
年
の
こ
と
で

あ
る
｡
明
治
二
十
三
年
刊
の
｢
農
商
務
省
地
質
局
事

業
十
年
間
報
告
し
　
日
中
で
､
将
来
の
目
的
と
し
て
､

｢
他
日
陸
軍
参
謀
本
部
ノ
地
形
測
量
念
進
歩
ス
ル
ノ

日
二
重
ラ
ハ
特
二
本
課
ノ
実
測
ヲ
要
セ
ス
直
二
参
謀

本
部
ノ
刊
行
図
ヲ
用
と
｣
　
る
と
を
っ
て
い
る
｡

小
島
烏
水
が
'
明
治
三
十
五
年
に
は
じ
め
て
桟
浜

の
ウ
エ
ス
ト
ン
邸
を
訪
れ
た
と
き
､
応
接
間
の
壁
に

農
商
務
省
の
日
本
大
地
図
が
掛
け
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
が
､
恐
ら
く
こ
の
四
十
万
分
の
一
の
地
図
だ

ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
｡

を
お
明
治
四
十
年
に
発
行
の
志
村
烏
嶺
､
前
田
曙

山
共
著
の
　
『
や
ま
｣
に
は
､
付
録
と
し
て
｢
日
本
高

山
地
図
｣
が
つ
い
て
い
る
｡
農
商
務
省
の
､
こ
の
四

十
万
分
の
一
の
地
図
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
転
載
し

た
も
の
で
あ
る
｡

(
日
本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
図
)

日
本
山
岳
会
で
発
行
す
る
　
｢
山
岳
｣
第
六
年
第
一

号
(
明
治
四
十
四
年
)
　
の
付
録
に
つ
い
た
地
図
で
､

山
岳
会
員
の
中
村
清
太
郎
が
作
図
し
て
い
る
｡

後
立
山
を
大
正
二
年
に
縦
走
し
た
百
瀬
慎
太
郎
が

｢
私
が
持
っ
て
い
る
地
図
は
た
だ
日
本
山
岳
会
製
の

日
本
北
ア
ル
プ
ス
一
部
臆
測
図
一
枚
あ
る
の
み
｡
｣

(
　
『
山
を
怨
へ
は
』
　
)
　
と
あ
る
よ
う
に
､
当
時
の
山

岳
会
貝
だ
け
が
手
に
入
っ
た
地
図
で
あ
る
｡

縮
尺
十
万
分
の
一
で
'
山
岳
名
'
沢
な
ど
が
克
明

に
記
入
さ
れ
て
い
る
｡
地
形
は
､
例
の
二
十
万
分
の

一
を
基
に
し
た
ら
し
い
が
､
標
高
は
後
に
発
行
さ
れ

る
五
万
分
の
一
に
合
致
し
て
い
る
｡
こ
の
点
に
つ
い

て
は
小
島
鳥
水
の
文
の
中
に
､
｢
標
高
は
高
頭
仁
兵

衛
が
日
本
山
岳
会
の
た
め
に
陸
地
測
量
部
か
ら
写
し

と
っ
て
き
た
｣
　
(
　
『
日
本
北
ア
ル
プ
ス
風
景
論
』
)

と
い
う
記
述
が
あ
る
か
ら
､
多
分
そ
れ
を
使
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
｡
烏
水
も
こ
の
地
図
に
は
満
足
し
た
よ

う
で
'
｢
今
田
ま
で
に
獲
ら
れ
た
北
ア
ル
プ
ス
最
新

の
地
理
的
智
誠
は
､
同
園
に
依
っ
て
窺
は
れ
や
う
｡

｣
　
(
　
『
山
岳
地
理
研
究
し
)
と
述
べ
て
い
る
｡

二
年
後
に
発
刊
さ
れ
た
五
万
分
の
一
の
地
図
で
は

蓮
華
岳
(
三
侠
蓮
華
岳
)
と
鷲
羽
岳
の
山
名
が
間
違

っ
て
い
た
が
､
こ
の
臆
測
図
で
は
お
も
し
ろ
い
こ
と

に
'
現
在
の
名
称
の
と
お
り
に
正
し
-
記
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
｡
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同氏の鯖意iこより大町山岳博物億に寄持されたもの)

①
〟物機A

J山

い
ず
れ
に
し
て
も
､
明
治
も
終
ろ
う
と
し
て
い
る

こ
の
時
朋
に
在
っ
て
､
や
っ
と
登
山
者
が
信
頼
で
き

る
地
図
が
で
き
て
､
そ
れ
を
追
う
よ
う
に
五
万
分
の

一
が
で
き
上
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

2

.

五

万

分

の

一

　

の

測

量

五
万
分
の
一
地
図
は
三
角
測
量
で
あ
る
た
め
､
位

置
へ
配
置
､
見
通
し
な
ど
が
考
慮
さ
れ
て
､
山
頂
に

も
一
等
か
-
竺
一
等
ま
で
の
三
角
点
が
選
定
さ
れ
て
埋

設
さ
れ
た
｡

一
筆
二
角
点
は
､
北
ア
ル
プ
ス
で
は
乗
鞍
岳
､
前

穂
高
岳
､
前
常
念
岳
'
白
馬
岳
､
立
山
を
ど
に
あ
っ

て
'
明
治
二
十
七
年
か
ら
二
十
九
年
に
か
け
て
三
角

点
が
設
置
さ
れ
'
洲
宜
は
明
治
三
十
年
か
ー
三
一
十
三

年
に
行
な
わ
れ
た
.

つ
づ
い
て
二
重
二
角
点
が
焼
岳
､
槍
ヶ
岳
､
笠
ケ

富
､
薬
師
岳
､
野
口
五
郎
岳
､
燕
岳
､
達
塞
岳
､
鹿

島
槍
ヶ
岳
､
唐
松
岳
､
朝
日
岳
を
ど
の
頃
に
明
治
三

十
五
年
か
ら
三
十
七
年
の
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
二
等
三
角
点
の
場
合
は
､
三
角
点
が
設
置
さ
れ

る
と
す
ぐ
に
測
量
を
し
た
ら
し
-
'
焼
岳
な
ど
は
三

角
点
設
置
の
日
に
､
観
測
も
行
な
わ
れ
て
い
る
｡
三

重
二
角
点
は
明
治
三
十
九
年
か
ら
四
十
年
に
か
け
て

設
置
さ
れ
､
そ
れ
ぞ
れ
二
ケ
月
位
の
後
に
測
量
が
な

さ
れ
て
い
る
｡

こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
気
が
つ
-
こ
と
は
､
一
等
の
前

穂
高
岳
と
前
常
会
岳
で
あ
る
｡
そ
こ
に
選
点
さ
れ
た

理
由
に
つ
い
て
は
､
公
式
文
書
で
残
っ
て
い
な
い
の

で
正
確
を
三
と
は
お
か
ら
を
い
が
､
前
壁
晶
岳
に
つ

い
て
は
､
現
在
な
ら
日
本
第
三
位
の
標
高
を
も
つ
奥

穂
高
岳
に
決
る
の
が
妥
当
を
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
､

当
時
は
的
穂
高
の
方
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
､
そ
こ
に
落
ち
つ
い
た
も
の
と
思
う
｡
こ
れ
に
つ

い
て
は
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
文
章
の
中
に
も
､
前
壁
晶

よ
り
も
典
穂
高
の
方
が
高
い
の
で
け
な
い
か
と
疑
問

を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
し
､
穂
高
-
槍
初
縦

走
の
鵜
殿
正
極
も
指
摘
し
て
い
る
｡
典
穂
高
の
山
頂

に
注
今
も
三
角
点
は
な
く
､
そ
の
後
の
測
量
の
お
り

に
標
高
点
が
設
置
さ
れ
て
い
る
｡

前
常
念
岳
の
場
合
は
'
常
念
岳
の
頂
上
が
ほ
ん
の

少
し
商
に
折
れ
出
て
い
る
た
め
に
､
平
地
か
ら
の
見

通
し
の
点
で
前
常
念
岳
に
決
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
｡
明
治
三
十
九
年
に
小
島
烏
水
は
､
日

本
の
登
山
者
と
し
て
は
じ
め
て
常
念
に
登
っ
た
の
で

あ
る
が
､
｢
前
常
念
と
い
え
る
は
､
遥
か
に
雛
れ
て

松
本
平
を
傭
撤
す
べ
く
､
一
麦
を
派
し
た
る
も
の
な

る
が
､
低
さ
こ
と
奥
常
念
の
六
合
目
程
度
な
ら
む
｡

一
筆
二
角
測
量
標
は
こ
こ
に
立
て
り
｣
　
(
｢
常
念
岳

登
頂
｣
)
と
記
し
て
い
る
｡

前
穂
高
も
前
常
念
も
三
角
点
の
選
点
は
館
潔
彦
が

行
な
っ
て
い
て
'
彼
は
そ
れ
ぞ
れ
明
治
二
十
九
年
と

二
十
六
年
に
頂
上
に
登
っ
て
い
る
｡
館
潔
彦
に
つ
い

て
は
､
い
ろ
い
ろ
の
文
章
に
は
測
量
官
と
な
っ
て
い

る
が
､
彼
は
選
定
者
で
観
測
蒔
し
て
い
な
い
｡
北
ア

ル
プ
ス
の
中
で
館
潔
彦
が
選
点
し
た
三
角
点
は
､
そ

の
ほ
か
に
は
乗
鞍
岳
へ
白
馬
岳
､
立
山
で
あ
る
｡
ち

在
み
に
前
穂
高
岳
(
三
角
点
名
は
穂
高
岳
)
の
測
量

宮
は
三
給
呂
輔
'
前
常
念
岳
(
三
角
点
名
は
常
念
岳

)
は
池
田
文
友
'
白
馬
岳
は
関
大
之
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
当
時
の
測
量
官
は
､
山
頂
を
か
け
も
ち

で
広
範
囲
を
か
な
り
忙
し
-
行
動
し
た
ら
し
-
､
例

え
ば
佐
々
木
戸
次
郎
の
場
合
に
は
明
治
三
十
九
年
八

月
二
十
六
日
に
黒
部
五
郎
岳
'
二
十
八
日
に
三
保
蓮

華
岳
､
九
月
六
日
に
ぼ
鷲
羽
岳
へ
十
四
日
に
は
水
晶

岳
､
十
月
六
日
に
餓
鬼
岳
と
観
測
を
続
け
て
い
る
｡

こ
れ
は
重
い
観
測
器
材
を
も
っ
て
の
移
動
'
宿
泊
小

屋
づ
く
り
､
天
候
待
ち
な
ど
を
考
慮
す
る
と
､
た
い

へ
ん
を
強
行
軍
で
あ
る
｡
し
か
も
測
量
は
山
頂
か
ら

だ
け
で
左
く
､
そ
れ
以
外
の
三
角
点
か
ら
も
一
帯
を

観
測
し
た
の
で
あ
る
｡

三
角
点
の
柱
石
は
､
一
等
三
角
点
の
場
合
'
長
さ

が
八
十
二
セ
ン
チ
も
あ
る
花
崗
岩
で
作
ら
れ
て
い
て
､

こ
れ
を
山
頂
ま
で
運
び
上
げ
る
こ
と
は
か
な
り
を
重

労
働
で
あ
る
あ
け
た
｡
約
六
十
セ
ン
チ
が
地
中
に
埋

め
ら
れ
､
そ
の
下
に
は
盤
石
と
い
う
基
点
が
埋
め
ら

れ
て
い
て
､
盤
石
に
も
+
印
の
刻
印
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
｡
槍
ヶ
岳
の
三
角
点
の
よ
-
に
地
中
の
盤
石
ま

で
抜
き
と
ら
れ
､
山
頂
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
例
(
脂

和
四
十
八
年
現
在
)
も
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
槍
ヶ
岳
の
三
角
点
の
柱
石
は
､
小
林
喜
作
が
上

高
地
か
ら
一
人
で
か
つ
ぎ
上
げ
た
も
の
と
い
わ
れ
て

い
る
｡

北
ア
ル
プ
ス
の
山
頂
で
､
三
角
点
の
設
置
が
一
番

早
か
っ
た
の
は
白
馬
岳
で
'
明
治
二
十
七
年
十
月
の

こ
と
で
あ
る
｡
立
山
の
三
角
点
は
明
治
二
十
九
年
に

埋
設
さ
れ
た
が
､
同
四
十
年
に
柴
崎
芳
太
郎
が
改
埋

し
て
い
る
｡
こ
の
時
は
岩
石
の
た
め
に
規
定
の
埋
設

が
で
き
ず
､
セ
メ
ン
ト
を
使
っ
て
固
定
し
て
い
る
｡

柴
崎
は
､
そ
の
少
し
前
に
剣
岳
か
ら
観
測
し
た
と
い

う
人
で
あ
る
｡

郷
畳
器
具
に
は
三
角
法
に
よ
り
経
緯
度
を
使
用
し
､

ア
リ
ダ
ー
ド
に
よ
っ
て
平
板
測
量
で
あ
っ
た
｡
道
さ

え
を
い
尾
根
や
谷
を
か
け
め
ぐ
っ
た
測
量
官
た
ち
の

努
力
を
考
え
れ
ば
､
縦
走
路
を
歩
-
今
の
登
山
者
の

ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
す
れ
ば
比
す
べ
き
も
の
も
寿
い
で

あ
ろ
う
｡
大
正
六
年
に
は
冠
松
次
郎
が
早
月
尾
根
を

初
登
は
ん
し
て
'
剣
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
へ
縦
走
を
し
て

い
る
が
､
皐
月
尾
根
で
は
キ
ワ
ラ
谷
か
ら
一
九
二
〇

メ
ー
ト
ル
の
三
角
点
ま
で
は
､
測
量
隊
が
森
林
を
切

り
開
い
た
道
が
つ
け
で
あ
っ
た
の
で
そ
れ
を
登
り
､

そ
れ
か
ら
先
度
苦
労
し
て
登
は
ん
し
て
い
る
｡
ま
た

百
瀬
慎
太
郎
も
鳴
沢
岳
の
あ
た
り
で
､
国
境
測
量
の

時
の
切
り
あ
け
道
を
通
っ
て
い
る
｡

唐
松
岳
の
測
量
の
記
録
に
は
､
｢
測
点
附
近
約
四

五
丁
険
峻
ナ
リ
､
在
来
道
ナ
キ
所
道
標
ノ
際
多
少
伐

採
セ
シ
モ
交
通
甚
ダ
不
便
ナ
リ
｣
と
記
さ
れ
て
あ
る
｡

そ
れ
か
ら
現
在
は
喜
作
新
道
が
あ
る
が
､
槍
ヶ
岳

の
東
鎌
尾
根
に
つ
い
て
は
､
辻
村
伊
助
の
｢
神
河
内

｣
の
中
に
､
｢
陸
地
測
量
部
で
西
岳
に
三
角
標
を
建

設
す
る
時
､
牧
の
小
林
喜
作
:
水
田
小
十
郎
の
二
人

と
も
比
の
尾
根
を
通
っ
た
こ
と
が
あ
る
｡
｣
と
記
さ

れ
て
い
て
､
道
の
老
い
東
鎌
尾
根
の
困
難
を
通
過
を

も
の
が
た
っ
て
い
る
｡
つ
い
で
な
が
ら
大
天
井
缶
の

測
量
記
録
に
は
､
案
内
者
有
明
村
牧
､
長
田
小
十
郎

と
､
こ
れ
に
だ
け
は
案
内
者
の
氏
名
ま
で
記
載
さ
れ

て
い
る
｡

(
　
｢
山
と
渓
谷
｣
通
信
員
)
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〟場機ど山

北
安
曇
地
方
の
食
用
キ
ノ
コ
(
予
報
)
0

深
ま
り
行
-
秋
の
一
日
を
､
大
自
然
の
中
に
キ
ノ

コ
を
摸
す
｢
キ
ノ
コ
狩
り
｣
は
ま
こ
と
に
楽
し
い
｡

隅
だ
ま
り
の
紅
葉
の
下
に
､
思
い
思
い
の
姿
型
を
し

て
､
-
る
人
を
待
っ
て
い
る
森
の
　
″
柵
″
達
は
ほ
ん

と
う
に
愛
ら
し
い
｡

美
し
い
日
本
の
自
然
を
代
表
す
る
こ
の
キ
ノ
コ
逃

げ
､
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
櫨
類
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
｡
残
念
を
が
ら
､
日
本
の
キ
ノ
コ
　
(
西
嶺
)
研
究

は
､
外
国
に
く
ら
ぺ
て
随
分
遅
れ
て
い
る
よ
う
で
､

現
在
約
一
､
五
〇
〇
種
が
知
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
れ

は
実
際
の
半
分
く
ら
い
だ
と
い
う
｡

と
こ
ろ
で
､
キ
ノ
コ
と
言
え
ば
｢
キ
ノ
コ
狩
り
｣

(
食
用
に
在
る
キ
ノ
コ
)
そ
し
て
'
何
時
も
蘭
越
に

在
る
の
け
毒
キ
ノ
コ
と
食
中
毒
で
あ
る
｡

長

　

沢

　

　

武

日
本
の
キ
ノ
コ
の
中
､
食
用
に
在
る
の
け
約
三
〇

〇
種
､
一
方
毒
キ
ノ
コ
は
約
三
〇
強
記
で
､
こ
の
申
'

生
命
に
か
､
あ
る
よ
う
忠
盛
毒
櫨
は
七
櫨
類
で
あ
る
｡

北
安
曇
地
方
も
キ
ノ
コ
狩
り
が
重
ん
で
あ
る
が
､

一
触
に
食
用
と
し
て
い
る
キ
ノ
コ
は
約
四
〇
種
で
他

地
方
に
比
べ
て
ま
こ
と
に
お
寒
い
か
ぎ
り
で
あ
る
｡

長
野
県
に
産
す
る
食
用
キ
ノ
コ
は
約
二
〇
〇
種
､

北
安
置
地
方
で
も
一
五
〇
櫨
は
下
ろ
を
い
と
思
あ
れ

る
の
で
も
っ
と
利
用
研
究
を
し
た
い
も
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
今
回
け
北
安
曇
地
方
に
産
す
る
キ
ノ
コ

の
申
､
食
用
と
在
る
主
を
キ
ノ
コ
約
一
〇
〇
種
を
遥

び
､
簡
単
に
説
明
を
し
た
い
｡

-
 
･
地
上
に
発
生
す
る
キ
ノ
コ

(
一
)
､
庭
､
畑
'
路
傍
の
キ
ノ
コ

ハ
タ
ケ
シ
メ
ジ
　
秋
'
人
家
の
付
近
､
特
に
キ
ウ

リ
や
サ
サ
ゲ
を
ど
の
藍
に
群
生
す
る
｡
ホ
ン
シ
メ
ジ

と
色
､
大
き
さ
､
株
立
ち
の
状
蟻
を
ど
ほ
と
ん
ど
変

ら
会
い
く
ら
い
似
て
い
る
｡
人
吉
近
-
に
発
生
す
る

の
で
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
を
い
が
'
味
も
よ
-
立

派
会
食
菌
で
あ
る
｡

ハ
タ
シ
メ
ジ
　
初
夏
か
ら
秋
に
か
け
､
人
家
近
-

の
ナ
ス
や
キ
ウ
リ
畑
や
モ
モ
､
ウ
メ
を
ど
の
果
樹
の

下
に
群
生
ま
た
)
は
放
生
す
る
｡
形
厳
は
ム
ラ
サ
キ
シ

メ
ジ
に
よ
く
似
て
い
る
が
､
少
し
小
型
で
､
傘
の
色

も
淡
く
､
淡
紫
色
-
肉
色
を
し
､
乾
-
と
ほ
と
ん
ど

白
く
な
る
｡
ま
た
同
じ
く
畑
な
ど
に
出
､
色
も
似
て

い
る
が
型
が
小
さ
-
ピ
タ
が
ず
っ
と
荒
い
コ
ム
ラ
サ

キ
シ
メ
ジ
(
令
)
が
あ
る
｡

ハ
ル
シ
メ
ジ
　
春
か
ら
秋
'
主
と
し
て
春
に
､
リ

ン
ゴ
へ
ナ
シ
､
モ
モ
､
ウ
メ
な
ど
の
果
樹
の
下
や
山

地
に
群
生
ま
た
は
散
生
す
る
｡
ホ
ン
シ
メ
ジ
に
似
て

い
る
が
､
ヒ
ダ
は
や
､
疎
で
､
初
め
は
白
色
で
あ
る

が
､
や
が
て
肉
色
と
な
る
の
で
､
ウ
ラ
べ
二
木
テ
ィ

シ
メ
ジ
(
負
)
や
毒
宙

の
ク
サ
ウ
ラ
ペ
ニ
タ
ケ

に
も
似
て
い
る
の
で
､

秋
に
発
生
の
も
の
け
注

意
が
必
要
｡

サ
サ
ク
レ
ヒ
ト
ヨ
タ

ケ
　
毒
か
ら
秋
に
か
け

人
家
近
-
の
空
地
､
畑

路
債
;
草
原
を
ど
に
群

生
ま
た
は
叢
生
す
る
大

型
の
ヒ
ト
ヨ
タ
ケ
で
､

は
じ
め
円
筒
型
､
の
ち

半
開
き
と
ち
る
｡
傘
の

表
面
は
白
色
の
地
に
淡

褐
色
の
サ
サ
ク
レ
を
生

じ
､
成
長
す
る
と
傘
の

綾
か
ら
窯
イ
ン
ク
状
に
激
化
し
て
と
け
る
｡
食
用
に

は
､
若
い
弾
力
の
あ
る
頓
だ
け
｡
見
た
目
よ
り
味
の

良
い
キ
ノ
コ
｡

ネ
ナ
ガ
ノ
ヒ
ト
ヨ
タ
ケ
　
静
穏
と
同
じ
と
ト
ヨ
タ

ケ
の
仲
間
で
､
毒
か
ら
秋
に
か
け
農
家
の
堆
肥
や
牛

馬
薬
の
上
に
多
発
す
る
の
で
､
マ
グ
ソ
タ
ケ
を
ど
と

呼
ば
れ
て
い
る
お
馴
染
み
の
キ
ノ
コ
｡
型
や
液
化
す

る
状
越
は
前
種
に
よ
-
似
て
い
る
｡
食
用
に
す
る
の

も
肉
の
充
実
し
た
幼
菌
の
う
ち
だ
け

キ
ツ
ネ
ノ
チ
ャ
ブ
ク
ロ
　
ミ
ミ
ツ
プ
レ
､
ケ
ム
ダ

シ
キ
ノ
コ
を
ど
と
子
供
の
頃
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る

キ
ノ
コ
｡
春
か
ら
秋
､
明
る
-
開
け
た
地
面
に
群
生
｡

同
じ
仲
間
で
､
表
面
平
滑
で
'
細
か
い
い
ぼ
状
つ
ぶ

つ
ぶ
が
な
い
も
の
は
タ
ヌ
キ
ノ
チ
ャ
ブ
ク
ロ
で
､
ど

ち
ら
も
食
べ
ら
れ
る
の
は
ギ
ボ
ウ
シ
ュ
の
よ
う
を
頭

部
を
､
指
先
で
ち
ぎ
っ
て
み
て
白
色
で
弾
力
の
あ
る

若
い
も
の
だ
け
｡
肉
が
少
し
で
も
灰
色
化
し
て
い
る

も
の
は
､
食
期
を
過
ぎ
た
も
の
で
あ
る
｡
や
が
て
頭

頂
に
小
孔
が
あ
き
､
つ
ぶ
す
と
こ
､
か
ら
嬬
状
に
胞

子
が
で
る
の
か
特
徴
｡
似
た
種
に
ツ
チ
ク
リ
(
ツ
チ

ガ
キ
)
が
あ
る
が
こ
れ
比
食
べ
を
い
｡

以
上
の
他
後
述
の
ア
ミ
ガ
サ
タ
ケ
の
仲
間
も
大
書

近
く
の
複
木
杯
の
周
囲
や
'
庭
先
t
な
ど
に
発
生
す
る
｡

(
二
)
､
草
原
の
キ
ノ
コ

ム
ラ
サ
キ
シ
メ
ジ
　
秋
も
遇
い
頃
､
広
葉
樹
柵
や

そ
の
外
縁
部
の
原
野
､
茅
な
ど
の
中
に
一
列
に
群
生

す
る
｡
一
般
に
馴
染
み
あ
る
キ
ノ
コ
で
､
は
じ
め
美

し
い
紫
色
を
し
て
い
る
が
､
次
第
に
槌
色
し
て
-
る
｡

煮
る
と
か
す
か
を
土
の
香
り
が
特
徴
｡

ヤ
チ
ヒ
ロ
と
ダ
タ
ケ
　
秋
､
稲
の
穂
が
持
し
か
け

る
頃
か
ら
稲
刈
り
の
頃
､
ミ
ズ
ゴ
ケ
や
ス
ゲ
の
多
い

湿
原
内
や
湿
田
の
畦
に
敵
生
し
､
ア
ワ
ラ
キ
ノ
コ
'

ヤ
チ
モ
ト
ア
ン
を
ど
と
土
地
の
人
か
ら
呼
ば
れ
て
い

る
｡
モ
ト
ア
シ
と
い
わ
れ
る
通
り
'
ナ
ラ
タ
ケ
と
似

て
い
る
が
､
水
分
を
多
く
含
み
､
こ
あ
れ
易
い
キ
ノ

コ
で
あ
る
｡

以
上
の
他
､
前
述
の
キ
ッ
ネ
ノ
チ
ャ
プ
タ
ロ
や
後

述
の
オ
オ
ハ
ラ
タ
ケ
も
草
原
に
よ
-
発
生
す
る
キ
ノ

コ
で
あ
る
｡

(
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