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鹿
島
集
落
の
こ
と

鹿
島
槍
ヶ
岳
､
そ
の
昔
は
鶴
ケ
岳
と
言
っ
た
と
今

は
亡
き
年
寄
り
が
私
の
子
供
の
頃
に
話
し
て
-
れ
た
｡

そ
の
訳
は
爺
ガ
岳
の
種
蒔
爺
さ
ん
の
よ
う
に
五
月
初

旬
に
､
鹿
島
槍
南
方
の
下
部
に
雪
の
消
え
た
岩
肌
が

鶴
の
立
姿
に
な
っ
て
見
え
る
の
で
あ
る
｡

い
つ
の
時
代
か
ら
鹿
島
槍
に
な
っ
た
の
か
開
か
ず

に
残
念
で
し
か
た
が
を
い
｡
鹿
島
部
落
は
戸
数
十
一

戸
で
人
口
は
三
十
九
人
｡
戦
前
ま
で
は
林
業
が
主
な

仕
事
で
あ
っ
た
が
今
で
は
殆
ん
ど
外
部
に
勤
め
て
い

る
｡
昔
か
ら
戸
数
は
増
減
す
る
こ
と
な
-
､
こ
こ
に

住
み
つ
い
て
ど
の
位
に
な
る
の
か
れ
か
ら
を
い
｡
年

寄
の
話
で
は
平
素
の
落
人
と
か
｡
だ
が
大
正
末
期
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
火
災
が
あ
り
書
物
は
何
も
残

っ
て
い
な
い
の
で
何
ん
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
｡
米

も
現
在
で
は
自
給
以
上
に
収
旗
が
あ
る
が
'
昔
は
さ

ぞ
苦
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
一
般
的
に
鹿
島
と
い

え
ば
山
奥
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
'
今
で
は
道
路
が

整
備
さ
れ
十
五
分
位
で
大
町
へ
出
て
し
ま
う
し
､
学

校
へ
も
ス
ク
ー
ル
バ
ス
が
通
っ
て
便
利
に
な
っ
た
｡

健
康
の
た
め
に
は
少
し
位
ぼ
歩
い
た
方
が
よ
い
と
思

う
が
､
時
代
だ
か
ら
し
か
た
が
を
い
だ
ろ
う
か
｡

鹿
島
は
共
有
地
が
広
く
そ
の
権
利
は
十
一
戸
平
等

で
､
そ
こ
か
ら
あ
が
る
利
益
で
部
落
に
係
る
経
費
を

全
部
ま
か
在
っ
て
い
る
｡
だ
か
ら
各
戸
か
ら
負
担
金

は
全
然
と
ら
な
い
｡
今
年
は
部
落
水
道
の
修
理
に
約

五
〇
〇
万
円
も
か
け
た
が
個
人
負
担
は
一
銭
も
と
ら

な
い
で
す
ん
だ
｡

考
え
て
み
る
と
戸
数
十
一
戸
が
減
ら
な
い
と
い
う

事
は
こ
の
辺
に
も
あ
る
よ
う
に
思
う
｡
ま
た
増
え
な

い
理
由
は
共
有
権
を
十
一
戸
以
外
は
認
め
な
い
で
き

た
事
だ
と
思
う
｡
自
分
達
の
生
活
を
守
る
た
め
昔
の

人
達
が
考
え
そ
れ
が
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
た

の
で
あ
る
｡
戦
後
新
し
い
民
法
に
よ
り
鹿
島
に
生
れ

た
人
達
に
は
平
等
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
事
に
な
っ

た
｡
先
頃
.
の
鹿
島
森
林
生
産
組
合
の
設
立
を
み
て
､

こ
の
共
有
地
を
守
り
､
ま
た
自
然
の
中
で
私
た
ち
鹿

島
に
住
む
人
に
と
っ
て
よ
り
良
き
方
向
へ
と
前
進
す

べ
く
努
力
し
左
け
れ
ば
在
ら
な
い
と
考
え
る
今
日
此

頃
で
あ
る
｡
　
(
大
町
市
議
会
議
員
　
宮
坂
源
治
)
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鹿島槍ヶ岳北壁とカクネ里

舵物檀と山

鹿
島
槍
ヶ
岳
周
辺
の
コ
ー
ス

松

　

原

繁

安
曇
平
か
ら
眺
め
て
正
面
に
美
し
く
双
耳
唯
を
天

空
に
突
き
あ
げ
て
い
る
の
が
鹿
島
槍
ヶ
岳
で
あ
る
｡

左
に
穏
や
か
な
爺
ケ
岳
'
右
に
何
本
か
の
岩
稜
を
持

つ
五
竜
岳
､
両
雄
を
従
え
て
正
に
堂
々
と
し
た
も
の

で
あ
る
｡

加
賀
満
主
前
田
家
に
伝
わ
っ
た
越
中
古
図
の
中
に

立
山
背
後
を
走
る
大
山
脈
が
登
場
し
て
く
る
｡
餓
鬼

ケ
嶽
(
五
電
岳
)
､
上
駒
ケ
嶽
(
白
馬
岳
)
､
後
立

山
(
鹿
島
槍
ヶ
岳
)
､
現
在
我
々
は
'
後
立
山
と
い

う
名
を
山
脈
の
総
称
と
し
て
呼
ん
で
い
る
が
､
今
か

ら
二
八
〇
年
前
比
後
立
山
と
は
鹿
島
槍
ヶ
岳
を
指
し

て
い
た
の
で
あ
る
｡
高
さ
は
白
馬
岳
が
二
九
九
三
L
I
r

鹿
島
槍
ヶ
岳
が
二
八
八
七
品
と
二
番
目
で
は
あ
る
が
､

越
中
側
か
ら
眺
め
た
鹿
島
槍
ヶ
岳
も
､
信
州
側
か
ら

眺
め
た
鹿
島
槍
ヶ
岳
も
や
は
り
後
立
山
の
盟
主
と
い

う
は
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
の
鹿
島
槍
ヶ
岳
を
め
ぐ
っ
て
の
昭
和
一

〇
年
か
ら
二
〇
年
頃
に
か
け
て
の
積
雪
期
の
登
簿
記

録
を
読
み
､
あ
ら
ゆ
る
条
件
の
進
歩
し
た
現
在
か
ら

み
る
と
､
非
壮
な
感
さ
え
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
｡

特
に
鹿
島
槍
ヶ
岳
北
壁
に
は
そ
の
感
が
強
い
｡

鹿
島
槍
ヶ
岳
北
峰
か
ら
長
野
県
側
に
派
出
し
た
天

狗
尾
根
と
主
稜
線
の
間
に
U
字
状
に
囲
ま
れ
た
典
形

的
な
カ
ー
ル
が
あ
る
｡
こ
の
谷
を
カ
ク
ネ
里
と
呼
ぶ

何
か
ロ
マ
ン
の
あ
る
呼
方
で
は
あ
る
が
､
こ
の
カ
ク

ネ
里
の
雪
渓
を
登
り
つ
め
た
突
き
あ
た
り
が
'
鹿
島

槍
ヶ
岳
の
北
壁
で
あ
る
｡
こ
の
北
壁
に
は
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
ル
ー
ト
が
'
一
五
ル
ー
ト
ほ
ど
聞
か
れ
て
い

る
が
､
い
ず
れ
の
ル
ー
ト
も
積
雪
期
の
登
塾
に
つ
い

て
は
､
数
々
の
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

又
､
北
壁
よ
り
は
や
や
規
模
は
小
さ
い
が
北
峰
か

ら
派
生
し
た
尾
根
が
荒
沢
の
頭
で
天
狗
尾
根
と
束
尾

根
に
分
か
れ
､
そ
の
両
尾
根
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
の

が
荒
沢
で
あ
る
｡
荒
沢
は
北
俣
と
南
保
と
に
分
れ
'

北
俣
の
奥
の
中
央
に
態
著
を
ル
ン
ゼ
が
落
込
み
北
桟

と
高
楼
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
の
北
俣
上
部

の
岩
壁
が
荒
沢
の
奥
壁
で
あ
る
｡
こ
の
二
つ
の
岩
壁

は
里
か
ら
は
あ
ま
り
眺
め
ら
れ
左
い
が
鹿
島
国
際
ス

キ
ー
場
か
ら
遠
見
尾
根
に
つ
を
が
る
黒
沢
尾
根
か
ら

の
荒
沢
の
奥
壁
､
カ
タ
ネ
里
､
鹿
島
槍
ヶ
岳
北
壁
の

展
望
は
す
ぼ
ら
し
い
も
の
が
あ
る
｡
ち
な
み
に
こ
の

黒
沢
尾
根
に
は
､
五
竜
遠
見
ス
キ
ー
場
か
ら
小
遠
見

山
を
経
由
し
て
佐
野
坂
ス
キ
ー
場
へ
の
ト
レ
ッ
キ
ン

グ
コ
ー
ス
が
聞
か
れ
て
お
り
､
ブ
ナ
の
原
生
林
を
楽

し
み
な
が
ら
歩
く
の
も
秋
山
の
魅
力
の
一
つ
と
い
え

よ
う
｡さ

て
こ
の
鹿
島
槍
ヶ
岳
へ
の
コ
ー
ス
の
内
一
般
的

な
も
の
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
｡

赤
岩
尾
根
か
ら
鹿
島
槍
ヶ
岳
へ

大
谷
原
で
奉
は
行
止
ま
り
で
あ
る
｡
工
事
用
の
巾

広
い
道
路
が
西
條
の
出
合
ま
で
通
じ
て
い
る
｡
赤
岩

尾
根
の
急
な
登
り
に
備
え
て
､
ゆ
っ
-
り
と
周
辺
の

紅
葉
を
眺
め
な
が
ら
歩
き
ま
し
ょ
う
｡
小
冷
沢
と
の

出
合
近
-
の
道
路
の
右
側
に
'
沢
山
の
実
の
つ
い
た

栃
の
木
が
あ
り
印
象
的
で
す
｡
こ
の
車
道
の
右
手
に

は
東
尾
根
へ
の
取
付
が
あ
り
赤
布
が
枝
に
い
く
つ
も

結
び
着
け
ら
れ
て
い
る
｡

赤
岩
尾
根
の
取
付
は
西
候
の
出
合
か
ら
北
俣
の
河

原
を
登
り
本
流
に
架
か
る
小
橋
を
渡
る
が
､
西
俣
出

合
の
西
沢
の
落
日
は
ブ
ッ
シ
ュ
に
か
く
れ
て
い
て
上

部
に
爺
ケ
岳
の
奥
壁
が
広
が
っ
て
い
る
と
は
想
像
も

で
き
な
い
く
ら
い
に
ひ
か
え
め
で
あ
る
｡
こ
の
沢
の

落
日
で
水
の
補
給
を
す
る
の
も
楽
し
い
ひ
と
と
き
で

あ
る
｡
赤
岩
尾
根
の
取
付
か
ら
高
千
穂
平
ま
で
は
樹

林
帯
の
急
登
で
､
と
き
お
り
紅
く
染
っ
た
木
々
の
問

か
ら
爺
ケ
岳
の
奥
壁
が
う
か
が
え
る
ほ
か
は
こ
れ
と

い
っ
た
眺
望
は
き
か
な
い
｡
木
の
根
と
ス
ラ
ブ
状
の

岩
に
気
を
付
け
を
が
ら
ひ
た
す
ら
登
る
以
外
に
は
な

い
が
'
赤
岩
尾
根
の
主
稜
線
上
に
出
て
し
ば
ら
く
登

り
通
称
｢
公
園
｣
と
呼
ば
れ
る
丸
木
橋
を
過
ぎ
る
と

左
手
に
大
き
な
岩
が
あ
り
右
手
に
は
大
き
な
栂
の
木

の
あ
る
場
所
に
着
く
､
こ
の
栂
の
木
に
は
冬
山
用
の

デ
ポ
に
使
わ
れ
た
ロ
ー
プ
や
､
ナ
イ
ロ
ン
の
ひ
も
が

ま
き
つ
い
て
い
た
り
､
下
に
は
錆
び
た
一
斗
カ
ン
が

散
ら
か
っ
て
い
る
｡
用
事
が
済
ん
だ
な
ら
ば
き
れ
い

に
片
付
け
て
は
し
い
も
の
で
あ
る
｡

こ
こ
か
ら
道
は
西
俣
側
の
ガ
レ
た
斜
面
に
出
る
が

道
は
良
く
整
備
さ
れ
､
新
し
い
ハ
シ
ゴ
も
作
ら
れ
て

い
て
歩
き
易
い
｡
見
通
し
の
悪
い
樹
林
帯
の
中
を
屋

根
上
に
出
て
右
に
､
左
に
か
ら
み
ち
が
ら
の
急
登
が

続
-
が
や
が
て
窪
地
状
の
と
こ
ろ
を
行
く
よ
う
に
な

る
と
､
も
う
高
千
穂
平
は
近
い
｡
や
が
て
樹
林
帯
が

き
れ
視
界
が
開
け
て
指
導
標
の
た
つ
高
千
穂
平
に
で

る
｡

こ
こ
は
ハ
イ
マ
ツ
と
岩
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
屋
根

上
の
平
担
地
で
､
鹿
島
槍
ヶ
岳
の
北
俣
本
谷
側
の
全

て
と
､
双
耳
峰
の
美
し
き
は
み
ご
と
で
あ
る
｡
し
ぼ

し
っ
か
れ
を
忘
れ
地
図
を
広
げ
本
谷
側
の
尾
根
と
壁

を
眺
め
る
と
､
左
か
ら
小
屋
衰
尾
根
､
布
引
東
尾
根
､

鎌
尾
根
､
ダ
イ
レ
ク
ト
尾
根
､
荒
沢
の
頭
'
東
尾
根

第
二
岩
崎
､
二
ノ
沢
の
コ
ル
､
二
ノ
沢
の
頭
-
数
年

前
の
正
月
の
遭
難
者
が
二
ノ
沢
の
コ
ル
か
ら
西
供
の

出
合
ま
で
流
さ
れ
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で

あ
る
｡
又
左
手
に
は
爺
ケ
岳
の
奥
壁
が
仰
が
れ
奥
壁

に
へ
ば
り
つ
-
よ
う
に
し
て
､
冬
を
ひ
か
え
る
べ
く
､

葉
を
落
と
し
､
い
じ
か
め
ら
れ
た
よ
う
に
枝
を
伸
ば

し
た
ダ
ケ
カ
ン
バ
の
姿
が
な
ん
と
も
い
じ
ら
し
-
忠

わ
れ
る
｡

こ
こ
か
ら
先
は
ほ
ぼ
尾
根
通
し
の
道
で
､
ダ
ケ
カ

ン
バ
が
左
右
の
谷
に
枝
を
広
げ
た
あ
た
り
を
過
ぎ
れ

ば
､
赤
褐
色
の
露
岩
に
出
る
｡
高
千
穂
平
か
ら
の
登

り
も
結
構
急
登
で
あ
る
｡
尾
根
の
名
前
が
赤
岩
尾
根

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
､
こ
の
辺
の
地
肌
が
赤
褐
色

で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
｡
こ
の
露
岩
を
左
手
に
登
る
と

道
は
水
平
に
な
り
眼
前
に
中
岩
沢
の
源
頭
を
ト
ラ
バ

ー
ス
し
て
主
稜
線
に
続
く
道
が
見
え
る
｡

赤
岩
尾
根
の
悪
場
と
い
え
ば
､
こ
の
ト
ラ
バ
ー
ス

へ
の
登
り
と
､
そ
の
ト
ラ
バ
ー
ス
で
あ
る
｡
崩
れ
易

い
岩
場
の
右
手
を
通
り
､
不
安
定
を
岩
を
ホ
ー
ル
ド

に
左
手
を
十
.
_
;
位
登
る
と
ト
ラ
バ
ー
ス
へ
の
道
と
な
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る
｡
凍
っ
て
い
た
り
'
霜
柱
で
道
が
滑
り
易
い
状
態

な
ら
ば
気
特
を
落
着
か
せ
て
慎
重
に
登
り
た
い
も
の

で
あ
る
｡
国
境
稜
線
に
出
た
と
こ
ろ
が
冷
乗
越
で
あ

る
｡
こ
こ
に
は
り
っ
ば
を
み
か
け
石
で
作
ら
れ
た
道

標
が
あ
る
が
下
り
の
こ
と
も
あ
る
の
で
し
っ
か
り
と

確
認
し
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
｡
縦
走
路
を
右
に

向
い
樹
林
帯
ま
で
下
り
て
再
び
登
り
返
す
と
冷
池
山

荘
の
前
に
出
る
こ
と
に
在
る
｡
小
屋
の
因
り
は
､
ナ

ナ
カ
マ
ド
の
紅
葉
が
美
し
い
｡
山
荘
の
前
に
水
溜
り

の
よ
う
に
あ
る
の
が
冷
の
池
で
､
小
さ
な
看
板
が
申

訳
け
な
さ
そ
う
に
立
っ
て
い
る
｡

鹿
島
槍
ヶ
岳
の
頂
上
へ
は
山
荘
の
前
を
通
り
､
森

林
帯
を
抜
け
稜
線
の
長
野
県
側
を
登
る
｡
こ
の
あ
た

り
は
夏
に
訪
ず
れ
る
と
お
花
畑
が
広
が
っ
て
い
る
所

で
あ
る
｡
道
は
黒
部
側
に
う
つ
り
ハ
イ
マ
ツ
の
間
を

ジ
グ
ザ
グ
に
登
る
と
布
引
岳
に
着
-
､
こ
こ
か
ら
は

頂
上
ま
で
ず
っ
と
黒
部
側
を
通
っ
て
行
-
こ
と
に
な

る
が
,
黒
部
側
と
長
野
県
側
と
は
対
称
的
な
地
形
を

し
て
い
る
｡

ゆ
っ
た
り
と
黒
部
側
に
続
く
尾
根
と
山
腹
､
急
峻

で
谷
底
ま
で
一
気
に
落
ち
て
い
る
長
野
県
側
､
こ
の

地
形
は
非
対
称
山
稜
と
い
わ
れ
､
フ
ォ
ッ
サ
マ
グ
ナ

の
影
響
と
､
長
野
県
側
に
雪
展
が
多
-
張
出
す
こ
と

が
要
因
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
布
引
か
ら
頂
上
ま
で
の
縦
走
路
か
ら
黒
部
側

に
見
ら
れ
る
ダ
ケ
カ
ン
バ
の
林
は
み
ご
と
を
も
の
で

あ
る
o
あ
た
か
も
人
間
が
リ
ン
ゴ
の
木
を
育
て
た
か

の
よ
う
で
､
木
の
高
さ
も
枝
の
状
態
も
一
様
に
そ
ろ

っ
て
い
る
｡
二
年
ほ
ど
前
の
十
一
月
仲
間
に
こ
れ
が

黒
部
の
リ
ン
ゴ
畑
だ
と
教
え
た
と
こ
ろ
､
彼
は
本
気

に
在
っ
て
信
じ
込
ん
で
い
た
｡

こ
こ
か
ら
は
た
い
し
た
登
り
も
無
-
頂
上
に
着
-
｡

頂
上
か
ら
の
展
望
は
い
う
ま
で
も
な
-
三
六
〇
度
の

パ
ノ
ラ
マ
で
あ
る
が
､
冷
乗
越
で
眺
め
た
剣
岳
と
頂

上
で
眺
め
た
剣
岳
と
で
は
趣
き
が
異
在
る
｡
剣
沢
や
､

源
次
郎
尾
根
､
長
次
郎
沢
'
八
ツ
峰
へ
三
ノ
窓
の
左

に
チ
,
1
'
ネ
の
岩
壁
も
眺
め
ら
れ
る
｡

里
か
ら
見
上
げ
た
鹿
島
槍
ヶ
岳
の
頂
上
に
い
ま
立

っ
て
い
る
こ
と
の
幸
せ
は
深
-
心
に
残
る
こ
と
で
あ

ろ
う
｡

大
谷
原
｢
恰
高
燥
出
合
上
尾
高
千
穂
平

に
に
同
仁
冷
乗
嘗
鹿
島
槍
ヶ
岳
頂
上

扇
沢
か
ら
爺
ケ
岳
-
冷
乗
越

登
山
口
は
扇
沢
の
橋
の
手
前
を
右
に
入
っ
た
所
で

あ
る
｡
取
付
で
身
仕
度
を
肇
え
水
を
補
給
し
ょ
う
｡

取
付
か
ら
森
林
帯
を
ジ
グ
ザ
グ
と
右
に
登
り
つ
め

る
と
尾
根
上
に
出
る
｡
頭
上
を
テ
レ
ビ
の
ケ
ー
ブ
ル

が
通
っ
て
い
る
｡
し
ば
ら
-
は
こ
の
ケ
ー
ブ
ル
に
そ

っ
て
道
は
続
き
ア
ン
テ
ナ
を
過
ぎ
る
と
道
は
尾
根
の

右
側
に
な
る
二
三
か
ら
は
安
曇
平
を
一
望
す
る
こ

と
が
で
き
る
｡

再
び
屋
根
上
に
出
て
道
は
扇
沢
側
を
ま
-
よ
う
に

続
く
､
こ
の
尾
根
は
爺
ケ
岳
南
峰
か
ら
派
出
し
て
い

る
爺
の
南
尾
根
で
あ
る
｡
あ
ま
り
ジ
グ
ザ
グ
も
妹
-

ゆ
っ
く
り
と
し
た
森
林
帯
の
登
り
で
､
左
側
の
岩
小

尾
沢
尾
根
の
紅
葉
が
す
ぼ
ら
し
い
美
し
き
で
目
に
映

る
｡
し
ば
ら
く
登
る
と
視
界
が
開
け
て
蓮
華
岳
や
針

ノ
木
谷
に
続
く
針
ノ
木
嶋
､
そ
の
右
に
針
ノ
木
岳
､

ス
バ
リ
岳
と
通
る
｡
こ
の
二
つ
の
峰
は
大
町
か
ら
望

む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
特
に
印
象
的
で
あ
る
｡
ち

左
み
に
針
ノ
木
谷
は
富
山
県
側
の
谷
で
大
町
側
は
篭

川
谷
で
あ
る
｡

階
段
状
の
木
の
根
を
過
ぎ
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め

ら
れ
た
ケ
ル
ン
を
見
な
が
ら
登
る
と
種
池
の
小
屋
が

稜
線
上
に
見
え
て
-
る
｡
小
屋
ま
で
一
時
間
半
と
黄

色
の
ペ
ン
キ
で
書
か
れ
た
ス
ラ
ブ
状
の
岩
の
上
を
通

り
過
ぎ
石
畳
の
道
で
高
度
を
か
せ
ぐ
と
､
左
側
に
深

く
落
ち
こ
ん
た
沢
に
で
る
｡
扇
沢
の
右
供
で
あ
る
｡

こ
の
沢
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
､
こ
ん
ど
ぼ
西
方
に
道

は
変
る
が
年
々
沢
の
崩
落
が
早
け
し
-
､
上
部
が
だ

い
ぶ
崩
れ
て
い
る
の
で
落
石
に
は
注
憲
が
必
要
で
あ

る
｡
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
右
手
を
へ
つ
る
よ
う
に
し
て

道
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
､
足
元
が
切
落
ち
て
い
て

こ
の
コ
ー
ス
で
一
番
い
や
ら
し
い
場
所
で
あ
る
｡

こ
こ
を
過
ぎ
る
と
扇
沢
を
左
側
背
後
に
見
下
す
よ

う
に
な
る
｡
大
き
な
ダ
ケ
カ
ン
バ
の
下
を
通
り
稜
線

に
向
っ
て
直
上
す
る
よ
う
に
登
る
と
急
に
視
界
が
開

け
､
爺
ケ
岳
南
峰
か
ら
種
池
小
尾
へ
の
主
稜
線
が
'

上
ま
で
島
単
調
を
登
り
で
'
ラ
イ
チ
ョ
ウ
や
ホ
シ
ガ

ラ
ス
が
歓
迎
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

縦
走
路
は
頂
上
を
通
り
ザ
ク
ザ
ク
の
下
り
と
な
る

が
､
頂
上
の
ね
び
た
た
し
い
ケ
ル
ン
に
は
心
痛
の
思

い
で
あ
る
｡
頂
山
か
ら
は
篭
川
谷
を
埋
め
る
紅
葉
の

美
し
き
に
し
ば
し
目
を
う
ば
わ
れ
る
｡

中
間
峰
と
の
コ
ル
ま
で
は
一
気
に
下
る
が
足
元
が

不
安
定
を
の
で
気
を
付
け
た
い
も
の
で
あ
る
｡
こ
の

コ
ル
の
付
近
は
､
夏
に
は
ご
ま
草
が
き
れ
い
に
咲
い

て
い
る
が
､
種
油
と
冷
池
の
間
の
縦
走
路
で
見
る
こ

と
の
で
き
る
の
は
こ
こ
ぐ
ら
い
で
あ
る
｡

コ
ル
か
ら
は
､
黒
部
側
の
ハ
イ
マ
ツ
常
に
道
は
続

く
､
黒
部
川
の
広
い
斜
面
は
ぎ
っ
し
り
と
ハ
イ
マ
ツ

で
埋
ま
り
'
所
々
に
シ
ラ
ピ
ソ
の
木
が
直
立
し
て
い

る
さ
ま
は
'
ま
っ
た
く
壮
快
で
こ
の
コ
ー
ス
の
魅
力

で
あ
る
｡
楽
し
い
ハ
イ
マ
ツ
帯
を
過
ぎ
シ
ラ
ピ
ソ
の

森
林
帯
に
入
る
と
道
は
冷
乗
越
の
下
り
に
在
り
､
赤

茶
け
た
ザ
レ
を
下
る
と
､
赤
岩
尾
根
と
の
分
岐
点
冷

池
乗
越
に
到
着
す
る
｡

扇
渥
』
は
種
捲
南
峰
に
匡
冷
乗
越

(
大
町
山
の
会
)

ス

カ

イ

ラ

イ

ン
を
描
い
て

下
り
て
-
る
｡

小
屋
の
近

く
の
池
の
あ

た
り
は
見
晴

し
も
よ
く
､

黒
部
川
に
落

ち
こ
む
立
山
'

剣
の
眺
め
が

雄
大
で
あ
る
｡

爺
ケ
岳
南
峰

へ
の
登
り
け

稜
線
歩
き
の

最
も
楽
し
い

ひ
と
と
き
で

あ

る

｡

シ

ラ

ピ
ソ
の
林
を

抜
け
る
と
頂
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ライチョウのナウ′il)と火山灰分布図
○印はナワパリ､l事さの単位はmm｡火山灰分布図は｢御岳山1979年火
山酒宴れ(小林1980)より､ライチョウのナワバリは｢御岳のライチ
ョウi(羽田･平林1972)より｡

(国土地理院発行5万分の1地形図｢御岳山). ｢木曽絶食-I使用)

鰭物情と山

御
岳
山
の
噴
火
と
ラ
イ
チ
ョ
ウ

御
岳
山
は
昨
年
(
一
九
七
九
)
十
月
二
十
八
日
午

前
五
時
二
十
分
､
長
野
･
岐
阜
･
山
梨
･
福
井
･
石

川
県
な
ど
広
い
地
域
の
地
震
計
に
記
録
を
残
し
た
山

体
の
振
動
と
と
も
に
突
然
活
動
が
始
り
､
史
上
初
め

て
の
噴
火
と
し
て
人
々
を
鷲
か
せ
た
｡

噴
火
活
動
の
最
初
は
爆
発
音
も
た
さ
ず
､
噴
煙
も

白
-
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
の
後

噴
煙
は
少
し
つ
つ
激
し
-
な
り
､
山
麓
で
の
観
察
に

よ
る
と
午
前
八
時
三
十
分
頃
か
ら
灰
色
-
暗
灰
色
と

な
っ
て
一
段
と
激
し
さ
を
増
し
た
｡
午
後
二
時
項
活

動
の
極
大
期
を
迎
え
､
山
頂
の
神
社
や
山
小
屋
に
被

害
を
あ
た
え
'
北
東
山
賀
の
悶
田
村
を
ど
で
は
火
山

平

　

林

　

国

　

男

え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
ナ
ワ
バ
リ
期
は
春
の
雪
ど
け

が
始
ま
る
三
月
頃
か
ら
雛
が
ふ
化
す
る
六
月
下
旬
頃

ま
で
で
､
雌
雄
の
つ
が
い
単
位
で
ナ
ワ
バ
リ
を
つ
く

り
､
そ
の
中
で
巣
を
つ
-
り
'
卵
を
産
み
､
卵
を
あ

た
た
め
､
雛
を
か
え
す
｡
こ
の
間
､
餌
場
や
眠
る
場

所
な
ど
生
活
の
す
べ
て
が
ナ
ワ
バ
リ
内
で
展
開
さ
れ
'

ナ
ワ
バ
リ
は
繁
殖
の
基
盤
と
な
る
範
囲
で
あ
る
｡
こ

の
た
め
ナ
ワ
バ
リ
に
は
こ
の
間
に
必
要
を
諸
条
件
が

そ
ろ
っ
て
い
な
け
れ
ば
在
ら
な
い
｡
広
い
高
山
帯
で

も
こ
の
条
件
が
充
さ
れ
る
範
囲
は
限
ら
れ
て
お
り
､

一
般
的
に
ナ
ワ
バ
リ
が
多
-
分
布
す
る
地
域
は
条
件

が
恵
ま
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
｡
な
お
､
限
ら
れ
た

範
囲
で
あ
る
た
め
毎
年
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
同
じ
よ
う

を
ナ
ワ
バ
リ
か
つ
-
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
｡

条
件
と
し
て
重
要
を
こ
と
は
餌
場
や
巣
づ
-
り
場

と
な
る
植
物
群
落
が
最
低
面
積
以
上
に
確
保
さ
れ
る

必
要
が
あ
り
'
こ
れ
ら
の
植
物
群
落
は
い
ず
れ
も
比

較
的
背
丈
の
低
い
群
落
で
あ
る
た
め
､
火
山
灰
が
五

王
宮
以
上
積
る
と
利
用
で
き
を
く
な
る
｡

雛
が
か
え
る
と
非
ナ
ワ
バ
リ
期
に
入
る
｡
こ
の
期

に
は
ナ
ワ
バ
リ
が
解
消
さ
れ
､
雌
親
は
ナ
ワ
バ
リ
の

あ
っ
た
近
-
の
お
花
畠
に
雛
を
連
れ
だ
し
､
高
山
植

物
の
芽
や
葉
や
花
や
実
を
つ
い
ば
ま
せ
て
雑
を
育
て

る
｡
彼
等
の
主
な
食
物
は
植
物
質
で
高
山
植
物
を
た

よ
り
に
生
き
て
い
る
高
山
鳥
と
い
え
る
｡
新
雪
が
来

る
頃
'
雛
は
一
人
前
に
な
り
､
同
じ
地
域
で
生
活
し

て
い
た
親
鳥
や
成
長
し
た
雛
の
全
部
が
合
流
し
て
､

厳
し
い
高
山
の
冬
の
集
団
生
活
に
入
る
｡

非
ナ
ワ
バ
リ
期
の
生
活
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

場
所
は
､
雛
を
育
て
る
お
花
畠
と
､
雪
に
お
お
わ
れ

灰
の
降
下
が
激
し
く
在
っ
た
｡
こ
の
噴

煙
も
二
十
八
日
夕
刻
に
は
弱
ま
り
始
め
､

一
昼
夜
た
っ
た
二
十
九
日
朝
に
は
著
し

く
衰
え
を
み
せ
た
と
い
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
御
岳
山
に
は
ラ
イ

チ
ョ
ウ
が
す
ん
で
お
り
'
私
達
は
昭
和

四
十
六
年
二
九
七
一
)
に
全
山
の
生
息

実
態
を
調
査
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
噴
火

活
動
が
彼
等
の
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
あ
た
え
た
か
'
強
い
関
心
を
も
ち

な
が
ら
調
査
の
機
会
を
と
れ
在
い
ま
ま

彼
等
の
生
活
を
案
じ
て
い
た
｡

た
ま
た
ま
'
今
回
の
火
山
活
動
を
調

査
さ
れ
た
富
山
大
学
教
養
部
の
小
林
武

彦
氏
か
ら
い
た
だ
い
た
報
告
書
に
よ
り
､

火
山
活
動
や
噴
出
さ
れ
た
火
山
灰
な
ど

の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
､
ラ
イ
チ

ョ
ウ
に
及
ぼ
し
た
噴
火
活
動
の
影
響
に

つ
い
て
'
机
上
で
の
考
察
を
進
め
る
こ

と
が
で
き
た
｡

ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
年
間
の
生
活
は
ナ
ワ

バ
リ
期
と
非
ナ
ワ
バ
リ
期
に
分
け
て
考

た
高
山
で
餌
に
な
る
植
物
が
雪
上
に
出
て
い
る
場
所

で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
を
場
所
は
い
ず
れ
も
背
丈
の
低

い
植
物
で
つ
-
ら
ね
た
群
落
で
'
火
山
灰
が
五
t
圭
=

以
上
あ
お
う
と
ほ
と
ん
ど
全
滅
す
る
群
落
で
あ
る
｡

今
回
の
御
岳
山
の
地
獄
谷
を
中
心
と
し
た
火
山
活

動
に
よ
る
噴
出
物
は
､
高
山
特
有
の
偏
西
風
に
流
さ

れ
た
｡
こ
の
た
め
､
噴
出
物
の
降
下
に
よ
っ
て
被
害

を
受
け
た
地
域
は
ナ
ワ
バ
リ
分
布
の
最
も
少
を
い
地

域
で
､
生
息
や
繁
殖
に
利
用
す
る
主
要
を
地
域
で
は

な
か
っ
た
｡
ま
た
､
御
岳
山
全
域
で
確
認
さ
れ
た
ナ

ワ
バ
リ
三
十
一
個
(
推
定
ナ
ワ
バ
リ
も
含
む
)
　
の
う

ち
'
噴
出
物
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の

は
四
個
だ
け
で
あ
る
｡
繁
殖
の
基
盤
と
な
る
植
物
群

落
や
餌
が
欠
乏
す
る
冬
期
の
主
要
を
餌
場
は
ほ
と
ん

ど
影
響
が
左
か
っ
た
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
｡

史
上
初
め
て
と
騒
が
れ
る
御
岳
山
の
噴
火
も
､
ラ

イ
チ
ョ
ウ
に
と
っ
て
は
た
び
た
び
あ
る
火
山
活
動
と

し
て
､
活
動
の
様
子
な
ど
す
べ
て
を
知
り
つ
く
し
て

い
た
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