
①　　　毎月1回25日発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3種郵便物認可(昭和35年7月26日)

LTl鎧鰭鰯舘
第28巻　第10号　1983年10月25日　　大町山岳博物鰭

隠/経虹__{.＼､/ さ櫨細置.〟.一.: 盗∵-r.A＼怠( 剪�

一.∴ 演 メ,ご●● エード完工∴∴/＼/譲 "/ダー- ∴ 1ヽ､`シ 刪�' ゝ∴ふ∴∴::..∴-監∴- � 

a-a,.- 滝壷...:事' 刳梔C襲顎隷轡警綴/黒滝殴甥､,iー＼C.'零も, 

圏閻羅-長!容器要塞ii,醍醜縞 
r､,/鎌熱雷討華e聾言 � �( ,( 雪 ;I 壷i一 議 薫 

Jz_.紫野-く-i,., 

･'7寒葵〇一SSS" 乾坤碑'ー亀郎` 駆諦擁.;-. 陣痛諒 :古画..∴ �����ﾈ�������ヽ∴.ヽ∴ ∴一 ･.謹i'-A/+.-一一人 潤諦船両前帝繭､:圏嗣認園醒＼＼ 

那,∴綴,.--'ノ綬 章函＼上-,雨読高時-.ii_,～/＼,,_Y-i 糾一朝高時擁謹謝華i lt. I ▼一 ����"��艀ｹｺB��奉｣2粐ﾖ討��S����B����ぴ�>X靨�,i<R��

lt ��(���"����嬰X+#ｹ}韋��

敬の湖木育

秋
に
思
う

夏
山
の
楽
し
か
っ
た
話
し
も
い
つ
し
か
去
り
し
日

の
思
い
出
と
な
り
へ
　
山
岳
博
物
館
に
'
山
の
幸
〝
き

の
こ
〟
が
陳
列
さ
れ
る
頃
は
､
も
う
秋
の
夜
も
長
-
､

豊
年
を
祝
う
祭
り
雌
子
の
音
が
聞
こ
え
て
来
ま
す
｡

読
書
の
秋
､
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
'
ま
た
食
欲
の
秋
-

秋
は
一
年
中
で
一
番
楽
し
く
､
反
面
忙
し
い
季
節
で

も
あ
り
ま
す
｡

今
年
も
夏
か
ら
秋
に
か
け
､
市
民
ス
ポ
ー
ツ
祭
､

市
民
登
山
､
針
の
木
の
慎
太
郎
祭
､
各
地
区
の
運
動

会
と
無
事
終
り
ま
し
た
｡
こ
ゝ
で
'
こ
れ
ら
事
業
を

ぶ
り
返
っ
て
見
る
こ
と
を
忘
れ
を
い
こ
と
で
す
｡
あ

ら
ゆ
る
角
度
よ
り
反
省
し
､
新
し
い
次
な
る
夢
が
そ

こ
か
ら
芽
生
え
る
こ
と
を
心
が
け
た
い
と
思
い
ま
す
｡

山
岳
博
物
館
へ
入
館
し
て
感
じ
た
こ
と
｡

始
め
て
見
た
と
き
は
神
栄
町
の
旧
館
で
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
｡
ア
ル
プ
ス
の
王
者
と
も
い
う
べ
き
イ
ヌ

ワ
シ
が
飼
育
さ
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
｡

現
在
の
場
所
に
移
転
し
て
か
ら
は
次
々
と
日
本
唯

一
の
山
岳
博
物
館
と
し
て
充
実
さ
れ
､
役
職
員
の
努

力
に
よ
り
､
数
多
い
入
り
き
ら
な
い
程
の
資
料
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
は
創
始
期
の
貴
重
を
遺
品

よ
り
現
在
の
発
達
し
た
用
具
ま
で
､
山
で
の
必
需
品
､

登
山
用
具
､
山
小
屋
､
登
山
艶
(
特
に
人
物
)
､
信

仰
､
山
の
唄
-
と
歴
史
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
｡

夏
休
み
の
子
供
達
の
自
由
研
究
と
し
て
､
山
岳
歴

史
の
勉
強
を
､
岳
郡
の
与
え
ら
れ
た
場
と
し
て
益
々

の
活
用
､
利
用
を
願
う
も
の
で
す
｡

こ
ゝ
大
町
の
秋
は
西
(
岳
)
山
の
紅
葉
よ
り
始
ま
り

ま
す
｡
黒
四
ダ
ム
へ
の
途
中
､
車
窓
よ
り
眺
め
る
紅

葉
､
高
瀬
渓
谷
､
大
町
ダ
ム
､
七
倉
ダ
ム
､
高
瀬
ダ

ム
'
そ
れ
ぞ
れ
の
眺
望
へ
も
う
見
頃
だ
と
思
い
ま
す
｡

ダ
ム
工
事
は
も
う
そ
ろ
そ
ろ
終
り
と
聞
き
ま
す
｡

旧
道
は
､
拡
張
さ
れ
た
新
道
へ
移
さ
れ
､
ダ
ム
サ
イ

ト
等
に
は
遊
歩
道
が
つ
け
ら
れ
る
と
い
わ
れ
ま
す
｡

私
達
市
民
が
よ
り
良
い
環
境
の
中
で
､
新
し
-
誕
生

す
る
観
光
諸
施
設
の
利
用
､
活
用
が
出
来
る
こ
と
を

願
う
も
の
で
す
｡

(
大
町
市
社
会
教
育
委
員
　
中
島
　
洋
一
)
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山
の
恩
人
･
武
田
久
吉
博
士山

　

崎

　

安

　

治

今
日
の
登
山
の
隆
盛
を
築
い
た
日
本
の
登
山
界
の

パ
イ
オ
ニ
ア
の
一
人
が
武
田
久
喜
博
士
で
あ
る
｡
亡

く
在
ら
れ
て
か
ら
､
す
で
に
十
年
以
上
の
歳
月
が
流

れ
､
い
ま
の
若
い
人
び
と
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
た
形

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
､
ま
こ
と
に
残
念
を

こ
と
で
あ
る
｡
い
ま
ふ
う
の
岩
や
氷
と
取
組
む
と
い

っ
た
ク
ラ
-
ミ
ン
グ
を
さ
れ
た
方
で
は
な
か
っ
た
の

で
､
こ
う
い
っ
た
登
山
に
し
か
眼
を
向
け
を
い
現
代

の
登
山
者
が
､
武
田
博
士
の
存
在
す
ら
知
ら
を
い
と

い
う
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
は
い
え
､
日
本
の
登

山
の
歴
史
の
上
に
武
田
博
士
の
残
さ
れ
た
足
跡
は
不

滅
の
光
彩
を
放
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

順
序
と
し
て
､
ま
ず
そ
の
略
歴
を
紹
介
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

武
田
久
喜
は
､
明
治
十
六
年
(
一
八
八
三
)
三
月

二
日
､
駐
日
英
国
大
便
ア
ー
ネ
ス
ト
･
メ
イ
ス
ン
･

サ
ト
ウ
卿
と
､
紀
州
蒲
出
身
の
武
田
兼
の
二
男
と
し

て
東
京
市
期
町
区
飯
田
町
で
生
れ
た
｡
か
つ
て
徳
川

千
姫
が
余
生
を
送
っ
た
と
い
う
吉
田
御
殿
の
跡
と
い

わ
れ
る
屋
敷
内
で
あ
っ
た
｡
東
京
庸
立
尋
常
中
学
(

後
の
府
立
一
中
へ
　
い
ま
の
日
比
谷
高
校
の
前
身
)
を

経
て
'
東
京
外
国
語
学
校
に
掌
び
'
日
本
博
物
学
同

志
会
々
貝
と
し
て
植
物
の
研
究
と
登
山
に
深
い
関
心

を
持
ち
へ
　
明
治
三
十
八
年
(
一
九
〇
五
)
十
月
へ
　
同

志
七
名
と
と
も
に
発
起
人
と
な
り
日
本
山
岳
会
を
創

立
し
､
幹
事
と
し
て
そ
の
発
展
に
寄
与
を
惜
し
ま
な

か
っ
た
｡

明
治
四
十
三
年
(
一
九
一
〇
)
三
月
､
渡
英
し
王

立
キ
ュ
ー
植
物
園
で
植
物
学
を
研
究
､
明
治
四
十
五

年
(
一
九
一
二
)
　
ロ
ン
ド
ン
大
学
植
物
科
を
卒
業
し

て
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
字
に
転
じ
､
淡
水
藻
類
の
研
究

を
続
け
､
大
正
五
年
(
一
九
一
六
)
二
月
に
帰
国
へ

京
大
へ
九
大
､
北
大
の
講
師
を
歴
任
へ
以
来
生
涯
を

か
け
て
高
山
植
物
の
分
布
と
分
類
の
調
査
研
究
の
た

-

　

　

　

　

　

　

　

　

め

日

本

全

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

国

の

山

々

′

,

メl

藍
訓
畔
f

に
足
を
伸

ば
し
､
植

物
の
垂
直

分
布
に
対

す
る
学
説

を
確
立
し
､

そ
の
か
た

わ
ら
白
魚

保
護
に
全

力
を
傾
注

し
た
｡

昭
和
十

年
日
本
山

岳
会
名
誉

会
員
､
昭

和
二
十
三
年
日
本
山
岳
会
六
代
目
会
長
､
昭
和
四
十

二
年
初
代
日
本
山
岳
勘
合
々
長
を
務
め
登
山
界
の
発

展
に
力
を
注
い
だ
｡
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
､
勲
四

等
(
旭
日
小
綬
章
)
　
に
叙
せ
ら
れ
､
昭
和
四
十
五
年

三
月
､
多
年
に
わ
た
る
高
山
植
物
の
生
態
に
関
す
る

研
究
に
対
し
､
第
六
回
秩
父
宮
記
念
学
術
賞
を
受
賞
､

昭
和
四
十
七
年
六
月
七
日
､
東
京
千
代
田
区
東
京
逓

信
病
院
で
脳
出
血
の
た
め
八
十
九
歳
の
生
涯
を
閉
じ

た
｡

多
数
の
著
作
を
出
さ
れ
､
中
で
も
　
『
尾
瀬
と
鬼
怒

沼
｣
　
(
昭
和
五
年
･
梓
書
房
)
､
『
高
山
植
物
図
鑑
も

(
昭
和
八
年
･
梓
書
房
)
､
『
登
山
と
植
物
｣
　
(
昭
和

十
三
年
･
河
出
書
房
)
､
『
原
色
高
山
植
物
図
鑑
』
(
昭

和
三
十
四
年
･
保
育
社
)
､
『
山
へ
の
足
跡
』
　
(
醍

和
四
十
五
年
･
二
見
語
一
房
)
､
『
明
治
の
山
旅
も
一
昭
和

四
十
六
年
･
創
文
社
)
な
ど
特
に
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡

山
と
の
か
か
わ
り
あ
い
は
早
く
､
箱
根
山
に
出
か

け
た
の
は
､
ま
だ
小
学
校
入
学
以
前
で
､
十
歳
の
夏

に
は
伊
香
保
に
行
っ
た
｡
妙
義
山
に
登
っ
た
の
は
十

二
歳
､
小
字
校
の
高
等
三
年
生
の
と
き
で
あ
っ
た
｡

日
本
鉄
道
株
式
会
社
が
高
崎
か
ら
埴
井
沢
ま
で
碓
氷

峠
に
二
十
六
の
ト
ン
ネ
ル
を
掘
り
'
ア
プ
ト
式
の
機

関
車
を
通
し
た
の
は
明
治
二
十
六
年
の
こ
と
で
､
瑚

泊
一
一
十
八
年
八
月
､
こ
の
鉄
道
の
見
辛
を
思
い
立
ち
､

三
つ
年
上
の
兄
栄
太
郎
に
つ
れ
ら
れ
'
幼
名
じ
み
の
'

後
の
劇
作
家
小
山
内
譲
､
母
親
兼
の
四
名
で
､
鈍
行

で
上
野
か
ら
六
時
間
も
か
か
っ
て
高
崎
に
着
-
と
､

い
っ
た
ん
下
車
し
､
切
符
を
買
い
換
え
て
信
越
線
に

来
る
の
だ
が
､
梯
川
ま
で
行
く
な
ら
松
井
田
で
下
車

し
て
妙
義
山
に
登
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
｡

母
親
を
妙
義
の
町
の
宿
屋
に
残
し
､
三
名
で
七
廻

峠
か
ら
第
二
　
第
二
､
第
三
'
第
四
の
石
門
を
く
ぐ

っ
て
旭
岳
の
岩
崎
に
立
っ
た
｡
こ
の
頂
上
で
カ
ノ
コ

ユ
リ
が
一
輪
満
開
で
は
は
え
ん
で
い
る
の
に
眼
を
見

張
っ
た
｡
さ
す
が
平
地
と
違
い
､
こ
ん
を
花
が
見
ら

れ
る
の
か
と
驚
き
､
山
へ
の
興
味
は
こ
の
と
き
き
ざ

し
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
ユ
リ
の
花
と
の
出
合
い
が

武
田
久
喜
を
高
山
植
物
と
結
び
つ
け
る
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
で
あ
り
､
植
物
を
求
め
て
山
を
登
り
､
山

を
愛
し
続
け
る
生
涯
の
ス
タ
ー
ト
と
た
っ
た
の
で
あ

る
｡

登
山
の
味
を
覚
え
た
翌
明
治
二
十
九
年
の
夏
は
一

ケ
月
を
日
光
で
暮
し
た
｡
日
光
板
碑
町
に
あ
る
浄
光

院
と
い
う
大
き
な
古
寺
の
空
室
を
借
り
'
一
家
で
戦

場
ケ
原
か
ら
湯
元
を
訪
れ
た
り
し
た
｡
明
治
三
十
一

年
､
夏
に
も
ま
た
日
光
に
足
を
向
け
た
｡
東
京
府
立

尋
常
中
予
の
二
年
生
で
あ
っ
た
｡
一
ケ
月
以
上
を
日

光
で
送
っ
た
が
､
二
四
日
な
の
で
実
測
の
地
図
こ
そ

な
い
時
代
と
い
え
'
天
保
八
年
(
一
八
三
七
)
植
田

孟
緒
の
書
い
た
地
誌
『
日
光
山
喜
直
を
唯
一
の
頼
り

と
し
て
植
物
や
昆
虫
の
採
集
に
歩
き
ま
お
っ
た
｡
八

月
の
下
旬
､
裏
兄
の
滝
の
茶
店
の
男
を
案
内
に
二
日

が
か
り
で
小
英
子
､
大
奥
子
､
男
佐
山
の
縦
走
を
や

っ
た
｡
明
治
三
十
四
年
八
月
に
は
日
光
女
親
山
に
登

っ
た
｡
二
年
前
の
冬
､
同
じ
中
辛
校
の
生
徒
二
人
が

秩
父
の
仙
元
峠
で
凍
死
し
た
事
件
が
あ
っ
て
､
親
か

ら
な
か
な
か
登
山
の
許
可
が
も
ら
え
ず
､
最
初
の
登

山
は
採
集
胴
乱
を
肩
に
客
を
出
て
無
断
登
山
を
試
み

た
が
霧
の
た
め
適
に
迷
い
､
途
中
た
ま
た
ま
三
山
掛

け
の
適
者
を
相
手
の
も
の
売
り
の
男
に
出
会
っ
て
､

何
と
か
素
に
戻
っ
て
い
る
｡
そ
れ
か
ら
数
日
後
､
植

物
享
著
牧
野
宮
太
郎
'
山
草
京
城
数
馬
ら
の
一
行
に

従
う
機
会
が
出
来
､
無
事
女
親
山
に
登
れ
た
が
'
花

期
は
過
ぎ
て
い
る
も
の
の
､
珍
し
い
植
物
が
胴
乱
に

あ
ふ
れ
る
ほ
ど
積
れ
た
｡

こ
の
こ
ろ
府
立
尋
常
中
予
の
生
徒
で
あ
っ
た
の
ち

の
英
文
字
者
市
河
三
善
､
遺
伝
掌
者
小
熊
料
'
方
言

字
者
松
村
採
ら
が
中
心
と
在
っ
て
､
お
互
い
の
採
集

品
の
知
識
を
交
換
す
る
同
人
雑
誌
を
発
行
し
て
い
た
｡

当
時
築
地
に
あ
っ
た
府
立
尋
常
車
掌
に
は
博
物
掌
に

熱
心
を
帰
山
信
順
と
い
う
先
生
が
い
て
､
そ
の
兼
陶

を
受
け
た
生
徒
た
ち
が
､
昆
虫
'
植
物
､
鳥
類
な
ど

の
研
究
に
熱
中
す
る
も
の
が
多
-
な
っ
た
結
果
で
あ

る
｡
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
も
増
え
て
き
た
の

で
､
会
名
を
日
本
博
物
享
同
志
会
と
し
て
､
明
治
三

十
四
年
に
新
し
-
発
足
し
､
機
関
誌
『
博
物
之
友
』

が
活
字
印
刷
で
発
行
さ
れ
た
｡
窮
一
巻
第
二
万
が
出

た
の
は
明
治
三
十
四
年
七
月
で
あ
る
｡
武
田
は
す
で

に
中
字
を
卒
業
し
て
い
た
た
め
'
後
に
を
っ
て
こ
れ

を
知
り
､
明
治
三
十
四
年
の
秋
に
入
会
し
た
｡
武
田
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舵物情ど山

は
入
会
す
る
と
明
治
三
十
五
年
の
第
二
着
第
七
号
か

ら
ほ
と
ん
ど
毎
号
寄
稿
を
続
け
た
｡
『
博
物
之
友
』

は
年
ご
と
に
内
容
が
充
実
し
､
明
治
三
十
八
年
に
は

六
冊
発
行
し
､
ペ
ー
ジ
数
を
増
や
し
た
が
､
そ
れ
で

も
収
ま
り
き
れ
な
い
ほ
ど
の
寄
稿
が
あ
っ
た
.
.

掛
物
掌
同
志
会
の
会
賞
た
ち
は
､
高
等
千
校
か
ら

大
字
に
進
む
に
つ
れ
､
研
究
の
範
囲
も
広
が
り
'
そ

の
海
科
も
平
地
か
ら
高
山
へ
と
移
っ
て
､
山
の
紀
行

文
の
投
稿
が
多
く
な
り
'
臨
時
に
山
の
特
集
号
で
も

出
さ
ね
は
な
ら
を
い
た
ろ
う
と
い
う
話
ま
で
出
て
き

て
い
た
｡

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
､
明
治
三
十
七
年
二
月
発
行

の
雑
誌
『
太
陽
』
　
の
第
十
巻
第
三
号
に
小
島
烏
水
の

書
い
た
｢
甲
斐
の
白
峰
｣
が
発
表
さ
れ
た
｡
こ
の
文

に
は
'
地
理
､
動
植
物
､
山
の
測
量
､
さ
ら
に
『
平

家
物
語
』
　
の
　
｢
北
に
遠
ざ
か
り
て
白
き
山
あ
り
｣
と

い
っ
た
文
が
引
用
さ
れ
､
難
解
な
荻
生
但
乗
の
漢
文

『
峡
中
紀
行
』
　
に
ま
で
及
ん
で
お
り
､
博
物
､
理
科

関
係
の
雑
誌
し
か
読
ん
で
い
を
か
っ
た
武
田
に
と
っ

て
'
ま
っ
た
く
目
新
し
い
こ
と
が
､
き
わ
め
で
興
味

深
-
し
ろ
さ
れ
て
い
た
｡

い
っ
た
い
'
小
島
鳥
水
と
は
い
か
を
る
人
物
か
と

い
う
の
で
､
烏
水
が
擬
浜
の
住
人
だ
と
い
う
こ
と
を

耳
に
す
る
と
､
人
を
介
し
て
'
椋
浜
に
い
る
博
物
掌

同
志
会
の
高
野
際
蔵
と
も
ど
も
､
梯
浜
西
戸
部
町
に

あ
っ
た
烏
水
の
家
を
訪
れ
た
の
島
､
明
治
三
十
八
年

の
二
月
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
お
た
が
い
に
大
い

に
話
が
は
ず
み
､
烏
水
も
博
物
字
同
志
会
へ
入
会
す

る
こ
と
に
な
っ
た
｡

鳥
水
は
明
治
三
十
五
年
八
月
､
友
人
の
岡
野
金
次

郎
と
と
も
に
槍
ヶ
岳
に
登
り
'
椋
浜
に
戻
る
と
､
あ
る

日
'
岡
野
の
務
め
先
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
会
社
で

支
配
人
が
持
っ
て
い
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
と
い
う
イ
ギ
リ

ス
の
宣
教
師
の
書
い
た
　
『
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と

探
検
』
と
い
う
一
冊
の
洋
書
を
手
に
し
た
｡
岡
野
は
､

自
分
た
ち
が
登
っ
て
き
た
は
か
り
の
山
に
す
で
に
イ

ギ
リ
ス
の
宣
教
師
が
登
っ
て
お
り
､
そ
の
本
に
は
山

の
写
真
ま
で
出
て
い
る
の
で
大
い
に
び
っ
-
り
し
て

鳥
水
に
知
ら
せ
る
と
と
も
に
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
が
当
時

櫛
浜
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
つ
き
と
め
､
こ
こ
で
岡

野
､
烏
水
'
ウ
ェ
ス
ト
ン
と
の
交
流
が
始
ま
っ
た
の

で
あ
る
｡

ウ
ェ
ス
ト
ン
は
明
治
三
十
八
年
三
月
､
二
度
目
の

日
本
滞
在
を
す
ま
せ
て
帰
英
す
る
に
当
り
､
桟
浜
の

オ

リ

エ

ン

タ

ル

･

パ

レ

ス

･

ホ

テ

ル

に

岡

野

'

烏

水

､

武
田
の
三
人
を
昼
食
に
招
き
'
そ
の
席
上
､
日
本
に

も

イ

ギ

リ

ス

の

ア

ル

パ

イ

ン

･

ク

ラ

フ

の

よ

う

な

会

を
作
る
こ
と
を
熱
心
に
す
す
め
た
｡

こ
う
し
て
日
本
山
岳
会
発
足
の
気
運
は
よ
う
や
-

芽
生
え
て
き
た
の
た
が
､
こ
の
明
治
三
十
八
年
と
う

年
は
山
登
り
の
面
か
ら
武
田
も
き
れ
め
て
ア
ク
テ
ィ

ブ
を
行
動
を
示
し
て
い
た
｡

四
月
に
は
秩
父
の
仙
元
峠
､
六
月
に
は
日
光
､
七

月
に
は
日
光
か
ら
初
め
て
尾
瀬
を
探
り
､
八
月
に
は

い
る
と
'
大
宮
口
か
ら
富
士
山
に
登
り
'
吉
田
口
へ

下
山
し
'
日
野
春
か
ら
八
ヶ
岳
の
権
現
岳
､
さ
ら
に

大
町
へ
向
い
'
四
谷
か
ら
大
雪
渓
を
日
馬
岳
に
登
り
'

頂
上
の
粗
末
な
石
室
で
十
二
日
間
絶
域
し
､
九
月
に

は
丹
沢
塔
ケ
岳
に
足
を
伸
し
た
｡

日
本
山
岳
会
の
生
れ
る
気
配
は
こ
う
し
た
中
で
次

第
に
熟
し
て
き
た
の
だ
が
､
し
か
し
こ
の
時
代
に
､

登
山
を
趣
味
と
す
る
人
間
が
ど
の
-
ら
い
い
る
か
ま

っ
た
く
手
が
か
り
が
を
か
っ
た
｡
そ
こ
で
日
本
博
物

掌
同
志
会
が
中
心
と
な
り
'
そ
の
支
部
の
よ
う
な
形

で
ま
ず
発
足
さ
せ
､
『
博
物
之
友
』
　
に
載
せ
き
れ
を

い
山
岳
の
記
事
を
集
め
た
雑
誌
を
出
し
て
は
と
い
う

話
が
出
た
｡
明
治
三
十
八
年
十
月
十
四
日
､
日
本
博

物
字
同
志
会
の
第
十
三
回
例
会
が
あ
り
､
そ
の
あ
と
､

高
野
臆
蔵
'
小
島
烏
水
､
高
頭
仁
兵
衛
､
梅
沢
親
光
､

河
田
黙
､
城
数
馬
へ
武
田
久
喜
の
七
人
が
､
飯
田
橋

の
近
-
の
神
田
川
の
河
岸
に
あ
っ
た
富
士
見
桟
と
い

う
三
階
作
り
の
料
亭
に
集
ま
り
､
日
本
博
物
掌
同
志

会
の
支
部
と
し
て
､
山
岳
会
が
設
立
さ
れ
る
最
終
的

な
相
談
会
が
開
か
れ
､
こ
こ
に
日
本
山
岳
会
(
そ
の

当
時
は
た
ん
に
山
岳
会
と
称
し
て
い
た
)
が
生
ぶ
声

を
あ
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

正
確
な
記
憶
を
も
と
に
'
こ
の
デ
ー
タ
を
武
田
博

士
が
初
め
て
話
さ
れ
た
の
は
､
昭
和
二
十
四
年
三
月

二
十
六
日
､
東
京
お
茶
の
水
の
日
本
体
育
的
会
本
館

に
お
け
る
｢
小
島
烏
水
を
偲
ぶ
｣
日
本
山
岳
会
第
百

八
回
小
集
会
｢
山
岳
会
創
立
ま
で
の
小
島
君
と
の
関

係
｣
と
越
す
講
演
に
お
い
て
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
日

本
山
岳
会
の
　
『
山
岳
』
第
四
十
四
年
第
三
.
,
.
(
小
鳥

鳥
水
記
念
号
)
　
に
載
せ
て
あ
る
が
､
武
田
博
士
の
驚

異
的
な
記
憶
力
が
を
か
っ
た
ら
､
こ
の
貴
重
を
歴
史

的
記
録
は
､
水
久
に
埋
も
れ
た
ま
ま
に
終
れ
っ
て
し
ま

っ
た
か
も
知
れ
を
い
∩
"

日
本
山
岳
会
の
機
関
誌
は
､
翌
朝
冶
三
十
九
年
四

月
創
刊
号
が
発
行
さ
れ
た
の
だ
が
'
そ
の
題
名
に
つ

い
て
議
論
が
続
出
し
た
｡
『
山
岳
之
友
』
 
､
㌔
山
岳

雑
誌
』
 
､
あ
る
い
は
『
雲
表
』
な
ど
さ
ま
さ
ま
を
惹

兄
が
出
た
が
､
ご
く
平
凡
に
あ
り
の
ま
ま
の
『
山
岳
』

に
し
て
は
と
提
案
さ
れ
た
の
は
武
田
久
喜
で
あ
り
､

こ
れ
が
採
用
さ
れ
､
い
ま
に
到
っ
て
い
る
｡
ま
た
､

い
ま
の
I
A
C
の
三
文
字
を
組
み
合
わ
せ
た
日
本
山

岳
会
の
会
章
の
デ
ザ
イ
ン
を
さ
れ
た
の
も
博
士
で
あ

る
｡

歯
に
衣
を
着
せ
な
い
､
き
れ
め
て
宰
採
な
表
現
を

さ
れ
る
方
で
､
筆
者
な
ど
日
本
山
岳
会
の
会
報
を
編

集
し
て
い
た
こ
ろ
､
誤
植
が
多
-
､
博
士
か
ら
印
刷

屋
の
小
僧
に
も
お
と
る
'
な
ど
と
い
つ
も
お
小
言
を

ち
ょ
う
だ
い
し
て
い
た
も
の
だ
が
､
た
と
え
は
ウ
ェ

ス
ト
ン
の
　
『
日
本
ア
ル
フ
ス
の
登
山
と
探
検
』
　
に
つ

い
て
､
｢
私
が
初
め
て
白
馬
岳
に
登
る
に
当
っ
て
参

考
に
し
た
が
'
ほ
と
ん
ど
何
ら
得
る
と
こ
ろ
を
-
､

失
望
す
べ
き
著
書
で
あ
る
｣
と
か
'
日
本
ア
ル
プ
ス

の
名
種
に
つ
い
て
｢
人
の
ふ
ん
ど
し
で
相
撲
を
取
る

よ
う
な
較
婦
な
と
こ
ろ
は
な
-
で
も
自
分
の
下
着
を

勝
り
の
物
干
に
か
け
る
-
ら
い
の
器
用
な
こ
と
を
す

る
ウ
エ
ス
ト
･
/
｣
な
ど
と
｢
日
本
ア
ル
フ
ス
名
稀
論
｣

の
中
で
記
さ
れ
て
い
る
が
､
し
か
し
上
高
地
に
あ
る

ウ
エ
ス
ト
ン
師
の
レ
リ
ー
フ
を
大
切
に
守
り
通
し
て

く
れ
て
い
た
の
は
博
士
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

人
は
少
い
で
あ
ろ
う
｡

ウ
エ
ス
ト
ン
師
の
喜
寿
と
勲
四
等
群
宝
章
の
授
与

を
記
念
し
て
上
高
地
に
師
の
レ
リ
ー
フ
が
設
け
ら
れ

た
の
は
昭
和
十
二
年
の
こ
と
だ
が
'
戦
争
の
激
化
に

伴
い
､
金
属
類
の
供
出
と
敵
国
人
の
像
と
い
う
の
で

当
局
か
ら
目
に
さ
れ
そ
う
に
在
っ
た
た
め
､
日
本
山

岳
会
は
昭
利
十
九
年
こ
れ
を
取
り
は
ず
し
虎
ノ
門
の

ル
ー
ム
に
保
管
し
て
い
た
｡
昭
和
二
十
年
五
日
の
空

襲
で
ル
ー
ム
は
焼
け
落
ち
た
が
レ
リ
ー
フ
は
焼
け
残

り
､
掘
り
出
さ
れ
て
終
戦
ま
で
管
理
さ
れ
た
の
は
武

田
博
士
で
あ
り
､
さ
ら
に
博
士
は
､
当
時
製
作
者
の

佐
藤
久
一
朗
が
満
州
か
ら
戻
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
へ

溶
け
た
青
銅
の
部
分
を
自
分
の
知
り
合
い
の
彫
刻
家

杉
浦
藤
太
郎
に
依
頼
し
て
補
修
ま
で
し
て
-
れ
て
い

た
の
で
あ
る
｡

第
一
回
の
ウ
エ
ス
ト
ン
祭
が
行
わ
れ
た
の
は
'
昭

和
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日
だ
が
､
武
田
博
士
に
よ

っ
て
守
ら
れ
て
い
た
ウ
エ
ス
ト
ン
師
の
レ
リ
ー
フ
が
､

ま
た
晴
れ
て
も
と
の
場
所
に
還
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡

(
文
中
敬
称
略
)

(
日
本
山
岳
他
念
常
務
理
事
)
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墨壷龍
ひとかたまり毎に切って､榛の若芽の出る頃その木に貼るかし

はりつける

.章i

館物情ど

こ
と
わ
ざ
支
暗
記

ヤ

マ

コ

山
蚕
と
味
噌
汁
は
当
っ
た
こ
と
が
な
い

青

　

木

　

　

　

治

古
く
か
ら
穂
高
町
有
明
地
方
は
日
本
唯
一
の
山
繭

の
特
産
地
で
あ
る
｡

安
曇
野
の
西
方
北
ア
ル
プ
ス
燕
岳
(
北
燕
)
を
源

流
と
す
る
中
房
用
は
中
房
温
泉
の
湯
煙
り
の
中
を
項

流
し
有
明
山
を
大
き
-
迂
回
し
っ
,
深
い
渓
谷
を
つ

～

/

+

_

I

-
り
､
有
明
山
麓
宮
城
で
河
口
を
開
き
広
大
な
扇
状

‥
i
i
l
i
=
臨
山

地
を
展
開
し
て
い
る
｡
扇
央
部
分
ま
で
は
広
い
轢
林

で
､
昔
か
ら
正
真
院
原
と
い
あ
れ
で
い
る
｡
こ
れ
は

近
-
に
大
町
市
の
大
沢
寺
繰
り
の
正
真
院
と
い
う
禅

-

T

ン

サ

ノ

寺
に
因
ん
で
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
原
が
天
蚕
の
古

里
で
あ
る
｡

山
雇
建
一
種
類
が
あ
る
｡
一
化
性
の
天
蚕
と
二

化
性
の
杵
蚕
で
あ
る
｡
天
蚕
は
古
く
か
ら
正
真
院
原

/

高

′

コ

に
い
た
野
蚕
で
あ
っ
た
が
､
杵
蚕
は
明
治
初
年
中
国

の
満
洲
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

ナ
ー
7

両
種
と
も
撲
･
格
の
薬
を
食
べ
る
食
性
な
の
で
､

春
芽
吹
き
前
､
一
株
か
ら
教
本
出
し
た
様
を
､
一

五
m
位
で
上
部
を
伐
探
し
､
桑
の
根
刈
仕
立
の
よ
う

に
延
性
に
仕
立
て
る
｡
そ
し
て
飼
育
林
で
あ
る
こ
の

僕
の
枝
に
若
芽
の
芽
生
え
る
五
月
申
､
下
旬
頃
に
'

山
番
の
種
十
二
､
三
粒
を
糊
付
し
た
紙
片
を
一
株
に

数
枚
結
び
付
け
る
'
こ
れ
を
山
付
と
い
う
｡
卿
化
し

た
山
蚕
は
楔
や
椿
の
葉
を
食
べ
へ
四
回
の
脱
皮
の
後

五
'
六
同
の
濃
緑
色
の
保
護
色
を
持
つ
太
っ
た
成
虫

と
な
り
､
天
蚕
は
五
十
五
日
位
で
黄
緑
色
の
大
き
を

四
へ
五
伽
の
美
麗
を
繭
を
葉
二
､
三
枚
を
巧
に
合
せ
､

そ
の
間
に
営
繭
す
る
｡
杵
蚕
の
繭
は
薄
い
褐
色
で
あ

る
｡
そ
し
て
樵
の
林
に
散
在
す
る
繭
を
集
め
る
､
繭

か
き
で
あ
る
｡

こ
の
山
香
は
屋
外
の
野
天
の
放
し
飼
い
な
の
で
'

ク

モ

蜂
･
蜘
蛛
を
ど
の
昆
虫
や
雀
･
も
ず
･
鳥
な
ど
の
野

鳥
等
の
天
敵
･
蚕
の

大
敵
微
子
病
'
そ
れ

に
山
蚕
は
　
｢
照
虫
｣

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
､

五
節
期
や
土
蔵
期
の

七
月
頃
に
多
い
雨
天

等
は
何
れ
も
凶
作
の

原
因
で
あ
り
概
し
て

当
り
が
少
な
か
っ
た
｡

そ
れ
な
の
で
　
｢
山

蚕
と
味
噌
汁
は
当
っ

繭

I
 
iほ鷺山

た

こ

と

が

な

い

｣

と

い
う
佃
諺
が
生
れ
て

い
る
｡
家
蚕
の
秋
蚕

も
春
蚕
･
夏
蚕
に
比

較
し
て
病
気
に
罷
り

寡
-
､
収
繭
が
少
な

い
の
で
､
｢
山
蚕
｣
を
｢
秋
蚕
｣
　
に
お
き
換
え
て
｢
秋

蚕
と
味
噌
汁
は
当
っ
た
こ
と
が
を
い
｣
と
い
う
人
も

い
る
｡

天
蚕
糸
は
不
染
性
繊
維
を
ど
の
絹
織
物
に
交
織
す

れ
ば
'
そ
の
部
分
の
み
染
ら
ず
美
麗
を
光
沢
を
放
つ

の
で
､
そ
の
性
質
を
活
用
し
て
西
陣
織
､
丹
後
紡
織

な
ど
の
模
様
部
分
に
交
織
さ
れ
る
高
級
織
物
と
な
る
｡

そ
の
為
天
蚕
糸
の
値
段
は
絹
糸
の
三
倍
は
し
て
い
る
｡

杵
蚕
糸
は
そ
れ
に
比
し
て
少
し
劣
る
｡

当
有
明
地
方
で
は
古
く
か
ら
こ
の
正
真
院
原
に
天

蚕
種
の
野
蚕
を
江
戸
時
代
天
明
の
頃
人
工
飼
育
に
成

功
し
､
享
和
の
頃
に
は
初
め
て
飼
育
林
を
設
け
､
製

糸
し
衣
服
の
資
と
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
､
そ
れ

が
幕
末
に
近
づ
き
生
産
が
急
増
し
､
明
治
･
大
正
の

頃
は
最
盛
期
で
山
香
で
産
を
左
し
た
家
も
多
い
｡

明
治
三
年
旧
暦
五
月
十
九
日
に
は
､
イ
ギ
リ
ス
公

使
錆
付
一
等
書
記
官
ア
ダ
ム
ス
､
外
士
官
(
公
使
館

付
外
交
官
)
　
デ
ヒ
シ
ン
･
ワ
ク
マ
ン
の
三
名
が
旧
松

本
藩
士
村
田
字
八
郎
等
十
数
名
に
案
内
さ
れ
'
乗
馬

に
て
隊
列
を
整
え
､
古
厩
村
(
穂
高
町
古
厩
)
名
主

百
瀬
杢
左
衛
門
宅
に
二
泊
し
正
真
院
原
の
天
蚕
飼
育

状
況
の
視
察
を
し
て
い
る
｡
(
北
安
曇
邦
語
編
纂
委
員
)

博
物
館
だ
よ
り

日
本
山
岳
写
真
協
会
展
お
わ
る

日
月
2
日
よ
り
1
2
日
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
た
｢
8
3

-
山
･
わ
れ
ら
を
め
ぐ
る
世
界
｣
　
は
好
評
の
う
ち
に

終
了
し
ま
し
た
｡
出
品
作
品
は
全
倍
紙
1
 
8
点
､
全
紙

3
7
点
の
合
計
5
5
点
｡

今
後
の
企
画
展

･
大
町
美
術
会
展

C
.
1
月
1
 
5
日
～
日
月
2
3
日
'

観
覧
料
　
無
料

･
大
町
の
遺
跡
展

1
0
月
的
ロ
ー
1
1
月
1
3
日
､

退
助
写
真

観
覧
料
　
平
常
料
金

大
町
美
碕
会
員
の
作
品

大
町
市
内
の
出
土
品
'

山
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博
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館
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発
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市
債
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大
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タ
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ム

　

ス
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円
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送
柑
共
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