
①　　　毎即回25日発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3穫郵便物認可(昭和5年7月26日)

Lh鍾闇鰯舘
第29巻　第2号　　1984年2月25日　　　大町山岳博物館

施1 ∴言. 'Tt.‡黙 i＼熱闘 �*"����ﾈ�ﾂ�迄�ﾂ�ｧ"��ｩ?�������ｲ�1 佶yu｢�/��I I,.,). ? ら 

:闇-∴上∴ ･-隔離 ir鰹.,. _一〇 一 i- ll シ` ����ｲ���
∴雲豊I I_'1.,ii I S' 冲J i一 ヽ′ 

班 の*- � 

-藩轟音8g 
ー 剪�

i毅 �� 
( 

露.田, �� ● ヽ高` ��2� ��● 

､掃 ー青書 ･ヽ《 読,i●- ���� 

'∴ �� ��

i/) ..3...3''ー � ��

終演嚢二一' ヽ∴ ��

大町の飴市　場起売り　2月10日撮影

春
近
し

冬
来
り
な
ば
春
遠
か
ら
じ
と
は
雪
国
の
言
葉
で
あ
る
｡

冬
を
迎
え
る
時
の
き
び
し
い
緊
張
も
忘
れ
難
い
感

綱
で
あ
る
が
､
二
月
半
ば
を
過
ぎ
た
あ
る
日
､
北
の
空

の
片
隅
に
､
突
黙
柔
ら
か
い
フ
ル
ー
が
膨
ら
ん
で
い

る
気
配
を
感
ず
る
時
'
雪
国
の
人
々
け
皆
ポ
ッ
と
す

る
｡
今
年
も
春
は
確
実
に
や
っ
て
-
る
た
ろ
う
｡

さ
て
､
昔
は
冬
中
､
足
に
し
も
や
け
を
作
り
乍
ら
俵

を
編
み
縄
を
な
っ
た
｡
木
の
根
を
か
じ
る
野
ね
ず
み

の
眼
が
昼
間
も
光
る
よ
う
な
山
の
中
で
終
日
炭
を
焼

い
た
｡
仕
事
は
つ
ら
〈
文
字
通
り
困
苦
欠
乏
に
耐
え

乍
ら
､
お
互
い
の
心
が
ど
こ
か
で
支
え
合
っ
て
辛
く

も
生
き
て
き
た
と
い
う
感
じ
で
あ
る
｡

今
は
文
朋
の
恩
恵
の
中
で
､
一
年
中
西
瓜
が
食
べ

ら
れ
る
｡
家
庭
の
中
に
は
物
が
溢
れ
､
何
で
も
手
に

入
る
｡
自
動
車
T
V
海
外
旅
行
等
々
､
作
り
過
ぎ
た

も
の
,
処
理
を
ど
う
す
る
か
ヾ
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ

る
｡

過
剰
に
馴
れ
不
足
の
も
つ
切
実
を
情
感
か
ら
人
々

は
益
々
遠
ざ
か
る
｡
そ
し
て
遂
に
遺
伝
手
工
字
の
技

術
が
神
の
領
域
に
一
歩
ふ
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
｡
人

間
そ
の
も
の
は
少
し
も
進
歩
し
え
な
い
の
に
､
人
間

の
作
っ
た
文
明
は
異
常
な
迄
執
拗
に
膨
脹
す
る
事
を

止
め
な
い
｡
人
間
を
最
小
の
単
位
と
し
て
管
理
す
る

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
効
率
化
が
際
限
を
く
進
む
｡
大

開
が
独
自
の
価
値
を
支
え
切
れ
な
く
な
っ
た
代
り
に
､

人
問
の
幸
福
は
方
程
式
に
よ
っ
て
正
確
に
計
算
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
｡
春
が
き
て
忙
し
-
な
る
前
に
も

う
一
度
自
ら
の
位
置
を
ゆ
っ
-
り
確
め
て
み
ね
は
な

る
ま
い
｡
そ
れ
か
ら
種
籾
と
肥
料
の
準
備
を
す
る
｡

椎
茸
の
こ
ま
を
打
ち
込
み
､
種
い
も
も
掘
る
｡

庭
の
隅
で
ま
き
割
り
を
し
て
い
る
と
普
及
所
の
A
さ

ん
が
雑
誌
を
持
っ
て
き
て
､
｢
や
あ
今
日
は
珍
し
い

風
景
に
出
あ
っ
た
な
あ
､
ま
き
割
り
と
は
又
な
ん
と

風
橘
の
あ
る
'
写
真
に
と
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
か
｣

と
言
っ
た
｡
我
が
家
が
ま
き
で
風
呂
を
れ
か
す
の
は

経
済
的
理
由
で
､
風
情
と
は
関
係
な
い
の
だ
が
｡

こ
こ
数
年
異
常
気
象
で
季
前
の
メ
リ
ハ
リ
が
な
-

な
り
四
年
つ
ゞ
き
の
不
作
で
あ
る
｡
毎
年
地
球
上
で

二
千
万
町
歩
の
森
林
が
消
滅
し
て
行
く
と
い
う
｡
人

間
が
地
球
を
-
い
つ
く
し
共
に
亡
び
る
よ
う
な
事
が

あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
し
き
り
に
思
う
の
で
あ
る
｡

(
山
岳
博
物
館
協
議
会
委
員
　
内
川
敬
策
)
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関ケ原町王　滝重くこある不動明王

｢7.: ;融選 ÷∴■ '-●一く` �1 刪熙(′ 

･i∴ 

′ヽ∴ S:_:I..-- 滝′操÷ iJ､言 懸｣ -_～..tlt i � 遅ﾇ(丙/�t凅ｲ簫ﾂ�剿諜｢�

I,:,--..+.".′fR'..＼,_,. 劔〈''.I-rJl 

､ヽ∴÷∴∴↓ ↓ヽ∴ 嘉子./､､一山 � 捧z����8-h+X���

･1..,.-FIT 澱謹離ー瀧田巌-那 劒R��｢�

轍 凾ｵ∴∴:｣高子∴ ��｢�--it- 

...1 ト∵ 凵怐�/一, ∴●: 

章一 ,ら,､i I-～i ��r�

軸＼転融畠中へ:.軸,...-b 
一十､ ,ii. ��1..艶鉦∴-A.-.- 

関ケ原町玉区　不動清く滝壷)

舵物博と山

播
隆
上
人
修
行
場
跡
を
訪
ね
て

穂

　

苅

　

貞

　

雄

私
が
昨
年
｢
槍
ヶ
岳
閥
同
橋
隆
｣
を
出
版
し
て
か

ら
各
地
か
ら
揺
降
に
関
す
る
新
質
料
か
点
々
と
発
見

さ
れ
､
大
変
に
う
れ
し
/
､
思
っ
て
い
る
　
ま
た
各
地

に
橋
略
の
熱
心
を
柵
究
者
が
現
れ
`
高
跳
し
て
い
る

の
で
､
こ
れ
か
ら
も
そ
の
末
鮒
間
部
分
が
さ
ら
に
叫

が

に

な

っ

て

い

く

こ

と

と

出

し

う

と
こ
ろ
で
､
･
_
=
天
の
勤
3
,
.
i
-
感
謝
の
日
の
十
一
日
二

十
二
日
､
岐
阜
県
拭
斐
川
印
の
描
降
脱
.
心
音
に
お

い
て
､
午
前
は
浄
土
宗
の
間
組
法
黒
上
人
の
側
路
施

八
五
〇
年
法
要
､
牛
後
は
一
心
寺
開
基
の
橋
隠
士
人

生
誰
二
〇
〇
年
法
要
が
､
長
野
善
光
寺
一
條
曽
光
士

人
が
導
師
と
な
っ
て
盛
大
に
行
わ
れ
た
"
-
私
は
揺
隆

の
末
裔
の
中
村
俊
隆
民
ら
と
共
に
参
列
し
た
が
､
寺

の
内
外
は
､
立
錐
の
余
地
の
な
い
程
､
老
若
男
女
が

焦
っ
た
　
こ
れ
偏
に
法
外
上
人
､
揺
隆
の
道
徳
を
偲

ぶ
揖
斐
の
坤
の
人
達
の
揮
い
信
仰
心
の
現
わ
れ
て
あ

ろ
う
　
今
も
町
の
人
達
は
.
心
寺
を
ー
揺
匿
サ
ン
｣

と
親
し
ノ
＼
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
　
揖
斐
の
町
の
中

に
は
橋
隆
の
名
号
碑
､
六
吉
名
=
弓
の
吉
相
在
と
敦
点

あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
､
そ
の
道
ノ
＼
の
関
ケ

原
印
附
通
に
は
､
川
前
調
査
し
た
時
は
何
も
見
つ
か

ら
な
か
っ
た
-

関
ケ
原
町
は
そ
の
吾
､
播
隆
が
度
々
修
行
し
た
伊

吹
山
麓
に
あ
る
の
で
'
伸
か
遺
物
は
あ
る
だ
ろ
う
と

忠
-
つ
て
い
た
と
こ
ろ
'
果
せ
る
か
な
､
昨
年
末
'
.

心
寺
住
搬
安
田
披
隆
さ
ん
か
ら
の
追
控
で
､
関
ケ
原

町
民
俗
質
利
館
で
播
隆
の
遺
物
を
放
鳥

発
見
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
､

そ
の
質
料
を
送
っ
て
頂
い
た
｡
今
回
こ

の
機
会
に
是
が
非
で
も
そ
の
中
の
'
特

に
播
隆
の
修
行
場
跡
と
思
わ
れ
る
場
所

を
実
地
検
分
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の

で
､
法
要
の
一
日
前
に
現
地
に
趣
い
た

ま
す
関
ケ
原
町
工
区
に
あ
る
伊
吹
両
統

の
不
動
清
一
部
落
で
は
　
｢
-
聖
餓
さ
ん
｣

と
呼
ん
で
い
る
)
　
を
尋
ね
夢
い
た
l
L
　
町

の
老
人
か
ら
簡
単
な
地
図
を
書
い
て
も

ら

い

'

山

へ

入

っ

た

が

そ

れ

ら

し

い

も

の
は
発
見
で
き
な
い
の
で
､
更
に
-
わ

し
/
六
･
.
い
て
も
ら
い
重
要
事
ね
歩
い
た

か
､
　
夕
暮
通
る
頃
に
な
っ
て
も
見
つ

か
ら
な
い
の
で
'
　
そ
の
日
は
不
本
意

な
が
ら
断
念
し
て
宿
へ
帰
っ
た
　
課
目
､

民
俗
質
料
舘
か
ら
紹
介
さ
れ
た
関
ケ
原

印
真
綿
妹
委
員
で
あ
り
､
　
関
ケ
原
印

附
通
の
播
隆
の
遭
物
を
い
-
つ
か
発
見

し
て
い
る
蕗
井
宏
-
二
氏
､
　
及
び
玉
区

の
み
不
動
様
の
役
員
の
方
の
寮
内
で
､
　
よ
う
や
-

不
動
の
滝
へ
た
ど
り
つ
い
た
の
で
あ
る
､
　
ま
す
伊

吹
出
ト
ラ
イ
フ
十
王
-
を
中
で
二
キ
ロ
程
登
り
､
雑

木
の
茂
る
薮
の
中
の
急
坂
を
､
　
木
の
根
､
笹
な
ど

に
つ
か
ま
り
五
五
日
程
下
っ
た
所
の
､
深
い
沢
の
中

に
大
岩
が
見
え
て
き
た
っ
　
そ
の
下
方
に
不
動
滝
が
あ

る
と
の
こ
と
で
さ
ら
に
足
も
と
に
注
意
し
な
が
ら
下

る
と
､
茄
棚
に
銅
板
で
茸
い
た
小
さ
い
調
が
あ
り
､

そ
の
傍
に
洪
水
が
著
し
を
/
､
流
れ
て
い
た
′
一
さ
ら
に

有
力
を
廻
り
こ
み
卜
に
降
り
て
み
る
と
'
高
さ
十
日

も
あ
る
大
岩
か
ら
二
筋
の
滝
が
､
滝
壷
に
ザ
ア
!
-

と
流
れ
落
ち
て
い
る
∪
滝
の
傍
に
は
､
直
径
言
-
も

あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
杉
の
大
木
が
あ
り
'
昔
こ
の

間
近
に
揃
隆
が
庵
を
結
び
範
っ
て
い
た
と
い
う
｡
両

を
あ
け
る
と
内
に
､
唐
金
の
不
動
明
王
が
現
わ
れ
､

木
立
か
ら
洩
れ
る
太
陽
の
光
に
､
恐
ろ
し
い
顔
は
異

様
に
さ
え
見
え
た
ー
台
址
に
は
｡
文
政
九
軸
年
､
融

主
､
播
隆
士
人
講
中
玉
村
惣
中
江
察
置
｣
　
と
あ
る
｡

文
政
九
年
の
夏
は
'
播
隆
が
は
じ
め
て
椎
へ
偵
察
登

山
を
し
た
年
で
あ
る
｡
紀
文
三
十
-
セ
ン
チ
の
小
さ

い
も
の
で
あ
る
が
､
い
か
に
も
古
い
年
代
を
物
語
る

が
の
よ
う
に
所
々
腐
蝕
し
て
い
る
｡
-
こ
れ
を
見
る
と

王
の
住
民
が
播
隆
の
す
､
め
に
よ
り
､
播
陸
稲
を
作

り
､
擢
隆
と
共
に
こ
,
で
念
私
を
据
え
た
も
の
と
確

信
を
弛
い
た
ー
現
在
で
も
工
区
の
住
民
は
交
替
で
当

番
を
つ
と
め
､
筏
年
二
月
二
十
六
日
に
は
､
不
動
祭

り
を
し
て
い
る
と
い
う
っ
区
の
そ
の
記
録
は
明
冶
十

八
年
頭
か
ら
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
て
､
そ
れ
を
み

る
と
晋
は
米
を
不
動
様
へ
供
え
､
農
作
物
の
豊
作
と

無
病
息
災
を
祈
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｢
-
現
在
､

区
の
人
達
は
播
隆
の
い
か
な
る
人
物
か
を
全
-
知
ら

ず
に
不
動
祭
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

玉
に
は
六
千
名
号
の
軸
な
ど
数
点
あ
る
が
､
児
玉

作
男
氏
所
蔵
の
｢
奉
瀬
上
候
〓
上
之
覚
｣
　
の
古
文
書

は
誠
に
貴
重
を
も
の
で
あ
る
(
-

こ
れ
に
よ
る
と
播
隆
は
諸
国
を
修
行
の
後
､
文
政

八
年
頃
'
近
隣
の
摘
要
郡
春
日
村
の
粕
川
山
に
も
篭

っ
た
こ
と
が
あ
り
､
そ
の
時
玉
村
か
ら
も
多
数
の
村

民
が
播
隆
の
法
話
を
聞
き
に
行
っ
た
｡
播
隆
は
､
村

民
に
宗
派
に
関
係
な
-
自
分
の
宗
派
を
大
切
に
し
て
､

御
公
儀
様
の
定
め
た
こ
と
､
御
舘
主
櫨
の
碇
を
守
り
､

家
内
和
睦
し
く
幕
ら
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
､
い

つ
も
わ
か
り
や
す
く
大
変
親
切
に
話
を
さ
れ
た
の
で

村
民
は
皆
播
隆
に
帰
依
し
た
と
い
う
(
ノ
ま
た
玉
村
で

も
村
民
が
播
隆
に
暫
-
逗
留
し
て
噴
い
た
い
と
し
て
､

庄
屋
が
許
可
頓
を
そ
の
筋
に
願
い
出
て
い
る
｡
こ
れ

を
み
る
と
当
時
の
橋
隆
の
高
い
人
気
が
よ
/
､
わ
か
る

の
で
あ
る
｡

関
ケ
原
町
の
隣
の
伊
吹
町
'
山
東
町
に
も
名
吉
.
棉

六
宰
名
字
の
年
=
軸
な
と
が
あ
り
､
今
後
こ
の
週
辺
か

ら
さ
ら
に
新
し
い
遺
物
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
が
あ

り
､
私
は
そ
-
し
た
こ
と
を
心
か
ら
祈
る
も
の
で
あ
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岐阜県開高の週間不動

岐阜県七宗町杉洞の若宮

舵物情ど山

る
｡

翌
日
は
七
宗
町
神
淵
に
あ
る
と

い
う
岩
窟
を
訪
ね
た
｡
以
前
各
務

原
苗
に
住
む
平
光
圃
流
民
よ
り
そ

の
場
所
を
聞
い
て
い
た
の
で
､
地

で
､
､
し
っ
は
-
1
㌧

図
を
頼
り
に
ま
ず
寺
渦
の
播
隆
名

号
碑
を
写
真
撮
影
し
､
更
に
飛
騨

す
i
,
は
h

街
道
を
北
東
へ
進
み
杉
浦
部
落
に

入
っ
た
｡
所
々
で
老
人
に
播
隆
の

岩
蔵
を
尋
ね
で
も
知
る
人
は
い
な

い
ー
一
半
光
氏
が
以
前
寮
内
し
て
も

ら
っ
た
と
い
う
堀
部
秀
之
氏
宅
を

尋
ね
る
と
そ
の
秦
は
す
ぐ
わ
か
っ

た
一
堀
部
さ
ん
は
､
遠
方
か
ら
よ

く
来
た
と
私
を
ね
さ
ら
い
な
が
ら
､

早
速
岩
窟
へ
案
内
し
て
-
れ
た
~

こ
こ
は
杉
浦
の
菓
ケ
洞
の
入
日
で
､
上
之
偉
材
'

田
尻
へ
抜
け
る
町
道
か
ら
束
へ
わ
ず
か
登
っ
た
所
に

あ
り
､
高
さ
六
日
､
両
三
日
'
奥
行
五
上
程
の
白
黒

の
洞
穴
で
､
右
側
奥
に
岩
を
-
り
ぬ
い
て
､
そ
の
中

に
播
隆
の
名
号
碑
が
あ
る
で
は
な
い
か
｡

平
光
氏
の
写
真
を
前
に
見
て
.
j
ま
い
た
が
､
雨
露
を

防
ぎ
岩
窟
の
中
に
あ
っ
た
の
で
､
百
五
十
年
も
経
た

と
は
思
え
な
い
'
仝
-
新
し
-
見
え
る
碑
に
心
か
ら

感
動
し
た
｡
碑
は
高
さ
凹
十
八
セ
ン
チ
､
巾
二
十
八

セ
ン
チ
で
播
隆
の
名
号
碑
で
は
最
も
小
さ
い
も
の
で

あ
る
=
播
隆
の
花
押
の
刻
名
が
あ
り
､
ま
た
文
政
六

奨
末
年
正
月
廿
二
日
と
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
､
こ
の

当
時
播
隆
は
こ
,
に
参
範
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
.

岩
窟
の
中
の
名
号
極
の
前
に
､
徳
利
､
皿
な
ど
が
あ

り
'
供
物
を
上
げ
た
痕
跡
が
あ
る
の
で
尋
ね
る
と
､

.

ハ

ノ

追
捕
隆
の
い
か
な
る
人
物
か
を
知
ら
ず
､
播

隆
と
呼
び
一
介
の
行
者
位
に
思
っ
て
い
た
と

云
っ
て
い
る
.
一
ま
た
明
治
初
年
頃
は
人
目
を

避
け
て
こ
の
岩
窟
の
中
で
バ
ク
チ
も
行
わ
れ

た
曲
で
あ
る
｡
七
宗
町
の
神
淵
地
区
に
は
各

所
に
洞
穴
が
あ
る
の
か
｢
渦
｣
と
云
う
地
名

が
多
い
(
)
播
隆
は
洞
穴
を
探
し
て
参
篭
し
た

の
で
､
鼓
は
他
に
も
修
行
場
跡
が
あ
る
か
も

知
れ
ぬ
∩
)

岐
阜
市
の
正
道
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
播

隆
の
六
号
婁
陀
緑
に
は

1
.
中
英
濃
国
道
間
芭
-
]
不
動
滝
於
右
辺
岩
窟

海
勤
雛
時
著
終
異
句
五
日
夜
十
念
弥
陀
六

字
典
茶
灘
等
従
夢
想
揺
写
之

南
蕪
阿
弥
陀
私

天
保
六
四
歳
楽
日
中
旬
第
五
日
摂
取
之

播
隆
拝
接
花
押
』

ハ

帝

∵

I

ご

7

と
あ
る
｡
こ
の
道
酌
量
山
不
動
滝
は
､
現
在

ハ

尊

で

の
関
市
道
閲
に
あ
る
追
聞
不
動
の
奥
ノ
院
の

滝
で
あ
る
｡
杉
洞
か
ら
飛
騨
街
道
を
関
市
に

入
り
､
小
さ
い
中
を
越
え
て
迫
問
不
動
を
訪

堀
部
氏
は
'
毎
年
正
月

御
神
酒
､
鏡
餅
な
ど
を

供
え
､
不
動
巌
と
し
て

こ
の
名
号
碑
を
お
参
り

し

て

い

る

と

い

う

｡

ま

た
岩
窟
の
下
方
に
十
日

四
方
の
平
坦
地
が
あ
る

が
'
昔
は
こ
､
に
庵
が

あ
り
'
部
落
の
人
達
が

念
仏
を
唱
え
た
と
堀
部

氏
は
父
か
ら
聞
い
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

現
在
で
も
部
落
の
人
は

五
月
､
こ
､
に
門
松
を

立
て
,
一
年
間
の
平
穏

無
事
を
祈
っ
て
い
る
と

い
う
｡
杉
浦
の
人
は
今

ね
た
が
､
途
中
道
路
工
事
中
で
あ
っ
た
の
で
事
を
捨

て
て
徒
歩
で
行
く
と
､
目
指
す
迫
間
不
動
は
す
ぐ
わ

か
っ
た
｡
迫
聞
不
動
は
､
そ
の
昔
深
山
の
中
に
あ
り
､

滝
あ
り
'
岩
窟
あ
り
の
霊
地
で
､
迫
聞
部
落
民
の
産

土
の
大
神
と
し
て
崇
拝
し
て
い
た
も
の
で
､
明
治
維

新
後
､
不
動
講
社
が
設
立
さ
れ
附
近
一
帯
か
ら
現
在

も
参
詣
人
が
後
を
絶
た
な
い
｡
め
ざ
す
不
動
滝
は
奥

ノ
院
に
あ
り
､
向
っ
て
左
側
の
岩
窟
に
は
不
動
明
王

が
申
ら
れ
､
信
者
適
の
あ
げ
た
沢
山
の
ロ
ー
ソ
ク
の

灯
が
暗
い
岩
窟
内
を
刷
る
-
し
'
香
が
も
う
/
ー
と

た
ら
こ
め
て
い
た
｡

播
隆
の
書
い
た
文
書
で
は
右
辺
の
岩
窟
と
あ
る
が
､

向
っ
て
右
に
は
そ
れ
は
な
-
､
左
に
あ
る
｡
滝
か
ら

見
て
右
辺
と
見
る
べ
き
か
或
は
他
の
滝
を
さ
す
の
か

疑
問
は
残
る
が
､
と
に
か
-
こ
の
辺
で
播
隆
は
参
篭

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

播
隆
は
自
分
の
寺
と
し
て
阿
弥
陀
堂
一
現
在
の
"

心
寺
)
を
持
っ
て
い
た
が
'
常
住
不
在
の
念
仏
行
者
で

あ
っ
た
の
で
各
地
に
修
行
場
を
も
と
め
参
篭
を
し
念

寝
を
布
教
し
て
い
た
∪
従
来
､
播
隆
の
修
行
場
と
し

て
知
ら
れ
て
い
た
も
の
は
'
伊
吹
山
の
洞
穴
へ
播
隆

屋
敷
､
各
務
原
市
大
伊
木
の
伊
本
山
､
飛
壁
属
原
郷

の
杓
-
麓
､
槍
ヶ
岳
の
坊
主
の
岩
小
屋
な
ど
で
あ
る

が
､
い
づ
れ
も
当
時
は
深
山
渓
谷
の
中
に
あ
っ
た
｡

播
隆
は
好
ん
で
そ
う
し
た
所
に
修
行
甥
を
求
め
た
も

の
で
あ
る
ー
=
-

そ
し
て
そ
の
修
行
に
つ
き
､
信
州
長
尾
粗
野
沢
村

(
現
長
野
県
三
郷
村
野
沢
)
庄
屋
　
務
台
輿
一
石
衛

門
景
邦
の
背
い
た
｢
公
私
年
々
雑
事
詑
｣
　
に

キ

音

と

　

/

事

で

〓

ト

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

エ

｣

7

　

/

山

千

｢
誠
二
行
ハ
厳
散
華
一
生
涯
水
食
二
テ
､
塩
気
ヲ

断
､
毎
日
六
ツ
半
時
一
食
二
テ
夫
ヨ
リ
後
ハ
終
日
一

子
ム
j
(
e
.
′
白
十
1

切
食
事
不
破
戒
候
-
｣
と
あ
る
よ
う
に
極
め
て
さ
び

し
い
も
の
で
あ
っ
た
.
.
そ
う
し
た
さ
び
し
い
修
行
を

つ
ん
だ
播
隆
の
謡
は
､
村
民
に
強
い
感
動
を
輿
え
､

村
民
は
こ
そ
っ
て
橋
隆
に
帰
依
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
｡

一
檎
岳
山
荘
･
檎
沢
口
/
チ
経
営
)
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木崎湖の穴釣り

舵物情と山

北
ア
山
麓
風
物
詩

ワ
カ
サ
ギ
の
穴
釣
り

湖
水
の
そ
ば
で
育
っ
た
せ
い
か
､
止
月
が
過
ぎ
小

寒
に
入
る
と
湖
水
の
結
球
が
気
に
な
っ
て
し
か
た
が

な
い
｡
今
年
こ
そ
暖
か
く
移
動
に
納
車
を
小
屋
を
遣

ろ
う
か
｡
又
竿
も
あ
そ
こ
を
改
良
し
た
ら
ど
う
か
な

ど
と
思
い
を
め
ぐ
ら
す
｡

朝
の
気
温
が
マ
ィ
ナ
ス
十
度
以
下
に
な
る
日
が
続

く
､
い
よ
/
-
ワ
カ
サ
ギ
の
穴
釣
り
の
季
節
到
来
で

あ
る
｡
ま
ず
最
初
に
申
網
棚
が
､
そ
し
て
木
崎
湖
が

結
氷
し
て
い
-
｡
氷
の
張
り
は
じ
め
は
鏡
の
よ
う
な

薄
氷
で
そ
の
上
に
雪
が
積
り
や
が
て
人
が
乗
っ
て
も

割
れ
な
い
低
層
-
な
る
｡
氷
の
厚
さ
は
十
五
享
以
上

な
い
と
安
全
と
は
い
え
な
い
｡

硬
い
氷
に
苦
労
を
し
て
穴
を
あ
け
､
身
を
切
る
よ

う
な
ア
ル
プ
ス
嵐
の
中
で
の
穴
釣
り
の
寒
さ
冷
た
さ

は
経
験
し
た
人
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
｡
し
か
し

釣
っ
た
ば
か
り
の
り
カ
サ
ギ
に
塩
を
ま
ぶ
し
て
コ
ン

ロ
で
素
焼
に
し
た
の
を
ふ
う
/
＼
吹
き
な
が
ら
口
に

入
れ
'
片
手
に
持
っ
た
酒
を
流
し
こ
む
｡
こ
の
う
ま

さ
も
経
験
し
た
人
の
み
が
知
る
醍
醐
味
で
も
あ
る
｡

ワ
カ
サ
ギ
は
キ
ウ
リ
ウ
オ
科
の
魚
で
サ
ケ
･
マ
ス

の
よ
う
な
北
方
系
の
淡
水
魚
で
'
小
さ
い
な
が
ら
も

ち

ゃ

ん

と

｢

脂

ビ

レ

一

も

あ

る

｡

春
に
湖
岸
の
川
に
遡
っ
て
産
卵
し
､
秋
に
は
体
長

が
五
～
六
享
/
に
を
り
一
年
で
成
熟
す
る
｡
中
細
湖
･

木
崎
湖
な
ど
の
仁
科
三
湖
で
も
春
先
群
を
な
し
て
遡

上
す
る
親
魚
を
捕
え
､
人
工
採
卵
し
発
眼
後
再
び
湖

へ
放
流
し
て
い
る
ー
し

り
カ
サ
ギ
は
辞
を
作
っ
て
遊
泳
す
る
許
性
が
あ
る

の
で
､
ち
ょ
う
と
そ
の
群
に
あ
た
る
と
初
心
者
で
も

思
れ
ぬ
大
漁
と
な
り
､
穴
釣
り
の
魅
力
に
引
き
こ
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
(
一

カ
チ
/
-
に
凍
っ
た
冬
の
朝
の
早
起
き
は
つ
ら
い

も
の
で
あ
る
が
､
好
き
な
事
を
す
る
朝
は
眼
ざ
ま
し

長

　

沢

　

正

　

彦

時
計
も
い
ら
な
い
し
､
寒
さ
も
苦
に
な
ら
な
い
｡
防

寒
装
備
を
ガ
ノ
チ
リ
と
し
て
､
魚
屋
か
ら
も
ら
っ
て

き
た
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の
箱
に
釣
具
一
式
､
穴
あ
け

用
兼
護
身
用
の
棒
､
そ
れ
に
酒
を
持
っ
て
出
か
け
る
｡

冷
え
き
っ
た
雪
面
が
足
を
お
ろ
す
た
び
に
ギ
エ
ツ

四

　

囲

ギ
エ
ソ
と
鳴
る
｡
雪
明
り
の
中
に
釣
人
達
の
電
灯
が

チ
ラ
/
＼
し
て
い
る
'
夏
の
灯
篭
流
し
の
灯
の
よ
う

で
自
一
面
の
湖
上
に
暖
か
さ
を
そ
え
て
い
る
よ
う
で

あ
る
｡
は
や
る
気
靖
を
押
え
水
面
に
穴
を
あ
け
は
じ

め
る
｡
片
足
が
入
る
位
の
穴
を
あ
け
､
砕
け
た
氷
は

魚
を
入
れ
る
サ
ル
で
す
-
い
取
る
｡
凍
え
る
指
先
で

小
さ
な
釣
に
エ
サ
を
つ
け
仕
掛
を
お
ろ
す
｡

私
の
使
っ
て
い
る
竿
は
ハ
ガ
ネ
を
細
-
削
っ
て
仕

上
げ
た
も
の
で
､
微
妙
な
当
り
も
逃
さ
な
い
よ
う
に

工
夫
し
た
自
慢
の
も
の
で
あ
る
｡
昔
は
道
糸
も
馬
素

(
馬
の
尻
尾
の
毛
)
を
ニ
ー
三
本
よ
り
合
せ
て
使
っ

て
い
た
そ
う
で
あ
る
が
､
今
は
ナ
イ
ロ
ン
糸
に
な
り

便
利
に
な
っ
た
｡

当
り
を
待
つ
間
も
を
く
穂

先
が
ピ
タ
ン
､
続
い
て
ブ
ル

/
＼
と
き
た
ら
す
ば
や
く
竿

を
轟
き
へ
右
手
を
穴
上
に
差

し
出
し
､
左
手
で
ど
ん
/
-

た
ぐ
り
上
げ
て
い
く
｡
や
が

て
穴
の
中
か
ら
勢
い
よ
く
白

い
魚
体
が
お
ど
り
出
る
｡
こ

の
一
瞬
の
た
め
に
眠
い
の
も

寒
い
の
も
冷
た
い
の
も
が
ま

ん
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
｡

釣
れ
た
ワ
カ
サ
ギ
は
下
に
引

っ
は
る
か
､
ひ
ね
っ
て
釣
か

ら
は
ず
す
､
士
あ
ご
が
軟
か

い
の
で
引
っ
ぼ
る
と
簡
単
に

切
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡

こ
こ
で
り
カ
サ
ギ
釣
り
の

コ
ツ
を
ま
と
め
て
み
る
と
旧
､

早
起
き
す
る
｡
日
の
出
前
か

夕
方
が
氷
の
状
態
が
安
全
で

あ
る
.
2
､
タ
ナ
を
正
確
に

つ
か
む
｡
魚
､
竿
を
上
下
さ

せ
て
い
つ
も
誘
っ
て
や
る
｡

小
､
釣
れ
だ
し
た
ら
動
作
は

す
ば
や
ノ
＼
｡
一
番
興
奮
す
る

時
で
､
そ
の
た
め
糸
が
か
ち

ん
だ
り
'
仕
掛
が
お
祭
り
に

な
っ
た
り
の
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
や
す
い
'
道
糸
な
ど

も
黒
･
赤
な
ど
見
分
け
や
す
い
も
の
を
使
う
｡

釣
っ
た
り
カ
サ
ギ
は
天
ぷ
ら
に
し
た
り
`
フ
ラ
イ

に
し
た
り
い
ろ
/
＼
の
科
理
の
仕
方
が
あ
る
が
'
こ

こ
で
は
お
が
素
の
佃
煮
の
作
り
方
を
ご
披
露
し
よ
う
｡

刷
ワ
カ
サ
ギ
を
丸
の
ま
ま
水
洗
い
し
て
サ
ル
に
移

し
水
気
を
切
る
｡
惚
大
館
に
蜂
油
と
砂
糖
を
入
れ
て

よ
く
混
ぜ
る
　
(
好
み
に
よ
っ
て
砂
糖
の
量
を
多
く
し

た
り
す
る
)
　
は
シ
ョ
ウ
ガ
を
薄
く
切
っ
て
お
く
｡
小

ほ
の
汁
の
中
に
水
を
切
っ
た
り
カ
サ
ギ
を
入
れ
平
ら

に
し
'
汁
が
り
カ
サ
ギ
の
士
ま
で
ピ
タ
/
＼
に
す
る
｡

そ
の
上
に
骨
の
シ
ョ
ウ
ガ
を
の
せ
る
｡
㈲
厚
紙
で
鍋

ぶ
た
を
作
り
り
カ
サ
ギ
全
体
を
覆
う
よ
う
に
し
て
煮

汁
が
全
体
に
あ
た
る
よ
う
に
す
る
｡
㈲
鍋
を
火
に
か

け
る
｡
五
分
位
は
強
火
で
あ
と
は
中
火
で
ゆ
っ
-
り

と
汁
が
な
く
な
る
ま
で
煮
つ
め
る
.
㈲
汁
が
在
く
な

り
か
け
た
頃
､
鍋
を
両
手
で
持
っ
て
ニ
ー
三
回
ひ
っ

-
り
か
え
す
｡
姿
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
ハ
シ
は
便
わ

を
い
｡
㈱
汁
が
少
量
残
る
程
度
で
火
を
止
め
､
冷
ま

し
て
で
き
あ
が
り
｡
木
を
使
っ
て
い
在
い
の
で
十
分

保
存
食
と
な
る
｡

近
年
急
速
に
変
り
つ
つ
あ
る
白
魚
環
規
､
仁
科
三

湖
も
例
外
で
は
な
い
｡
木
崎
湖
に
お
け
る
コ
カ
ナ
ダ

壬
の
異
常
繁
殖
な
ど
ほ
ぞ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡

周
知
の
と
お
り
湖
の
中
は
日
に
見
え
な
い
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
か
ら
大
型
魚
類
ま
で
が
相
互
に
開
通
し
､
日
舞

の
平
衡
が
保
た
れ
て
い
る
｡
そ
の
一
端
が
崩
れ
る
と

前
述
の
コ
カ
ナ
ダ
モ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま

う
｡
冬
の
風
物
詩
､
ワ
カ
サ
ギ
の
穴
釣
り
も
人
と
自

然
と
の
出
合
い
か
ら
始
り
､
調
和
の
中
か
ら
冬
の
楽

し
み
と
さ
れ
て
き
た
｡
こ
の
楽
し
み
か
い
つ
ま
で
も

続
-
よ
う
に
白
黒
環
境
を
み
ん
左
が
大
切
に
し
た
い

も
の
で
あ
る
｡
　
　
　
　
(
山
岳
博
物
館
友
の
会
)
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