
毎月1回25日発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3穐郵便物認可(昭糊5年7日26日)①

Lh鍾闇鰯舘
第30巻　第1号　　1985年1月25日　　　大町山岳博物館

/ 假(ｻ9~ｩ4r粐� 塔｢ﾒﾂﾖiUﾒ�ri I.,,穿空 ��

lr i,,,;哩 ～ ･〇千 ～ 啌ﾖﾄﾈ.��I,i_ ��,,+; 閣議 ��
iJ.),) 攫∵油.∴ I 乖�6ﾒ�ｵ�ﾄ梯�ｲ穰ｨ��耳鬨ﾅ��刄mヲ▲一. 手k'.- 

読経.-* 藍､tlー ��(ｹﾒ��(���義. 捧呈†, 当. I.&./- 剽ｿ IJ ▲-∴∴ 〃gi il ��&��

* ��窒ﾄﾆ��Rｧ"�ヽへ､ ●ヽ 

'､ヽ I i ーeiI, 浅 �H�8軍�亀1,. -∴章一- ∴ー 沫:_-I, 刪ｯ｢, 謀｢��ﾈ+R�ｾﾉ����X�ｲ�

i,1 閏 宙益5��停篦り5ﾉ�や��8�ﾂ�^����竣警!,､ 一一一一をi � 

it.J' ��ﾂ�講 ･寺 

冬の五竜岳　　　　古幡和敬撮影

よ
り
豊
か
な
中
学
生
の
集
団
登
山
を
願
っ
て

大
自
然
の
教
え
を
請
う
で
､
登
山
が
学
校
教
育
の

中
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
以
来
凡
そ
七
十
年
､
時
に
博

物
探
索
に
偏
っ
た
り
､
体
力
練
成
に
傾
い
た
り
､
或

は
事
故
を
恐
れ
で
の
消
極
傾
向
等
若
干
の
曲
折
を
辿

り
､
戟
後
集
団
登
山
の
名
称
が
被
さ
れ
た
こ
の
登
山

も
､
近
代
ス
ポ
ー
ツ
登
山
の
大
衆
化
の
中
で
教
育
価

値
を
い
よ
い
よ
認
知
さ
れ
確
か
に
位
置
づ
い
て
き
た
｡

山
岳
と
い
う
大
自
然
界
に
踏
み
込
ん
で
行
動
す
る

中
か
ら
学
び
得
る
も
の
は
余
り
に
も
無
量
で
あ
る
｡

し
か
し
､
現
在
中
学
校
で
実
施
す
る
一
泊
二
日
の
登

山
で
は
多
く
を
学
ば
せ
た
い
と
い
う
願
い
に
は
白
と

限
界
が
生
じ
る
｡
参
加
生
徒
に
と
っ
て
は
初
め
て
の

経
験
｡
体
力
'
知
識
､
意
欲
す
べ
て
百
人
百
様
の
資

質
｡
男
女
混
合
の
大
部
隊
｡
危
険
に
近
い
弱
点
を
持

つ
こ
の
集
団
登
山
隊
の
掲
げ
る
目
標
は
何
か
｡
そ
れ

は
｢
生
徒
に
山
岳
の
偉
大
さ
素
暗
し
さ
に
触
れ
さ
せ
､

自
然
を
愛
好
し
､
安
全
に
親
し
む
行
為
の
出
来
る
人

間
の
基
礎
づ
-
り
｣
　
に
あ
る
と
言
い
た
い
｡
こ
の
目

標
達
戒
の
た
め
に
は
運
営
全
般
に
亘
っ
て
'
白
無
の

視
つ
め
方
､
安
全
で
楽
し
い
山
登
り
の
し
方
､
よ
り

良
い
白
魚
へ
の
親
し
み
方
と
い
っ
た
も
の
を
､
生
徒

自
ら
が
求
め
て
動
く
様
に
意
図
し
て
仕
組
ん
で
い
か

を
く
で
は
な
ら
な
い
｡
多
く
の
知
識
を
詰
込
む
掌
術

登
山
や
'
鼻
面
を
引
き
廻
す
引
率
登
山
に
終
っ
た
り

ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
怯
え
て
安
全
登
山
が
安
易
登
山
に

す
り
代
っ
て
し
ま
っ
て
は
へ
将
来
自
然
を
拒
絶
し
た

り
汚
掘
す
る
人
間
し
か
育
た
な
い
｡
指
導
者
は
生
徒

の
自
然
へ
の
興
味
'
夢
､
探
究
心
を
誘
発
す
る
術
に

意
を
払
う
べ
き
だ
｡
塗
傭
段
階
か
ら
山
行
当
日
ま
で

盛
り
沢
山
を
注
意
や
知
識
の
注
入
が
あ
り
過
ぎ
る
｡

例
は
登
山
の
架
だ
'
高
山
の
動
植
物
は
勿
論
地
掌
､

医
学
､
通
信
､
絵
画
へ
救
助
機
構
へ
音
楽
(
民
謡
)
と

あ
ら
ゆ
る
も
の
を
盛
り
込
ん
で
恰
も
山
岳
小
百
科
事

典
の
態
だ
｡
準
備
も
本
番
も
生
徒
が
更
に
学
習
を
深

め
よ
う
と
す
る
キ
ッ
カ
ケ
を
つ
く
っ
て
や
る
こ
と
だ
｡

｢
山
(
自
然
)
は
黙
っ
て
体
で
慰
じ
て
下
り
て
-
る
も

の
｣
で
あ
り
た
い
｡
危
険
箇
所
で
皆
で
じ
っ
と
息
を

ひ
そ
め
て
み
て
い
た
安
全
対
策
を
構
ず
る
教
師
の
姿

が
尊
い
教
訓
と
な
る
｡
引
率
教
師
は
登
山
技
術
の
練

達
者
で
な
く
て
よ
い
｡
瑞
々
し
い
気
力
の
中
半
生
に

山
を
好
き
に
さ
せ
る
こ
と
に
腐
心
す
る
情
熱
の
人
で

あ
っ
て
ほ
し
い
｡
　
(
元
長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン

タ
ー
専
門
主
事
　
青
柳
　
安
昭
)
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神戸の聖ミカエル教会　昭和20年6月の大空襲で焼失した

舵物情と山

ウ
ェ
ス
ト
ン
と
ハ
ー
ン

本
業
の
牧
師
と
し
て
よ
り
も
､
日
本
ア
ル
プ
ス
の

早
期
登
山
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
･
ウ
ェ

ス

ト

ン

と

､

文

案

ラ

フ

カ

デ

ィ

オ

･

ハ

ー

ン

､

の

ち

の
小
泉
八
雲
に
つ
い
て
は
､
共
通
点
が
あ
ま
り
に
も

多
い
｡お

互
い
に
-
ギ
リ
ス
国
籍
で
あ
り
､
不
正
直
を
嫌

い
､
が
ん
こ
一
徹
で
あ
っ
た
こ
と
へ
　
日
本
に
い
た
バ

･
ン
ル
･
ホ
ー
ル
･
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
が
共
通
の
友
人

で
あ
っ
た
こ
と
､
九
州
の
熊
本
が
任
地
で
あ
り
､
そ

の
あ
と
神
戸
に
移
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
｡
し
か
も

神
戸
で
は
､
少
な
-
も
半
年
間
は
近
-
に
住
ん
で
い

た
の
で
あ
っ
た
｡

こ
の
と
き
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
三
十
二
才
､
ハ
ー
ン
は

四
十
四
才
で
あ
っ
た
｡
年
令
の
差
や
､
日
本
で
の
知

名
度
を
考
慮
し
て
も
､
二
人
は
か
な
り
顔
を
合
あ
せ

た
こ
と
が
あ
り
､
相
知
っ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
｡そ

れ
ば
か
り
で
は
な
い
｡
異
国
で
あ
る
日
本
の
風

土
と
人
情
を
こ
よ
を
-
愛
し
､
ハ
ー
ン
は
骨
を
埋
め

三

　

井

　

嘉

　

雄

る

こ

と

に

在

る

｡

さ

ら

に

､

チ

ェ

イ

ン

バ

レ

ン

が

メ

イ
ソ
ン
と
編
集
し
た
『
>
エ
a
つ
d
b
g
k
 
f
o
r
㌻
p
a
:

(
日
本
案
内
書
)
　
の
改
訂
版
で
は
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
が

北
ア
ル
プ
ス
地
方
を
補
記
し
､
ハ
ー
ン
は
松
江
や
熊

本
地
方
を
担
当
し
た
の
だ
っ
た
｡

そ
し
て
､
二
人
の
い
-
つ
か
の
著
書
の
う
ち
題
名

ま
で
相
似
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡
ハ
ー
ン
に
よ
る

『
G
〓
∋
p
s
o
s
 
i
コ
U
つ
へ
a
ヨ
≡
a
r
 
J
a
p
a
つ
』
(
知
ら
れ

ぬ
日
本
の
面
影
)
'
j
h
e
 
F
E
き
ま
e
h
手
e
　
『
a
r

E
a
s
ご
　
(
極
東
の
将
来
)
　
に
対
し
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
は

P
A
一
一
､
a
y
t
a
r
e
r
 
i
n
 
U
u
t
a
m
i
l
i
a
r
 
J
a
p
a
言
(
知

ら
れ
ぬ
日
本
の
旅
行
者
)
'
『
T
h
e
 
P
J
a
J
･
g
r
o
u
n
d

o
f
手
e
　
『
a
r
田
a
s
ご
　
(
極
東
の
遊
歩
域
)
　
を
の
で

あ
る
｡
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
､
事
実
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
こ
の
二
人
よ
り
前
に
出
版
さ
れ
た
『
s
a
∈
-

o
f
手
e
　
『
a
｢
　
巾
a
s
l
』
　
(
極
東
の
精
神
)
　
は
､
ア
メ

リ
カ
人
パ
ー
シ
バ
ル
･
ロ
ウ
エ
ル
に
よ
る
も
の
だ
が
'

ハ
ー
ン
は
　
『
神
国
日
本
』
　
の
中
で
こ
の
本
の
こ
と
に

ふ
れ
て
'
｢
私
の
有
す
る
凡
て
の
東
洋
の
書
籍
を
集

め
た
よ
り
も
遥
か
に
豊
富
を
内
容
を
も
っ
て
屠
る
｡
｣

と

常

識

し

て

い

る

｡

一

方

の

ウ

ェ

ス

ト

ン

は

､

同

じ

ロ
ウ
エ
ル
の
　
『
N
o
t
o
.
a
n
 
u
n
e
x
p
-
o
r
e
d
 
C
へ
)
r
n
e
t
･
S

o
f
 
J
a
p
a
つ
』
　
(
能
登
･
人
に
知
ら
れ
ぬ
日
本
の
辺
撹
)

を
読
ん
だ
ら
し
く
､
ロ
ウ
工
ル
が
立
山
温
泉
か
ら
針

ノ
不
時
に
行
こ
う
と
し
た
が
､
荒
廃
し
て
い
て
行
け

な
か
っ
た
こ
と
を
､
『
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
用
と
探

検
｣
　
の
中
に
引
用
し
て
い
る
｡

ウ
ェ
ス
ト
ン
は
､
明
治
二
十
一
年
二
月
に
宣
教
師

と
し
て
熊
本
に
着
任
し
､
翌
年
､
神
戸
の
聖
ミ
カ
エ

ル
教
会
の
チ
ャ
プ
レ
ン
と
な
っ
て
神
戸
に
移
っ
た
｡

そ
し
て
'
二
十
八
年
四
月
に
最
初
の
帰
国
を
す
る
ま

で
､
神
戸
市
中
山
手
通
三
ノ
一
四
に
い
た
｡
そ
こ
は

明
治
三
十
五
年
の
図
面
に
よ
る
と
､
一
九
九
･
五
〇

坪
と
あ
る
｡
こ
の
番
地
に
は
聖
ミ
カ
エ
ル
教
会
が
あ

り
､
そ
の
敷
地
内
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
住
居
が
あ
っ
た
｡

ウ
ェ
ス
ト
ン
が
槍
ヶ
岳
な
ど
に
初
め
て
歩
を
進
め
た

時
代
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
建
物
は
､
戦
災
で
消
え
て

し
ま
っ
た
｡

ハ
ー
ン
は
明
治
二
十
三
年
に
松
江
の
中
学
校
の
英

語
教
師
を
勤
め
た
あ
と
'
二
十
七
年
十
月
ま
で
熊
本

に
住
ん
だ
｡
と
こ
ろ
が
､
日
清
戦
争
が
始
ま
っ
て
外

国
人
へ
の
風
当
り
も
強
-
な
り
､
収
入
が
減
る
の
を

承
知
で
､
英
字
新
聞
『
神
戸
ク
ロ
ニ
ク
ル
｣
　
の
論
説

員
と
な
っ
て
神
戸
に
移
り
住
ん
だ
｡

最
初
は
下
山
手
通
園
ノ
七
だ
っ
た
が
､
こ
れ
は
､

ウ
ェ
ス
ト
ン
の
住
居
と
直
距
離
で
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ

ど
で
あ
る
｡
ハ
ー
ン
は
､
半
月
も
し
な
い
う
ち
に
六

ノ
二
六
に
移
り
､
そ
し
て
中
山
手
通
七
ノ
番
外
九
六

へ
引
越
し
て
い
る
｡
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
を
い
こ

と
だ
が
､
ハ
ー
ン
が
神
戸
で
最
初
に
住
ん
だ
京
は
'

移
築
さ
れ
て
山
本
通
四
に
現
存
し
て
い
る
｡
十
坪
く

ら
い
の
平
屋
で
'
床
の
間
も
あ
る
｡

ハ
ー
ン
は
船
が
擬
浜
へ
着
い
た
日
､
ア
メ
リ
カ
を

発
つ
と
き
紹
介
さ
れ
た
ミ
ッ
チ
ェ
ル
･
マ
ク
ド
ナ
ル

ド
に
会
い
'
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
へ
の
紹
介
状
を
得
て
､

す
ぐ
に
求
職
に
つ
い
て
の
手
紙
を
出
し
て
い
る
｡

こ
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
米
国
海
軍
の
主
計
官
で
あ

り
､
退
役
後
は
椋
浜
グ
ラ
ン
ド
･
ホ
テ
ル
の
社
長
に

な
っ
て
､
ハ
ー
ン
の
没
後
も
追
族
を
助
け
た
生
涯
の

友
人
で
あ
っ
た
｡

チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
は
明
治
六
年
に
日
本
に
来
て
'

十
九
年
か
ら
は
東
京
帝
国
大
学
の
文
学
部
教
授
で
あ

っ
た
｡
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
は
､
こ
の
と
き
す
で
に
ハ

ー
ン
の
書
物
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
｡
ハ
ー
ン
が
日

本
へ
行
く
こ
と
を
決
心
さ
せ
た
書
物
が
､
チ
ェ
イ
ン

バ
レ
ン
の
英
訳
し
た
『
古
事
記
｣
で
あ
っ
た
の
も
､

因
縁
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
｡
さ
ら
に
､
ハ
ー
ン
を

明
治
二
十
九
年
か
ら
東
京
帝
国
大
学
に
招
く
た
め
の

仲
立
ち
を
し
た
の
も
､
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
で
あ
っ
た
｡

チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
が
著
し
た
　
『
日
本
車
物
語
』
　
の

改
訂
版
で
は
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
　
『
日
本
ア
ル
プ
ス
の

登
山
と
探
検
』
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
､
｢
ウ
ォ
ル
タ

ー
･
ウ
エ
ス
ト
ン
師
は
'
こ
こ
の
登
山
を
最
初
に
一

般
的
を
も
の
に
し
た
人
で
あ
る
｡
｣
と
も
述
べ
て
い
る
.

ウ
ェ
ス
ト
ン
も
著
書
の
中
で
､
｢
マ
リ
ー
の
記
事

を
よ
く
研
究
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
｡
｣
と
記
し
て
い

る
｡
マ
リ
ー
と
い
う
の
は
､
ロ
ン
ド
ン
の
出
版
社
ジ

ョ

ン

･

マ

リ

ー

の

こ

と

で

､

つ

ま

り

､

チ

ェ

イ

ン

バ

レ
ン
が
マ
リ
ー
か
ら
出
し
た
『
>
　
国
a
コ
d
b
g
k
』
　
の

こ
と
な
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
ば
か
り
で
は
を
い
｡
ウ

ェ
ス
ト
ン
の
著
書
も
ジ
ョ
ン
･
マ
リ
ー
か
ら
で
あ
っ

た
が
'
そ
の
序
文
の
中
で
は
､
｢
東
京
帝
国
大
学
博

言
学
の
名
誉
教
授
B
･
H
･
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
氏
か

ら
'
い
ろ
い
ろ
の
知
識
､
と
-
に
迷
信
と
地
方
の
風

俗
に
つ
い
て
見
聞
を
得
た
こ
と
に
感
謝
す
る
｡
｣
と
も

し
て
い
る
｡

チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
は
､
地
簡
学
の
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン

･
ス
ミ
ス
･
ラ
イ
マ
ン
な
ど
と
同
様
に
､
西
欧
の
近

代
的
な
技
術
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
国
内
の
外
人
の

中
で
も
'
指
導
的
な
立
場
の
人
物
で
あ
っ
た
｡

ウ
ェ
ス
ト
ン
が
宣
教
の
地
に
な
ぜ
日
本
を
選
ん
だ

の
か
､
そ
し
て
､
な
ぜ
最
初
が
熊
本
だ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
は
､
ま
た
解
明
で
き
て
い
な
い
｡
た
た
､
神

戸
へ
転
任
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
推
察
で
き
る
｡
ケ

ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
先
輩
で
あ
っ
た
聖
ミ
カ
エ
ル
教

会
の
H
･
J
･
フ
オ
ス
が
招
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

聖
ミ
カ
エ
ル
教
会
は
明
治
十
四
年
の
新
築
だ
が
､



第3種郵便物認可(昭和35年7月26日)物　　館山　　と　　博③　19851.25

A mANShAでION OF PEE `'KO･Jl･KI,''

○裏

･･ RECORDS OIi A:iCⅢh'富HAmEnS･'●

(古や由)

Br n▲BJL H▲LI. CIJ▲握り書具しuJl.

tlt"J IJ･/''''(^'JJ`0両貼り･J'･I｡pon中間Ji'li.航9 10IA･ owl

JNIlc..Isl. JSOa･l

Ir'mODtCrIO}'.

or ●1川IO n湘n otJAP"'e lilorl't". tYhicb lies bororo o'q tho

n'ull of nculT tヽ9両o cl･画一一読ol booI･mali"8･ (ho no9日lnpo山一-l

noouo'01-日●時wort 0両10日･ ‰ソ話.'I or.i llccord● oi A一一eienI

u〃ltcm.'一億blch w的COqII,lutcd in A･ n･ 718･ ti i. LL,e ∩)面i't'porlml

bccoum i川… proJOr'･.･A tor u一moro ↑AitIImly tI- "y.tI一〇r book IIIe

リq)Oloa. -I-0 man,-0". lbe I.Ag"Se･ "a the l…d証io,面!,ittory ol

lsh｡pla tLle eI●,請 ol ▲ctdlah tC tC IOn.id億d u AI`〃to leneutgo m ●utI･

I(.t'I'I(di then Arth高J●JIa◆fC ▼ui ha,e b b. ecoIen一〇Ill一山. ●ceor"I ohcI

h It'｡ AI山o (●mlly. 7●tiBl de購ofd Alldc LfL ･q "o購l "c叫･(-C". ･立. p lb

lCome 8m● Cl d Plo LmemgC'tXtlonciA8 -0 -ho y"teho･競oBeUu.n･ I'uIIIb

●84 ㍍一一〇帆erouI'●. not onlr Ibo AscL.●le. bol -ho cl●uicAI･ 1,I.ね-url oI J●pIn

emd o● hek lO'ohl tmInne病中ood lllO 〇㌦IlelI Ctll,nl dmulJ.llll● oI ●ll′

ethq AJt'Ic -oACtIC･-1･'u a JL.cu.ゝ,oo ol lllO ace O白he hlC,l ●W'.nt Tom'l d∞u･

nlob l能IhJ lnmltICtioll tO JI'●bop Cm〃etli● I. C｡Op-6.0 cm.I ol lb●

1hyjJJu hm機動●●.●● I). Ol ●一.`種.

▲I●. YoO.I.-I.

チェインItレンが莫訳した｢古事記｣

ち

槍ヶ岳登山のウェストン(右)坊主の岩小屋で

十
年
後
に
火
災
で
焼
失
し
､
二
十
七
年
に
再
建
さ
れ

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
フ
オ
ス
は
こ
の
教
会

の
近
-
の
純
日
本
風
の
素
を
松
乃
合
と
名
づ
け
て
住

ん
で
い
た
｡
こ
の
点
は
'
ハ
ー
ン
と
通
じ
る
も
の
が

あ
る
｡
ハ
ー
ン
は
熊
本
第
五
高
等
中
学
校
に
赴
任
し

た
と
き
､
用
意
さ
れ
て
い
た
外
人
官
舎
を
さ
け
て
純

日
本
風
の
家
を
借
り
た
し
へ
東
京
で
も
大
学
が
準
備

し
た
家
で
は
な
く
へ
当
時
は
田
舎
で
あ
っ
た
西
大
久

保
の
日
本
式
の
住
宅
に
住
ん
た
の
た
っ
た
｡

明
治
二
十
七
年
八
月
､
北
ア
ル
プ
ス
登
山
の
途
中

で
'
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
松
本
で
覚
前
政
蔵
の
日
曜
礼
拝

式
に
参
加
し
た
｡
そ
の
二
年
前
に
'
カ
ナ
ダ
人
ケ
ネ

デ
ィ
が
は
じ
め
た
ば
か
り
の
伝
導
所
で
､
ウ
ェ
ス
ト

ン
と
同
じ
聖
公
会
派
に
属
し
て
い
た
｡
こ
の
覚
前
は
､

ウ
ェ
ス
ト
ン
が
帰
国
し
た
あ
と
の
明
治
三
十
三
年
に

は
､
神
戸
の
聖
ミ
カ
エ
ル
教
会
に
勤
め
る
こ
と
に
な

る
｡

さ
て
､
こ
の
聖

ミ
カ
エ
ル
教
会
で
､

ウ

ェ

ス

ト

ン

は

大

変
を
功
績
を
残
し

て

い

る

｡

ウ

ェ

ス

ト

ン

は

､

そ

こ

の

信
徒
の
中
で
日
本

人
と
分
け
て
､
イ

ギ
リ
ス
人
た
け
の

オ

ー

ル

･

セ

イ

ン

ツ
教
会
(
諸
聖
徒

教
会
)
を
設
立
す

る
こ
と
を
提
唱
し

て

､

ウ

エ

ス

ト

､

/

の
帰
英
後
に
実
現

し
た
｡
明
治
三
十

っ
た
｡
横
浜
の
住
居
に
ウ
ェ
ス
ト
ン
を
訪
れ
た
小
島

烏
水
に
よ
る
と
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
眼
鏡
を
つ
け
る
時

間
も
お
し
く
て
､
ス
リ
足
で
廊
下
を
歩
い
て
来
た
と

い
う
｡
し
か
も
小
島
が
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
を
北
ア
ル
プ

ス
に
案
内
し
た
猟
師
に
聞
い
た
と
こ
ろ
､
ウ
ェ
ス
ト

ン
の
登
山
は
ゆ
っ
-
り
し
た
歩
み
で
あ
り
'
そ
れ
は

ウ
ェ
ス
ト
ン
が
近
視
だ
っ
た
こ
と
が
一
因
だ
と
し
て

い
る
｡
こ
の
小
島
も
'
チ
ェ
イ
ン
バ
レ
ン
と
交
友
の

っ
た
一
人
で
あ
る
｡

一
年
だ
っ
た
｡
こ
こ
へ
は
､
東
京
か
ら
水
野
､
辻
井

な
ど
が
牧
師
と
し
て
着
任
し
た
｡
分
離
さ
せ
た
理
由

は
'
当
時
､
神
戸
に
在
住
し
て
い
た
ィ
ギ
リ
ス
人
の

中
に
宗
教
心
に
欠
け
る
人
た
ち
が
あ
り
､
ウ
ェ
ス
ト

ン
が
心
を
浦
め
た
た
め
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
に
つ
い
て
は
､
ハ
ー
ン
も
同
意
見
で
あ
っ
た

ら
し
い
｡
神
戸
時
代
の
前
半
に
書
か
れ
た
『
心
』
　
に

よ
る
と
､
居
留
地
で
の
外
国
人
に
よ
る
野
蛮
で
不
道

徳
を
行
為
が
'
日
本
の
新
聞
に
載
っ
た
こ
と
な
ど
を

挙
げ
て
い
る
｡
で
は
あ
る
が
､
｢
そ
し
て
基
歯
数
の

伝
導
事
業
も
､
日
本
人
宣
教
師
に
委
ね
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
｡
｣
と
も
し
て
い
る
｡
ま
た
､
『
神
戸
ク
ロ
ニ

ク
ル
』
紙
上
に
託
し
た
と
こ
ろ
で
は
'
｢
西
洋
の
改

宗
勧
告
者
た
ち
の
努
力
｣
に
つ
い
て
も
評
価
し
て
い

な
い
｡ハ

ー
ン
ぼ
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
で
､
ど
ち
ら
も

カ
ト
リ
ッ
ク
の
学
校
に
掌
ん
た
が
､
日
本
に
来
て
か

ら
の
カ
ト
リ
ノ
ク
嫌
い
は
有
名
で
あ
る
｡

こ
の
点
た
け
が
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
と
ハ
ー
ン
の
た
っ

た
一
つ
の
違
い
な
の
で
あ
っ
た
｡
ハ
ー
ン
が
純
日
本

風
を
好
み
､
西
洋
化
さ
れ
た
神
戸
を
俗
悪
と
理
解
し

た
延
長
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
晩
年
に

は
､
宗
教
教
育
も
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
｡
ま
た
､

節
子
夫
人
に
よ
る
と
'
三
冊
の
聖
書
が
大
切
に
保
存

さ
れ
て
い
た
と
い
う
｡

さ
ら
に
ハ
ー
ン
に
よ
る
と
､
こ
こ
の
外
人
居
留
地

で
は
イ
ギ
リ
ス
人
が
最
多
数
た
っ
た
と
し
て
､
こ
ん

を
小
さ
な
社
会
で
は
､
お
互
い
に
他
の
各
人
に
つ
い

て
も
総
て
を
知
っ
て
い
る
､
と
も
記
し
て
い
る
｡

過
労
で
残
る
目
の
視
力
が
衰
え
た
の
も
､
こ
の
こ

ろ
だ
っ
た
｡
当
然
の
こ
と
を
が
ら
'
ハ
ー
ン
が
自
分

の
目
を
大
切
に
し
た
こ
と
は
人
並
み
以
上
で
:
水
任

し
た
か
っ
た
松
江
を
麓
れ
た
の
も
､
そ
こ
の
冬
の
寒

さ
が
目
に
悪
い
と
考
え
た
か
ら
だ
っ
た
｡

そ
れ
に
し
て
も
､
松
江
の
人
た
ち
が
見
た
ハ
ー
ン

の
評
判
は
と
て
も
良
か
っ
た
｡
明
治
二
十
三
年
九
月

十
四
日
の
『
松
江
日
報
｣
は
､
西
洋
人
は
と
か
-
自

国
と
比
べ
て
日
本
を
未
開
だ
と
い
う
が
､
｢
今
度
本

県
に
雇
入
れ
ら
れ
た
る
重
層
教
師
ヘ
ル
ン
氏
は
感
心

に
も
全
く
之
に
反
し
て
'
日
本
の
風
俗
人
情
を
賞
讃

す
る
こ
と
切
り
に
し
て
其
身
も
常
に
日
本
の
衣
服
を

著
し
て
日
本
の
食
事
を
合
し
､
只
管
日
本
に
癖
す
る

が
如
き
風
あ
り
､
｣
と
し
て
い
る
｡

小
泉
八
雲
と
改
名
し
た
の
は
､
神
戸
に
来
て
次
の

年
の
こ
と
だ
っ
た
｡

ウ
ェ
ス
ト
ン
の
近
視
の
方
も
､
か
な
り
を
も
の
だ

お
ま
け
に
'
小
島
は
ウ
ェ
ス
ト
ン
に
つ
い
て
､
｢
英

国
人
と
し
て
は
寧
ろ
鮭
躯
の
方
な
る
べ
け
れ
ど
､
｣

(
『
日
本
山
水
論
｣
)
と
す
る
が
､
そ
れ
は
ハ
ー
ン

に
と
っ
て
も
､
ま
さ
に
同
じ
だ
っ
た
｡

そ
し
て
､
ハ
ー
ン
が
日
本
の
神
道
や
祖
先
崇
拝
に

心
を
打
た
れ
た
よ
う
に
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
､
御
岳
山

や
立
山
を
ど
の
独
特
の
信
仰
登
山
に
興
味
を
覚
え
る

の
だ
っ
た
｡
小
島
が
見
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
書
架
に
は
､

日
本
研
究
の
書
物
が
い
っ
ぱ
い
た
っ
た
と
い
う
｡

ウ
ェ
ス
ト
ン
は
『
極
東
の
遊
歩
拐
』
　
で
､
ハ
ー
ン

の
『
日
本
･
一
つ
の
解
釈
』
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
｡

そ
の
中
で
は
､
興
味
深
い
考
察
で
は
あ
る
が
'
中
に

誤
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡

そ
れ
に
､
『
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
』
　
の

中
で
も
∵
7
7
カ
デ
1
才
･
ハ
ー
ン
氏
と
し
て
敬
称

を
付
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
て
も
へ
　
ウ
ェ
ス
ト
ン
は

ハ
ー
ン
と
知
り
合
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
｡

親

友

ダ

グ

ラ

ス

･

フ

レ

ッ

シ

ュ

フ

ィ

ー

ル

ド

に

つ

い

て
も
同
じ
だ
っ
た
｡

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
･
ハ
ー
ン
が
小
泉
八
雲
と
な
っ
た

年
､
中
山
手
通
に
一
人
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
二
度
日

の
日
本
住
ま
い
を
始
め
た
｡
ハ
ー
ン
と
同
じ
よ
う
に

日
本
人
を
妻
と
し
'
日
本
文
化
を
研
究
し
た
親
日
家

で
あ
る
｡
神
戸
や
大
阪
の
総
領
事
と
し
て
よ
り
も
'

『
大
日
本
』
　
な
ど
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ウ
エ
ン

モ

ス

･

デ

･

モ

ラ

エ

ス

だ

っ

た

｡

(
登
山
史
研
究
者
)
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ミヤマハンショウスル

二ヨホウチドリ

舵物情と山

雨
飾
山
の
植
物

一
'
雨
飾
山
の
概
要

雨
館
山
二
九
六
-
.
､
二
m
)
は
､
長
野
県
小
谷
村

と
新
潟
県
糸
魚
川
吊
と
の
境
界
に
あ
っ
て
､
上
信
越

国
立
公
園
の
西
端
に
あ
る
盟
蜂
で
あ
る
(
.
.
雨
飾
I
j
は

｢
護
の
た
ん
と
晴
れ
な
い
川
で
､
い
つ
も
雨
を
か
ぶ

っ
て
い
る
か
ら
商
館
の
名
が
あ
る
｡
｣
と
言
わ
れ
る
が
､

ぽ
ん
と
う
の
名
の
山
乗
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
､
)

頂
上
は
二
つ
の
ピ
ー
ク
よ
り
な
り
'
北
嶋
に
は
風
化

し
た
右
の
周
や
小
さ
な
石
仏
が
あ
り
､
ま
た
雨
館
山

と
阿
弥
陀
如
来
の
伝
説
を
ど
か
､
う
､
信
仰
の
山
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
同
体
は
角
閃
石
安
山
岩
お
よ

び
扮
岩
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
'
柱
状
飾
理
の
兄
事
を

岩
壁
や
露
頭
に
富
み
､
大
筋
接
地
も
い
く
つ
か
見
ら

れ
る
｡
登
山
コ
ー
ス
は
､
小
谷
温
泉
か
ら
の
コ
ー
ス
､

池

　

上

　

睦

　

美

大
網
個
よ
り
の
コ
ー
ス
､
そ
し
て
糸
魚
川
苗
の
僻
出

温
泉
か
ら
の
コ
ー
ス
の
三
つ
が
あ
る
｡
近
年
県
内
外

か
ら
の
登
山
者
が
糟
加
し
て
い
る
｡

雨
節
用
は
森
林
帯
か
ら
み
る
と
､
水
平
的
に
は
温

帯
落
葉
広
葉
樹
林
帯
-
フ
ナ
帯
ま
た
は
低
回
常
-
と

呼
は
れ
る
傾
城
で
あ
る
ー
｣
雨
館
山
の
下
部
横
島
的
八

〇
〇
m
か
ら
一
五
〇
〇
m
ぐ
ら
い
ま
で
の
低
山
帯
に

は
'
高
木
の
フ
ナ
が
僅
占
し
､
ウ
ダ
-
カ
･
/
バ
'
サ

ワ
ゲ
ル
-
､
ト
ナ
ノ
キ
､
ホ
ウ
ノ
キ
等
の
高
木
や
'

ユ

キ

ッ

バ

キ

'

ヒ

メ

モ

チ

､

エ

ゾ

ノ

ユ

ズ

リ

ハ

､

マ

ル
バ
マ
ン
サ
ク
､
す
す
バ
ク
ロ
モ
シ
等
の
日
本
海
要

素

と

み

ら

れ

る

低

木

､

イ

ト

マ

キ

ィ

タ

ヤ

'

ハ

ウ

チ

ワ
カ
エ
デ
等
の
カ
エ
テ
瓶
が
共
存
し
'
ブ
ナ
林
の
由

無
植
生
を
形
成
し
兄
事
で
あ
る
｡
林
床
に
は
チ
シ
マ

ザ
サ
が
生
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
'
日
本
海
側
の
多

言
地
帯
に
分
布
し
て
い
る
ブ
ナ
ー
チ
･
ン
マ
ザ
サ
群
集

と
呼
ば
れ
る
領
域
で
も
あ
る
｡
森
林
の
垂
直
分
布
か

ら
見
る
と
'
雨
館
山
の
標
高
は
日
本
ア
ル
プ
ス
の
山

々
よ
り
は
低
い
が
､
一
七
〇
〇
m
以
上
は
寒
帯
潅
木

帯
I
ハ
ィ
マ
ツ
帯
ま
た
は
高
山
帯
-
と
呼
ば
れ
る
領

域
の
様
相
を
示
し
て
い
る
｡
日
本
海
側
の
多
言
地
帯

の
高
い
山
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
膚
緑
針
葉
樹
林
帯

-
シ
ラ
ビ
ソ
常
ま
た
は
亜
高
山
帯
-
を
代
表
す
る
､

オ
オ
シ
ラ
ピ
ソ
や
コ
メ
ソ
ガ
等
か
ら
な
る
針
葉
樹
林

が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
頂
上
付
近
に
わ

ず
か
に
コ
メ
ソ
ガ
や
シ
ラ
ピ
ソ
が
纏
え
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
｡

二
､
高
山
植
物

大
網
コ
ー
ス
で
は
､
標
高
約
一
七
〇
〇
m
か
ら
士

は
低
木
林
も
な
く
な
り
'
岩
壁
や
岩
石
地
､
崩
壊
地

で
あ
り
､
し
か
も
急
峻
で
あ
る
｡
岩
石
地
に
は
ア
イ

ズ

シ

モ

ツ

ケ

､

イ

ワ

シ

モ

ツ

ケ

､

ミ

ネ

ヤ

ナ

ギ

等

の

低
木
が
岩
石
上
を
這
う
よ
う
に
し
て
生
え
て
い
る
｡

ハ
-
マ
ツ
も
岩
場
に
現
わ
れ
頂
上
ま
で
点
在
し
て
生

北
ア
ル
プ
ス
北
部
の
錐
天
を
両
島
景

観
が
根
調
に
広
が
り
見
直
で
あ
る
.
.

北
西
に
は
根
知
の
谷
か
ら
糸
魚
川
串
､

日
本
海
'
遠
方
に
は
能
登
半
島
ま
で

展
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
っ
尾
根
道

に
そ
っ
て
で
て
-
る
高
向
植
物
は
　
(

大
網
コ
ー
ス
で
書
い
た
高
山
植
物
は

除

く

｡

)

ア

カ

モ

ノ

､

シ

ラ

ク

マ

ノ

キ

､

ベ
ニ
バ
ナ
-
チ
コ
等
の
低
木
や
､
工

ソ

シ

オ

ガ

マ

､

シ

ナ

ノ

十

ト

キ

リ

､

ミ

ヤ

マ

コ

ウ

ゾ

リ

ナ

､

コ

ゼ

ン

タ

チ

バ
ナ
､
キ
バ
ナ
ノ
カ
ワ
ラ
マ
ツ
､
バ
'

す

ヤ

マ

リ

ン

ド

ウ

､

タ

テ

ヤ

マ

ウ

ツ

え
で
い
る
っ
尾
根
道
付
近
の
砂
礫
地
の
草
地
で
最
初

に
見
ら
れ
る
南
山
植
物
は
'
ハ
ク
サ
ン
チ
ド
リ
､
テ

ガ

タ

チ

ド

リ

'

ヨ

ツ

バ

シ

寸

ガ

マ

､

岩

礁

地

に

は

イ

ワ

ベ

ン

ケ

-

､

ミ

ヤ

マ

ハ

ン

シ

ョ

ウ

ゾ

ル

で

あ

る

｡

登
山
道
か
ら
入
っ
た
岩
礫
地
の
中
に
は
'
ウ
ラ
シ
ロ

キ
ン
バ
イ
が
黄
色
の
花
を
咲
か
せ
て
群
生
し
て
い
る

の
が
珍
し
い
｡
標
高
一
八
四
〇
m
付
近
の
岩
石
地
に

は

､

ミ

ヤ

マ

マ

ン

ネ

ン

グ

サ

､

ミ

ヤ

マ

ウ

イ

キ

ョ

ウ

､

ケ

ミ

ヤ

マ

ク

ワ

ガ

タ

､

チ

シ

マ

セ

キ

シ

ョ

ウ

､

シ

ロ

ウ
マ
ア
サ
ツ
キ
が
生
え
て
い
る
｡
砂
礫
地
に
は
､
イ

ワ
オ
オ
ギ
､
シ
ロ
ウ
マ
オ
オ
ギ
が
､
草
地
の
よ
-
栄

達
し
た
岩
礁
地
に
は
､
ユ
キ
ワ
リ
ツ
ワ
､
ミ
ヤ
マ
ダ

イ

コ

ン

ソ

ウ

､

ハ

ク

サ

ン

イ

チ

ゲ

が

入

り

混

じ

っ

て

､

白
色
･
黄
色
･
紅
色
の
花
を
咲
か
せ
て
美
し
い
｡
ハ

イ
マ
ツ
の
下
に
は
コ
ケ
モ
モ
､
ミ
ツ
パ
オ
オ
レ
ン
が
､

付
近
に
は
タ
カ
ネ
バ
ラ
､
タ
カ
ネ
ナ
デ
シ
コ
､
タ
カ

ネ
マ
ツ
ム
シ
ソ
ウ
が
花
を
咲
か
せ
て
い
る
｡
頂
上
西

側
の
急
峻
を
岩
礫
地
で
､
乾
燥
し
や
す
い
草
地
に
は
､

二

ヨ

ホ

ウ

チ

ド

リ

､

ミ

ヤ

マ

コ

ゴ

メ

グ

サ

､

イ

ブ

キ

､

シ

ャ

コ

ウ

ソ

ウ

'

ミ

ヤ

マ

マ

ン

ネ

ン

グ

サ

､

シ

コ

タ

ン

ソ

ウ

､

タ

カ

ネ

コ

ウ

リ

ン

カ

､

ヒ

メ

シ

ャ

ジ

ン

､

ミ
ヤ
マ
ラ
ッ
キ
ョ
ウ
が
花
を
咲
か
せ
て
い
る
｡

小
谷
温
泉
か
ら
の
コ
ー
ス
で
は
､
大
網
コ
ー
ス
と

は
異
っ
て
標
高
一
六
〇
〇
m
か
ら
頂
上
ま
で
は
､
ナ

シ
マ
ザ
サ
が
一
面
に
繁
茂
し
て
い
る
｡
荒
菅
沢
の
雪

渓
を
過
ぎ
て
､
急
斜
面
を
登
っ
て
尾
根
に
て
る
と
､

晴
れ
た
日
に
は
鹿
島
槍
･
五
竜
･
白
馬
三
山
な
ど
'

ボ

グ

サ

､

ウ

メ

バ

チ

ッ

ウ

､

シ

ナ

ノ

オ

ト

ギ

リ

'

キ

バ
ナ
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
等
で
あ
る
｡
尾
根
道
の
南
側
に

あ
る
た
だ
一
つ
の
泥
棒
付
近
に
は
'
ナ
ン
ダ
ル
マ
､

イ
ワ
カ
ガ
､
､
＼
　
キ
ヌ
ガ
サ
ソ
ウ
､
モ
ミ
シ
カ
ラ
マ
ツ
､

ハ
ク
サ
ン
フ
ウ
ロ
が
花
を
咲
か
せ
て
い
る
｡
頭
上
ま

で
の
急
斜
面
の
登
り
で
は
､
す
す
カ
サ
モ
チ
､
ミ
ヤ

マ

タ

ン

ポ

ポ

､

ム

シ

ト

リ

ス

ミ

レ

､

シ

ロ

バ

ナ

ヒ

メ

シ
ャ
ジ
ン
等
が
見
ら
れ
､
頂
上
近
-
で
は
オ
ヤ
マ
ソ

バ
等
が
花
を
咲
か
せ
て
い
る
｡

雨
館
山
の
植
物
は
六
月
中
旬
か
ら
九
月
上
旬
ま
で

が
活
動
の
期
間
で
あ
り
､
こ
の
間
に
高
山
植
物
や
そ

れ
以
外
の
数
多
-
の
植
物
が
次
か
ら
次
へ
と
花
を
咲

か
せ
る
｡
特
に
七
月
下
旬
か
ら
八
月
上
旬
は
花
の
最

盛
期
で
､
標
高
一
七
〇
〇
m
か
ら
上
で
は
登
山
者
の

目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
｡
ほ
ん
と
う
に
興
味
深
い

山
で
あ
る
｡
　
　
　
(
長
野
県
植
物
研
究
会
会
員
)
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