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シャモア(いちばん上がオス｡%撮影　宮野典夫)

シ
ャ
モ
ア
が
や
っ
て
き
た

大
町
市
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク
市
､

大
町
山
岳
博
物
館
と
ア
ル
プ
ス
動
物
園
と
の
友
好
提

拐
五
周
年
を
記
念
し
て
､
シ
ャ
モ
ア
　
(
ア
ル
プ
ス
カ

モ
シ
カ
)
　
が
ア
ル
プ
ス
動
物
園
か
ら
山
岳
博
物
館
へ

贈
呈
さ
れ
ま
し
た
｡
今
回
や
っ
て
き
た
シ
ャ
モ
ア
は
'

昨
年
の
春
ア
ル
プ
ス
動
物
園
で
生
ま
れ
た
オ
ス
一
頭

と
メ
ス
二
頭
で
す
｡
ま
だ
ど
こ
と
な
-
あ
ど
け
な
さ

の
残
る
顔
だ
ち
と
小
柄
を
姿
に
､
か
わ
い
ら
し
さ
が

感
じ
ら
れ
ま
す
｡

三
頭
の
シ
ャ
モ
ア
は
平
成
二
年
一
月
三
十
一
日
'

新
東
京
国
際
空
港
に
到
着
し
､
成
田
で
の
三
十
五
日

間
と
い
う
長
い
検
疫
の
後
'
三
月
八
日
に
山
岳
博
物

館
へ
到
着
し
ま
し
た
｡
こ
の
日
､
ア
ル
プ
ス
動
物
園

の
ア
ロ
イ
ス
･
ル
ッ
ガ
ー
会
長
ら
の
手
で
運
搬
箱
か

ら
広
い
シ
ャ
モ
ア
舎
へ
放
た
れ
る
と
､
軽
い
足
ど
り

で
急
を
斜
面
を
一
気
に
か
け
登
り
ま
し
た
｡
翌
日
の

歓
迎
式
の
後
'
一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
｡

ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
と
ア
ル
プ
ス
マ
ー
モ
ッ
ト
の
動

物
交
換
が
機
縁
と
在
っ
た
両
市
､
両
国
館
の
友
好
は

よ
り
親
密
の
度
を
深
め
､
い
ろ
い
ろ
な
交
流
が
さ
れ

て
き
ま
し
た
｡
ア
ル
プ
ス
動
物
園
か
ら
は
マ
ー
モ
ッ

ト
に
つ
づ
い
て
オ
オ
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
贈
ら
れ
'
平
成

元
年
に
は
自
然
繁
殖
で
初
の
雛
が
護
生
し
'
動
物
使

節
と
し
て
の
大
役
を
果
し
ま
し
た
｡
そ
し
て
今
回
シ

ャ
モ
ア
が
加
わ
り
､
本
場
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ア
ル
プ
ス
を

代
表
す
る
動
物
た
ち
三
種
類
を
山
岳
博
物
館
付
属
園

で
見
学
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
い
ず
れ
も
国

内
で
は
飼
育
例
が
少
な
い
動
物
ば
か
り
で
す
｡

シ
ャ
モ
ア
の
受
け
入
れ
準
備
中
に
､
ア
ル
プ
ス
動

物
園
か
ら
頭
数
変
更
の
通
知
が
届
き
ま
し
た
｡
メ
ス

一
頭
の
予
定
を
二
顕
に
し
た
い
と
の
こ
と
｡
こ
れ
は

大
町
に
来
た
シ
ャ
モ
ア
の
繁
殖
率
が
少
し
で
も
高
-

な
る
よ
う
に
､
と
の
ア
ル
プ
ス
動
物
園
の
願
い
か
ら

で
す
｡
こ
の
ご
好
意
に
そ
う
よ
う
'
一
日
も
早
-
山

岳
博
物
館
の
施
設
と
大
町
の
気
候
に
慣
れ
て
'
元
気

に
育
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
｡
今
は
ま
だ
幼

左
い
シ
ャ
モ
ア
も
二
年
後
に
は
繁
殖
が
可
能
と
の
こ

と
で
す
｡
二
世
の
誕
生
を
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
)
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檎沢のテント塙にある石柱
(長さ80cm､ I訓塙50cm)
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大正六年建設のこの侯の石室

白い花閏岩の石柱が立てがナてある｡

(丸山盛一一の寄附で建設された一, )

館物情ど山

北
ア
ル
プ
ス
南
部
の
石
室

穂

　

苅

　

貞

　

雄

近
代
登
山
の
は
じ
め

近
代
登
山
が
は
じ
ま
っ
た
頃
の
登
山
は
'
今
で
は

想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
苦
労
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

登
山
道
･
山
小
屋
を
と
な
ノ
＼
　
完
全
を
地
図
･
案
内

書
も
な
ノ
＼
　
山
自
体
の
位
置
･
名
称
さ
え
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
､
登
山
そ
の
も
の

が
ま
さ
に
探
険
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
っ
た
｡

明
治
三
十
八
年
､
日
本
山
岳
会
の
誕
生
と
前
後
し

て
'
若
い
登
山
者
は
競
っ
て
中
部
山
南
の
高
向
へ
と

進
出
し
た
｡
そ
し
て
明
治
末
か
ら
大
正
初
め
に
か
け

て
登
山
熱
は
一
段
と
高
ま
り
へ
　
日
本
ア
ル
フ
ス
探
険

登
山
は
そ
の
黄
金
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
｡

当
時
の
登
山
者
は
`
そ
の
附
運
の
山
に
詳
し
い
地

ぞ

ま

元
の
猟
師
･
柚
な
ど
を
必
ず
案
内
人
と
し
て
雇
っ
て

入
山
し
た
.
泊
ま
る
小
屋
は
柚
小
屋
あ
る
い
は
木
を

組
み
合
わ
せ
て
造
る
粗
末
な
掘
っ
立
て
小
屋
か
､
猟

師
や
薬
草
取
り
が
利
用
し
て
い
た
岩
室
を
使
っ
て
い

た
｡
ま
た
何
も
な
い
場
所
で
は
'
ハ
イ
松
の
中
に
も

ぐ
り
込
む
な
ど
し
て
寒
気
を
防
い
だ
の
で
あ
る
｡

山
中
の
岩
室

岩
室
は
約
八
百
年
前
に
既
に
富
士
山
の
八
今
日
附

迫
に
､
ま
た
立
山
の
室
堂
に
も
二
百
年
前
に
建
設
さ

れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
｡
北
ア
ル
プ
ス
南
部
で
も
乗

鞍
岳
に
明
治
初
め
に
建
設
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
他

各
地
に
自
然
の
岩
室
も
あ
り
､
探
険
時
代
の
登
山
者

に
よ
-
利
用
さ
れ
て
い
た
｡
古
-
は
槍
ヶ
岳
開
山
の

播
隆
上
人
が
利
用
し
た
の
で
坊
主
の
岩
小
屋
と
い
わ

れ
る
も
の
を
は
じ
め
､
殺
生
･
赤
沢
,
潤
沢
･
梯
尾

を
ど
の
岩
室
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
飛
騨
の

笠
ケ
岳
に
も
い
-
つ
か
の
岩
室
が
あ
る
｡

二
の
保
の
石
室

特
に
二
の
俣
小
屋
と
い
わ
れ
た
石
室
は
､
槍
を
め

ざ
す
昔
の
登
山
者
に
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
｡
大
天
井
岳
か
ら
常
念
岳
に
向
か
う
時
､
東
天
井

の
手
前
の
登
山
道
の
右
側
'
二
重
山
稜
の
窪
地
に
石

室
が
二
個
な
ら
ん
で
い
る
｡
喜
作
新
道
が
ま
た
で
き

を
い
時
代
は
､
中
房
か
ら
槍
ヶ
岳
へ
行
-
登
山
者
は
､

大
天
井
岳
を
越
え
東
天
井
附
近
か
ら
二
俣
を
下
り
中

山
の
鞍
部
を
越
え
て
梓
川
本
流
に
出
て
檎
沢
を
登
っ

た
の
で
､
道
中
二
の
侯
の
石
室
を
よ
く
利
用
し
て
い

た
｡
私
が
こ
の
石
室
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
大
分
昔

の
こ
と
で
あ
る
が
へ
　
常
念
寄
り
の
石
室
の
中
に
あ
る

日
い
花
崗
岩
の
石
柱
に
は
大
き
は
関
心
を
抱
い
て
い

た
｡
こ
の
石
柱
は
二
つ
に
折
れ
て
い
る
が
`
次
の
文

字
が
か
ろ
う
じ
て
読
め
る
の
で
あ
る
｡

｢
本
会
ノ
石
室
建
設
ノ
企
二
錐
,
ン
豊
科
町
丸
山
盛
一

民
ハ
コ
ノ
建
設
質
全
部
ヲ
寄
付
モ
ラ
ル

大
正
六
年
十
日
十
五
日
　
商
安
教
育
会
　
　
｣

ま
た
こ
れ
と
全
く
同
じ
文
字
が
刻
ま
れ
た
黒
い
石

柱
が
輪
状
の
テ
ン
ト
場
の
石
垣
に
立
て
か
け
て
あ
る

こ
と
も
､
私
は
昔
か
ら
知
っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
二
の

候
に
あ
る
石
柱
の
も
の
よ
り
大
き
く
､
し
か
も
文
字

が
深
-
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
は
っ
き
り
と
読
め
る
の

だ
が
'
そ
の
附
近
に
は
今
ま
で
石
室
が
見
当
た
ら
な

い
の
で
あ
る
｡
槍
沢
の
現
在
の
テ
ン
ト
場
に
は
大
正

六
年
創
設
の
梅
沢
小
屋
が
あ
っ
た
か
､
火
災
に
遭
っ

た
り
雪
崩
で
壊
さ
れ
た
の
で
､
現
誼
は
下
方
の
森
林

帯
に
移
さ
れ
て
い
る
｡
石
室
の
所
在
に
つ
い
て
苦
梅

沢
小
屋
で
働
い
た
人
達
に
拳
ね
た
が
､
あ
る
人
は
小

屋
増
築
の
時
石
室
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
を
い

か
と
言
い
､
ど
う
も
は
っ
き
り
し
老
い
の
で
あ
る
｡

ま
た
あ
る
時
､
私
は
写
真
撮
影
に
出
か
け
て
坊
主

の
岩
小
屋
の
北
東
わ
ず
か
二
十
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

に
二
の
僕
の
石
室
と
全
く
同
じ
造
り
の
石
室
を
見
つ

け
た
｡
こ
れ
は
大
き
な
岩
が
こ
ろ
が
っ
て
い
る
中
に

あ
り
登
山
道
か
ら
は
よ
く
見
え
を
い
の
で
､
長
い
間

気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
石
室
に
つ
い

て
も
､
い
つ
誰
が
造
っ
た
が
を
知
る
人
は
い
を
い
｡

高
安
教
育
会
が
給
源
に
造
っ
た
石
室
と
は
こ
れ
を

指
す
の
か
､
あ
る
い
は
こ
こ
に
あ
っ
た
前
述
の
石
柱

を
誰
か
が
橋
沢
テ
ン
ト
甥
へ
背
負
い
下
ろ
し
た
の
で

ほ

っ

か

は
を
い
か
と
疑
問
を
抱
き
､
更
に
普
歩
荷
を
や
っ
た

人
達
に
も
尋
ね
た
が
真
相
は
あ
が
ら
ず
じ
ま
い
で
あ

っ
た
｡
私
は
年
に
何
回
と
な
-
槍
沢
を
通
り
槍
ヶ
岳

を
往
復
す
る
の
で
､
そ
の
た
び
に
槍
沢
テ
ン
ト
場
の

石
柱
を
眺
め
､
槍
沢
の
石
室
の
こ
と
を
気
に
か
け
て

い
た
｡
ま
た
一
昨
年
秋
､
槍
か
ら
常
念
へ
縦
走
し
久

し
振
り
で
二
の
候
の
二
つ
の
石
室
に
再
会
し
､
私
は

非
常
を
興
奮
を
覚
え
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
以
来
各
方

面
に
調
査
の
範
囲
を
広
げ
､
二
の
候
の
二
つ
の
岩
室

は
同
じ
時
に
造
っ
た
も
の
か
､
槍
沢
の
石
室
は
ど
こ

に
あ
っ
た
か
､
そ
の
建
設
費
全
額
を
寄
付
し
た
奇
特

名
人
'
丸
山
鹿
一
と
は
と
う
い
う
人
か
な
ど
鋭
遥
調

べ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
の
調
査
は

な
か
な
か
は
か
ど
ら
な
か
っ
た
｡

長
野
県
十
ヶ
所
の
石
室
を
建
設

と
こ
ろ
が
偶
然
の
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
疑
問
が
解

け
て
き
た
の
で
あ
る
｡
あ
る
日
､
父
の
過
し
た
蔵
書

の
中
か
ら
日
本
山
岳
会
の
古
い
会
報
を
取
り
出
し
て

読
ん
で
い
る
う
ち
に
'
大
正
八
年
六
月
十
日
附
の
信

濃
毎
日
新
聞
の
記
事
と
し
て
長
野
県
が
県
内
の
山
岳

地
に
十
ヶ
所
の
石
室
建
設
の
位
記
を
決
定
し
た
と
の

報
告
を
見
つ
け
た
｡
そ
れ
に
よ
る
と
･
･
･

｢
本
県
に
於
て
臨
時
県
会
の
決
議
を
経
て
､
今
回
新

に
築
城
せ
ん
と
す
る
高
向
の
山
室
の
位
寵
は
十
ケ

慶
を

一
､
白
菊
　
(
頂
上
よ
り
下
り
八
子
在
来
の
位
吊
)

一
､
鏡
ケ
岳
　
(
頂
上
よ
り
下
一
里
岳
の
湯
)

一
"
'
大
黒
岳
　
(
八
方
略
路
)

四
､
二
ノ
候
へ
中
房
よ
り
槍
ヶ
岳
へ
の
通
路

大
天
井
の
南
)

五
､
槍
ヶ
岳
　
(
坊
主
の
小
屋
附
近
)

六
､
乗
鞍
岳
　
(
頂
上
附
近
)

七
､
赤
石
岳
　
(
大
小
路
よ
り
束
下
り
十
町

駿
湘
地
籍
)

八
､
東
駒
ヶ
岳
　
(
頂
上
よ
り
西
に
下
る
十
丁
)

九
'
岩
菅
山
　
(
頂
上
附
近
)

十
､
ハ
ノ
岳
　
(
赤
岳
頂
上
の
北
側
)

●

b

i

}

と
決
定
し
九
日
学
務
課
よ
り
山
の
処
在
町
村
着

く
は
教
育
会
特
志
団
体
に
勤
し
特
選
郵
剣
の
形
式

に
依
り
て
助
力
せ
ら
れ
こ
と
‥
｡
｣
と
あ
り
､
更
に

｢
内
面
､
大
は
四
間
に
二
間
四
尺
､
小
は
三
間
に
二

間
四
尺
に
て
四
面
石
積
と
な
し
屋
根
其
間
隙
は
セ

て

-

冗

メ
ン
ト
を
墳
充
し
屋
根
は
木
造
に
て
厚
さ
一
寸
板

等
と
し
､
ク
レ
オ
ソ
ー
ト
を
塗
布
し
別
に
便
所
を

も

附

設

す

る

計

画

｣

　

　

　

　

･

･

･

と

あ

る

｡

こ
の
う
ち
鋪
ケ
岳
の
も
の
は
後
に
祖
父
岳
冷
池
に

変
更
さ
れ
た
が
､
同
風
に
あ
る
通
り
二
ノ
俣
･
坊
主

の
小
屋
附
近
に
は
こ
の
時
石
室
が
建
設
さ
れ
た
の
で

あ
る
｡
現
在
は
何
れ
も
屋
根
は
朽
ち
果
て
て
な
-
､

セ
メ
ン
ト
が
つ
め
ら
れ
た
石
垣
も
所
々
が
壊
れ
て
い

る
が
'
間
口
四
･
八
､
奥
行
七
･
〇
メ
ー
ト
ル
で
､
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坊主の岩小屋的近の石室

大正8年　長野県で建設
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大
き
い
石
室
の
部
に
入
る
｡
そ
し
て
二
つ
の
石
室
の

薬
事
は
乗
鞍
の
も
の
を
含
め
て
高
安
教
育
会
が
請
負

い
,
そ
れ
ぞ
れ
業
者
に
委
託
し
た
｡
二
の
供
の
石
室

の
建
設
は
燕
山
荘
創
始
者
の
赤
沼
千
尋
氏
が
あ
た
っ

た
と
い
う
｡
(
赤
沼
淳
夫
氏
談
)

以
上
述
べ
た
通
り
､
坊
主
の
小
屋
附
近
の
石
室
は

大
正
八
年
の
建
設
で
あ
る
の
で
､
檎
沢
の
大
正
六
年

建
設
の
石
室
は
別
の
場
所
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
ま

た
二
の
候
の
石
室
の
一
つ
は
大
正
六
年
､
も
う
一
つ

は
大
正
八
年
､
何
れ
も
高
安
教
育
会
に
よ
り
建
設
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
､
そ
れ
以
前
に
も
二
の
僕

小
屋
を
利
用
し
た
登
山
者
の
記
録
が
い
-
つ
も
あ
る

の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
｡

猟
師
の
使
用
し
た
石
室

小
島
鳥
水
の
｢
山
谷
放
浪
話
｣
に
よ
れ
ば
､
明
治

∵
千
九
年
の
登
山
の
時
､
｢
植
松
の
間
に
'
石
壁
が

あ
っ
て
そ
の
石
壁
で
風
を
過
め
る
よ
う
に
:
つ
し
ろ

に
乱
石
を
盛
み
上
げ
　
樺
の
皮
で
屋
根
を
蒔
い
て
麿

を
一
枚
､
戸
張
り
よ
う
に
垂
ら
し
て
､
二
の
候
の
小

舎
を
る
も
の
が
で
き
て
い
る
.
｣
と
あ
り
､
ま
た
山
岳

第
-
二
年
第
三
号
(
明
治
四
十
一
年
上
里
十
五
日
発

宿
)
の
河
田
黙
の
日
本
ア
ル
フ
ス
中
央
部
描
断
の
旅

行
談
に
は
,
｢
三
の
俣
小
屋
は
)
比
の
附
近
に
於

は
る
唯
一
の
泊
り
得
る
小
屋
で
は
あ
る
が
､
周
囲
の

石
壁
大
部
損
じ
屋
根
は
破
れ
て
殆
ん
ど
輿
の
用
を
な

さ

な

い

‥

･

｣

と

あ

り

､

更

に

山

岳

第

八

年

第

三

号
の
｢
言
問
山
岳
会
固
体
旅
行
概
況
｣
に
よ
れ
ば
､

大
正
二
年
当
時
､
｢
当
小
屋
(
∵
ノ
俣
小
屋
)
及
燕

小
舎
は
今
年
新
に
屋
根
を
設
け
た
り
｣
と
あ
る
｡

ま
た
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
大
正
三
年
八
月
'
中
房
温
泉

か
ら
燕
･
大
天
井
･
二
俣
･
上
高
地
へ
縦
走
し
た
時
､

途
中
二
の
俣
小
屋
に
一
泊
し
て
｢
人
臣
千
一
日
午

前
四
･
四
五
起
床
'
茫
横
在
朝
'
空
に
は
雲
も
な
-
'

槍
と
北
の
稜
線
か
ら
南
西
へ
見
事
を
眺
め
､
足
も
と

は
す
ご
い
対
照
､
こ
の
小
屋
へ
の
以
前
の
来
訪
者
の

不
潔
で
散
ら
か
っ
た
お
土
産
で
｡
日
本
の
二
流
人
は

な
ぜ
い
つ
も
散
ら
か
し
家
を
ひ
ど
-
す
る
の
か
｣
(
三

井
義
雄
氏
訳
)
と
､
そ
の
日
記
に
二
の
俣
小
屋
が
登

山
者
に
よ
ご
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
書
い
て
い
る
｡
こ

う
し
て
み
る
と
二
の
俣
小
屋
は
明
治
年
代
か
ら
既
に

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
か
も
父
三
芳
雄
の
｢
山

想
雑
記
｣
に
よ
れ
ば
､
い
つ
か
ら
あ
っ
た
か
わ
か
ら
な

い
が
'
書
か
ら
あ
っ
た
猟
師
小
屋
を
陸
測
部
員
に
よ

り
手
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
と
言
う
｡
大

正
八
年
に
父
が
猟
師
の
小
林
喜
作
を
藻
和
船
.
.
し
て

梅
沢
か
ら
赤
沢
と
西
岳
の
鞍
部
に
登
り
筆
境
へ
今
の

赤
岩
岳
)
を
越
え
て
大
天
井
へ
出
た
時
'
喜
作
が
こ

の
筆
喰
附
近
の
草
付
に
熊
･
カ
モ
シ
カ
が
よ
-
出
没

す
る
の
で
､
二
の
俣
小
屋
か
ら
通
っ
た
も
の
だ
と
語

っ
た
と
言
う
｡
こ
の
こ
と
か
ら
も
､
は
じ
め
は
猟
師

小
屋
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

檎
沢
の
石
室

と
こ
ろ
で
大
正
六
年
に
建
設
さ
れ
た
檎
沢
の
石
室

は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
:
｣
の
点
も
｢
山
岳
｣

に
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
た
｡
大
正
七
年
一
月
発
行

の
山
岳
第
十
二
年
第
二
万
の
雑
録
に
は
､
｢
鎗
ケ
岳

下
の
天
旅
館
｣
の
題
名
で
次
の
〓
又
が
あ
る
｡

｢
　
‥
表
れ
は
鎗
ケ
岳
の
下
赤
沢
小
屋
岩
の
上
､

蔦
揚
之
平
に
来
る
シ
-
ス
ン
に
は
裕
に
四
十
人
鼓

は
夫
以
上
の
客
を
泊
せ
し
む
る
に
足
る
普
通
の
木

造
旅
館
一
軒
と
尚
同
地
点
に
更
に
一
個
の
石
室
が

出
来
る
華
に
御
座
候
､
日
下
旅
館
之
力
は
十
数
人

の
大
工
,
石
室
の
方
は
八
九
の
土
工
を
入
れ
て
何

れ
も
一
一
の
候
に
於
で
木
組
出
征
夫
々
準
備
中
‥

石
室
は
福
富
中
萩
教
育
会
の
建
設
す
る
処
､
鳩
場

之
平
に
到
り
見
候
に
下
よ
り
登
る
時
は
河
原
に
出

る
半
町
子
前
石
間
中
体
中
に
既
に
地
を
開
き
あ
り

大
正
六
年
十
月
廿
一
日
　
森
　
剛
馬
｣

私
は
こ
れ
ま
で
石
柱
の
あ
っ
た
テ
ン
ト
場
附
近
を

中
心
に
探
し
て
い
た
が
､
こ
の
記
事
か
ら
も
う
少
し

下
方
の
森
林
帯
に
石
室
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡

本
年
､
こ
の
附
近
の
雪
の
溶
け
る
五
月
末
に
は
現
地

調
査
し
て
､
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
石
室
が
果
し
て

ど
ん
を
姿
に
な
っ
て
残
っ
て
い
る
か
､
こ
の
目
で
確

か
め
る
こ
と
を
今
か
ら
心
待
ち
に
し
て
い
る
｡

前
常
念
の
石
室

北
ア
ル
プ
ス
南
部
に
於
て
は
､
こ
の
他
各
地
に
初

期
の
登
山
者
に
利
用
さ
れ
た
石
室
が
あ
り
'
あ
る
も

の
は
壊
れ
て
な
-
な
っ
た
が
'
現
在
も
引
き
続
き
利

用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
｡
そ
の
代
表
が
前
常
念

の
石
室
で
あ
る
｡

こ
の
石
室
は
飯
山
市
出
身
の
佐
膝
嘉
市
の
熱
意
に

よ
り
建
設
さ
れ
た
｡
大
正
五
年
堀
金
小
学
校
長
と
し

て
赴
任
し
た
佐
藤
語
市
は
､
常
念
岳
の
秀
髄
を
山
容

に
魅
せ
ら
れ
'
常
に
生
徒
達
に
｢
常
念
を
見
よ
｣
と

常
念
岳
を
競
え
､
あ
の
姿
の
如
-
清
く
美
し
-
生
き

る
よ
う
教
え
て
い
た
の
で
､
常
念
校
長
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
｡
自
ら
営
倉
山
人
と
名
の
り
､
家
に

は
常
念
冠
と
い
う
額
を
か
け
て
い
た
と
い
う
｡
彼
は

堀
金
小
学
校
を
中
心
と
し
て
大
正
七
年
六
月
'
常
念

岳
研
究
会
を
結
成
し
､
登
山
道
の
開
拓
･
指
導
標
の

樹
立
と
共
に
､
前
常
念
の
山
頂
附
近
に
石
室
の
建
設

を
企
て
､
村
内
か
ら
協
賛
金
を
集
め
た
｡
そ
し
て
大

正
八
年
工
事
縦
令
四
百
円
で
､
広
さ
間
口
二
間
半
､

奥
行
一
問
半
､
石
室
の
同
園
は
一
方
が
天
然
の
石
積

み
の
壁
､
士
は
た
る
木
､
屋
根
は
ト
タ
ン
葺
き
､
中

央
に
土
崩
が
あ
っ
て
自
在
鍵
を
つ
る
し
て
あ
る
石
室

を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
そ
の
直
後
に
は
堀
金
小
学
校
､
村
民
を
ど

囲
十
人
の
集
団
登
山
を
行
い
､
後
に
は
県
内
外
の
各

地
か
ら
も
大
勢
の
登
山
者
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
瞥
く

の
問
堀
金
小
字
校
を
中
心
に
登
山
道
,
石
室
の
手
入

れ
を
し
て
い
た
が
､
昭
和
十
五
､
六
年
頃
の
台
風
で

尾
根
が
壊
さ
れ
､
つ
い
に
は
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
｡

昭
却
一
十
年
代
に
は
塞
礎
の
右
韻
の
型
た
け
が
残
る

と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
が
､
昭
和
叩
上
関
年
六
月
､

堀
金
村
の
両
の
会
に
よ
る
再
建
の
話
が
発
端
と
在
り

会
員
の
血
と
汗
に
よ
り
工
事
貸
金
三
十
万
円
で
再
建

さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
現
在
の
規
模
は
間
口
五
二
'

奥
行
二
･
七
メ
ー
ト
ル
､
高
さ
三
･
〇
六
メ
ー
ト
ル

の
立
派
を
石
室
で
あ
る
｡
今
も
登
山
者
の
避
難
小
屋

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
が
'
歴
史
の
証
言
者
と
し

て
末
長
-
存
続
す
る
こ
と
を
心
か
ら
願
う
も
の
で
あ

る
｡

南
安
教
育
会
の
活
動

登
山
の
気
風
が
盛
ん
に
な
る
と
､
教
育
界
も
北
ア

ル
プ
ス
に
そ
の
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
在
っ
た
｡
明

治
二
十
一
年
､
信
濃
教
育
会
の
支
会
と
し
て
発
足
し

た
高
安
教
育
部
会
は
､
都
下
の
北
ア
ル
プ
ス
の
地
質
･

動
植
物
調
査
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
に
在
っ
た
｡
地

質
調
査
は
大
正
五
年
か
ら
大
正
十
五
年
ま
で
'
動
植

物
調
査
は
大
正
七
年
か
ら
大
正
十
年
に
わ
た
っ
て
行

わ
れ
た
が
､
登
山
道
･
山
小
屋
を
j
U
が
未
整
備
で
あ

っ
た
の
で
'
調
査
は
難
渋
し
た
と
い
う
｡
そ
こ
で
高

安
教
育
部
会
は
前
述
し
た
二
の
俣
･
槍
沢
の
石
室
を

建
設
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
｢
山
岳
｣

第
十
三
年
に
は
､
中
房
温
泉
の
百
瀬
彦
一
郎
が
次
の

よ
う
を
報
告
を
よ
せ
て
い
る
.

｢
(
ア
ル
プ
ス
巡
回
路
は
)
中
扉
か
ら
燕
岳
､
大
天

て

て

井
岳
,
常
念
'
二
ノ
股
､
梅
沢
等
を
経
て
上
高
地

に
到
る
所
謂
常
念
山
脈
の
縦
走
路
で
す
｡
山
中
の

小
屋
は
登
山
者
の
た
め
に
天
国
で
あ
る
が
､
此
楽

し
い
小
屋
の
開
祖
は
信
濃
教
育
会
､
南
安
曇
郡
会

な
ど
の
団
体
で
即
ち
前
記
の
常
念
山
脈
中
､
二
の

股
,
槍
の
二
峰
に
営
ま
れ
つ
つ
あ
る
｡
此
二
個
所

の
小
屋
は
極
め
て
完
全
を
も
の
で
､
其
の
営
造
鷲

マ

マ

も
可
な
り
の
額
に
達
し
て
ゐ
る
が
､
是
に
は
篤
志

家
が
あ
る
の
で
す
｡
そ
の
篤
志
家
と
い
ふ
の
は
神

戸
の
紳
商
で
あ
る
丸
山
盛
一
氏
(
南
安
基
部
豊
科

町
出
身
)
の
こ
と
で
す
｡
氏
は
世
間
の
成
金
と
は

一
寸
毛
色
の
変
っ
た
此
山
中
の
楽
圏
を
作
る
べ
く

建
築
敬
の
一
切
を
寄
附
し
た
の
で
す
･
‥
｣

更
に
一
一
の
僕
は
中
房
温
泉
が
､
檎
沢
は
上
高
地
温
泉

が
そ
れ
ぞ
れ
節
理
す
る
こ
と
に
在
り
､
特
に
二
の
候

に
つ
い
て
は
中
房
温
泉
が
米
･
疎
略
･
食
器
な
ど
を

常
備
し
て
公
徳
販
売
法
を
採
り
､
登
山
者
の
自
由
使

用
に
任
せ
る
こ
と
に
し
た
と
報
告
し
て
い
る
｡



第3種郵便物認可(昭和35年7月26日) ④

丸山盛-像

鰭物博と山

篤
志
家
　
丸
山
盛
一

丸
山
盛
一
に
つ
い
て
は
本
当
に
長
い
間
尋
ね
あ
ぐ

ね
て
い
た
が
､
最
近
よ
う
や
く
わ
か
っ
て
き
た
｡

私
は
昨
年
山
岳
写
真
家
田
淵
行
男
話
合
館
の
建
設

を
す
す
め
る
会
の
発
起
人
の
一
人
と
し
て
豊
科
町
の

委
員
会
に
度
々
出
席
し
た
が
､
あ
る
時
余
談
と
し
て

丸
山
盛
一
に
触
れ
た
と
こ
ろ
､
彼
の
こ
と
は
　
｢
広
報

と
よ
し
な
｣
　
に
掲
載
し
た
こ
と
が
あ
る
と
教
え
ら
れ

た
｡
そ
れ
に
よ
る
と
｢
取
り
壊
さ
れ
る
現
在
の
武
道

館
｣
と
し
て
武
道
館
の
写
真
を
の
せ
､
｢
現
在
の
武

道
館
は
木
造
平
屋
建
て
瓦
韮
'
五
一
二
六
･
三
平
方
メ

ー
ト
ル
で
大
正
八
年
九
月
に
建
設
　
部
公
会
笠
と
し

て
当
町
本
村
出
身
の
丸
山
盤
一
氏
の
寄
附
で
建
設
さ

れ
､
大
正
十
一
年
郡
役
所
廃
止
に
よ
り
町
公
会
堂
と

な
り
､
昭
和
二
二
年
九
月
町
公
民
館
と
在
る
｡
昭
和

町
〇
年
十
月
南
安
自
治
会
館
新
築
に
伴
い
現
在
地
に

史
引
移
転
し
て
昭
和
四
二
年
十
一
月
か
ら
町
武
道
館

と
し
て
利
用
し
て
き
た
｣
　
と
説
明
し
て
あ
っ
た
｡

更
に
大
正
十
二
年
発
行
の
南
安
曇
郡
誌
に
よ
れ
ば

｢
本
館
は
間
口
人
間
奥
行
十
二
間
､
木
造
平
屋
連
に

て
　
貴
賓
室
其
他
の
附
属
建
物
を
合
せ
て
建
築
群
総

計
一
萬
二
千
九
百
十
二
円
を
要
せ
り
'
こ
れ
等
す
べ

て
豊
科
町
出
身
神
戸
市
在
住
丸
山
盤
一
氏
の
博
志
寄

附
に
保
つ
も
の
あ
り
｣
　
と
あ
り
､
現
在
の
金
額
に
換

算
す
れ
ば
何
倍
の
大
金
を
寄
附
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
方
高
安
教
育
会
の
石
室
に
寄
附
し
た
金
額
は
､

南
安
曇
教
育
会
百
年
話
に
よ
れ
ば
当
時
の
金
額
で
四

百
円
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
事
業
に
深
い
理
解
の
あ
る

丸
山
盛
一
は
､
た
だ
単
な
る
実
業
家
で
は
香
い
は
ず

で
あ
る
が
､
そ
の
後
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
で
あ
っ

た
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
た
び
豊
科
町
役
場
を
通
じ
て
そ

の
親
族
を
知
る
こ
と
と
在
り
､
概
要
が
判
明
し
た
｡

盤
一
は
明
治
七
年
､
豊
科
町
本
村
に
丸
山
七
郎
･

む
つ
夫
妻
の
四
男
一
女
の
長
男
と
し
て
出
生
し
た
｡

当
時
の
丸
山
家
は
現
在
の
南
豊
科
駅
の
西
側
一
帯
に

広
大
を
農
地
を
持
つ
費
農
で
､
本
棟
造
り
の
住
宅
の

周
囲
が
堀
で
囲
ま
れ
て
い
た
の
で
､
屋
号
を
｢
内
堀
｣

あ
る
い
は
｢
堀
の
丸
山
｣
ま
た
は
　
｢
山
七
｣
と
言
っ

た
｡
若
い
頃
上
京
し
て
慶
応
義
塾
で
学
び
､
明
治
二

十
八
年
､
二
十
一
歳
の
時
結
婚
し
て
一
女
を
も
う
け

た
が
夫
婦
生
活
は
う
ま
く
い
か
ず
､
妻
子
を
豊
科
に

残
し
て
上
京
し
た
｡
そ
の
後
神
戸
に
移
り
､
小
さ
な

海
運
業
を
は
じ
め
た
と
い
う
｡

商
売
は
順
調
に
伸
び
､
業
務
を
拡
大
し
て
五
興
商

会
と
い
う
会
社
組
織
に
し
た
｡
主
に
中
国
と
の
質
易

で
､
そ
の
取
扱
品
は
雑
貨
が
中
心
で
あ
っ
た
が
､
木

材
に
も
手
を
広
げ
､
四
国
で
伐
採
し
た
も
の
を
関
西
･

関
東
へ
運
ん
だ
り
も
し
た
｡
欧
州
大
戦
が
は
じ
ま
る

と
海
運
業
は
急
速
に
発
展
し
た
そ
う
で
あ
る
｡
前
述

の
大
金
を
寄
附
し
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
っ
た
｡

事
業
は
順
調
で
あ
っ
た
が
､
家
庭
生
活
で
破
綻
を

き
た
し
た
妻
と
は
大
正
十
四
年
に
協
議
離
婚
､
翌
十

五
年
に
は
神
戸
の
女
性
と
再
婚
し
て
い
る
｡
盤
一
は

身
長
が
五
尺
五
寸
　
(
約
一
メ
ー
ト
ル
七
十
)
　
く
ら
い
｡

先
妻
に
は
盤
一
と
の
閲
に
一
人
娘
が
あ
り
､
彼
女

に
養
子
を
迎
え
そ
の
間
に
町
人
の
子
供
が
い
た
の
だ

が
､
薬
子
は
事
情
が
あ
っ
て
出
奔
し
て
行
方
不
明
に

在
っ
て
い
た
｡
豊
科
に
は
盛
一
の
残
し
た
広
大
を
農

地
が
あ
り
'
年
貢
が
入
っ
た
の
で
何
と
か
生
活
は
で

き
た
が
､
盛
一
の
事
業
が
倒
産
し
て
か
ら
は
農
地
が

売
ら
れ
､
そ
の
生
活
も
困
窮
し
て
い
た
｡
昭
和
七
年

孫
の
端
子
が
十
五
歳
の
時
､
盛
一
に
呼
濡
れ
て
上
京

し
た
｡
こ
の
た
び
私
は
こ
の
麗
子
か
ら
直
接
詳
し
い

こ
と
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
｡

種
子
の
東
京
で
の
生
活
は
､
何
か
と
派
手
を
都
会

の
大
人
達
の
中
に
あ
っ
て
い
つ
も
肩
身
の
狭
い
思
い

を
し
'
し
か
も
召
使
同
然
の
扱
い
を
受
け
て
大
変
に

苦
労
し
た
と
い
う
｡
し
か
し
盛
一
は
人
前
で
は
よ
そ

小
ぶ
と
り
の
色
白
の
好
男

子
｡
酒
を
こ
よ
な
く
愛
し
､

豪
放
喬
落
､
し
か
も
金
放

れ
が
よ
が
っ
た
の
で
花
柳

界
の
女
性
に
は
大
変
に
も

て
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
た
め
か
愛
妾
が
五
人
､

そ
の
間
に
子
供
が
十
六
人

も
生
ま
れ
て
い
る
｡
し
か

し
絶
頂
期
は
そ
う
長
く
は

続
か
を
か
っ
た
｡

よ
そ
し
-
振
舞
っ
て
い
た

が
､
陰
で
は
や
さ
し
い
言

葉
を
か
け
た
り
し
て
､
何

か
と
面
倒
を
み
て
-
れ
る

情
愛
の
深
い
租
父
で
あ
っ

た
と
麗
子
は
述
懐
す
る
｡

ま
た
盛
一
に
つ
い
て
､

租
母
と
は
離
嬉
し
自
分
達

の
家
族
を
苦
し
め
た
人
で

は
あ
っ
た
が
､
今
は
恨
み

に
田
山
う
ど
こ
ろ
か
'
非
情

昭
和
二
年
か
ら
は
じ
ま

っ
た
世
界
大
恐
慌
に
よ
り
大
打
撃
を
受
け
て
倒
産
｡

裸
同
然
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
盛
一
が
昔
い

ろ
い
ろ
と
面
倒
を
み
た
弟
が
東
京
で
実
業
家
と
し
て

成
功
し
て
い
た
の
で
'
彼
を
頼
っ
て
上
京
､
そ
の
援

助
を
受
け
る
こ
と
に
在
っ
た
｡
し
か
し
多
人
数
の
家

族
を
抱
え
何
も
せ
ず
､
た
だ
弟
の
庇
護
に
頼
っ
て
ば

か
り
に
は
い
か
を
い
｡
ま
ず
麹
町
の
ビ
ル
の
片
隅
を

借
り
て
｢
浮
世
｣
と
い
う
店
名
で
し
る
こ
屋
を
は
じ

め
た
そ
う
で
あ
る
｡
や
が
て
弟
の
口
き
き
で
丸
ノ
内

の
三
菱
ビ
ル
の
事
務
所
な
ど
へ
す
し
の
出
前
を
す
る

を
ど
し
て
､
何
と
か
そ
の
商
売
も
軌
道
に
乗
り
人
手

が
必
要
と
な
っ
た
｡
そ
こ
で
豊
科
町
の
盛
一
の
生
家

に
離
婚
後
も
住
ん
で
い
る
先
妻
に
孫
の
い
る
こ
と
を

思
い
出
し
た
の
で
あ
る
｡

な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
気
の

毒
に
思
う
と
語
っ
て
い
た
｡
龍
子
は
｢
浮
世
｣
で
三

年
間
手
伝
い
を
し
て
豊
科
へ
幅
っ
た
が
'
そ
れ
以
来

祖
父
と
は
会
っ
て
い
な
い
と
言
う
｡

盛
一
は
百
萬
長
者
か
ら
一
変
し
て
､
し
ろ
こ
屋
･

十
し
屋
に
転
落
し
た
と
は
い
え
､
一
家
の
生
計
を
た

て
る
た
め
に
多
忙
を
時
は
龍
子
と
共
に
ま
だ
暗
い
う

ち
に
起
き
て
出
前
用
の
す
し
の
包
装
を
す
る
を
ど
一

生
懸
命
に
働
い
て
い
た
｡
し
か
し
要
以
外
に
何
人
か

の
愛
妾
が
い
て
家
庭
が
複
雑
で
あ
っ
た
か
ら
常
に
い

ざ
こ
ざ
が
起
き
､
対
応
に
頭
を
痛
め
て
い
た
よ
う
で

あ
る
｡
老
年
に
な
る
と
そ
の
人
達
も
次
々
に
去
り
､

病
の
床
に
臥
す
頃
は
尼
ケ
崎
で
旅
館
を
や
ら
せ
て
い

た
一
番
若
い
女
性
が
盛
一
の
面
倒
を
み
て
､
最
期
も

見
と
っ
た
と
風
の
便
り
に
麗
子
は
聞
い
た
と
い
う
｡

昭
和
十
四
年
十
一
月
二
十
二
日
死
去
｡
亨
年
六
上

六
歳
｡
死
肉
は
直
腸
ガ
ン
で
あ
っ
た
｡
東
京
で
簡
単

を
葬
儀
が
行
わ
れ
､
連
帯
は
神
戸
の
書
に
理
非
さ
れ

た
が
､
第
二
次
世
界
大
戦
で
整
地
は
二
回
も
空
襲
を

受
け
て
焼
失
し
､
現
在
そ
の
張
の
所
在
す
ら
確
認
で

き
を
い
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

盛
一
の
生
涯
は
太
く
､
華
々
し
く
'
ま
さ
に
波
瀾

万
丈
で
あ
る
｡
そ
れ
は
人
生
の
無
膚
を
物
語
っ
て
哀

れ
で
も
あ
る
｡
彼
は
そ
の
人
生
の
最
脱
期
に
郡
公
会

堂
を
､
ま
た
南
安
教
育
会
の
た
め
に
北
ア
ル
プ
ス
の

石
室
の
建
設
艶
を
寄
附
す
る
な
ど
､
た
た
単
な
る
実

業
家
で
は
を
か
っ
た
.
世
の
た
め
人
の
た
め
に
大
き

を
貢
献
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

た
が
今
や
そ
の
建
物
は
壊
さ
れ
て
な
-
､
石
室
も

壊
れ
て
全
-
便
閉
さ
れ
ず
､
そ
の
桟
を
通
過
す
る
登

山
者
は
そ
の
存
在
さ
え
気
が
つ
か
な
い
人
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
｡
古
い
時
代
の
こ
と
を
語
り
継
ぐ
人
が
を

〈
な
り
､
す
べ
て
が
闇
の
中
に
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と

は
何
と
し
て
も
し
の
び
が
た
い
｡
北
ア
ル
プ
ス
の
歴

ひ
_
c
●
)
一
‡

史
の
一
朗
と
し
て
､
こ
の
小
文
を
記
し
た
次
第
で
あ

る
｡
　
　
(
文
中
敬
称
を
略
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
)
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