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雄
は
目
の
さ
め
る
よ
う
を
ル
リ
色
を

し
た
鳥
で
､
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上
旬

緯
謹
謹
彊
幣
鮭
詰

ま
っ
て
大
き
な
声
で
さ
え
ず
り
ま
す
が
'

そ
の
鳴
き
声
が
す
ぼ
ら
し
い
と
い
う
こ

と
で
､
日
本
の
三
嶋
鳥
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
て
い
ま
す
｡
ち
な
み
に
他
の
二
極

は
ウ
グ
イ
ス
と
コ
マ
ド
リ
で
す
｡

こ
の
烏
は
谷
沿
い
の
よ
-
繁
っ
た
林

に
生
息
し
て
い
る
の
で
'
谷
や
傾
斜
地

の
林
道
を
歩
い
て
い
て
そ
の
美
し
い
姿

や
き
れ
い
を
さ
え
ず
り
を
耳
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
｡

鳴
き
声
は
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
に

聞
き
と
れ
る
の
で
す
が
､
ピ
ョ
ピ
ー
キ

ョ

キ

ョ

キ

ョ

'

ピ

イ

ピ

イ

チ

-

チ

リ

リ

リ
な
ど
は
そ
の
例
で
す
｡
雌
雄
異
色
で

す
が
､
雄
の
配
色
は
背
面
は
濃
い
青
色

で
繋
が
か
り
特
に
額
か
ら
前
頭
に
か
け

て
明
る
い
空
色
で
輝
い
て
見
え
ま
す
｡

ま
た
腹
面
は
白
-
､
喉
か
ら
顔
､
胸
の

黒
い
の
が
特
徴
で
'
い
っ
そ
う
青
色
を

引
き
立
て
て
い
ま
す
｡
地
方
に
よ
っ
て

は
ヤ
マ
ツ
バ
メ
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い

ま
す
｡
雄
の
美
し
い
の
に
比
べ
､
雌
は

ご
く
地
味
を
配
色
を
し
て
い
ま
す
｡
野

鳥
の
雌
は
概
し
て
目
立
ち
に
-
い
色
を

し
て
い
ま
す
が
､
こ
れ
は
敵
の
目
を
欺

く
た
め
の
も
の
で
し
ょ
う
か
｡

切
り
た
っ
た
崖
の
へ
こ
み
や
大
木
の

根
本
な
ど
に
コ
ケ
を
主
材
料
と
し
た
お

椀
形
の
巣
を
作
り
ま
す
が
､
時
に
は
ジ

ユ
ウ
イ
チ
　
(
ホ
ト
ト
ギ
ス
科
)
　
の
托
卵

相
手
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
｡

近
年
は
山
の
中
ま
で
人
の
手
が
入
り
`

小
鳥
た
ち
の
す
み
か
が
荒
さ
れ
て
い
ま

す
｡
小
鳥
た
ち
が
安
心
し
て
す
め
る
環

規
を
確
保
し
た
い
も
の
で
す
｡

(
池
田
町
在
住
)
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_
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m

～

琵

ゆ
さ
が
た粥

講
詫
議
棚
羅
講
評
出
す
と
,

北
ア
ル
プ
ス
の
山
肌
に
は
岩
と
雪
の
織
り
な
す
紋
様

が
広
が
っ
て
い
-
｡
無
数
の
春
の
し
る
し
で
あ
る
｡

ら
り
h
'
_

山
に
生
業
を
求
め
ず
､
も
っ
ぱ
ら
山
を
仰
ぎ
田
畑

を
耕
す
里
人
が
､
そ
こ
か
ら
身
近
か
な
人
や
動
物
に

を
ぞ
ら
え
た
雪
形
を
見
つ
け
､
生
活
の
智
恵
と
し
て
､

ま
た
遠
い
視
線
の
楽
し
み
と
し
て
伝
承
し
て
き
た
｡

雪
形
に
は
残
雪
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
白
い
も
の

と
､
残
雪
の
中
に
岩
肌
を
黒
く
浮
き
立
た
せ
る
も
の

が
あ
る
｡

こ
こ
で
は
山
と
里
と
人
の
暮
ら
し
が
足
な
み
を
そ

ろ
え
て
い
た
こ
ろ
か
ら
の
､
北
ア
ル
プ
ス
東
麓
の
伝

統
的
雪
形
の
い
-
つ
か
を
紹
介
し
た
い
｡

小
蓮
華
山
･
乗
鞍
岳
の
さ
ま
ざ
ま
な
雪
形

白
馬
岳
の
支
尾
根
と
も
い
え
る
両
山
の
南
面
に
は
'

向
か
っ
て
左
か
ら
二
人
の
種
ま
き
爺
さ
ん
､
仔
馬
､

嫁
岩
､
鶏
､
そ
し
て
三
人
目
の
種
ま
き
爺
さ
ん
と
､

合
計
六
つ
も
の
雪
形
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
ま
さ
に

雪
形
の
饗
宴
の
感
が
あ
る
｡

こ
の
う
ち
最
も
識
別
が
容
易
で
､
大
町
市
街
か
ら

も
遠
望
で
き
る
の
は
乗
鞍
岳
頂
上
直
下
に
白
く
浮
き

出
る
鶏
と
､
大
蓮
華
山
の
主
稜
線
の
東
端
'
雷
鳥
坂

に
あ
た
る
稜
線
下
に
黒
-
出
る
仔
馬
で
あ
る
｡
鶏
に

関
し
て
は
カ
モ
シ
カ
に
見
立
て
る
人
も
多
い
｡
確
か

に
四
肢
と
角
も
認
め
ら
れ
'
説
得
力
が
あ
る
｡

(
見
ご
ろ
)
四
月
中
旬
～
五
月
中
旬

白
馬
岳
の
代
か
き
馬

爺
ケ
岳
､
蝶
ケ
岳
と
と
も
に
雪
形
に
ち
左
ん
で
名

づ
け
ら
れ
た
山
の
代
表
格
で
あ
る
｡

雪
形
は
小
蓮
華
方
面
へ
稜
線
を
下
っ
た
三
国
境
の

下
方
に
黒
-
現
お
れ
る
｡
ま
さ
に
障
害
物
を
飛
び
越

そ
う
と
す
る
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
農
耕
馬
の
姿
で
あ
る
｡

か
つ
て
こ
の
雪
形
も
種
ま
き
爺
さ
ん
同
様
､
田
植

し
ろ

え
の
準
備
で
あ
る
代
か
き
作
業
の
適
期
を
知
ら
せ
る

｢
代
か
き
馬
｣
と
し
て
､
そ
の
役
割
り
は
大
き
か
っ

た
｡
従
っ
て
こ
の
山
は
本
来
は
代
馬
岳
の
は
ず
で
あ

る
｡
と
こ
ろ
が
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
､
全
国
を

網
羅
す
る
初
の
五
万
分
の
一
地
形
図
を
完
成
し
た
陸

地
測
量
部
が
白
馬
の
あ
て
字
を
拭
っ
て
か
ら
､
白
馬

岳
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
お
れ
る
｡

し

ろ

う

ま

し

ろ

う

ま

黒
い
代
馬
が
白
馬
に
な
り
､
こ
の
山
の
所
在
地
で

ふ

′

､

で

ぁ
る
代
馬
村
な
ら
ぬ
日
馬
村
が
全
国
拍
轍
の
観
光
地

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
時
代
の
趨
勢
を
思
い
知

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

見

ご

ろ

)

五

月

初

句

五
竜
岳
の
武
田
菱

か
つ
て
こ
の
地
を
支
配
し
た
武
田
信
玄
の
紋
所
で

あ
る
武
田
菱
そ
っ
-
り
の
雪
形
が
頂
上
直
下
の
岩
壁

に
現
あ
れ
る
｡

山
名
の
由
来
,
=
拾
.
,
越
中
側
か
ら
見
て
立
山
の
後
ろ

の
山
'
つ
ま
り
後
立
山
と
呼
ぶ
よ
う
に
在
っ
た
と
い

ぅ
説
(
鹿
島
槍
こ
そ
後
立
山
だ
と
い
う
説
も
あ
る
)
'

こ
の
雪
形
｢
筋
肇
か
ら
の
転
化
だ
と
す
る
説
を
ど

い
-
つ
か
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
地
で
は
か
つ
て

峨
々
た
る
悪
経
の
岩
壁
を
ヒ
シ
と
呼
ん
で
い
た
よ
う

で
､
小
蓮
華
山
の
北
面
の
岩
壁
に
は
蓮
華
菱
と
し
て

そ
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
｡
地
形
と
雪
形
が
一
致
し

て
面
白
い
｡

こ
の
雪
形
は
北
ア
ル
プ
ス
東
鶉
で
は
白
馬
村
内
で
､

し
か
も
明
瞭
な
割
り
菱
は
鰻
期
間
し
か
望
む
こ
と
が

で

き

な

い

｡

　

　

　

　

　

　

《

見

ご

ろ

》

四

月

初

句
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1 

鹿
島
槍
ヶ
岳
の
鶴
と
獅
子

大
町
市
街
以
南
か
ら
望
む
双
耳
蜂
と
吊
り
尾
根
に

均
整
の
と
れ
た
美
し
き
を
感
じ
る
人
は
多
い
｡

鶴
は
南
峰
直
下
､
ダ
イ
レ
ク
ト
尾
根
に
首
を
伸
ば

し
飛
び
立
と
う
と
し
て
い
る
姿
に
現
あ
れ
る
｡
残
念

な
が
ら
鶴
ら
し
い
長
い
足
は
な
-
､
白
鳥
の
よ
う
で

あ
る
｡
一
方
獅
子
は
吊
り
尾
根
の
直
下
に
鶴
に
向
か

っ
て
山
を
か
け
下
る
姿
に
現
あ
れ
る
｡
従
っ
て
こ
の

山
が
最
も
整
っ
て
見
え
る
安
曇
野
一
円
が
ま
た
､
雪

形
鑑
賞
に
も
好
適
と
い
え
る
｡

古
-
は
こ
の
上
り
鶴
と
下
り
獅
子
を
望
め
る
地
域

で
'
｢
鶴
ケ
岳
｣
と
か
｢
獅
子
ケ
岳
｣
と
も
呼
ば
れ

て
い
た
と
い
う
の
も
納
得
の
い
-
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

(
見
ご
ろ
)
四
月
下
旬
-
五
月
中
旬

爺
ケ
岳
の
二
人
の
種
ま
き
爺
さ
ん

種
ま
き
を
す
る
人
に
見
立
て
た
雪
形
は
各
所
に
伝

え
ら
れ
て
い
る
が
'
山
名
と
し
て
今
に
残
る
こ
の
爺

さ
ん
は
代
表
的
存
在
で
あ
る
｡

ひ
と
り
は
大
町
周
辺
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
爺
さ
ん

で
､
南
峰
と
本
唯
の
鞍
部
直
下
に
現
わ
れ
る
｡
そ
の

格
好
は
様
々
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
､
一
般
に
早
い

時
期
に
は
笠
を
か
ぶ
り
､
サ
ル
を
か
か
え
た
姿
に
､

や
が
て
雪
ど
け
が
進
む
に
つ
れ
て
鍬
を
か
つ
い
た
大

柄
を
姿
へ
と
変
わ
っ
て
い
-
と
い
う
｡
こ
の
爺
さ
ん

は
南
へ
行
-
ほ
ど
見
え
を
-
な
る
｡

も
う
ひ
と
り
は
南
安
曇
を
中
心
に
伝
え
ら
れ
る
爺

さ
ん
で
､
先
の
爺
さ
ん
よ
り
早
-
南
峰
直
下
に
現
わ

れ
る
｡
ま
た
､
田
淵
行
男
氏
の
『
山
の
紋
章
　
雪
形
容

に
よ
れ
ば
､
本
峰
直
下
に
は
爺
さ
ん
に
｢
ひ
と
足
遅

れ
て
応
接
に
馳
せ
参
じ
る
　
『
婆
さ
ん
｣
と
称
し
て
い

る
｣
雪
形
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

同
じ
爺
ケ
岳
に
主
が
二
人
い
る
の
は
'
里
か
ら
見

え
る
位
置
関
係
た
け
で
を
-
､
出
現
の
時
季
が
ち
が

乞
わ
し
t
t
.

う
か
ら
だ
ろ
う
か
｡
苗
代
に
種
を
ま
-
適
期
を
知
ら

せ
た
と
い
う
農
耕
暦
の
役
割
り
を
担
っ
て
い
た
二
人

の
爺
さ
ん
の
雪
形
は
､
安
曇
野
の
北
と
南
の
春
の
訪

れ
の
差
へ
風
土
の
差
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
だ
｡

会
見
ご
ろ
)
北
の
爺
さ
ん
　
四
月
中
旬
-
五
月
初
旬

南
の
爺
さ
ん
　
三
月
下
旬
～
四
月
下
旬

常
念
岳
の
常
念
坊
と
万
能
鍬

山
名
の
由
来
は
､
坂
上
田
村
麻
呂
に
討
た
れ
た
人

面
大
王
の
重
臣
だ
っ
た
常
念
坊
が
こ
の
山
の
岩
屋
に

移
り
住
ん
だ
か
ら
だ
と
か
'
穂
高
町
の
満
願
寺
の
住

職
の
常
念
坊
が
開
山
し
た
か
ら
だ
と
か
､
い
-
つ
か

の
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

常
念
坊
の
雪
形
は
前
常
念
頂
上
の
斜
め
右
下
に
黒

く
現
わ
れ
る
｡
適
期
に
は
た
い
へ
ん
リ
ア
ル
に
墨
染

め
の
衣
を
着
た
僧
が
合
掌
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡

ま
人
の
う
↑
お

も
う
ひ
と
つ
の
雪
形
で
あ
る
三
本
歯
の
万
能
鍬
は

常
念
坊
の
向
か
っ
て
左
に
､
常
念
坊
と
交
替
す
る
よ

う
に
出
現
す
る
｡
写
真
は
二
つ
の
雪
形
の
交
替
期
の

も
の
で
､
向
か
っ
て
右
に
出
た
歯
が
一
本
余
計
だ
が
､

こ
れ
は
や
が
て
消
失
す
る
｡

(
見
ご
ろ
)
蔦
念
坊
　
三
月
下
旬
～
四
月
中
旬

万
能
鍬
　
五
月
中
旬
～
五
月
下
旬

蝶
ケ
岳
の
蝶

雪
形
が
山
名
と
在
っ
た
山
と
し
て
有
名
で
あ
る
｡

白
い
蝶
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
穂
高
､
豊
科

近
辺
に
限
ら
れ
る
が
､
平
地
か
ら
見
て
な
だ
ら
か
を

稜
線
が
落
ち
る
南
端
に
'
し
か
も
独
立
し
て
大
き
く

現
わ
れ
る
の
で
､
す
ぐ
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
｡

北
ア
ル
プ
ス
の
雪
形
の
中
で
も
最
も
長
命
な
雪
形

の
ひ
と
つ
で
あ
る
｡
田
淵
氏
前
掲
書
に
よ
れ
ば
､
中

央
部
の
〟
背
筋
〟
が
ほ
ど
よ
-
割
れ
て
完
成
期
を
む

か
え
る
｡
や
が
て
様
々
を
黒
い
斑
点
を
広
げ
て
徐
々

に
消
え
'
こ
の
雪
形
の
出
現
場
所
は
常
念
山
脈
随
一

の
お
花
畑
と
な
っ
て
本
物
の
高
山
蝶
の
舞
台
と
な
る

の
で
あ
る
｡
　
(
見
ご
ろ
)
五
月
初
句
～
六
月
初
句

雪
形
は
山
と
雪
と
太
陽
の
造
形
で
あ
り
､
か
つ
て

持
っ
て
い
た
そ
の
意
味
は
薄
れ
つ
つ
あ
っ
て
も
､
毎

年
変
わ
る
こ
と
を
く
そ
の
姿
を
現
わ
す
｡

今
年
は
五
月
初
め
の
降
雪
で
､
見
ご
ろ
が
長
い
｡

改
め
て
伝
統
的
な
雪
形
を
よ
す
が
に
季
節
を
味
わ
っ

も
よ
し
､
自
分
だ
け
の
雪
形
を
さ
が
す
の
も
よ
い
｡

(
参
考
文
献
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山
岳
百
科
I
h
信
濃
毎
日
新
聞
社
縞
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大出の湧水地帯と筆者

E墓にエ
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秩父宮様の装備械有恒氏の装備

鰭物博と山

感
動
を
活
か
し

足
も
と
を
み
つ
め
て

定
年
退
職
し
た
昭
和
五
十
七
年
秋
の
こ
と
､
大
町

市
内
の
友
人
か
ら
辰
野
町
の
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
嚢
殖
地

視
察
の
誘
い
を
受
け
た
｡
子
供
の
頃
か
ら
辰
野
松
尾

峡
の
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
は
青
白
い
玉
の
光
と
な
っ
て
空

飛
ぶ
話
を
聞
い
て
い
た
｡
一
度
は
見
た
い
と
思
っ
て

い
た
の
で
参
加
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
｡

市
役
所
前
に
集
ま
っ
た
メ
ン
バ
ー
は
市
の
職
員
'

小
中
学
校
の
先
生
､
保
健
婦
さ
ん
､
生
徒
十
数
名
で
'

み
ん
な
夢
を
追
う
人
の
顔
に
見
え
た
｡
松
尾
峡
に
到

着
す
る
と
'
今
日
の
案
内
役
を
務
め
て
く
だ
さ
る
辰

野
中
学
の
勝
野
重
美
教
諭
と
町
役
場
職
員
が
一
行
を

迎
え
て
く
れ
た
｡

養
殖
地
は
柵
で
囲
ま
れ
､
人
口
の
天
然
記
念
物
指

定
地
と
書
か
れ
た
立
派
を
看
板
が
目
を
引
い
た
｡
餐

殖
施
設
は
約
二
〇
〇
坪
の
減
反
田
を
利
用
し
た
も
の

で
'
川
幅
一
二
〇
m
､
水
深
三
〇
伽
の
曲
り
く
ね
っ

た
水
路
に
隅
か
ら
塩
ビ
の
パ
イ
プ
で
取
水
す
る
簡

単
を
仕
組
み
の
も
の
で
あ
る
｡
中
に
は
無
数
の
カ
ワ

ニ
ナ
と
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
の
幼
虫
が
生
息
し
て
い
る
と

い
う
｡
見
学
の
後
は
中
学
校
へ
戻
り
､
勝
野
先
生
､

役
場
職
員
か
ら
話
を
聞
い
た
｡
戦
後
一
時
は
絶
滅
と

ま
で
い
わ
れ
た
辰
野
の
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
を
町
民
と
行

政
が
一
体
と
在
っ
て
名
実
と
も
に
こ
こ
ま
で
復
活
さ

せ
た
立
役
者
､
勝
野
先
生
の
情
熱
に
は
頭
が
下
が
る

思
い
だ
っ
た
｡
今
年
も
六
月
中
旬
に
は
辰
野
ホ
タ
ル

祭
が
催
さ
れ
る
｡
県
下
は
も
と
よ
り
､
全
国
各
地
か

ら
の
十
数
万
の
見
物
客
で
賑
わ
う
こ
と
だ
ろ
う
｡

高

　

橋

　

利

　

雄

こ
の
視
察
を
通
し
､
辰
野
に
負
け
な
い
ゲ
ン
ジ
ボ

タ
ル
の
里
づ
く
り
が
必
ず
実
現
で
き
る
確
信
を
得
て
､

i

)

.

.

ら

む

カ

い

で

私
の
住
む
大
田
市
平
野
口
大
出
地
区
で
は
き
っ
そ
く

住
み
よ
い
村
づ
-
り
委
員
会
を
発
足
さ
せ
､
み
ん
な

が
自
信
を
狩
っ
て
村
を
語
れ
る
､
そ
ん
な
願
い
を
こ

め
て
次
の
よ
う
を
事
業
計
画
を
話
し
合
っ
た
｡

①
有
識
者
を
呼
ん
で
大
出
を
診
断
し
て
も
ら
う

ー
実
現
　
信
大
教
養
部
　
玉
井
袈
裟
男
教
授

②
立
山
黒
部
ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト
･
オ
ー
プ
ン
カ
ー
ニ

バ
ル
に
参
加
　
-
実
現
　
大
正
時
代
の
百
姓
姿
で

お
お
ば

③
麟
靡
段
丘
下
遊
歩
道
の
設
置
　
コ
ー
ス
同
大
姥
堂

-
山
の
神
様
-
大
出
旧
宮
湿
原
-
市
民
浴
場
-
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
I
上
原
遺
跡
-
大
町
温
泉
郷

-
一
部
実
現

④
ィ
ワ
ナ
･
ヤ
マ
メ
の
湧
水
利
用
に
よ
る
人
工
肺
化

北
安
中
部
漁
肋
と
タ
イ
ア
ッ
プ
ー
実
現

⑤
井
出
の
沢
支
流
の
イ
ワ
ナ
の
自
然
産
卵
視
察
場
所

の
設
置
-
未
実
現

⑥
大
出
湿
地
帯
内
に
お
け
る
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
の
生
育

試
験
-
実
現

⑦
大
出
湿
地
帯
の
ザ
セ
ン
ソ
ウ
群
生
地
内
へ
の
ミ
ズ

バ
シ
ョ
ウ
の
混
植
-
実
現

⑧
鹿
島
川
右
岸
堤
防
内
側
湧
水
地
帯
へ
の
ミ
ズ
バ
シ

ョ
ウ
の
植
え
付
け
ー
実
現

⑨
カ
ワ
ニ
ナ
の
増
殖
と
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
養
殖
試
験

-
実
現

⑲
山
の
神
様
(
敷
地
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
)
地
籍
傾
斜

地
へ
の
オ
オ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
植
樹
-
実
現

⑪
オ
オ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
∴
､
､
ズ
バ
シ
ョ
ウ
実
生
苗
木
の

育
生
-
実
現

⑫
鹿
島
川
左
岸
堤
防
の
オ
オ
ヤ
マ
サ
ク
ラ
並
木
街
道

-
未
実
現

以
上
私
共
大
出
住
み
よ
い
村
づ
-
り
委
員
会
は
'

常
に
話
し
合
い
の
中
で
実
現
可
能
を
も
の
か
ら
逐
次

実
行
し
て
い
る
｡

大
町
市
が
二
十
一
世
紀
へ
向
け
て
更
在
る
発
展
を

願
う
在
ら
ば
､
目
先
の
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
こ
そ
優
先

さ
せ
る
べ
き
と
の
認
識
を
改
め
､
市
民
と
の
コ
ン
セ

ン
サ
ス
を
得
る
中
で
悔
い
の
を
い
策
を
一
日
も
早
-

施
す
こ
と
を
頼
っ
て
や
ま
な
い
｡
(
大
町
市
在
住
)

博
物
館
だ
よ
り

秩
父
官
権
･
械
有
恒
氏
の
登
山
装
備
が
寄
託

こ
の
た
び
日
本
山
岳
会
か
ら
秩
父
宮
様
ご
使
用
の

登
山
靴
･
毛
手
袋
･
雪
眼
鏡
の
3
点
と
､
旗
有
恒
氏

の
昭
和
3
1
年
マ
ナ
ス
ル
遠
征
時
の
軽
登
山
靴
を
ど
の

登
山
装
備
2
5
点
な
ど
が
寄
託
さ
れ
､
一
部
を
4
月
2
1

日
か
ら
第
一
展
示
室
『
山
と
登
山
』
の
コ
ー
ナ
ー
に

常
設
展
示
し
ま
し
た
｡
(
写
真
)メ

特
別
展
の
ご
案
内

○
動
物
写
生
画
展

6
月
1
6
日
㈲
～
6
月
2
3
㈲
　
講
堂
で

去
る
5
月
6
日
､
市
内
小
中
学
生
を
中
心
に
博
物

館
周
辺
で
行
わ
れ
た
写
生
大
会
で
の
全
作
品
一
四
四

(
本
展
の
み
無
料
)

博
物
館
第
3
6
巻
第
5
号

一
九
九
一
年
五
月
二
十
五
日
発
行

長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
8
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

長
野
県
大
町
市
債
町

大

　

糸

　

タ

イ

　

ム

　

ス

　

印

刷

郡

年
額
　
二
二
三
〇
円
(
送
料
共
)
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
座
番
号
(
長
野
四
-
一
三
二
九
三
)


