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今
年
の
冬
は
大
変
を
大
雪
で
し
た
が
'
厳
冬

に
も
耐
え
て
､
フ
ク
ジ
エ
ソ
ウ
､
フ
キ
ノ
ト
ウ

ク
ロ
ッ
カ
ス
-
･
'
早
春
を
告
げ
る
草
花
が

雪
融
け
の
間
か
ら
芽
を
出
し
'
花
を
咲
か
せ
ま

す
｡
そ
れ
ぞ
れ
に
美
し
く
'
楽
し
い
風
情
に
心

弾
む
思
い
で
す
｡

六
月
と
も
な
れ
ば
我
家
の
近
-
に
野
バ
ラ
が

咲
き
乱
れ
て
'
白
い
花
と
甘
い
香
り
が
一
面
に

漂
い
､
蝶
や
蜂
が
群
が
り
ま
す
｡

そ
ん
を
あ
る
日
､
庭
の
片
隅
の
青
葉
の
上
に
､

-
か
れ
･
ん

何
と
も
可
憐
卒
ン
ジ
ミ
チ
ョ
ウ
が
目
に
止
ま
り
､

小
さ
な
い
き
も
の
の
｢
生
｣
に
感
動
し
､
思
わ

ず
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
ま
し
た
｡

大
町
は
よ
い
と
こ
ろ
だ
と
､
カ
メ
ラ
を
持
つ

よ
う
に
を
っ
て
あ
ら
た
め
て
感
じ
て
お
り
ま
す
｡

美
し
い
山
々
､
湖
､
白
樺
の
森
､
野
の
花
々

の
ま
わ
り
に
は
香
気
が
漂
い
､
私
の
心
は
自
然

･

▼

◆

～

の
素
朴
さ
と
清
ら
か
さ
に
育
ま
れ
て
'
ひ
と
呼

よ
み
が
え

吸
で
新
鮮
な
生
命
が
蘇
る
よ
う
を
気
が
し
ま
す
｡

と
り
わ
け
朝
の
空
気
の
透
明
感
は
素
晴
ら
し
い

で
す
｡数

年
前
に
他
界
し
た
母
が
よ
-
綾
歌
を
詠
ん

で
お
り
ま
し
た
｡
そ
の
中
に
私
も
大
好
き
を
歌

が
あ
り
ま
す
｡

か
っ
こ
う
の
　
遠
く
聞
え
て
　
出
揃
ひ
し

豆
の
若
葉
に
朝
風
わ
た
る

自
然
を
愛
し
､
野
草
を
い
と
お
し
ん
だ
母
の

や
さ
し
さ
を
思
い
出
し
ま
す
｡

人
間
も
こ
の
自
然
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
'
写
真
を
掘
る
よ
う
に
を
っ
て
知
り
ま

し
た
｡
い
つ
ま
で
も
､
こ
の
自
然
が
矢
を
わ
れ

を
い
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
｡(

大
町
市
在
住
)



第3種郵便物認可(昭和35年7月26日) (D1991.6.25

山岳縮合センターのシルI〈一畳山講習会(唐松岳方面)にて

山小屋に泊まった中高年者の割合

人数 �8ﾘ��ｹ�ﾆ���12,530 唐絣R�

図20代 �#�ﾃ����14.0% 

昌30代 �3�纉C��21.6% 

840代 鼎2��S��29.1% 

図50代以上 �3偵ss��26.8% 

40代と50代以上を合わせると55.9%を占め､特に40代登山者の割合が著しい｡また､中

高年者が急に目立つようになったのは5-6年前からといわれている｡

館物博と山

昨
今
の
中
高
年
登
山

～
長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
実
態
調
査
よ
り
～

白

　

鳥

　

正

　

夫

近
年
､
中
高
年
登
山
者
の
急
増
が
話
題
と
な
り
､
　
　
　
o0

少
し
大
げ
さ
を
言
い
方
を
す
れ
ば
､
ハ
イ
キ
ン
グ
か
　
　
　
1

主
局
山
に
い
た
る
ま
で
日
本
の
山
は
中
高
年
登
山
者

で
占
領
さ
れ
て
し
ま
っ
た
､
と
い
う
ほ
ど
の
状
況
と

在
っ
て
い
る
｡

山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
で
も
五
年
前
か
ら
五
十
歳
以

上
に
よ
る
シ
ル
バ
ー
登
山
講
習
会
を
行
っ
て
い
る
が
､

二
十
名
の
定
員
に
'
毎
回
五
倍
を
越
え
る
希
望
者
が

殺
到
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
本
当
の
と
こ
ろ
そ
の
実

態
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
､
昨
年
､
当
セ
ン
タ
ー
で
山

小
屋
関
係
者
と
中
高
年
登
山
者
の
両
方
を
対
象
に
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
｡
そ
の
調
査
を
中
心

に
へ
昨
今
の
中
高
年
登
山
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
｡

長
野
県
内
の
山
岳
の
登
山
者
の
推
移
は
､
県
警
が

統
計
を
と
り
始
め
た
昭
和
二
十
九
年
に
十
四
万
人
だ

っ
た
と
い
わ
れ
､
昭
和
三
十
一
年
'
日
本
隊
が
マ
ナ

ス
ル
初
登
頂
(
八
二
ハ
三
m
)
　
し
た
快
挙
を
き
っ
か

け
に
し
て
､
若
者
の
間
に
ス
ポ
ー
ツ
ア
ル
ビ
ニ
ズ
ム

を
指
向
し
た
登
山
ブ
ー
ム
が
お
き
起
こ
り
､
昭
和
三

十
年
代
-
四
十
年
代
に
か
け
て
登
山
者
の
教
は
ぐ
ん

ぐ
ん
増
え
て
い
っ
た
｡
そ
の
こ
ろ
の
中
高
年
登
山
者

は
ほ
ん
の
少
数
の
珍
し
い
存
在
だ
っ
た
｡
ヒ
マ
ラ
ヤ

の
未
踏
峰
が
ほ
ぼ
登
り
尽
-
さ
れ
た
頃
と
時
を
同
じ

-
し
た
昭
和
五
三
年
､
一
一
〇
万
人
ま
で
達
し
た
の

を
ピ
ー
ク
に
登
山
者
は
減
少
し
は
じ
め
､
現
在
の
登

山
者
数
は
六
十
万
人
を
少
し
超
え
た
あ
た
り
た
と
い

う
｡
そ
の
多
く
は
申
高
年
者
で
占
め
ら
れ
て
､
若
者

は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
か
､
と
嘆
か
れ
て
い
る

昨
今
で
あ
る
｡

中
高
年
登
山
者
に
特
徴
的
を
こ
と
は
'
グ
ル
ー
プ

や
旅
行
社
､
あ
る
い
は
講
習
会
や
登
山
教
室
と
い
っ

た
｢
連
れ
ら
れ
登
山
｣
が
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
｡

｢
連
れ
ら
れ
登
山
｣
で
は
､
登
る
回
数
に
比
べ
て
登

山
技
術
が
を
か
左
か
経
験
と
し
て
自
分
の
身
に
つ
い

て
い
か
善
い
｡
遭
難
対
策
悌
会
な
ど
の
山
岳
関
係
者

は
､
山
の
本
当
の
怖
さ
を
知
ら
な
い
者
が
山
に
ど
ん

ど
ん
登
っ
て
く
る
こ
と
の
怖
さ
､
と
い
う
も
の
を
痛

切
に
感
じ
て
そ
の
対
策
に
苦
慮
し
て
い
る
と
い
う
｡

特
に
高
齢
者
ほ
ど
､
体
力
は
な
-
て
も
気
力
に
勝
り
､

人
の
忠
告
や
意
見
を
聞
か
な
い
が
ん
こ
を
と
こ
ろ
が

見
ら
れ
､
た
と
え
ば
､
"
命
を
か
け
て
も
百
名
山
に

登
る
ぞ
〟
と
い
う
人
が
随
分
お
り
'
そ
れ
を
止
め
る

の
は
難
し
い
か
ら
だ
｡

ま
た
､
中
高
年
者
は
､
こ
れ
ま
で
他
の
ス
ポ
ー
ツ

は
全
-
や
っ
て
こ
な
-
て
　
″
山
な
ら
歩
け
る
〟
　
こ
と

か
ら
健
康
の
た
め
に
山
登
り
を
始
め
る
場
合
が
多
-
'

こ
う
し
た
全
-
白
紙
の
人
達
は
`
当
然
､
体
力
も
知

識
も
を
-
､
都
会
と
山
を
同
じ
感
覚
で
考
え
て
し
ま

ぅ
た
め
､
気
候
や
気
温
の
変
化
と
い
っ
た
自
然
条
件

の
違
い
か
ら
は
じ
ま
り
一
か
ら
山
の
常
識
を
教
え
て

い
か
ね
ば
を
ら
を
い
｡

山
登
り
は
､
確
か
に
気
軽
に
始
め
ら
れ
る
ス
ボ
ー

ッ
だ
が
､
一
歩
間
違
え
る
と
命
に
か
か
お
り
､
捜
索

等
多
-
の
人
々
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
在
る
｡
ま

た
､
他
の
ス
ポ
ー
ツ
は
､
で
き
る
'
で
き
を
い
が
ハ

ッ
キ
リ
分
か
っ
て
ラ
ン
ク
づ
け
も
し
や
す
い
が
､
山

登
り
は
､
あ
る
程
度
経
験
を
積
ま
な
い
と
'
ど
こ
が

危
険
で
ど
こ
が
危
険
で
な
い
か
､
と
い
っ
た
力
に
応

じ
た
ラ
ン
ク
づ
け
に
難
し
さ
が
あ
る
｡

左
上
に
挙
げ
た
中
高
年
登
山
者
の
タ
イ
プ
の
グ
ラ

フ
で
､
昔
か
ら
続
け
て
い
る
登
山
者
は
ほ
と
ん
ど
問

題
を
い
が
､
年
を
と
っ
て
か
ら
始
め
た
中
高
年
登
山

者
に
対
し
て
は
､
山
小
屋
関
係
者
か
ら
次
の
よ
う
を

相
当
批
判
的
な
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
｡

･
年
を
と
っ
て
か
ら
登
山
を
始
め
た
人
の
多
く
は
､

わ
が
ま
ま
で
マ
ナ
ー
や
ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
｡

･
金
さ
え
払
え
ば
な
ん
で
も
や
っ
て
く
れ
る
と
思
っ

て
い
る
人
が
い
る
｡

･
山
を
一
般
の
観
光
地
の
延
長
に
考
え
､
風
呂
が
老

い
､
ト
イ
レ
が
臭
い
'
水
が
自
由
に
使
え
を
い
､

狭
く
て
寝
ら
れ
老
い
と
文
句
を
言
う
｡

･
自
己
中
心
､
無
計
画
､
わ
が
ま
ま
'
自
信
過
剰
で

小
屋
の
人
の
注
意
を
聞
か
な
い
｡

･
早
春
や
晩
秋
の
登
山
者
も
増
え
た
が
､
山
の
状
況

を
理
解
せ
ず
､
夏
山
と
同
じ
感
覚
で
登
っ
て
来
る

人
が
い
る
｡

･
仲
良
し
グ
ル
ー
プ
的
を
感
じ
が
多
く
､
リ
ー
ダ
ー

が
ハ
ノ
キ
リ
せ
ず
に
不
安
を
覚
え
る
｡

･
装
備
は
最
新
の
物
を
身
に
つ
け
､
一
見
ベ
テ
ラ
ン
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中高年登山者のタイプ
いつ山登りを始めたか

人数 佶xﾜXｽ��-�+ﾒ�72 �3b��R�口嘉嵩また 都2�36.5% 

昌盤ら続けて 鉄R�27.5% 

ひとくらに中高年登山者といっても､最近(1-6年前)山登りを始めた人､以前やっていてしばらく中断し､中

高年に在ってまた始めた人､若いころからずっと続けている人の3つのタイプがあり､それぞれほぼ3分の1ずつ

ということがあがる｡

0　　　20　　40　　60　　80　　100

浅識離漆接続 謙華撥議事:窪:: 緩綴薫発議 露桑禄:蕊:懇請ゞ ��

一年間にどれくらい山に行くか

人数 佰ｳ�ﾓX���85 鼎2繧R�

図6-10回 鼎b�23.7% 

冒ll-15回 �#r�13.9% 

田16-20回 ��2�6.7% 

図21回以上 �#2�ll.9% 

年間10回以上山に行くと答えた人が約3分のlもおり､21回以上の人が1割を越えているのは驚きであった｡そう

した人達は､時間的な余裕が出来たことや山登りの面白さ､楽しさに夢中になり､百名山を目標にしたりして毎週

のように山に行っているのであろうか｡

山で危険な目

･道に迷う　17件

･荒天に遭遇10件

･転落､滑落　9件

･落石にあう　3件

･高山病　　　2件

･雪崩　　　　1件
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山岳総合センターのシルバー窒山積習会(唐松岳方面)にて

と
見
間
違
え
る
が
へ
山
の
知
識
や
経
験
に
乏
し
い
｡

そ
こ
で
問
題
と
在
る
の
が
､
こ
う
し
た
中
高
年
登

山
者
に
対
す
る
指
導
者
を
ど
う
養
成
し
､
グ
ル
ー
プ

の
組
織
化
を
図
る
か
と
い
っ
た
点
で
あ
る
｡

山
に
登
り
た
が
っ
て
い
る
高
齢
者
に
'
止
め
を
さ

い
と
言
う
の
で
な
く
へ
山
の
楽
し
さ
と
山
の
怖
さ
を

伝
え
へ
ひ
と
つ
ひ
と
つ
こ
ま
め
を
対
応
が
で
き
る
リ

ー
ダ
ー
を
増
や
す
こ
と
､
"
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
う
〟

意
識
か
ら
″
自
分
が
リ
ー
ダ
ー
に
在
っ
た
つ
も
り
で

計
画
を
立
て
て
山
に
行
-
"
登
山
者
に
な
る
こ
と
､

そ
し
て
､
お
互
い
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
合
え
る
い
い

仲
問
を
持
つ
こ
と
の
三
点
が
､
安
全
で
楽
し
い
登
山

を
目
指
す
中
高
年
登
山
の
理
想
の
姿
で
は
老
い
だ
ろ

う
か
｡現

在
の
中
高
年
登
山
ブ
ー
ム
は
今
が
頂
点
で
は
左

い
か
と
い
わ
れ
る
｡
左
せ
か
と
い
う
と
､
今
の
中
高

年
者
は
戦
争
前
後
の
つ
ら
-
が
ま
ん
す
る
と
い
う
時

代
を
経
て
き
て
お
り
､
こ
の
年
代
が
去
っ
た
後
の
次

に
来
る
中
高
年
者
は
､
危
険
`
汚
い
､
苦
し
い
登
山

に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
熱
中
す
る
と
は
思
え
を
い
か
ら
た

と
い
う
｡ア

ン
ケ
ー
ト
し
た
二
〇
〇
人
中
の
二
十
一
%

と
に
あ
た
る
四
十
二
人
が
､
遭
難
､
あ
る
い
は
遭

こ
難
一
歩
手
前
の
経
験
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
｡

克
内
容
を
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
在
る
｡

過一
｣

し
か
し
､
な
ぜ
中
高
年
登
山
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た

の
か
そ
の
原
因
を
い
ろ
い
ろ
あ
げ
て
い
っ
た
時
､
最

大
の
要
因
は
自
然
の
持
つ
魅
力
で
は
を
い
か
と
思
う
｡

そ
う
だ
と
し
た
ら
､
3
K
を
嫌
う
世
相
と
は
い
え
､

こ
の
素
晴
ら
し
い
自
然
と
､
汗
を
流
し
て
歩
-
爽
や

か
さ
を
中
高
年
だ
け
が
昧
お
う
な
ん
て
絞
い
ぞ
､
と

気
付
い
た
若
者
達
が
い
ず
れ
山
に
戻
っ
て
く
る
の
で

は
を
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
そ
う
期
待
し
た
い
｡

(
長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
専
門
主
事
)
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鰭物博ど山

最
近
の
北
ア
山
麓
両
棲
類
事
情

長

　

沢

　

　

武

-
､
ハ
ク
バ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ワ
オ

一
九
八
七
年
秋
'
京
都
大
学
松
井
正
文
氏
が
､
新

種
ハ
ク
バ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
才
と
し
て
発
表
し
た
サ
ン

シ
ョ
ウ
ワ
オ
は
､
一
九
七
五
年
五
月
十
日
､
筆
者
が

お

ら

く

ら

の

う

偶
然
に
も
白
馬
村
落
倉
湿
原
で
卵
嚢
一
対
を
発
見
し

た
も
の
で
､
卵
嚢
は
幾
つ
か
の
点
が
､
既
報
の
サ
ン

シ
ョ
ウ
ウ
才
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い
た
｡

そ
の
後
こ
の
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
才
は
前
記
の
松
井
氏

の
も
と
で
研
究
さ
れ
､
新
種
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
｡
白
馬
村
で
も
一
九
八
五
年
一
月
､
こ
れ
を
村
の

天
然
記
念
物
に
指
定
し
た
｡

2
､
ヒ
ダ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ

本
種
は
北
ア
ル
プ
ス
を
取
り
囲
む
岐
阜
､
石
川
､

宮
山
､
新
潟
､
長
野
県
下
の
一
部
か
ら
棲
息
が
報
告

さ
れ
て
い
た
｡
長
野
県
下
で
は
木
曽
と
下
伊
那
部
下

の
山
間
で
棲
息
が
確
認
さ
れ
て
お
り
､
後
立
山
方
面

に
も
棲
息
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
の
予
測
は
以
前
か
ら

持
た
れ
て
い
た
｡

そ
れ
が
一
九
九
〇
年
十
月
三
十
日
'
偶
然
に
も
白

馬
村
松
川
北
股
入
り
の
'
同
河
川
の
左
右
両
岸
の
落

葉
の
下
か
ら
各
一
匹
ず
つ
筆
者
が
採
集
し
､
現
在
大

町
山
岳
博
物
館
で
飼
育
中
で
あ
る
｡

木
曽
谷
の
報
告
で
は
四
月
中
旬
渓
流
の
石
に
卵
は

産
み
つ
け
ら
れ
る
よ
う
で
､
白
馬
村
で
は
既
に
懸
川

雅
市
､
岸
富
士
夫
ら
に
よ
っ
て
本
種
は
､
姫
川
よ
り

東
部
の
菅
入
沢
で
'
一
九
八
六
年
十
月
末
に
敷
居
が

採
集
さ
れ
報
告
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
か
ら
し
て
､
今
後
大
北
地
方
か
ら
該
種
の
新

産
地
が
報
告
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
｡

3
､
タ
ゴ
ガ
エ
ル

本
種
の
棲
息
が
北
ア
山
麓
で
最
初
に
発
見
さ
れ
た

の
は
､
一
九
六
一
年
六
月
三
日
'
白
馬
村
松
川
入
り
の

沼
池
近
-
の
小
沢
と
'
同
年
七
月
二
十
八
日
､
八
方

池
で
筆
者
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
｡

そ
の
後
該
種
は
､
姫
川
よ
り
束
の
､
撃
方
黒
豆
の

沢
や
野
平
の
キ
ウ
リ
流
し
沢
で
も
一
九
七
四
年
六
月

に
､
産
卵
中
の
も
の
が
発
見
さ
れ
､
大
北
地
方
に
は

広
範
囲
に
棲
息
し
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
た
｡

た
ま
た
ま
本
年
五
月
下
旬
か
､
王
ハ
月
上
旬
に
か
け
'

白
馬
､
小
谷
地
方
の
東
西
の
山
間
地
の
小
沢
を
集
中

的
に
十
教
ヶ
所
調
査
し
た
と
こ
ろ
､
い
ず
れ
も
棲
息

を
予
測
し
た
地
点
で
該
種
の
産
卵
の
た
め
の
鳴
声
を

聞
き
'
そ
の
棲
息
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡

該
種
の
現
在
ま
で
の
棲
息
確
認
地
は
､
南
は
大
町

市
の
鹿
島
川
出
合
い
や
青
木
湖
ス
キ
ー
場
の
小
沢
'

北
は
新
潟
県
境
の
大
網
か
ら
揚
峠
へ
の
道
沿
い
の
小

沢
､
紙
す
き
牧
場
な
ど
で
､
今
後
調
査
が
進
め
ば
大

北
地
方
の
全
町
村
域
で
発
見
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
｡

4
､
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル

北
ア
山
麓
の
山
間
地
に
は
各
所
に
モ
リ
ア
オ
ガ
エ

ル
が
棲
息
し
て
お
り
へ
山
田
で
は
水
田
の
畦
に
卵
を

産
み
'
池
の
木
の
枝
に
は
あ
ま
り
産
ま
な
か
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
一
九
七
一
年
以
来
の
減
反
政
策
で
山
田
が

放
棄
さ
れ
､
作
ら
れ
を
-
な
っ
た
昨
今
で
は
､
産
所

を
無
く
さ
れ
た
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
は
､
池
の
端
の
木

の
枝
に
卵
を
産
む
よ
う
に
を
り
`
見
事
を
光
景
が
あ

ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
嘱
託
員
)

博
物
館
だ
よ
り

開
館
4
0
周
年
記
念
　
　
1
月
2
1
日
～
8
月
2
5
日

宮
崎
学
動
物
写
嘉
辰
　
展
示
写
真
約
飢
点

自
然
を
知
る
よ
ろ
こ
び

松
風
の
音
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
｡

毎
月
あ
る
満
月
を
'
一
年
間
見
続
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
｡

小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が
春
､
夏
'
秋
､
冬
で
､
音
色
を
か
え
る

こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
｡

フ
ク
ロ
ウ
が
た
く
さ
ん
の
言
薬
を
も
っ
て
､
夜
の
森
の
中
で
､

会
話
を
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
｡

自
然
界
に
は
､
私
た
ち
の
知
ら
な
い
サ
イ
ン
が
い
っ
ぱ
い
あ

り
ま
す
｡
そ
の
サ
イ
ン
に
出
逢
う
こ
と
は
､
い
つ
も
新
し
い
感

動
の
発
見
で
も
あ
り
ま
す
｡
自
然
界
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
サ
イ

ン
を
知
る
マ
三
-
ル
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
｡
マ
ニ
ア
ル
は
体
験

を
通
し
て
自
分
で
見
つ
け
る
し
か
な
い
か
ら
で
す
｡

僕
は
'
そ
ん
な
自
然
界
か
ら
送
ら
れ
て
-
る
サ
イ
ン
を
見
つ

け
る
こ
と
が
す
さ
で
す
.
僕
は
そ
ん
な
出
逢
い
を
記
録
し
を
か

ら
'
人
間
も
『
大
き
な
自
然
に
守
ら
れ
を
か
ら
｣
生
き
て
い
る

こ
と
に
気
か
つ
き
ま
し
た
｡

よ
く
｢
自
然
保
護
-
在
ど
と
言
葉
で
は
簡
単
に
言
い
ま
す
が
､

私
た
ち
人
間
こ
そ
〝
自
然
に
保
護
″
さ
れ
を
が
ら
生
き
て
い
る

の
で
す
｡
人
類
と
て
地
球
の
ほ
ん
の
片
隅
に
住
あ
せ
て
も
ら
っ

て
い
る
｢
野
生
動
物
｣
に
す
ぎ
ま
せ
ん
｡

だ
か
ら
｢
物
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
動
物
｣
と
し
て
の
私

た
ち
人
間
は
r
い
っ
た
い
何
を
し
た
ち
ょ
い
の
だ
ろ
う
か
｣
と

僕
は
い
つ
も
考
え
て
き
ま
し
た
｡
そ
こ
で
僕
に
で
き
る
こ
と
と

言
え
ば
'
自
然
界
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
サ
イ
ン
を
｢
視
覚
の
世

界
に
置
き
換
え
て
｣
皆
様
に
お
送
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
｡
そ
ん
な
気
特
で
撞
り
続
け
て
い
る
の
が
､
今
回

の
展
示
作
品
で
す
｡
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
｡

宮
崎
　
学

(
常
設
展
と
も
通
常
料
金
･
会
期
中
無
休
)
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