
(D　　毎月1回25日発行

鞄鍾闇鰯舘
第38巻　第10号1993年10月9日　　　　大町山岳博物館

特
集
企
画
展
｢
黒
部
渓
谷
-
そ
の
人
跡
と
自
然
に
ふ
れ
て
｣
_
 
0
/
_
 
0
-
日
/
3

薪
川
部
奥
山
谷
々
見
取
絵
図

文
化
六
年
(
一
八
〇
九
)
浮
田
覚
右
衝
門
作
製
(
富
山
市
郷
土
博
物
館
競
)

黒
部
展
の
開
催
に
あ
た
っ
て

黒
部
川
は
富
山
県
の
東
端
に
位
置
し
､
北
ア
ル
プ

ス
の
馬
具
部
､
鷲
羽
岳
(
二
九
二
四
m
)
　
に
源
を
発

し
､
立
山
連
峰
と
後
立
山
連
峰
の
問
を
ぬ
っ
て
南
か

ら
北
に
流
れ
､
日
本
海
に
注
ぐ
川
で
あ
る
｡

全
長
は
八
六
キ
ロ
｡
長
さ
に
お
い
て
は
､
日
本
で

は
中
級
の
河
川
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
､
鷲
羽
､
三

保
蓮
華
､
薬
師
､
水
晶
､
立
山
､
叙
､
そ
し
て
鹿
島

槍
'
白
馬
と
い
っ
た
名
だ
た
る
三
千
メ
ー
ト
ル
級
の

南
山
か
ら
､
年
間
平
均
降
水
量
四
〇
〇
〇
ミ
リ
以
上

と
い
わ
れ
る
豊
富
な
水
を
集
め
､
平
均
勾
配
四
〇
分

の
一
と
い
う
急
勾
配
で
､
こ
れ
ほ
ど
探
-
険
し
い
谷

を
刻
ん
で
流
れ
下
る
川
は
珍
し
い
｡

黒
部
の
名
の
由
来
は
､
ア
イ
ヌ
語
の
｢
魔
の
川
｣

ま
た
は
黒
々
と
し
た
針
葉
樹
の
原
生
林
に
包
ま
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
｢
黒
辺
｣
 
､
ま
た
は
こ
の
谷
に
多
い

と
ノ
キ
科
の
グ
ロ
ベ
　
(
ネ
ズ
コ
)
か
ら
だ
と
様
々
だ

が
'
い
ず
れ
に
せ
よ
｢
黒
部
｣
に
は
､
こ
の
渓
谷
の

特
徴
を
つ
か
ん
だ
独
特
の
響
き
が
あ
る
｡

大
町
-
針
ノ
木
～
黒
部
川
-
立
山
の
コ
ー
ス
は
大

正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
登
山
者
で
に
ぎ
わ
い
､
そ
し

て
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
は
黒
四
ダ
ム
の
建
設
､
立
山

黒
部
ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト
の
開
通
が
続
き
､
大
町
は
ま

さ
に
黒
部
の
信
州
側
の
玄
関
口
と
な
っ
た
｡
市
街
地

か
ら
一
時
間
と
か
か
ら
ず
に
､
誰
も
が
黒
部
の
核
心

部
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
は
大
町
以
外
に
は

な
い
｡
黒
部
と
大
町
は
後
立
山
を
越
え
て
密
接
に
関

わ
っ
て
お
り
､
大
変
身
近
で
な
じ
み
深
い
渓
谷
の
は

ず
で
あ
る
｡

し
か
し
遠
い
昔
､
ど
の
よ
う
な
人
々
が
こ
の
谷
に

踏
み
入
り
､
ま
た
い
か
な
る
自
然
が
残
さ
れ
て
い
る

か
に
つ
い
て
は
'
そ
の
身
近
さ
ほ
ど
に
は
知
ら
れ
て

い
な
い
と
も
思
わ
れ
る
｡

本
企
画
展
が
､
何
ら
か
の
か
た
ち
で
黒
部
を
再
発

見
す
る
契
機
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
)



@

千 I/- ����ﾈ���り�����

三.',那 �/:H自?�������*)Y)Oｨ���

I i, ノタン.準 �����������嚠ｼ��X耳ﾋ襌T�������#, 汁,名*-+.-) ,,* 六郷 

享子一一一一一 

～ あ''醸憂鶏頭曇:_._-鮒+,,r′,.i.i___i.;多言1.*__.,_A 

針ノ木谷出合

館物博ど山

企
画
展
『
黒
部
渓
谷
-
そ
の
人
跡
と
自
然
に
ふ
れ
て
-
』

展
示
コ
ー
ナ
ー
ご
と
に
'
簡
単
な
説
明
を
加
え
て

み
た
い
｡黒

部
の
あ
ら
ま
し

黒
部
の
渓
相
は
変
化
に
富
む
｡

源
流
域
は
の
び
や
か
な
高
山
植
物
帯
だ
が
､
す
ぐ

に
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
の
針
葉
樹
林
帯
に
入
り
､
や

が
て
両
岸
を
垂
直
に
近
い
岩
壁
が
囲
む
峡
谷
が
続
く
｡

奥
黒
部
ヒ
ュ
ッ
テ
付
近
へ
　
つ
ま
り
栗
沢
出
合
ま
で
の

か
み
の
ろ
う
か

こ
の
上
流
域
は
上
廊
下
と
呼
ば
れ
'
一
部
の
源
流

部
を
の
ぞ
い
て
夏
場
の
渇
水
期
に
熟
達
し
た
登
山
者

し
か
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
秘
暁
で
あ
る
｡
束
沢
田

大
町
山
岳
博
物
館

合
の
約
一
キ
ロ
下
流
か
ら
は
黒
四
ダ
ム
の
人
造
湖
と

な
る
｡
針
ノ
木
谷
の
流
入
地
点
か
ら
上
流
は
東
岸
に

針
ノ
木
峠
方
面
､
赤
牛
､
水
晶
'
鷲
羽
方
面
へ
続
く

歩
道
が
'
ヌ
ク
イ
谷
の
流
入
地
点
か
ら
下
流
は
西
岸

に
ダ
ム
方
面
､
五
色
ケ
原
方
面
へ
続
く
歩
道
が
あ
り
､

い
ず
れ
も
ブ
ナ
林
が
美
し
い
｡
こ
の
東
西
両
岸
の
道

は
六
月
下
旬
か
ら
十
月
末
ま
で
､
平
ノ
小
屋
の
渡
船

で
結
ば
れ
て
い
る
｡

し
も
の
ろ
う
か

黒
田
ダ
ム
か
ら
樺
平
ま
で
は
下
廊
下
と
呼
ば
れ

て
い
る
｡
黒
四
の
完
成
に
よ
っ
て
仙
人
谷
ダ
ム
か
ら

上
の
本
流
の
水
が
管
理
さ
れ
､
か
つ
て
の
猛
々
し
さ

は
失
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
｡
だ
が
両
岸
の
絶
壁
の
底

を
､
巨
大
な
転
石
を
ぬ
っ
て
流
れ
下
る
壮
大
な
峡
谷

美
に
は
､
今
だ
に
圧
倒
的
迫
力
が
あ
る
｡
こ
の
間
に

は
旧
日
置
歩
道
と
呼
ば
れ
る
本
来
電
源
開
発
の
た
め

に
開
か
れ
た
登
山
道
が
あ
る
｡
残
雪
量
に
よ
っ
て
全

線
の
開
通
時
期
は
毎
年
異
な
る
が
､
関
西
電
力
に
よ

る
整
備
を
終
え
､
早
く
て
八
月
末
か
ら
一
〇
月
末
く

ら
い
ま
で
の
'
わ
ず
か
二
ケ
月
ほ
ど
し
か
歩
-
こ
と

山
は
で
き
な
い
｡
岩
壁
に
刻
ま
れ
た
六
､
七
〇
セ
ン
チ

の
道
は
ス
リ
ル
に
満
ち
て
い
る
が
'
十
分
な
体
力
と

基
本
的
な
登
山
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
れ
ば
誰
も
が

こ
の
道
を
利
用
し
て
'
核
心
部
と
い
え
る
白
竜
嘆
へ

十
字
映
､
S
字
峡
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
､

登
山
者
に
と
っ
て
恩
恵
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
｡
樺
平

は
宇
奈
月
温
泉
を
始
発
駅
と
す
る
ト
ロ
ッ
コ
電
車
で

有
名
な
黒
部
峡
谷
鉄
道
の
終
点
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら

下
流
の
黒
部
川
は
､
日
本
一
美
し
い
形
状
と
い
わ
れ

る
黒
部
市
の
扇
状
地
を
う
る
お
し
て
日
本
海
に
注
ぐ

ま
で
､
電
力
資
源
と
し
て
､
観
光
資
源
と
し
て
'
農

業
用
水
と
し
て
様
々
に
利
用
さ
れ
八
六
キ
ロ
の
旅
を

終
え
る
の
で
あ
る
｡

ビ
デ
オ
･
コ
ー
ナ
ー

関
西
電
力
の
協
力
に
よ
る
黒
三
､
黒
四
建
設
の
記

録
映
画
､
山
岳
博
物
館
と
ア
ル
プ
ス
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ

ョ
ン
の
共
同
制
作
に
よ
る
､
主
に
下
廊
下
を
中
心
と

す
る
映
像
な
ど
を
放
映
予
定
｡

黒
部
奥
山
廻
り
役

江
戸
時
代
へ
後
立
山
の
稜
線
か
ら
西
は
加
賀
藩
の

領
地
だ
っ
た
｡
寛
永
一
七
年
(
一
六
四
〇
)
､
加
賀

藩
三
代
藩
主
前
田
利
常
が
､
越
中
新
川
郡
の
松
儀
伝

右
衛
門
を
内
役
と
い
う
名
称
の
黒
部
密
入
着
の
監
視
､

警
戒
役
に
あ
た
ら
せ
た
｡
こ
れ
が
文
献
に
残
る
奥
山

廻
り
役
の
始
ま
り
と
さ
れ
る
｡
奥
山
廻
り
役
の
主
目

的
は
'
越
中
と
信
州
の
墳
と
な
る
後
立
山
連
峰
を
巡

視
し
て
､
信
州
側
の
盗
伐
を
防
ぐ
こ
と
だ
っ
た
｡

コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
｢
上
奥
山
と
下
奥
山
と
に
区

分
さ
れ
て
い
た
｡
上
奥
山
コ
ー
ス
は
､
立
山
一
ノ
越

か
ら
黒
部
川
を
下
り
､
針
ノ
木
谷
か
ら
峠
に
登
り
､

針
ノ
木
峠
以
南
の
峯
々
を
縦
走
検
分
し
て
､
鷲
羽
･

薬
師
･
有
峯
を
ま
わ
っ
て
下
山
す
る
の
で
あ
る
が
､

年
に
よ
っ
て
は
そ
の
逆
コ
ー
ス
を
と
る
こ
と
も
あ
り
､

多
少
コ
ー
ス
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
｡
下
奥
山

コ
ー
ス
は
､
ま
ず
越
後
国
境
の
下
駒
三
山
を
検
分
し

て
引
返
し
､
小
川
温
泉
か
ら
横
山
峠
(
コ
エ
ド
)
を

越
え
て
入
山
し
､
北
又
谷
･
柳
又
谷
･
祖
母
谷
な
ど

の
谷
々
を
調
べ
､
上
駒
岳
(
白
馬
)
　
に
登
っ
て
小
川

温
泉
に
も
ど
る
の
で
あ
る
が
､
時
に
は
白
馬
以
北
の

雪
倉
･
鉢
･
恵
振
(
朝
日
)
　
の
諸
山
を
縦
走
し
'
時

に
は
祖
母
谷
か
ら
南
へ
越
え
､
東
谷
か
ら
鹿
島
檜
頂

上
ま
で
足
を
延
ば
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
｣
(
*

1
)
｡
こ
う
し
た
毎
年
の
定
例
的
な
山
廻
り
は
一
六

五
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
た
ら
し
-
(
*
2
)
､
注
戸

期
を
通
し
て
行
わ
れ
た
｡
明
治
三
〇
年
代
以
降
の
､
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黒部別山谷付近

_一"○ 

J○ 

仁 

灘享 

鰯_,..'接 聞耳認諾' 

!∵十.○○ 

東部別山谷出合より赤沢岳を響む

館物悼ど山

登
山
者
に
よ
る
初
登
頂
､
初
縦
走
時
代
を
去
る
こ
と

二
百
数
十
年
の
昔
か
ら
､
黒
部
奥
山
は
縦
横
に
歩
か

れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

今
回
'
廣
満
載
氏
､
富
山
県
立
図
書
館
､
富
山
市

郷
土
博
物
館
ほ
か
の
協
力
を
得
て
､
多
数
の
奥
山
廻

り
関
係
資
料
を
展
示
予
定
で
あ
る
｡
富
山
県
外
で
の

ま
と
ま
っ
た
資
料
の
公
開
は
初
め
て
で
あ
り
､
信
州

側
の
大
町
で
の
展
示
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
｡
展
示
資
料
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
た
い
｡

○
新
川
郡
奥
山
各
々
見
取
絵
図

文
化
六
年
(
一
八
〇
九
)
､
浮
田
蛍
石
街
門
の
作

製
｡
浮
田
家
(
富
山
市
大
日
南
町
)
は
現
存
す
る
唯

一
の
山
廻
り
役
宅
と
し
て
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
お
り
'
古
い
文
書
､
記
録
類
も
多
数
現
存
し

て
い
る
｡
本
図
に
は
､
山
廻
り
の
際
の
循
泊
地
を
一

泊
ご
と
に
e
e
e
と
記
入
し
て
あ
り
､
巡
路
が
わ
か

る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
｡
　
(
富
山
市
郷
土
博
蔵
)

○
山
廻
り
役
任
命
状

こ
れ
も
浮
田
家
の
文
化
二
年
(
一
八
〇
五
)
　
の
文

書
で
､
表
題
は
｢
御
算
用
奉
行
江
上
清
左
衛
門
等
連

署
千
石
代
官
任
命
状
｣
で
あ
る
｡(

富
山
市
郷
土
博
蔵
)

○
奥
山
御
境
目
見
通
絵
図

元
禄
二
二
年
(
一
七
〇
〇
)
､
山
廻
り
役
の
内
山

村
三
郎
右
衛
門
ら
三
名
が
連
名
で
作
製
し
､
加
賀
藩

に
提
出
し
た
図
で
'
奥
山
絵
図
と
し
て
最
も
古
い
も

の
の
一
つ
で
あ
る
｡
　
　
(
富
山
県
立
図
書
館
蔵
)

○
奥
山
御
境
目
井
谷
々
川
筋
等
略
絵
図

文
化
初
年
(
一
八
〇
四
)
作
製
と
推
定
さ
れ
る
絵

図
｡
｢
黒
キ
山
は
皆
他
国
山
な
り
｣
と
注
記
し
て
'

越
中
以
外
の
山
は
雲
外
に
黒
々
と
描
か
れ
て
い
る
が
'

鐘
ケ
嶽
(
槍
ヶ
岳
)
だ
け
は
名
を
記
し
､
高
く
描
か

れ
て
い
る
｡
色
づ
か
い
や
､
山
の
表
現
に
お
い
て
､

芸
術
性
の
あ
る
名
品
と
さ
れ
る
｡

(
富
山
県
立
図
書
館
蔵
)

平
の
渡
し
を
め
ぐ
っ
て

i
)
い
ら

黒
部
川
の
平
は
'
後
立
山
の
針
ノ
木
谷
と
立
山

の
ヌ
タ
イ
谷
が
､
下
廊
下
の
十
字
峡
と
ま
で
は
い
か

な
い
も
の
の
､
近
接
し
て
交
差
点
の
よ
う
に
出
合
う

地
籍
だ
っ
た
｡
江
戸
時
代
､
黒
部
は
加
賀
溝
の
領
地

あ
し
ま
り
や
ま

で
あ
り
､
立
入
禁
止
の
御
縞
山
だ
っ
た
が
'
回
廻

り
役
の
み
な
ら
ず
､
立
山
詣
で
や
山
森
伐
採
､
狩
猟

な
ど
を
目
的
に
､
密
か
に
針
ノ
木
峠
を
越
え
､
こ
の

平
で
黒
部
に
身
を
ひ
た
し
'
危
険
を
冒
し
て
徒
渉
し

た
信
州
人
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
と
い
う
｡
平
は

揃
当
時
か
ら
､
実
質
的
な
信
州
と
菅
の
鷲
で
あ
り
､

な
要
所
た
っ
た
の
で
あ
る
｡
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
､

夏
は
イ
ワ
ナ
釣
り
､
冬
場
は
ク
マ
や
カ
モ
シ
カ
の
猟

に
明
け
暮
れ
､
黒
部
の
主
と
称
さ
れ
た
野
口
村
(
現

大
町
市
平
野
口
)
　
の
遠
山
品
右
街
門
の
根
拠
地
と
し

て
も
知
ら
れ
る
｡

針
ノ
木
-
黒
部
-
立
山
越
え
の
ル
ー
ト
は
ま
た
'

信
州
と
越
中
を
結
ぶ
最
短
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
｡
明
治

八
年
(
一
八
七
五
)
､
金
沢
と
野
口
村
な
ど
信
州
側

の
有
志
は
､
交
易
ル
ー
ト
と
し
て
こ
の
道
に
注
目
し
､

開
通
社
を
組
織
し
て
牛
馬
の
通
行
も
可
能
な
幅
三

メ
ー
ト
ル
近
い
有
料
道
路
､
針
ノ
木
新
道
(
信
越
連

帯
新
道
)
　
の
開
削
に
乗
り
だ
す
｡
し
か
し
､
自
然
の

猛
威
に
維
持
､
開
拓
の
資
金
不
足
を
き
た
し
､
明
治

二
二
年
､
よ
う
や
く
全
線
が
開
通
し
営
業
を
始
め
て

わ
ず
か
一
ケ
月
で
廃
棄
に
追
い
込
ま
れ
る
(
*
3
)

夢
の
有
料
道
路
で
あ
っ
た
｡

こ
の
道
路
建
設
に
よ
っ
て
､
平
の
渡
し
場
に
は
初

t
=
ね

め
て
渡
河
施
設
が
設
け
ら
れ
た
｡
文
献
に
は
刻
桶
と

記
さ
れ
た
も
の
や
､
吊
り
橋
を
想
像
さ
せ
る
記
述
も

あ
り
定
か
で
は
な
い
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
桶
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
が
新
道
の
廃
棄
に
と
も
な
っ
て

か
ち
C
L
l

廃
絶
し
､
少
な
く
と
も
十
数
年
間
は
歩
捗
り
に
逆
も

ど
り
す
る
(
*
4
)
｡
明
治
中
期
以
降
､
施
設
が
復

活
'
今
度
は
ワ
イ
ヤ
ー
に
滑
車
の
つ
い
た
純
渡
し
と

な
り
､
や
が
て
同
じ
形
式
だ
が
､
紀
に
か
わ
っ
て
プ

ラ
ン
コ
の
つ
い
た
渡
し
と
な
り
､
つ
い
に
大
正
一
五

年
(
一
九
二
六
)
に
は
電
源
開
発
の
波
が
こ
こ
ま
で

遡
り
､
日
本
電
力
に
よ
っ
て
吊
り
橋
が
設
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
昭
和
三
六
年
'
吊
り
橋
は
黒

四
の
ダ
ム
湖
に
浸
し
､
消
え
去
っ
た
｡

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
'
平
の
渡
し
場
の
写
真
や
､

針
ノ
木
新
道
の
絵
図
｢
越
信
新
道
細
見
図
｣
(
中
島

正
文
写
､
富
山
県
立
図
書
館
蔵
)
な
ど
を
展
示
｡

冠
　
松
次
郎

東
京
都
出
身
(
一
八
八
三
-
一
九
七
〇
)

･
明
治
四
四
年
(
一
九
二
)
､
白
馬
岳
か
ら
祖
母

谷
を
下
り
初
め
て
黒
部
に
接
す
る
｡

･
大
正
六
年
(
一
九
一
七
)
へ
立
山
大
汝
に
登
る
｡

こ
の
時
御
山
谷
出
合
の
碧
玉
の
よ
う
に
澄
ん
で
光

る
丸
い
淵
を
見
つ
け
､
下
降
の
衝
動
に
か
ら
れ
る
｡L

)
い
ら

･
大
正
七
年
へ
一
ノ
越
か
ら
御
山
谷
を
下
降
｡
平
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館物博ど山

方
面
､
御
前
各
方
面
を
探
る
｡

･
大
正
九
年
､
宇
治
長
次
郎
ら
を
伴
い
､
平
か
ら
黒

部
別
田
谷
出
合
付
近
に
達
し
､
岩
小
屋
沢
岳
か
ら
大

町
に
下
る
｡

･
大
正
十
四
年
'
平
ま
で
下
廊
下
の
完
全
遡
行
に
成

功
｡
十
字
峡
を
発
見
'
命
名
す
る
｡

以
後
も
黒
薙
川
や
勉
沢
な
ど
様
々
な
支
流
を
踏
査

し
､
黒
部
川
の
全
貌
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
｡
登

山
史
上
の
黒
部
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
｡
『
黒
部
｣

『
渓
か
ら
の
山
旅
｣
｢
わ
が
山
わ
が
渓
｣
『
山
渓
記
｣

(
全
五
巻
)
な
ど
多
数
の
著
書
が
あ
る
｡
読
者
を
引

き
込
む
独
特
の
筆
致
に
よ
っ
て
､
広
く
黒
部
を
紹
介e

し
た
功
績
も
大
き
い
｡
黒
部
の
父
と
称
さ
れ
る
所

え
ん以

で
あ
る
｡
本
展
で
は
著
書
な
ど
を
紹
介
｡

電
源
開
発
に
ふ
れ
て

黒
部
川
は
平
均
勾
配
四
〇
分
の
一
の
急
勾
配
と
､

安
定
し
た
豊
富
な
水
量
の
た
め
に
'
大
正
の
初
め
か

ら
電
源
開
発
の
上
で
着
目
さ
れ
'
下
流
か
ら
発
電
所

の
建
設
が
進
む
｡
冠
松
次
郎
が
黒
部
を
遡
行
し
た
大

正
一
四
年
に
は
､
す
で
に
宇
奈
月
ま
で
鉄
道
が
ひ
か

れ
､
東
谷
出
合
上
流
ま
で
桟
道
や
歩
道
が
つ
け
ら
れ

て
お
り
､
日
電
歩
道
の
開
削
も
始
ま
っ
た
｡
高
熱
隠

道
の
掘
削
や
志
合
谷
宿
舎
を
襲
っ
た
ホ
ウ
雪
崩
な
ど
､

困
難
と
犠
牲
に
満
ち
た
第
三
発
電
所
､
仙
人
谷
ダ
ム
､

棒
平
-
仙
人
間
の
上
部
軌
道
の
完
成
は
昭
和
一
五
年

の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
昭
和
三
八
年
､
壮
大
な
黒

四
ダ
ム
の
完
成
に
至
る
｡

大
町
の
扇
沢
か
ら
後
立
山
を
貫
通
す
る
ト
ン
ネ
ル

を
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
で
抜
け
､
ダ
ム
に
立
ち
､
昭
和
四

年
に
は
平
ノ
小
屋
-
棒
平
間
を
全
通
さ
せ
た
と
い
う

う
が

絶
壁
に
穿
た
れ
た
旧
日
程
歩
道
を
歩
-
と
き
'
渓
谷

の
迫
力
と
開
発
し
た
人
々
の
気
迫
を
同
時
に
味
わ
う

人
も
多
い
は
ず
で
あ
る
｡
本
展
で
は
関
西
電
力
の
協

力
で
､
菜
園
関
係
資
料
を
展
示
の
予
定
｡

岩
橋
崇
至
氏
の
『
黒
部
渓
谷
｣
軍
費

本
展
で
は
'
黒
部
市
吉
田
科
学
館
の
協
力
で
､
同

た

か

し

館
所
有
の
岩
橋
崇
至
氏
撮
影
の
写
真
を
多
数
展
示
の

予
定
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
は
昭
和
六
二
年
に
山
と
渓
谷
社
か
ら
出
版

さ
れ
た
写
真
集
量
蔀
渓
谷
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

作
品
の
一
部
で
'
七
〇
×
一
〇
〇
セ
ン
チ
の
パ
ネ
ル

を
中
心
に
､
畳
三
枚
大
の
大
作
も
含
む
｡
四
×
五
判

の
大
型
カ
メ
ラ
を
担
ぎ
､
三
年
間
に
お
よ
ぶ
単
独
行

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
作
品
は
､
春
夏
秋
冬
､
黒

都
全
域
に
わ
た
る
力
作
で

あ
る
｡
芸
術
性
は
も
と
よ

り
､
高
い
描
写
性
に
お
い

て
黒
部
を
知
る
資
料
と
し

て
の
価
値
も
高
い
｡

本
展
で
は
さ
ら
に
､
黒

部
の
サ
ル
　
(
赤
座
久
明
氏

提
供
)
､
黒
部
湖
の
魚

(
富
山
県
水
産
試
験
場
提

供
)
　
な
ど
に
つ
い
て
､

デ
ー
タ
の
展
示
を
計
画
し

て
い
る
｡

本
稿
に
記
し
た
協
力
機
関
､
個
人
の
ほ
か
に
､
石

坂
久
忠
氏
､
接
木
正
氏
'
佐
伯
覚
愚
民
(
乎
ノ
小

屋
)
'
富
山
市
科
学
文
化
セ
ン
タ
ー
､
富
山
県
立
立

山
博
物
館
の
皆
さ
ん
'
北
安
中
部
漁
業
協
同
組
合
に

は
取
材
中
ご
協
力
い
た
だ
い
た
｡
ま
た
吉
田
科
学
館

の
飯
田
肇
氏
に
は
特
に
お
世
話
に
な
っ
た
｡

記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
｡

(
*
1
)
『
立
山
黒
部
奥
山
の
歴
史
と
伝
承
｣

唐
満
　
載
　
桂
萱
尻

(
*
2
)
『
北
ア
ル
プ
ス
の
史
的
研
究
｣

中
島
正
文
　
桂
書
房

(
*
3
)
『
大
町
市
史
山
第
四
巻

(
*
4
)
　
*
-
に
同
じ

(
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･
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｢
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