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動
物
軍
真
属

国
ふ
ぞ
く
え
ん
が
や
っ
て
き
た
=
占

市
立
図
書
館
に
て

め
く
っ
て
み
よ
う
-

美
麻
小
中
学
校
に
て

山
岳
博
物
館
の
付
属
園
で
飼
育
し
て
い
る
動
物
の

ほ
と
ん
ど
は
､
北
ア
ル
プ
ス
山
麓
に
生
息
す
る
動
物

で
す
｡
市
内
の
子
供
た
ち
に
､
自
分
た
ち
の
身
近
に

い
る
動
物
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
い
､
実
際
に
生
き

て
い
る
動
物
た
ち
を
見
に
付
属
園
を
訪
れ
て
も
ら
い

た
い
と
い
う
思
い
を
込
め
て
､
新
企
画
『
ふ
ぞ
く
え

ん
が
や
っ
て
き
た
=
圭
　
を
開
催
し
ま
し
た
｡

こ
の
企
画
は
市
内
の
小
学
校
の
掲
示
板
や
廊
下
､

ま
た
市
立
図
書
館
の
一
角
を
利
用
し
て
'
普
段
動
物

た
ち
と
一
番
身
近
に
接
し
て
い
る
飼
育
員
だ
か
ら
こ

そ
撮
影
で
き
る
､
動
物
の
特
徴
や
性
格
を
と
ら
え
た

写
真
を
展
示
し
ま
し
た
｡
ま
た
､
た
だ
写
真
を
見
る

だ
け
で
は
な
く
､
質
問
が
書
か
れ
た
写
真
パ
ネ
ル
を

め
く
る
と
､
そ
の
下
に
正
解
の
写
真
が
現
れ
る
よ
う

な
ク
イ
ズ
形
式
の
展
示
も
行
い
､
子
供
た
ち
が
直
接

パ
ネ
ル
に
手
を
触
れ
て
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
､

よ
り
一
層
興
味
を
引
き
出
せ
る
よ
う
に
工
夫
し
ま
し

た
｡

展
示
を
見
た
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
､
｢
こ
れ
は
僕

わ
か
る
よ
⊥
　
と
か
　
｢
へ
え
ー
､
知
ら
な
か
っ
た
｣

と
言
っ
た
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
｡
展
示
最
終
日
に
は

2
枚
の
パ
ネ
ル
を
と
め
て
い
た
金
具
が
広
が
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
'
多
く
の
子
供
た
ち
に

楽
し
ん
で
も
ら
え
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
し
た
｡
ま

た
先
生
方
か
ら
も
､
｢
こ
の
よ
う
な
展
示
を
ぜ
ひ
ま

た
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
｣
　
と
の
言
葉
を
い
た
だ
き

ま
し
た
｡

付
属
園
に
来
て
た
だ
動
物
を
見
る
だ
け
で
な
く
､

動
物
の
特
徴
や
性
格
を
知
っ
た
上
で
:
そ
の
動
物
に

注
目
す
る
と
､
一
層
親
近
感
が
わ
い
て
く
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
｡
子
供
た
ち
が
ひ
と
つ
で
も
多
く

の
疑
問
を
持
ち
､
自
ら
そ
の
答
え
を
求
め
た
な
ら
ば
､

そ
れ
は
知
識
と
な
っ
て
心
の
中
に
残
る
と
思
い
ま
す
｡

山
岳
博
物
館
の
付
属
園
で
飼
育
し
て
い
る
動
物
は
決

し
て
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
､
｢
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
っ

て
こ
ん
な
動
物
｣
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
､
｢
カ
モ
シ

カ
の
0
0
っ
て
こ
ん
な
性
格
｣
　
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
､

よ
り
深
く
踏
み
込
ん
で
楽
し
み
な
が
ら
学
ん
で
い
た

だ
け
た
ら
何
よ
り
で
す
｡
そ
し
て
　
｢
ま
た
遊
び
に
来

た
よ
⊥
　
と
､
多
く
の
子
供
た
ち
が
付
属
園
を
訪
ね

て
き
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
｡

飯
島
志
洋
　
上
良
智
　
小
嶋
健
太

(
山
岳
博
物
館
　
動
物
飼
育
員
)
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写真1 :登山道からの眺望
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写真2 :岩魚留小屋

館物悼ど山

島
々
か
ら
上
高
地
に
至
る
登
山
道
沿
い
の
山
小
屋

梅
干
野
　
成
央

-
　
山
小
屋
と
の
出
会
い

国
土
の
大
部
分
を
山
地
が
占
め
る
我
が
国
で
は
､

様
々
な
か
た
ち
で
山
と
結
び
つ
き
な
が
ら
生
活
が
い

と
な
ま
れ
て
き
ま
し
た
｡
標
高
の
高
い
山
々
か
ら
な

る
山
岳
も
例
外
で
は
な
く
､
そ
こ
で
は
厳
し
い
自
然

環
境
の
も
と
に
固
有
の
建
築
文
化
が
育
ま
れ
て
き
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
こ
の
山
岳
と
い
う
環

境
に
お
い
て
育
ま
れ
て
き
た
建
物
を
､
山
岳
建
築
と

呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
｡
現
在
､
主
に
山
小
屋
に
即

し
て
山
岳
建
築
の
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
｡

山
小
屋
と
の
出
会
い
は
､
平
成
1
9
年
(
2
0
0
7
)

の
6
月
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
｡
そ
の
と
き
､
私
は
上

高
地
の
明
神
池
近
く
に
た
つ
信
州
大
学
山
岳
科
学
総

合
研
究
所
の
上
高
地
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
修
繕
を
行
っ

て
い
た
の
で
す
が
､
時
間
の
合
間
を
ぬ
っ
て
､
学
生

と
一
緒
に
徳
本
峠
に
の
ぼ
り
ま
し
た
｡
明
神
岳
の
雄

姿
を
後
ろ
に
み
な
が
ら
､
3
時
間
ほ
ど
か
け
て
登
山

道
を
の
ぼ
り
､
た
ど
り
着
い
た
峠
に
た
っ
て
い
た
の

は
､
徳
本
峠
小
屋
と
い
う
名
の
山
小
屋
で
し
た
｡
早

速
､
小
屋
番
さ
ん
に
お
願
い
し
､
建
物
の
な
か
を
見

学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡
簡
素
さ
の
な
か
に
も

暖
か
み
の
あ
る
､
質
の
高
い
建
物
で
し
た
｡
小
屋
番

さ
ん
に
よ
る
と
､
こ
の
山
小
屋
は
､
た
て
ら
れ
て
か

ら
す
で
に
0
0
年
以
上
が
た
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し

た
｡
冬
に
は
建
物
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
雪
が

降
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
き
ま
し
た
し
､
そ
の

よ
う
な
厳
し
い
自
然
環
境
の
な
か
で
5
0
年
以
上
も
登

山
者
の
命
を
守
り
続
け
て
き
た
こ
の
山
小
屋
に
畏
敬

の
念
を
抱
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
｡

2

　

日

本

登

山

史

の

概

略

　

　

､

登
山
と
は
｢
山
に
登
る
こ
と
L
D
を
意
味
し
ま
す
｡

日
本
に
お
け
る
登
山
の
起
源
に
つ
い
て
､
藤
森
栄
一

は
昭
和
5
年
(
1
9
3
0
)
に
八
ヶ
岳
編
笠
山
の
標

高
約
2
4
0
0
m
の
場
所
で
黒
曜
石
の
鍼
を
発
見
し
､

｢
こ
れ
は
当
時
の
私
た
ち
に
は
ま
っ
た
く
想
像
す
ら

で
き
な
か
っ
た
事
実
で
､
そ
の
石
鱗
を
､
こ
の
高
い

と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
き
た
､
お
そ
ら
く
は
大
き
な
エ

ポ
ッ
ク
に
価
し
た
で
あ
ろ
う
彼
ら
の
冒
険
と
努
力
と

に
た
い
し
､
驚
歎
と
尊
敬
と
を
憎
ま
な
か
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
｡
こ
の
記
録
は
そ
の
後
今
日
に
い
た
る
ま

で
､
じ
つ
に
私
の
知
り
え
た
最
高
の
彼
ら
の
足
跡
で

あ
る
｡
お
そ
ら
く
は
神
秘
な
､
一
種
信
仰
的
な
威
圧

を
も
っ
て
彼
ら
の
頭
上
に
そ
び
え
て
い
た
で
あ
ろ
う

峻
峯
へ
､
鬱
蒼
た
る
原
始
林
を
､
金
属
器
を
持
た
な

か
っ
た
彼
ら
が
､
わ
ず
か
に
石
で
つ
く
っ
た
貧
弱
な

利
器
の
み
で
切
開
い
て
､
こ
の
高
処
に
遺
し
た
の
で

あ
る
｡
そ
の
驚
く
べ
き
忍
耐
と
努
力
と
は
､
当
然
､

登
山
史
の
第
一
頁
に
あ
が
な
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
も

の
に
違
い
な
い
｡
｣
の
と
記
し
て
い
ま
す
｡
こ
う
し

て
幕
を
開
け
た
登
山
の
歴
史
は
､
生
業
や
信
仰
な
ど

と
結
び
つ
き
な
が
ら
､
脈
々
と
育
ま
れ
て
き
ま
し
た
｡

近
代
に
な
る
と
､
明
治
2
7
年
(
1
8
9
4
)
に
志

賀
重
昂
の
百
本
風
景
論
』
訓
や
明
治
2
9
年
(
1
8

9
6
)
に
W
a
-
t
①
｢
W
の
s
t
o
n
の
『
M
O
U
Z
一
A
H
N

田
E
R
一
Z
G
A
Z
D
由
X
P
r
O
R
A
∃
O
N
S
N
づ
日
田

J
A
P
A
N
E
S
E
A
L
P
S
』
の
な
ど
の
文
献
が
発
表
さ

れ
､
こ
れ
ら
の
文
献
に
影
響
を
う
け
た
小
島
烏
水
ら

が
明
治
3
8
年
(
1
9
0
5
)
に
日
本
山
岳
会
を
発
足

さ
せ
ま
し
た
｡
こ
う
し
た
背
景
を
へ
て
､

山
に
の
ぼ
る
こ
と
自
体
に
よ
ろ
こ
び
を

み
い
だ
す
近
代
登
山
の
風
潮
が
広
ま
り

ま
し
た
｡
と
り
わ
け
､
高
山
峻
岳
が
密
一

葉
し
て
い
る
北
ア
ル
プ
ス
は
､
近
代
登
-

山
の
影
響
を
と
く
に
強
く
う
け
た
山
岳

地
域
で
あ
る
と
い
え
ま
す
｡

北
ア
ル
プ
ス
に
は
､
明
治
中
期
以
降
､

登
山
者
が
著
し
く
増
加
し
ま
し
た
㌔
そ

れ
に
応
じ
て
､
明
治
4
0
年
(
1
9
0
7
)
の
白
馬
山

荘
の
建
設
を
皮
切
り
に
､
北
ア
ル
プ
ス
に
は
多
く
の

山
小
屋
が
た
て
ら
れ
ま
し
た
｡
北
ア
ル
プ
ス
を
訪
れ

る
登
山
者
は
､
昭
和
初
期
ま
で
増
加
し
ま
し
た
が
､

日
中
戦
争
が
始
ま
る
と
減
少
傾
向
に
転
じ
､
太
平
洋

戦
争
の
戦
火
が
激
し
く
な
る
終
戦
直
前
の
数
年
は
激

減
し
ま
し
た
㌔
そ
の
た
め
､
多
く
の
山
小
屋
は
､

こ
の
時
期
に
営
業
さ
れ
ず
､
建
物
が
傷
み
､
た
て
か

え
を
強
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
こ
う
し
た
歴

史
的
な
経
緯
を
ふ
ま
え
る
と
'
終
戦
を
む
か
え
た
昭

和
2
0
年
(
1
9
4
5
)
を
山
小
屋
の
建
物
の
大
き
な

変
わ
り
目
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
､

そ
れ
以
前
に
た
て
ら
れ
た
山
小
屋
の
建
物
は
近
代
登

山
初
期
の
歩
み
を
伝
え
る
文
化
遺
産
で
あ
る
と
い
え

ま
す
｡

3
　
岩
魚
留
小
屋
･
徳
本
峠
小
屋
･

嘉
門
次
小
屋

北
ア
ル
プ
ス
に
は
た
く
さ
ん
の
登
山
道
が
敷
か
れ

て
お
り
､
そ
の
沿
道
に
は
た
く
さ
ん
の
山
小
屋
が
た

っ
て
い
ま
す
｡
こ
れ
ら
の
山
小
屋
に
つ
い
て
､
終
戦

を
む
か
え
た
昭
和
2
0
年
(
1
9
4
5
)
以
前
に
た
て
ら

れ
た
建
物
が
遺
存
す
る
山
小
屋
を
調
べ
ま
し
た
?
.

そ
の
結
果
､
北
ア
ル
プ
ス
に
た
つ
1
0
6
軒
の
山
小

屋
の
う
ち
､
1
 
6
軒
の
山
小
屋
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
し

た
｡
と
く
に
､
島
々
か
ら
上
高
地
に
至
る
登
山
道
沿

い
に
は
､
こ
の
う
ち
の
3
軒
(
岩
魚
留
小
屋
･
徳
本

峠
小
屋
･
嘉
門
次
小
屋
)
が
分
布
し
て
い
ま
し
た
｡

こ
の
､
島
々
か
ら
上
高
地
に
至
る
登
山
道
は
､
近
代

登
山
初
期
､
上
高
地
に
入
山
す
る
た
め
の
本
道
で
あ

り
､
多
く
の
登
山
家
が
通
っ
た
由
緒
あ
る
登
山
道
で

す
｡
ま
た
､
こ
の
登
山
道
は
､
中
間
地
点
の
徳
本
峠

に
た
っ
た
W
a
こ
の
｢
W
の
s
t
茎
が
そ
の
風
景
を
み
て
､

｢
圭
=
i
①
w
f
r
冒
n
①
a
二
h
①
h
i
g
h
①
s
t
呈
n
{
e
f

t
h
の
p
a
s
s
i
s
o
n
の
〇
二
h
①
g
r
a
n
d
の
s
t
i
n
J
a
p
a
n
.

s
o
の
n
t
i
r
の
-
y
d
S
S
i
t
d
i
幕
r
i
:
h
a
r
a
c
t
①
〓
【
.
冒

手
の
o
l
d
i
n
a
l
y
ヨ
…
n
〔
a
i
〇
二
a
n
d
s
c
a
p
の
s
w
享

t
h
の
i
】
｣
C
u
n
d
①
d
o
u
≡
n
①
s
a
n
d
<
①
〇
･
d
E
･
?
e
】
a
d

s
-
o
p
の
S
.
(
峠
の
峰
付
近
か
ら
の
眺
め
は
こ
の
国
で
も

と
く
に
雄
大
な
も
の
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
､
他
の
山
々

の
丸
み
を
帯

び
た
輪
郭
や

斜
面
を
緑
の

樹
林
で
蔽
わ

れ
た
景
観
と

は
ま
っ
た
く

性
格
を
異

に

し

て

い

る
｡
)
｣
　
の
と

絶
賛
し
た
よ

う
に
､
類
い

ま
れ
な
眺
望
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写真3 :徳本峠小屋
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図4　徳本峠小屋痕跡図(S-1/200)
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図3　徳本峠小屋b-bI断面図(S=1/200)

~　~　~　~　~　~　~　~　-　~　~ i

:凡例: ①　原形

図5　徳本峠小屋復原図(SニI/200)

館物悼ど山

(
写
真
1
)

を
有
し
て

い
ま
す
｡

･
岩
魚
留

小
屋
(
写

真
2
)
/

標
高
‥
1

2
6
0
m

/
建
築

年
‥
明
治

4
4
年
(
1

9
1
1
)

以
前
/
建
築
構
造
‥
木
造

岩
魚
留
小
屋
は
､
島
々
谷
南
沢
岩
魚
留
沢
出
合
に

た
つ
山
小
屋
で
､
明
治
4
4
年
(
1
9
1
1
)
に
民
間

に
払
い
下
げ
ら
れ
た
農
商
務
省
安
曇
小
林
区
署
の
岩

魚
留
官
舎
を
移
築
し
て
利
用
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡
6
5

･
徳
本
峠
小
屋
(
写
真
3
)
/
標
高
‥
2
1
3
5
m

/
建
築
年
‥
大
正
1
 
2
年
(
1
9
2
4
)
/
建
築
構
造
‥

木
造徳

本
峠
小
屋
は
､
島
々
か
ら
上
高
地
に
至
る
登
山

道
の
最
高
地
点
で
あ
る
徳
本
峠
に
た
つ
山
小
屋
で
､

の
明
神
池
の
畔
に
た
つ
､
上
條
嘉
門
次
に
由
来
す
る

山
小
屋
で
す
三
景
門
次
は
､
明
治
1
 
3
年
(
1
8
8
0
)

か
ら
上
高
地
に
住
み
､
著
名
な
登
山
者
ら
の
山
行
に

山
案
内
人
と
し
て
同
行
し
た
用
人
物
と
し
て
知
ら
れ

て
い
ま
す
｡

4
　
徳
本
峠
小
屋
の
原
形
と

現
形
な
ら
び
に
変
容
過
程

島
々
か
ら
上
高
地
に
至
る
登
山
道
沿
い
に
た
つ
岩

魚
留
小
屋
･
徳
本
峠
小
屋
･
嘉
門
次
小
屋
の
建
物
を

調
べ
､
近
代
登
山
の
歴
史
の
な
か
で
山
小
屋
が
た
ど

っ
た
建
築
の
い
と
な
み
に
つ
い
て
研
究
を
行
い
ま
し

た
｡
こ
こ
で
は
､
こ
の
研
究
成
果
を
､
徳
本
峠
小
屋

に
即
し
て
説
明
し
ま
す
｡
私
た
ち
の
研
究
は
基
本
的

に
建
物
を
扱
い
ま
す
｡
そ
の
た
め
､
現
場
に
行
っ
て
､

建
物
を
は
か
り
､
図
面
を
作
成
し
､
建
物
の
現
在
の

姿
(
現
形
)
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
が
を
把
握
す
る
こ

と
が
研
究
の
前
提
と
な
り
ま
す
｡
ま
た
､
建
物
を
は

か
る
際
に
は
､
建
物
の
柱
な
ど
､
個
々
の
部
材
に
残

っ
て
い
る
痕
跡
も
確
認
し
ま
す
∵
｣
の
痕
跡
は
､
建

物
の
あ
る
時
点
の
姿
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な

資
料
と
な
り
ま
す
｡
こ
れ
を
も
と
に
､
建
物
の
当
初

の
姿
(
原
形
)
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
､
ま
た
､

大
正
1
 
2
年
(
1
9
2
3
)
に
上

高
地
温
泉
ホ
テ
ル
が
徳
本
峠

に
借
地
を
し
て
小
屋
を
た
て

た
こ
と
に
は
じ
ま
る
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
｡
捕

･
嘉
門
次
小
屋
(
写
真
4
)

/
標
高
‥
1
5
2
5
m
/
建

築
年
‥
大
正
6
年
(
1
9
1

7
)
か
ら
昭
和
1
 
2
年
(
1
9

3
7
)
の
間
/
建
築
構
造
‥

木
造嘉

門
次
小
屋
は
､
上
高
地

そ
の
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
復

原
し
ま
す
｡

･
徳
本
峠
小
屋
の
現
形
(
図
1
･
図

2
･
図
3
)

ま
ず
､
徳
本
峠
小
屋
の
現
在
の
姿
を

述
べ
ま
す
｡
篠
本
峠
小
屋
は
､
木
造
で
､

壁
は
板
壁
､
屋
根
は
板
葺
き
で
､
板
は

石
を
置
い
て
固
定
し
て
い
ま
す
｡
建
物

の
内
部
は
､
宿
泊
室
､
売
店
､
食
堂
､

厨
房
､
サ
ン
ル
ー
ム
､
物
置
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
ま
す
｡
建
物
の
外
部
に
は
､

補
強
の
た
め
の
丸
太
が
何
本
も
た
て
か
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け
ら
れ
て
い
ま
す
｡
建
物
の
ま
わ
り
に
は
､
南
側
に

島
々
谷
を
見
渡
せ
る
休
憩
場
が
あ
り
､
北
西
に
穂
高

連
峰
を
一
望
で
き
る
広
場
が
あ
り
､
南
西
に
テ
ン
ト

場
が
あ
り
ま
す
｡

･
徳
本
峠
小
屋
の
原
形

つ
き
に
､
徳
本
峠
小
屋
が
た
て
ら
れ
た
当
初
の
姿

を
述
べ
ま
す
｡
痕
跡
A
　
(
図
4
)
か
ら
､
こ
の
位
置

に
壁
が
あ
り
､
痕
跡
B
(
図
4
)
か
ら
､
こ
の
位
置

で
屋
根
が
切
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
｡
さ
ら

に
､
痕
跡
C
､
D
､
E
　
(
図
4
)
か
ら
､
か
つ
て
床

は
現
状
よ
り
高
く
､
当
時
か
ら
､
痕
跡
E
(
図
4
)

の
北
側
に
二
間
×
二
尺
の
床
の
間
な
い
し
押
入
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
さ
ら
に
､
昭
和
5
年
(
1

9
3
0
)
以
前
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
聞
な
ど
か
ら
､

当
初
は
､
売
店
部
分
(
図
5
-
④
)
が
な
か
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
｡
さ
ら
に
､
宿
泊
室
の
小
屋
組
が

煤
け
て
い
る
こ
と
か
ら
､
室
内
に
は
炉
が
配
さ
れ
て

い
た
と
推
察
で
き
ま
す
｡
以
上
か
ら
､
徳
本
峠
小
屋

の
原
形
は
､
梁
行
二
間
半
×
桁
行
三
間
に
二
間
×
二

尺
の
床
の
間
な
い
し
押
入
が
も
う
け
ら
れ
た
小
さ
な

空
間
で
あ
り
､
そ
の
室
内
に
は
炉
が
配
さ
れ
て
い
た

と
推
察
で
き
ま
す
｡
(
図
5
-
①
)

･
徳
本
峠
小
屋
の
変
容
過
程

で
は
､
以
上
で
述
べ
た
徳
本
峠
小
屋
の
現
形
と
原

形
を
ふ
ま
え
､
そ
の
変
容
過
程
を
述
べ
ま
す
｡
昭
和

9
年
(
1
9
3
4
)
に
出
版
さ
れ
た
『
北
ア
ル
プ
ス
』

に
､
｢
徳
本
峠
小
屋
収
容
二
五
名
｣
廟
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
､
こ
の
当
時
'
す
で
に
原
形
か
ら
規
模

が
大
き
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
こ
の
当

時
の
徳
本
峠
小
屋
は
､
痕
跡
F
､
G
､
H
　
(
図
4
)
､

お
よ
び
､
昭
和
4
6
年
(
1
9
7
1
)
以
前
に
撮
影
さ

れ
た
写
真
用
か
ら
､
原
形
の
東
側
に
桁
行
二
間
分
(
図

5
-
②
)
が
増
築
さ
れ
た
姿
､
も
し
く
は
､
さ
ら
に

そ
の
東
妻
面
に
下
屋
(
図
5
-
③
)
が
増
築
さ
れ
た

姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
つ
き
に
､
昭
和
2
7

午
(
1
9
5
2
)
頃
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
胸
と
昭
和

4
2
年
(
1
9
6
7
)
以
前
に
撮
影
さ
れ
た
写
真
胸
か

ら
､
昭
和
2
7
年
(
1
9
5
2
)
か
ら
昭
和
4
2
年
(
1

9
6
7
)
の
間
に
現
在
の
売
店
部
分
(
5
-
④
)
が

増
築
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
｡
そ
の
後
､
厨
房

の
改
修
(
図
5
-
⑤
)
､
サ
ン
ル
ー
ム
(
図
5
-
⑥
)
へ

物
置
(
図
5
-
⑦
)
の
増
築
を
同
時
期
に
行
い
､
昭

和
5
0
年
(
1
9
7
5
)
に
は
現
在
の
姿
に
な
っ
た
と

い
い
ま
す
｡

･
徳
本
峠
小
屋
の
今
昔

と
こ
ろ
で
､
昭
和
3
年
(
1
9
2
8
)
　
に
出
版
さ

れ
た
百
本
北
ア
ル
プ
ス
案
内
』
間
に
､
徳
本
峠
小

屋
に
ま
つ
わ
る
興
味
深
い
広
告
を
発
見
し
ま
し
た
｡

こ
の
広
告
に
は
､
｢
徳
本
峠
頂
上
に
お
い
て
､
著
名

な
る
雄
峰
穂
高
岳
を
眺
め
乍
ら
頂
上
小
屋
の
名
物
ミ

ツ
豆
や
､
蕎
麦
を
昧
ひ
つ
つ
英
気
を
蓑
ふ
に
は
､
ど

う
し
て
も
休
ま
ね
は
な
ら
ぬ
唯
一
の
小
屋
で
あ
る
｡

熱
い
コ
ー
ヒ
ー
や
サ
イ
ダ
ー
及
カ
ル
ピ
ス
其
の
他
食

料
品
一
切
完
備
し
て
あ
り
ま
す
｡
徳
本
峠
頂
上
小

屋
百
瀬
≡
里
と
書
い
て
あ
り
ま
す
｡
当
時
､
徳

本
峠
小
屋
で
は
､
コ
ー
ヒ
ー
や
サ
イ
ダ
ー
や
カ
ル
ピ

ス
な
ど
が
売
ら
れ
て
お
り
､
ハ
イ
カ
ラ
な
価
値
を
目

指
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
｡
一
方
､
そ
れ
か

ら
5
0
年
以
上
が
た
っ
た
今
日
､
か
つ
て
ハ
イ
カ
ラ
な

価
値
を
目
指
し
て
い
た
徳
本
峠
小
屋
は
､
山
小
屋
ら

し
さ
と
い
う
歴
史
的
な
価
値
を
得
た
と
い
え
ま
す
｡

5
　
山
小
屋
に
お
け
る
建
築
の
い
と
な
み

徳
本
峠
小
屋
は
､
炉
を
配
し
た
小
さ
な
空
間
を
原

形
と
し
て
､
こ
の
原
形
を
の
こ
し
つ
つ
段
階
的
に
増

築
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
｡
こ
う
し
た
建
築
の
い
と

な
み
は
､
岩
魚
留
小
屋
と
嘉
門
次
小
屋
に
も
み
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
の
で
､
山
小
屋
に
お
け
る
一
つ
の

支
配
的
な
建
築
の
い
と
な
み
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
｡

現
在
､
山
岳
に
は
､
幾
筋
も
の
登
山
道
が
敷
か
れ
､

そ
の
沿
道
に
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
山
小
屋
が
た

っ
て
い
ま
す
｡
近
代
登
山
が
興
っ
て
か
ら
､
す
で
に
､

1
0
0
年
以
上
が
経
過
し
て
い
る
今
日
､
山
岳
と
い

う
場
に
は
､
固
有
の
建
築
文
化
が
息
づ
い
て
い
る
と

い
え
ま
す
｡
山
岳
景
観
を
描
き
続
け
た
東
山
魁
夷
は
､

ド
イ
ツ
の
古
い
小
さ
な
町
を
旅
し
た
際
､
あ
る
ド
イ

ツ
人
の
言
葉
を
か
り
て
｢
古
い
建
物
の
無
い
町
は
､

想
い
出
の
無
い
人
間
と
同
じ
で
あ
る
｣
と
い
う
言

葉
を
遺
し
ま
し
た
里
東
山
魁
夷
が
､
町
と
い
う
場

に
対
し
て
遺
し
た
こ
の
言
葉
は
､
山
岳
と
い
う
場
に

対
し
て
も
あ
て
は
ま
る
で
し
ょ
う
｡
山
岳
に
､
新
し

い
も
の
し
か
な
い
場
合
､
山
岳
と
い
う
場
で
育
ま
れ

て
き
た
文
化
を
感
じ
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
｡

一
方
､
古
い
も
の
し
か
な
い
場
合
､
山
岳
と
い
う
場

は
､
時
代
の
流
れ
に
と
り
の
こ
さ
れ
て
し
ま
う
で
し

ょ
う
｡
そ
う
い
っ
た
意
味
で
､
山
岳
と
い
う
場
に
は
､

古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
が
混
在
し
て
い
る
べ
き
で

す
｡

こ
の
考
え
方
を
ふ
ま
え
て
､
こ
れ
か
ら
の
山
小
屋

の
建
物
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
と
､
先

に
述
べ
た
山
小
屋
に
お
け
る
一
つ
の
支
配
的
な
建
築

の
い
と
な
み
は
､
有
意
義
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま

す
｡
山
小
屋
の
建
物
に
は
'
時
代
の
変
化
に
あ
わ
せ

な
が
ら
､
原
形
を
の
こ
し
つ
つ
段
階
的
に
増
築
が
行

わ
れ
る
と
い
う
､
古
い
も
の
を
の
こ
し
つ
つ
新
し
い

も
の
を
加
え
て
い
く
､
古
い
も
の
と
新
し
い
も
の
を

融
合
す
る
論
理
が
備
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
｡
こ
の

論
理
は
､
山
小
屋
の
建
物
は
も
と
よ
り
､
世
界
の
建

築
文
化
を
未
来
へ
と
承
け
継
ぎ
伝
え
て
い
く
可
能
性

を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
｡

本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
､
岩
魚
留
小
屋
の
皆

様
､
徳
本
峠
小
屋
の
皆
様
､
嘉
門
次
小
屋
の
皆
様
に

は
多
く
の
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
｡
末
筆
な
が
ら
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
｡
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1
9
6
7
年
)

2
9
-
0
0
頁
引
用

訓
　
志
賀
重
昂
『
日
本
風
宗
論
』
　
(
政
教
社
､
1
8
9
4
年
)

の
　
W
a
L
t
e
r
W
e
s
t
o
n
『
M
O
U
N
T
A
t
N
E
E
R
Z
N
G
A
N
D

田
X
P
r
O
R
>
∃
0
2
-
Z
■
国
E
J
A
P
A
Z
田
S
的
>
r
P
S
』

(
L
h
o
n
M
三
･
〇
a
y
､
1
8
9
6
年
)

引
　
市
川
健
夫
　
『
日
本
を
知
る
日
本
ア
ル
プ
ス
と
上
高
地
』
　
(
大

巧
社
､
1
9
9
8
年
)
　
1
9
4
頁
参
照

㊥
　
安
川
茂
雄
　
『
近
代
日
本
登
山
史
』
　
(
四
季
曹
館
､
1
9
7
6

年
)
　
4
8
5
頁
参
照

の
　
金
子
博
文
　
『
北
ア
ル
プ
ス
山
小
屋
案
内
』
　
(
山
と
渓
谷
社
､

1
9
8
1
年
)
　
と
柳
原
修
一
『
北
ア
ル
プ
ス
山
小
屋
物
語
』
　
(
東

京
新
聞
出
版
局
､
1
9
9
0
年
)
　
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
山
小

屋
を
参
考
に
把
握
し
た
｡

㊥
　
英
文
は
注
4
前
掲
･
W
の
s
t
S
『
M
O
U
Z
■
A
≡
E
田
R
-
Z
G

A
Z
口
的
X
P
r
O
R
>
∃
O
Z
一
Z
づ
王
E
J
A
P
A
Z
田
S
田
>
r
P
S
』

2
6
頁
を
引
用
し
､
括
弧
内
の
日
本
語
訳
は
青
木
枝
朗
訳
　
『
日

本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
』
　
(
岩
波
書
店
､
1
9
9
7
年
)

3
9
頁
を
引
用
し
た
｡

訓
　
上
條
武
『
上
高
地
2
常
念
烏
帽
子
縦
走
記
』
　
(
独
木
菖
房
､

2

0

0

4

年

)

　

2

-

2

-

2

1

4

頁

参

照

周
　
横
山
篤
実
≡
高
地
物
語
-
そ
の
歴
史
と
自
然
-
』
(
伝

州
の
旅
社
､
1
9
8
1
年
)
1
1
7
頁
参
関

川
　
堀
勝
彦
･
川
村
宏
･
小
林
靖
彦
編
三
代
の
山
-
裏
門
次

小
屋
1
0
0
年
の
あ
ゆ
み
-
』
　
(
上
條
輝
夫
､
1
9
7
9
年
)

2
8
-
3
9
頁
参
照

吻
　
熊
澤
正
夫
『
上
高
地
(
登
山
と
研
究
)
』
　
(
刀
江
書
院
､
1

9
3
0
年
)
　
口
絵
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
を
参
照
し
た
｡

ゆ
　
小
笠
原
勇
八
･
小
島
六
郎
･
鈴
木
勇
･
濾
過
公
平
詑
ア

ル
プ
ス
』
　
(
三
省
堂
､
1
9
3
4
年
)
　
2
5
8
頁
引
用

m
　
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
　
(
1
9
7
-
年
8
月
1
 
9
日
(
夕
刊
)
)
第

5
両
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
を
参
照
し
た
｡

灼
　
注
7
前
掲
･
柳
原
『
北
ア
ル
プ
ス
山
小
屋
物
語
』
1
3
頁
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
を
参
照
し
た
｡

凋
　
志
摩
直
人
≡
高
地
文
学
登
山
』
　
(
大
同
書
院
､
1
9
6
7

年
)
　
8
3
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
写
真
を
参
照
し
た
｡

珂
　
松
下
元
百
本
北
ア
ル
プ
ス
登
山
案
内
d
(
南
安
日
本
ア
ル

プ
ス
休
泊
所
組
合
､
1
9
2
9
年
)
付
録
頁
引
用

灼
　
東
山
魁
夷
｢
ド
イ
ツ
､
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
旅
し
て
｣
　
(
同
『
東

山
魁
夷
全
集
第
6
巻
ド
イ
ツ
､
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
旅
』
　
講

談
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､

1

1

5

-

-

-

1

頁

､

1

9

7

9

年

)

1

-
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頁

引
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(
信
州
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学
工
学
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学
科
･

信
州
大
学
山
岳
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学
総
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研
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助
教
)

山
と
博
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第
5
4
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7
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