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神
様
の
つ
か
い
に
会
っ
た丸

山
　
卓
識

春
の
星
座
に
な
る
が
､
か
ら
す
座
が
あ
る
｡
闇
夜
の
カ
ラ

ス
よ
ろ
し
く
､
鳥
の
形
と
い
う
よ
り
も
､
夜
空
に
居
場
所
を

示
す
よ
う
に
4
個
の
星
が
い
び
つ
な
小
さ
な
四
角
形
を
作
っ

て
い
る
(
写
真
1
　
中
央
の
四
角
い
星
の
な
ら
び
｡
左
上
の

明
る
い
星
は
お
と
め
座
の
ス
ピ
カ
)
｡

カ
ラ
ス
は
昔
､
白
か
っ
た
と
い
う
二
品
貴
な
烏
で
､
太
陽

の
神
ア
ポ
ロ
ー
ン
に
仕
え
て
い
た
｡
鳴
き
声
も
美
し
く
､
人

の
言
葉
さ
え
し
ゃ
べ
っ
た
と
い
う
｡
あ
る
日
神
様
の
お
っ
か

い
で
泉
に
水
を
く
み
に
行
っ
た
｡
し
か
し
､
途
中
で
好
物
の

イ
チ
ジ
ク
を
見
つ
け
て
食
べ
頃
に
な
る
の
を
待
っ
て
い
た
た

め
､
そ
の
お
っ
か
い
に
何
日
も
か
け
て
し
ま
っ
た
.
遅
く
な

っ
た
理
由
を
神
様
に
問
わ
れ
た
カ
ラ
ス
は
､
泉
の
水
蛇
が
邪

魔
を
し
て
水
を
く
め
な
か
っ
た
と
嘘
を
つ
い
た
｡
言
い
訳
は

今
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
､
す
べ
て
を
お
見
通
し
だ
っ

た
神
様
の
怒
り
を
か
っ
て
､
カ
ラ
ス
は
､
色
は
黒
く
､
鳴
き

声
も
綺
麗
な
声
か
ら
､
た
だ
､
カ
ー
カ
ー
と
鳴
く
だ
け
に
さ

れ
て
し
ま
っ
た
(
お
話
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
､
嘘
を
つ

い
て
黒
く
さ
れ
た
こ
と
は
基
本
の
よ
う
だ
)
｡

写
真
2
-
3
は
､
7
月
に
安
曇
野
市
内
を
サ
イ
ク
リ
ン
グ

中
に
妻
が
見
つ
け
た
ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
で
あ
る
｡
風
切
羽
の

一
部
が
白
い
｡
は
じ
め
は
白
と
黒
の
め
ず
ら
し
い
烏
が
い
る

と
い
わ
れ
て
､
ま
さ
か
安
曇
野
市
に
カ
サ
サ
ギ
が
進
出
F
:
ど

び
っ
く
り
し
た
が
､
そ
れ
ほ
ど
パ
ン
ダ
で
は
な
く
､
形
､
大

き
さ
は
ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
は
単
独
で
一

声
も
鳴
か
な
か
っ
た
が
､
後
日
再
訪
す
る
と
家
族
連
れ
で
(
写

真
4
)
､
カ
ー
カ
ー
と
鳴
い
て
く
れ
た
｡

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
検
索
で
も
少
し
引
っ
か
か
っ
て
き
て
､

長
野
県
内
で
は
数
年
前
に
も
千
曲
川
周
辺
で
見
か
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
､
時
々
こ
の
よ
う
な
カ
ラ
ス
が
い
る
ら
し
い
｡

全
身
真
っ
白
な
ア
ル
ビ
ノ
も
い
る
よ
う
だ
｡

日
食
に
大
雨
に
地
震
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
々
､
な
ん
と

も
落
ち
着
か
な
い
こ
の
裏
だ
っ
た
が
､
神
様
に
少
し
近
い
カ

ラ
ス
に
出
会
え
る
貴
重
な
体
験
を
し
た
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
友
の
会
会
員
)
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写真1　山付登山人形
平成　筆者蔵15.7X6.OX5.0cm

館物博ど山

彫
刻
に
な
っ
た
登
山
風
景

-
松
春
白
樺
工
芸
の
山
付
登
山
人
形
に
つ
い
て
-

岸

　

田

　

恵

　

理

は
じ
め
に

松
本
に
は
､
山
岳
を
背
景
に
登
山
す
る
人
を
彫
り

こ
ん
だ
登
山
人
形
が
あ
る
(
写
真
1
)
｡
こ
の
人
形

を
｢
山
付
登
山
人
形
｣
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
∵
｣

の
松
本
白
樺
工
芸
の
山
付
登
山
人
形
は
､
黙
も
く
と

登
山
す
る
人
と
断
崖
が
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
に

は
自
然
に
立
ち
向
か
っ
て
生
活
圏
を
確
保
し
て
い
っ

た
西
洋
の
厳
格
な
自
然
観
に
見
ら
れ
る
､
自
然
と
人

間
の
対
立
構
造
は
見
て
と
れ
な
い
｡
こ
の
人
形
は
私

見
に
よ
れ
ば
､
少
な
く
と
も
西
洋
に
は
な
い
発
想
に

よ
っ
て
い
る
｡
こ
の
造
形
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
生

れ
た
の
だ
ろ
う
｡

数
件
ま
わ
っ
た
み
や
げ
物
店
や
工
芸
店
の
話
で
は
､

つ
い
最
近
ま
で
松
本
白
樺
工
芸
の
組
合
が
あ
っ
た
が
､

手
間
の
割
り
に
は
も
う
け
に
つ
な
が
ら
ず
'
輸
入
品

の
安
価
な
み
や
げ
物
に
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
っ
て
作
り

手
が
育
た
ず
､
現
在
制
作
し
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど

い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

小
稿
で
は
ま
ず
､
松
本
白
樺
工
芸
に
つ
い
て
概
観

し
た
う
え
で
､
登
山
人
形
の
成
立
を
跡
づ
け
た
の
ち
､

そ
の
成
立
の
背
景
と
し
て
西
欧
の
写
実
表
現
の
受
容

か
ら
名
も
な
い
山
岳
風
景
が
作
品
に
現
わ
れ
て
く
る

経
過
に
触
れ
て
､
日
本
の
伝
統
的
造
形
の
技
術
と
西

洋
の
写
実
の
精
神
と
の
結
合
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
こ

の
ユ
ニ
ー
ク
な
立
体
造
形
の
誕
生
を
導
い
て
み
た
い
｡

一
松
本
白
樺
工
芸
の
全
貌

(
-
)
戦
前

松
本
白
樺
工
芸
に
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
形
象
の
み
や

げ
物
が
あ
る
が
､
発
端
は
白
樺
を
主
な
材
料
と
し
て

木
彫
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
､
山
の
み
や
げ
で
あ
っ

た
｡
そ
れ
は
木
彫
り
の
登
山
人
形
が
起
源
と
さ
れ
て

い
る
｡
明
治
末
に
武
者
小
路
実
篤
や
志
賀
直
我
ら
が

広
め
た
熱
い
人
道
主
義
と
理
想
に
燃
え
た
白
樺
派
の

運
動
に
よ
る
白
樺
材
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
の
影
響
と

日
本
ア
ル
プ
ス
登
山
の
ブ
ー
ム
に
支
え
ら
れ
て
､
大

正
未
に
は
白
樺
細
工
の
商
品
形
成
の
基
礎
が
固
め
ら

れ
て
い
た
｡

梓
川
村
に
住
ん
で
い
た
藤
野
忠
清
(
一
九
〇
〇
～

一
九
九
°
)
は
一
九
二
七
年
(
昭
和
二
)
ご
ろ
､

松
本
駅
前
の
店
頭
で
販
売
さ
れ
は
じ
め
た
白
樺
材
の

み
や
げ
物
と
白
樺
派
の
運
動
の
流
行
か
ら
都
会
に
も

販
路
を
広
げ
る
可
能
性
を
見
定
め
､
白
樺
細
工
製
造

販
売
卸
の
藤
野
忠
清
製
作
所
を
創
業
し
た
｡
藤
野
は

東
京
を
は
じ
め
そ
の
ほ
か
の
都
市
の
百
貨
店
･
運
動

具
店
･
書
店
･
文
具
店
に
売
り
込
み
､
彫
刻
や
彩
色

の
職
人
を
萎
成
し
､
新
商
品
作
り
に
取
り
組
ん
だ
｡

一
九
三
一
年
(
昭
和
六
)
に
は
北
海
道
か
ら
台
湾
ま

で
の
販
売
網
を
築
い
て
い
る
｡

松
本
白
樺
工
芸
の
最
初
の
登
山
人
形
を
発
案
し
た

わ

く

r

t

ひ
と
り
で
あ
る
彫
刻
家
清
水
濁
水
(
一
八
八
五
～
一

九
七
三
)
や
高
木
伴
十
郎
ら
制
作
者
と
松
本
駅
前
で

販
売
し
て
い
た
松
田
国
太
郎
ら
は
､
藤
野
に
刺
激
さ

れ
て
､
本
格
的
に
白
樺
細
工
に
取
り
組
む
よ
う
に
な

っ
た
｡
専
業
の
彫
刻
･
彩
色
職
人
､
建
具
関
係
の
額

縁
製
造
者
･
ロ
ク
ロ
細
工
や
木
の
実
細
工
な
ど
の
新

商
品
の
製
造
者
･
白
樺
材
の
取
り
扱
い
業
者
･
専
門

の
問
屋
な
ど
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
｡
一
九
三
一
年

(
昭
和
六
)
ご
ろ
に
は
､
独
自
の
大
規
模
な
販
売
網

を
確
立
し
た
藤
野
に
対
す
る
反
発
か
ら
､
松
田
国
太

郎
は
清
水
湧
水
ら
と
三
九
名
で
松
本
白
樺
睦
会
を
結

成
､
対
抗
勢
力
と
し
て
商
戦
を
展
開
し
て
い
く
｡
一

九
三
七
年
(
昭
和
一
二
)
日
中
戦
争
が
は
じ
ま
る
と
､

白
樺
細
工
で
も
兵
隊
の
み
や
げ
や
慰
問
襲
用
の
も
の

も
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
し
か
し
一
九
四
一

年
(
昭
和
一
六
)
ご
ろ
に
な
る
と
戦
時
体
制
は
深
刻

化
し
白
樺
業
界
か
ら
脱
退
す
る
企
業
も
多
く
な
る
｡

そ
う
し
た
中
で
も
､
傷
病
兵
の
温
泉
保
養
所
の
み
や

げ
店
は
繁
盛
し
､
白
樺
細
工
の
需
要
が
あ
っ
た
｡
さ

ら
に
､
物
資
不
足
の
中
､
全
国
的
な
み
や
げ
品
の
産

地
と
な
っ
て
い
た
松
本
の
白
樺
関
係
の
問
屋
へ
は
注

文
が
殺
到
し
て
い
る
｡

(
2
)
　
戦
後

戦
後
は
､
一
九
四
五
年
(
昭
和
二
〇
)
松
本
市
内

に
進
駐
し
た
米
兵
の
た
め
の
み
や
げ
品
の
売
店
の
商

品
と
し
て
白
樺
細
工
も
選
定
さ
れ
た
｡
一
九
五
〇
年

(
昭
和
二
五
)
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
と
､
在
日
米

軍
向
け
の
み
や
げ
物
店
に
は
白
樺
細
工
の
風
景
額
や

木
彫
の
風
俗
人
形
･
動
物
類
が
並
ん
だ
｡
こ
の
と
き

の
米
軍
関
係
者
が
日
本
み
や
げ
と
し
て
持
ち
帰
っ
た

白
樺
細
工
が
発
端
と
な
っ
て
輸
出
ブ
ー
ム
に
火
が
つ

く
｡
ま
た
日
本
の
復
興
が
進
み
､
生
活
が
豊
か
に
な

っ
て
く
る
と
新
し
い
販
路
の
進
展
な
ど
か
ら
松
本
の

白
樺
細
工
は
白
樺
工
芸
品
と
総
称
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
､
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
｡

し
か
し
一
九
五
五
年
(
昭
和
三
〇
)
秋
ご
ろ
か
ら

輸
出
ブ
ー
ム
が
去
っ
て
い
く
と
業
界
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト

は
観
光
地
に
向
か
っ
て
い
っ
た
｡
昭
和
三
〇
年
代
半

ば
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
レ
ジ
ャ
ー
ブ
ー
ム
に
よ
り

新
興
観
光
地
の
開
発
が
進
ん
で
売
店
が
増
加
し
た
｡

し
か
し
昭
和
四
〇
年
代
に
な
る
と
レ
ジ
ャ
ー
時
代
の

若
者
の
嗜
好
か
ら
か
カ
ラ
フ
ル
な
色
彩
の
｢
い
わ
ゆ

る
｢
フ
ァ
ン
シ
⊥
ま
が
い
の
小
物
類
｣
が
み
や
げ

物
の
市
場
に
数
多
く
出
回
り
は
じ
め
た
∵
行
楽
客
の

み
や
げ
物
の
嗜
好
は
多
様
化
し
､
一
九
七
〇
年
(
昭

和
四
五
)
　
の
｢
万
国
博
｣
を
頂
点
に
白
樺
工
芸
の
売

れ
ゆ
き
は
低
迷
し
て
く
る
｡

一
九
八
二
年
(
昭
和
五
七
)
松
本
の
白
樺
工
芸
品

は
､
長
野
県
の
第
一
回
目
の
伝
統
的
工
芸
品
に
選
定

さ
れ
た
｡
し
か
し
松
本
白
樺
工
芸
連
合
会
は
時
代
の

潮
流
に
は
勝
て
ず
､
松
本
商
工
会
議
所
に
よ
れ
ば
､

二
〇
〇
一
年
(
平
成
二
二
)
ご
ろ
解
散
し
て
い
る
｡

二
　
登
山
人
形

(
-
)
　
登
山
人
形
の
概
要

登
山
人
形
は
前
述
し
た
と
お
り
生
産
が
止
ま
っ
て

お
り
､
白
樺
材
自
体
が
虫
が
つ
き
や
す
く
保
存
に
向

か
な
い
た
め
古
い
も
の
を
入
手
す
る
こ
と
も
難
し
く
､

そ
の
全
貌
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
し
か
し

現
在
ま
で
に
筆
者
が
調
査
し
た
登
山
人
形
を
数
点
紹

介
し
た
い
｡
(
写
真
1
)
　
の
山
付
登
山
人
形
は
､
二

〇
〇
六
年
(
平
成
一
八
)
に
松
本
駅
前
の
松
田
商
店

で
筆
者
が
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
｡
制
作
年
は
定
か

で
は
な
い
が
､
平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
作
品
だ
と
考

え
ら
れ
る
｡
登
山
者
に
は
色
は
つ
い
て
い
な
い
｡
(
写

真
2
)
は
藤
野
忠
清
の
子
息
で
あ
る
藤
野
力
の
家
で

拝
見
し
た
も
の
で
､
戦
争
の
直
前
か
戦
後
間
も
な
く
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写真4井口良一

写真3山付登山人形と登山人形　　　写真2山付登山人形

藤野力蔵

写真5井口良一

登山人形試作中の清水湧水　　　　　　試作用デッサン

(黒)藤野力蔵

.L雪′i(｢

写真6 1930年(昭和5)頃の藤野製作所見本

館物博ど山

に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
三
段
に
な

っ
て
お
り
､
登
山
者
に
著
彩
が
見
ら
れ
る
｡
(
写
真
3
)

に
は
2
点
入
っ
て
い
る
が
､
ど
ち
ら
も
藤
野
力
の
所

有
で
､
山
付
の
方
は
､
山
肌
に
黒
色
で
風
景
が
描
か

れ
て
い
る
｡
と
な
り
の
登
山
人
形
は
全
体
が
黒
色
に

染
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
登
山
人
形
の
材
質
は
白
樺

で
は
な
い
｡

登
山
人
形
も
手
が
げ
､
現
在
も
話
が
で
き
る
数
少

な
い
職
人
の
一
人
田
之
上
豊
に
よ
れ
ば
､
登
山
人
形

は
丸
彫
で
､
制
作
に
高
い
技
術
を
要
す
る
の
で
､
す

べ
て
の
職
人
が
手
か
け
る
わ
け
に
は
い
か
ず
､
登
山

人
形
専
門
の
職
人
が
い
た
そ
う
で
あ
る
｡
特
に
杖
を

彫
る
の
が
難
し
く
､
そ
の
ほ
か
の
部
分
が
う
ま
く
い

っ
て
も
杖
で
失
敗
し
な
い
よ
う
に
神
経
を
と
が
ら
せ

た
と
語
っ
て
く
れ
た
｡
登
山
人
形
の
中
で
も
山
付
は

人
気
が
あ
り
､
よ
く
売
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

▲
暮
,
'
･
T
に
雷
-
冒
(
 
'
･
 
'
･
･
 
'
･
i

越
伸
韓
日
1
日
t
L
1

(
2
)
松
本
白
樺
工
芸
の
登
山
人
形
の

は
じ
ま
り

登
山
人
形
は
､
井
口
良
一
と
そ
の
友
人
で
彫
刻
家

で
あ
る
清
水
湧
水
が
､
井
口
が
一
九
一
五
年
(
大
正

四
)
に
上
高
地
に
開
業
し
た
宿
舎
｢
上
高
地
養
老
館
｣

の
み
や
げ
物
と
し
て
､
考
案
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
｡

『
松
本
白
樺
工
芸
品
業
界
の
歩
み
』
(
松
本
白
樺
工
芸

連
合
会
会
長
小
林
進
､
一
九
九
一
年
)
に
よ
れ
ば
､

は
じ
め
は
一
九
一
六
年
(
大
正
五
)
頃
､
登
山
す
る

人
だ
け
を
彫
っ
た
も
の
で
､
養
老
館
を
訪
れ
て
い
た

外
国
人
に
見
せ
た
と
こ
ろ
売
れ
た
の
で
､
山
の
土
産

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
井
口
良
一
が
一
九

二
二
争
(
大
正
一
一
)
か
ら
二
四
年
(
大
正
二
二
)

頃
描
い
た
と
さ
れ
る
白
樺
細
工
の
試
作
用
の
デ
ッ
サ

ン
な
ど
が
残
っ
て
い
る
(
写
真
4
･
5
)
｡
こ
れ
ら

の
描
写
に
は
動
作
の
一
瞬
一
瞬
を
生
き
生
き
と
伝
え

よ
う
と
す
る
写
実
へ
の
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
｡
ま
た
､

清
水
の
登
山
人
形
を
彫
り
お
こ
す
こ
と
へ
の
奮
闘
ぶ

り
も
伝
わ
る
｡

次
に
､
登
山
人
形
の
制
作
を
は
じ
め
た
井
口
良
一

と
清
水
湧
水
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
｡
ま
ず
､
最
初

に
登
山
人
形
を
考
案
し
た
井
口
良
一
で
あ
る
が
､
一

八
八
五
年
(
明
治
一
八
)
岐
阜
県
恵
那
郡
三
浪
村
に

生
ま
れ
､
濃
尾
大
地
震
に
遭
っ
て
一
八
九
三
年
(
明

治
二
六
)
一
家
で
松
本
に
移
り
住
ん
で
い
る
｡
松
本

中
学
校
二
年
生
在
学
中
に
通
学
し
､
フ
ラ
ン
ス
仕
込

み
の
明
る
い
写
実
的
な
画
風
で
明
治
中
期
か
ら
美
術

画
壇
を
風
靡
し
た
里
筒
清
輝
が
主
宰
す
る
白
馬
会
溜

池
洋
画
研
究
所
に
一
九
〇
二
年
(
明
治
三
五
)
に
入

所
し
て
洋
画
を
学
び
は
じ
め
た
｡
し
か
し
一
九
〇
六

年
(
明
治
三
九
)
､
母
の
死
去
に
と
も
な
っ
て
呼
び

戻
さ
れ
､
白
馬
会
を
退
所
し
て
帰
郷
､
き
ぬ
と
結
婚

し
た
｡
こ
の
年
藤
原
紫
達
に
師
事
し
て
日
本
画
を
学

ん
で
い
る
｡
そ
の
後
も
フ
ラ
ン
ス
語
と
写
真
を
学
ぶ

な
ど
､
芸
術
に
関
す
る
勉
学
に
い
そ
し
み
､
一
九
一

一
年
(
明
治
四
四
)
に
は
黒
田
清
輝
夫
妻
を
松
本
に

迎
え
て
い
る
｡
一
九
一
五
年
(
大
正
四
)
に
は
日
本

山
岳
会
の
会
員
と
な
っ
た
｡
ま
た
一
九
一
九
年
(
大

正
八
)
､
松
本
美
術
会
の
結
成
に
参
加
し
て
い
る
｡

山
岳
登
山
を
好
み
､
山
を
愛
し
た
人
物
で
あ
っ
た
が
､

上
高
地
の
養
老
館
の
経
営
が
諸
事
情
で
不
可
能
に
な

る
と
､
松
本
第
二
中
学
校
で
図
画
を
教
え
て
生
計
を

た
て
た
｡
そ
の
ほ
か
豊
科
高
等
女
学
校
･
松
本
商
業

学
校
な
ど
で
も
教
鞭
を
と
っ
た
｡
一
九
四
四
年
(
昭

和
一
九
)
に
没
し
て
い
る
｡

一
方
井
口
の
友
人
で
あ
る
清
水
湧
水
は
､
一
八
八

五
年
(
明
治
一
八
)
立
川
流
の
彫
刻
家
清
水
虎
吉
の

長
男
と
し
て
松
本
市
に
生
ま
れ
た
｡
父
に
立
川
流
の

木
彫
を
学
び
､
主
に
欄
間
の
制
作
な
ど
､
社
寺
や
屋

台
の
彫
刻
に
腕
を
ふ
る
っ
て
い
る
｡
長
野
県
宝
で
あ

る
里
山
辺
須
々
岐
水
神
社
お
船
祭
の
西
荒
町
の
お
船

や
､
松
本
市
重
要
有
形
文
化
財
で
あ
る
岡
宮
神
社
の

東
町
二
丁
目
舞
台
な
ど
が
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
｡
一
九
三
八
年
(
昭
和
二
二
)
　
の
第
一
九
回
松

本
美
術
会
展
の
彫
刻
工
芸
部
門
に
出
品
し
た
と
い
う

記
録
も
あ
る
｡
戦
後
も
伝
統
的
な
彫
刻
家
と
し
て
木

彫
工
芸
美
術
の
振
興
に
貢
献
し
た
｡
一
九
七
三
年
(
昭

和
四
八
)
に
没
し
て
い
る
｡
登
山
者
を
対
象
に
し
た

登
山
人
形
の
丸
彫
は
'
こ
の
清
水
湧
水
の
影
響
が
強

い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
､
名
だ
た
る

偉
人
や
宗
教
に
関
係
な
く
､
た
だ
山
を
登
る
人
物
の

写
実
的
な
描
写
は
､
白
馬
会
で
学
ん
だ
井
口
が
身
に

つ
け
て
い
た
洋
画
の
写
実
精
神
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
｡

(
3
)
山
付
登
山
人
形
の
成
立

藤
野
力
が
所
持
し
て
い
る
白
樺
細
工
の
初
期
に
あ

た
る
一
九
三
〇
年
(
昭
和
五
)
　
の
製
品
の
見
本
写
真

(
写
真
6
)
に
よ
る
と
､
藤
野
製
作
所
の
も
の
に
は

山
付
登
山
人
形
が
複
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
｡
い
っ
ほ

う
そ
れ
と
同
じ
こ
ろ
､
一
九
三
一
年
(
昭
和
六
)
　
の

開
業
当
時
の
松
田
国
太
郎
･
清
水
湧
水
ら
の
松
本
白



2009.8.25　大町山岳博物館　　　　　　山　と　博　物　館　　　　　　　　　　　毎月25日発行　④

ど.ーI. ��

千 ��

細管曽r言i詳/班,＼.,.a _〇〇一一 

･'･､11A画ti I LEへ一ヽ,i ･ tiF.心電･鶴ミ蔦点.-jrL･抄人山電圧･･

tlへT的.患部tli･A愛人rt嶋･質の鯵ヽ鹿･舶用Io･場裏船山Ie_･エロ8人- ‥･-.蛾置き串､

競い一事-,-･Vを･曾請書嘗=･r'い9 -I I_'8-:門生対;･13曾t.C･高覚. t

写真8　清水湧水側の山付登山人形が　　　　写真7 1931年(昭和6)の開業当時の

入った見本　　　　　　　　　　　　　　　　　清水湧水側の見本

この｢山と博物館｣は再生紙を使用し､石油溶剤の代わi月こ大豆油を使用した大豆インキで印刷しています｡尼謹書堕童置

凋
_
入
船

迫

`
の
小
嶋
n

"
し
Q
 
t
B

L
.
t
S

_
､

.
J
t
 
義

ln
-

･

　

l

　

ノ

　

ブ

糠

C
'
川
▲
u

暴

8

･

=

d

r
a
鵬
○
鯉

r
.
a
/
r
r
.
'
L
J

･
.
t
L
J
t
,
､

-

　

f

T

　

.

I

J

∴
画
▲
鱒

惣

樺
睦
会
の
製
品
の
見
本
写
真
(
写
真
7
)
に
は
山
付

登
山
人
形
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
｡
た
だ
清
水
湧
水

側
の
別
の
製
品
写
真
(
写
真
8
)
　
に
は
山
付
登
山
人

形
が
一
点
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
制
作
は
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
し
か
し
､
こ
の
こ
と
か
ら

山
付
登
山
人
形
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
清
水
湧
水
で
は
な

く
､
藤
野
忠
清
側
の
職
人
の
手
に
な
る
も
の
と
推
測

さ
れ
る
｡
昭
和
初
期
に
藤
野
の
と
こ
ろ
に
集
ま
っ
た

職
人
は
､
藤
野
力
に
よ
れ
ば
､
ち
ょ
う
ど
世
の
中
が

不
況
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
､
大
工
や
彫
り
も
の
師

も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
､
山
付

登
山
人
形
に
は
日
本
の
彫
り
物
の
伝
統
が
影
響
し
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
に
し
て
も
､

山
付
き
の
登
山
人
形
の
イ
メ
ー
ジ
は
い
っ
た
い
ど
こ

か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
｡

三
　
西
欧
の
写
実
の
受
容
と
名
も
な
い

山
岳
風
景
を
造
形
す
る
と
い
う
こ
と

明
治
時
代
以
前
､
｢
山
水
画
｣
で
は
､
蓬
莱
山
や
､

文
人
や
仙
人
､
神
が
住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
深
山
幽

谷
や
物
見
遊
山
で
訪
ね
ら
れ
た
名
所
の
型
ど
お
り
の

イ
メ
ー
ジ
が
繰
り
返
し
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
主
で
あ

っ
た
｡本

格
的
に
名
も
な
い
風
景
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
き
っ
か
け
は
､
エ
部
美
術
学
校
で
の
イ
タ
リ
ア

人
教
師
､
フ
ォ
ン
タ
ネ
-
ジ
の
洋
画
教
育
に
あ
っ
た
｡

彼
は
一
八
七
六
年
(
明
治
九
)
　
の
工
部
美
術
学
校
開

設
か
ら
病
の
た
め
辞
任
す
る
一
八
七
八
年
(
明
治
一

一
)
ま
で
熱
心
に
教
鞭
を
と
り
､
す
ぐ
れ
た
教
育
者

で
あ
っ
た
｡
そ
も
そ
も
日
本
で
は
､
筆
法
の
修
得
や

手
本
の
臨
写
に
終
始
す
る
ば
か
り
で
､
身
近
な
光
景

を
忠
実
に
描
写
し
て
絵
画
に
仕
上
げ
る
と
い
う
習
慣

は
な
か
っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
､
モ
デ

ル
を
使
っ
た
人
体
写
生
を
行
い
へ
名
も
な
い
戸
外
の

風
景
の
鉛
筆
描
写
を
奨
励
し
た
フ
ォ
ン
タ
ネ
-
ジ
の

教
育
が
､
画
家
に
身
近
な
風
景
を
発
見
さ
せ
､
自
然

風
景
の
写
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
単
に
画
家
だ
け
で
は
な
く
､
造
形
に
か

か
わ
る
す
べ
て
の
者
の
自
然
観
を
覆
す
画
期
的
な
出

来
事
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
｡

風
景
描
写
の
な
か
で
も
山
岳
風
景
の
造
形
化
に
は
､

自
然
に
恵
ま
れ
た
信
州
の
自
然
の
発
見
が
深
く
関
与

し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
信
州
の
自
然
の
発
見
は
､

政
府
が
西
洋
文
明
の
日
本
へ
の
導
入
の
た
め
､
諸
外

国
か
ら
招
い
た
お
雇
外
国
人
ら
を
先
頭
に
進
め
た
測

量
や
植
物
採
集
の
た
め
の
山
岳
調
査
､
や
は
り
外
国

人
が
率
先
し
て
進
め
た
山
歩
き
や
純
粋
な
楽
し
み
と

し
て
の
登
山
の
発
展
と
､
切
っ
て
も
き
れ
な
い
関
係

に
あ
っ
た
｡
ま
た
､
一
八
九
四
年
(
明
治
二
七
)
　
に

国
民
の
心
を
国
土
愛
に
む
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

し

が

し

け

た

か

書
か
れ
た
志
賀
重
昂
の
百
本
風
景
論
』
の
高
い
売

れ
行
き
と
評
判
も
､
人
々
の
目
を
そ
れ
ま
で
何
の
注

目
も
浴
び
な
か
っ
た
自
然
に
む
け
さ
せ
る
大
き
な
要

因
と
な
っ
て
い
る
｡
さ
ら
に
明
治
後
期
以
降
の
山
岳

会
の
発
足
や
､
小
島
烏
水
な
ど
､
山
岳
登
山
の
愛
好

家
の
記
し
た
登
山
記
も
､
山
岳
の
魅
力
を
広
く
世
の

中
に
知
ら
し
め
る
の
に
大
き
な
効
を
奏
し
た
｡
ま
た

島
崎
藤
村
や
国
木
田
独
歩
ら
が
進
め
た
文
学
上
の
自

然
主
義
な
ど
も
風
景
の
発
見
に
一
役
か
っ
て
い
る
｡

こ
の
期
を
き
っ
か
け
に
変
化
し
て
い
っ
た
日
本
人

の
意
識
が
や
が
て
､
名
も
な
い
登
山
者
の
写
実
的
な

立
体
造
形
を
求
め
る
嗜
好
に
つ
な
が
り
､
山
も
彫
り

出
す
と
い
う
発
想
は
､
か
つ
て
宮
大
工
や
彫
り
物
師

で
も
あ
っ
た
職
人
の
､
日
本
の
伝
統
的
な
造
形
を
支

え
た
技
術
と
､
置
物
や
根
付
な
ど
に
見
ら
れ
る
西
欧

に
は
な
い
山
の
表
現
に
親
し
ん
で
い
た
見
識
か
ら
生

ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
｡

お
わ
り
に

写
実
に
は
､
西
欧
の
自
然
観
が
必
要
で
あ
っ
た
｡

描
く
自
分
と
自
然
(
描
く
対
象
)
を
客
観
的
に
切
り

離
し
て
み
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
上
に
､
描
く
自
分
と
自
然
(
描
く
対
象
)
を
融

合
さ
せ
る
､
主
体
と
客
体
を
対
立
さ
せ
な
い
昔
な
が

ら
の
職
人
の
形
式
的
表
現
が
合
体
し
て
は
じ
め
て
､

山
付
登
山
人
形
は
誕
生
し
た
｡

明
治
維
新
以
降
､
そ
れ
ま
で
の
造
形
に
携
わ
っ
て

き
た
職
人
で
は
な
く
､
名
の
あ
る
芸
術
家
を
尊
重
す

る
考
え
方
が
本
格
的
に
西
欧
か
ら
導
入
さ
れ
た
｡
一

九
〇
七
年
(
明
治
四
〇
)
は
じ
め
て
政
府
が
主
催
し

た
美
術
展
で
あ
る
文
部
省
美
術
展
覧
会
が
象
徴
す
る

の
は
､
そ
う
い
っ
た
芸
術
至
上
主
義
で
あ
る
｡
西
欧

の
芸
術
思
潮
を
取
り
入
れ
た
芸
術
家
た
ち
は
､
生
命

感
の
表
出
を
､
そ
し
て
や
が
て
日
本
独
自
の
表
現
を

目
ざ
し
て
写
実
的
な
表
現
か
ら
離
れ
､
作
風
は
抽
象

化
し
て
い
っ
た
｡

し
か
し
庶
民
の
間
に
は
､
現
在
の
食
玩
や
フ
ィ
ギ

ュ
ア
の
人
気
を
支
え
る
よ
う
な
写
実
志
向
の
文
化
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
｡
山
付
登
山
人
形
は
､
名
の
あ
る

芸
術
家
で
は
な
く
み
や
げ
物
作
り
の
一
職
人
の
手
に

よ
っ
て
､
こ
と
さ
ら
格
式
は
る
こ
と
な
く
制
作
さ
れ
､

い
わ
ゆ
る
高
価
な
芸
術
品
と
は
ち
が
い
西
欧
の
芸
術

至
上
主
義
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
広
く
庶
民
の

手
に
手
軽
に
渡
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
､
人
気
の
秘
け

つ
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
｡

山
付
登
山
人
形
は
白
樺
の
素
朴
な
丸
彫
に
よ
る
造

形
で
あ
る
が
､
そ
の
形
態
は
､
日
本
の
伝
統
的
な
立

体
造
形
の
技
術
と
見
識
､
写
実
と
い
う
西
洋
の
も
の

の
見
方
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
初
め
て
生
れ
た
､
ま
さ

に
近
代
化
推
進
の
申
し
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
｡
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