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左:池または沢の水で米を研いで

いると思われる様子

右:山案内人が

面桶(メンバ)

の弁当を食べて

いる様子
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2枚とも大正7年(1918年)伊藤孝一撮影(百瀬堯氏蔵)

古
き
時
代
の
山
で
の
食富

野
　
典
夫

昭
和
_
 
0
年
代
後
半
､
私
が
所
属
し
て
い
た
大
学
山
岳
部
で

は
冬
山
に
は
｢
ぺ
ミ
カ
ン
｣
を
持
っ
て
行
っ
た
｡
｢
ぺ
ミ
カ
ン
｣

は
み
じ
ん
切
り
の
野
菜
や
肉
を
ラ
ー
ド
で
固
め
た
も
の
で
､

カ
ロ
リ
ー
も
高
く
あ
る
程
度
保
存
も
で
き
た
の
で
､
冬
山
に

適
し
て
い
た
｡
そ
の
後
､
ド
ラ
イ
フ
ー
ズ
や
イ
ン
ス
タ
ン
ト

食
品
が
急
速
に
普
及
し
､
両
で
食
の
メ
ニ
ュ
ー
が
増
え
､
味

も
格
段
に
よ
く
な
っ
て
き
た
の
で
'
最
近
は
｢
ペ
ミ
カ
ン
｣

を
作
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
｡

今
年
､
｢
ペ
ミ
カ
ン
｣
作
り
を
思
い
立
っ
た
｡
出
来
上
が
り

の
イ
メ
ー
ジ
は
浮
か
ん
で
く
る
が
､
分
量
な
ど
は
ま
っ
た
く

記
憶
に
残
っ
て
い
な
い
｡
大
字
時
代
の
友
人
に
尋
ね
て
も
私

と
同
じ
で
あ
っ
た
が
､
友
人
が
明
治
大
学
山
岳
部
の
｢
ペ
ミ

カ
ン
｣
の
レ
シ
ピ
を
手
に
入
れ
て
く
れ
た
｡
早
速
'
材
料
を

そ
ろ
え
て
作
っ
て
み
た
｡
そ
の
臭
い
､
味
は
大
学
山
岳
部
の

部
室
で
ラ
ジ
ウ
ス
を
使
っ
て
作
っ
た
当
時
の
様
子
を
思
い

出
さ
せ
て
く
れ
た
｡

大
町
山
岳
博
物
館
で
は
友
の
会
の
会
員
を
中
心
に
構
成

さ
れ
て
い
る
｢
山
岳
文
化
研
究
会
｣
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
れ
ぞ

れ
興
味
の
あ
る
山
に
関
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
､
地
道
に

勉
強
会
を
重
ね
て
い
る
｡
こ
の
中
で
山
の
食
を
考
え
た
と

き
､
意
外
と
資
料
が
手
元
に
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
｡

｢
向
岳
文
化
研
究
会
｣
の
会
合
の
際
､
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー

メ
ー
ン
に
｢
ペ
ミ
カ
ン
｣
を
入
れ
て
皆
さ
ん
に
食
し
て
も

ら
っ
た
｡
こ
れ
を
機
に
｢
山
岳
文
化
研
究
会
｣
の
仲
間
が
食

に
関
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
本
な
ど
を
探
し
て
き
て
く
れ

た
｡
こ
れ
に
は
播
隆
上
人
､
ウ
ォ
ル
タ
ー
･
ウ
ェ
ス
ト
ン
な

ど
近
世
や
明
治
時
代
の
食
べ
物
が
書
い
て
あ
り
､
昭
和
に
な

る
と
大
学
山
岳
部
の
部
報
や
紀
行
文
､
随
筆
な
ど
に
食
に
関

し
て
の
記
載
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
し
か
し
､
当
時
の

山
で
の
食
を
今
ど
の
く
ら
い
再
現
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
｡

(
山
岳
博
物
館
副
館
長
)
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キ
ク
キ
チ
ョ
ウ
の
越
冬
場
所
に
つ
い
て

清
水
　
博
文

キ
タ
キ
チ
ョ
ウ
の
越
冬
を
観
察
す
る
機
会
を
得
た

の
で
､
記
録
し
て
お
き
た
い
｡

【
記
　
録
】

種
名
　
E
u
r
e
l
n
a
T
n
a
n
d
a
r
i
n
a
(
d
e
l
､
O
r
z
a
,
1
8
6
9
)

キ
タ
キ
チ
ョ
ウ

観
察
場
所
　
大
町
市
大
町
(
俵
町
)

観
察
年
月
日
　
2
0
0
8
年
2
月
2
日
～
3
月
_
 
8
日

観
察
者
　
清
水
博
文

建
物
脇
の
値
込
み
の
中
で
越
冬
中
の
個
体
を
観
察

す
る
機
会
を
得
た
の
で
､
キ
タ
キ
チ
ョ
ウ
の
越
冬
場

所
の
1
例
と
し
て
報
告
す
る
｡

越
冬
場
所
は
､
東
側
に
あ
る
2
階
建
て
の
建
物
の

南
北
に
沿
っ
て
作
ら
れ
た
通
路
脇
の
植
込
み
部
分
で

あ
っ
た
｡
植
込
み
に
は
園
芸
品
種
の
サ
ツ
キ
(
縦
･

横
各
1
0
0
m
四
万
二
品
さ
_
 
2
c
m
)
が
植
栽
さ
れ
て

お
り
､
樹
木
の
内
部
に
縦
_
 
o
c
m
､
横
1
 
0
c
m
ほ
ど
の
空

間
が
で
き
た
と
こ
ろ
に
入
り
込
ん
で
い
た
｡
地
面
か

ら
の
高
さ
は
､
根
際
か
ら
胎
c
m
の
高
さ
で
あ
っ
た
｡

上
方
に
頭
部
を
向
け
､
触
覚
は
た
た
ん
だ
麹
の
間
に

挟
み
こ
む
形
で
あ
っ
た
｡

越
冬
場
所
は
､
東
側
は
建
物
､
そ
の
ほ
か
の
方
角

は
､
コ
ン
ク
リ
ー
ト
張
り
の
地
面
で
あ
っ
た
｡
建
物

の
屋
根
は
植
え
込
み
部
分
ま
で
覆
っ
て
い
な
い
が
､

西
側
か
ら
の
風
が
強
く
な
い
時
以
外
は
あ
ま
り
多
く

雪
が
積
ら
な
い
場
所
で
あ
る
｡
ま
た
､
日
当
た
り
は

1
 
0
時
以
降
に
な
る
と
よ
い
条
件
で
あ
っ
た
｡
た
と
え

積
雪
が
あ
っ
て
も
､
密
に
生
え
た
枝
葉
と
木
の
枝
の

隙
間
の
空
間
に
よ
っ
て
越
冬
個
体
に
は
直
接
雪
が
積

る
こ
と
の
な
い
場
所
で
あ
っ
た
｡

越
冬
す
る
昆
虫
は
､
越
冬
時
に
複
数
個
体
が
狭
い

範
囲
内
で
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
､
同

場
所
お
よ
び
周
囲
に
あ
る
類
似
し
た
環
境
を
探
し
て

み
た
が
､
他
の
越
冬
個
体
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
｡
ま
た
､
観
察
個
体
は
､
複
眼
の
色
か
ら

生
存
し
て
い
る
と
判
断
し
た
　
(
死
亡
す
る
と
色
が
黒

褐
色
等
に
変
化
す
る
こ
と
か
ら
)
｡

以
下
､
本
観
察
個
体
の
確
認
月
日
で
あ
る
｡
2
0

0
8
年
2
月
2
日
発
見
､
(
2
月
4
日
降
雪
)
､
2
月

5
日
確
認
､
3
月
5
日
確
認
3
月
1
 
8
日
確
認
し
た
が
､

3
月
2
 
3
日
以
降
は
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

(
3
月
3
 
~
日
再
度
周
囲
を
探
し
た
が
`
い
な
い
)
｡

気
象
庁
に
よ
る
大
町
市
に
お
け
る
3
月
の
観
測
値

で
は
､
2
 
2
日
の
最
高
気
温
は
_
 
8
･
8
℃
､
H
照
時
間

は
〓
･
1
時
間
と
3
月
で
一
番
暖
か
な
口
で
あ
っ

た
｡
早
朝
の
気
温
は
氷
点
下
ま
で
下
が
る
が
､
日
中

は
と
て
も
暖
か
な
H
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
'
観
察
個

体
は
､
こ
の
日
に
越
冬
場
所
を
離
れ
た
の
で
は
と
推

定
し
た
｡
な
お
､
2
 
2
日
は
､
大
町
市
内
の
他
の
場
所

に
お
い
て
2
個
体
の
キ
タ
キ
チ
ョ
ウ
が
飛
翔
し
て
い

る
の
を
確
認
し
て
い
る
｡

文
献

福
田
晴
夫
･
浜
栄
一
･
葛
谷
健
･
高
橋
真
弓
･
田
中

蕃
･
田
中
洋
･
若
林
守
男
･
渡
辺
康
之
1
9
8
1

原
色
日
本
産
蝶
類
生
態
図
鑑
(
-
)
.
保
育
社
.

(
山
岳
博
物
館
享
芸
員
)

山
小
屋
の

焼
印
に
つ
い
て

清
水
　
隆
寿

は
じ
め
に

火
で
熟
し
た
金
属
性
の
焼
き
､
ご
て
を
木
製
品
や
動

物
の
皮
膚
に
押
し
っ
け
､
焼
き
痕
を
つ
け
て
標
(
し

る
し
)
　
と
す
る
こ
と
､
そ
し
て
そ
の
道
具
を
総
称
し

て
焼
印
と
言
っ
て
い
ま
す
｡
英
語
で
は
b
m
誉
d
と
言

い
､
普
通
､
銘
柄
と
か
商
標
と
か
意
訳
さ
れ
て
い
ま

す
が
､
原
義
は
家
畜
に
焼
印
を
押
す
こ
と
に
よ
っ
て

所
有
者
の
目
印
や
個
体
識
別
に
用
い
た
こ
と
を
い

い
､
転
じ
て
規
在
で
は
他
の
商
品
と
の
差
別
化
を
強

調
す
る
商
品
ブ
ラ
ン
ド
の
意
味
と
し
て
常
用
さ
れ
て

い
ま
す
｡

こ
の
焼
印
を
用
い
て
'
宗
教
登
山
者
や
一
般
登
山

者
向
け
に
登
頂
記
念
と
し
て
､
山
小
屋
や
山
頂
神
社

社
務
所
な
ど
で
は
､
主
に
金
剛
杖
に
焼
印
を
押
す

サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
｡
も
ち
ろ
ん
富
士

山
や
御
嶽
､
羽
黒
山
な
ど
か
つ
て
修
験
や
講
が
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
､
現
在
も
盛
ん
に
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
が
'
北
ア
ル
プ
ス
の
山
小
屋
で
は

今
で
は
あ
ま
り
見
か
け
な
く
な
っ
て
い
ま
す
｡

焼
印
が
残
さ
れ
た
金
剛
杖
一
例

小
稿
で
は
､
山
岳
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
た
1
本
の

金
剛
杖
か
ら
､
か
つ
て
の
北
ア
ル
プ
ス
周
辺
の
焼
印

の
歴
史
に
つ
い
て
資
料
紹
介
を
行
い
'
衆
目
を
集
め
､

皆
様
か
ら
の
ご
教
示
を
頂
く
き
っ
か
け
と
し
て
報
告

さ
せ
て
頂
き
ま
す
｡

資
料
(
写
真
1
)
　
は
､
平
成
3
年
に
北
安
曇
郡
池
田
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町
に
お
住
ま
い
で
あ
っ
た
宮
溝
正
憲
民
(
注
1
)
よ

り
､
ご
自
身
で
利
用
さ
れ
た
登
山
靴
や
ア
イ
ゼ
ン
等

と
共
に
ご
寄
贈
頂
い
た
金
剛
杖
で
す
｡
〔
八
角
形
､
石

突
金
具
あ
り
｡
全
長
　
1
4
8
･
7
.
m
､
握
り
都
岡

田
川
･
2
c
m
､
重
量
　
4
8
3
g
〕
　
こ
の
金
剛
杖
に

は
自
ら
が
買
い
求
め
て
使
用
を
始
め
ら
れ
た
年
代

と
'
登
山
に
終
止
符
を
打
つ
事
を
決
意
さ
れ
た
年
が

墨
書
で
し
た
た
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
｡
そ
こ
に
は
｢
日

曜
和
国
牢
　
宮
津
正
憲
使
用
　
金
剛
杖
｣
と
あ
り
､

宮
澤
民
の
生
年
が
大
正
4
年
で
す
か
ら
､
〓
歳
の
と

き
に
こ
の
杖
を
買
い
求
め
､
｢
至
当
成
元
年
｣
の
年
'

す
な
わ
ち
7
 
5
歳
ま
で
､
こ
の
間
旧
年
に
ー
〓
一
っ
て
こ
の

杖
を
登
山
の
伴
侶
と
し
て
傍
ら
に
携
え
て
い
た
も
の

で
あ
り
ま
す
｡
ち
な
み
に
こ
の
金
剛
杖
は
有
明
駅
前

で
購
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
｡

以
下
で
は
こ
の
金
剛
杖
に
残
さ
れ
た
焼
印
を
､
｢
白

幡
和
四
年
｣
と
記
さ
れ
た
面
を
仮
に
第
.
列
日
と
し

て
､
時
計
回
り
に
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡
な

お
焼
き
が
曲
り
過
ぎ
､
字
の
判
読
が
困
難
な
も
の
に

は
口
に
て
記
載
致
し
ま
す
｡

一
列
目
上
か
ら
｢
白
　
昭
和
四
年
　
宮
津
正
憲
使

用
　
金
剛
杖
｣
の
下
か
ら
､
｢
大
天
井
岳
｣
｢
□
□

口
□
□
山
｣
｢
大
検
小
屋
｣
｢
白
□
□
湯
｣
｢
吹
掘
千

丈
ケ
原
｣
｢
ロ
ヶ
岳
頂
上
｣
｢
槍
沢
大
雪
渓
｣
(
以
上

七
ヶ
所
)

二
列
目
は
｢
柏
｣
｢
常
念
岳
頂
上
｣
｢
常
念
山
脈
縦

走
｣
　
(
以
上
三
ヶ
所
)

三
列
目
｢
乗
鞍
肩
ノ
小
屋
｣
｢
上
高
地
登
山
｣
　
｢
常

念
小
舎
｣
｢
赤
沢
岳
｣
｢
口
立
山
小
口
｣
｢
一
の
俣
小

屋
｣
　
(
以
上
六
ヶ
所
)

四
列
目
｢
至
平
成
元
年
｣
の
下
に
は
､
｢
信
濃
四
ッ

谷
口
｣
　
(
以
上
一
ヶ
所
)

五
列
目
｢
中
房
温
泉
｣
｢
ヒ
ダ
乗
鞍
岳
一
万
尺
権
現

池
｣
｢
槍
岳
頂
上
｣
｢
槍
沢
小
屋
｣
｢
乗
鞍
天
然
亀
甲
｣

｢
口
立
山
小
口
｣
(
焼
き
が
あ
ま
く
三
列
目
の
同
様

の
も
の
の
失
敗
作
と
思
わ
れ
る
)
　
｢
槍
沢
ヒ
ュ
ッ

テ
｣
　
(
以
上
七
ヶ
所
)

六
列
目
｢
口
□
岳
登
山
｣
　
｢
乗
鞍
両
頂
上
｣
　
｢
□
□

沢
小
や
印
｣
｢
横
通
岳
｣
｢
白
馬
岳
｣
｢
□
口
頂
上
印
｣

｢
槍
岳
大
雪
渓
｣
　
(
以
上
七
ヶ
所
)

七
列
目
｢
白
馬
岳
頂
上
｣
　
｢
束
天
井
岳
｣
　
｢
殺
生
小

屋
｣
｢
乗
鞍
鶴
ケ
池
｣
｢
巡
乗
鞍
冷
泉
｣
｢
山
川
荘
｣

.
-
○
'(

写
真
-
)
金
剛
杖
全
体
写
真

(
写
真
2
)
白
馬
岳
の
焼
印
(
写
真
3
)
信
濃
四
ッ
谷
口
の
焼
印

L
m
m
-

(
写
真
4
)
有
明
山
の
焼
印

(
以
上
六
ヶ
所
)

八
列
目
｢
巡
□
口
□
口
白
骨
温
泉
｣
｢
槍
ヶ
岳
肩
の

小
屋
｣
｢
上
高
地
｣
｢
□
□
口
□
口
中
｣
(
一
列
日
の

失
敗
作
と
思
わ
れ
る
)
｢
有
明
山
｣
(
以
上
五
ヶ
所
)

以
上
の
と
お
り
'
合
計
3
 
6
の
焼
印
が
押
印
さ
れ
て

い
ま
す
｡山

小
屋
に
お
け
る
焼
印
の
習
憤

こ
の
よ
う
に
北
ア
ル
プ
ス
周
辺
の
山
頂
の
山
小
屋

や
神
社
､
そ
し
て
続
の
登
山
口
､
旅
館
や
温
泉
地
に

お
い
て
焼
印
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
｡
現
在
の
富
士
川
の
例
の
よ
う
に
焼
印
に
年
号
が

押
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
く
､
か
つ
て
は
版
型
を
毎

年
変
え
る
必
要
の
な
い
'
何
年
に
も
わ
た
っ
て
使
え

る
名
称
だ
け
の
も
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
｡
こ
の
中
で
登
山
小
屋
の
開
業
が
古
い
も

の
に
は
白
馬
岳
に
登
山
用
石
室
(
明
治
1
 
0
年
)
が
あ

り
'
こ
れ
を
噛
矢
と
し
て
徐
々
に
山
小
屋
が
建
設
さ

れ
て
い
き
ま
す
が
､
実
際
に
は
一
般
の
登
山
客
が
増

加
し
て
く
る
大
正
頃
か
ら
徐
々
に
こ
う
し
た
焼
印
の

習
俗
が
山
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
｡

も
っ
と
も
講
な
ど
で
一
般
の
信
者
が
そ
れ
以
前
か
ら

登
ら
れ
て
い
る
乗
鞍
や
有
明
山
な
ど
は
､
既
に
そ
う

し
た
焼
印
の
習
慣
が
あ
る
や
も
知
れ
ず
､
そ
れ
が
次

第
に
一
般
の
登
山
小
屋
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
､
こ
の
間
の
山
小
屋
に
お
け
る
焼
印
の

始
ま
り
や
伝
播
経
緯
に
つ
い
て
は
､
今
後
の
課
題
と

し
て
大
方
の
ご
教
授
を
お
願
い
致
し
ま
す
｡

な
お
博
物
館
に
は
他
に
も
焼
印
の
あ
る
金
剛
枚
が

あ
り
､
な
か
に
は
ピ
ッ
ケ
ル
に
押
印
さ
れ
て
い
る
事

例
も
あ
り
ま
す
｡

こ
う
し
た
他
の
事
例
も
今
後
検
討
し
､
あ
わ
せ
て

大
町
周
辺
で
は
劃
山
館
主
人
で
あ
っ
た
百
瀬
慎
太
郎

に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
と
す
る
金
剛
杖
に
荷
杖
の
突

起
の
よ
う
な
金
具
を
付
け
た
､
い
わ
ゆ
る
｢
大
町
杖

(
峯
村
隆
氏
よ
り
教
示
)
も
繁
用
さ
れ
て
お
り
､
こ

れ
ら
に
も
焼
印
が
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
､

お
手
持
ち
の
杖
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
紹
介
を
頂
け
た

ら
と
思
い
ま
す
｡

金
剛
杖
は
'
本
来
､
僧
侶
や
修
験
者
が
修
行
の
た

め
に
山
岳
科
薮
の
際
に
使
用
す
る
木
製
の
杖
と
し

て
､
修
験
十
二
道
具
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
も

の
で
す
｡
現
存
す
る
も
の
で
は
､
近
世
後
期
を
遡
る

遺
物
は
残
さ
れ
て
い
な
い
状
況
の
中
で
､
こ
れ
が
一

般
の
信
者
の
登
拝
に
利
用
さ
れ
始
め
る
時
期
は
実
際

に
は
い
つ
頃
ま
で
遡
り
､
ま
た
登
頂
を
記
念
し
て
押

印
さ
れ
た
焼
印
の
習
俗
と
ど
の
時
期
に
結
び
つ
く
の

か
､
山
岳
文
化
を
考
え
る
上
で
興
味
は
尽
き
ま
せ
ん
｡

お
わ
り
に

金
剛
杖
に
押
さ
れ
た
焼
印
は
､
自
ら
の
登
山
暦
を

思
い
起
こ
し
､
他
人
に
は
計
り
知
れ
な
い
思
い
入
れ

が
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
｡
富
士
山
な
ど
に
は
各

合
日
ご
と
山
室
に
焼
印
が
あ
り
､
積
み
重
ね
た
苦
労

の
証
と
し
て
焼
印
は
い
つ
ま
で
も
標
(
し
る
し
)
ど

し
て
残
さ
れ
'
後
に
振
り
返
っ
て
達
成
感
を
感
じ
さ

せ
る
な
に
よ
り
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
北
ア
ル
プ
ス
に

お
け
る
焼
印
の
文
化
が
､
再
び
金
剛
杖
と
と
も
に
復

活
す
れ
ば
'
登
山
者
に
と
っ
て
励
み
と
も
記
念
と
も

な
る
に
違
い
な
い
｡
か
つ
て
そ
れ
を
楽
し
み
に
山
に

登
っ
た
宮
澤
氏
の
よ
う
に
｡

(
注
1
)
元
教
員
と
し
て
､
こ
活
躍
し
､
退
職
後
長
野

県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
に
4
年
間
勤
務
｡

平
成
6
年
に
は
近
代
文
墾
社
よ
り
『
人
生
登
山
七
十

年
』
を
発
刊
し
､
晩
年
は
生
家
の
池
田
町
よ
り
移
転

し
名
古
屋
に
お
い
て
逝
去
さ
れ
た
｡

(
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)
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山
岳
博
物
館
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

-
｢
博
物
館
な
ら
で
は
｣

山
岳
博
物
館
で
は
､
平
成
_
 
0
年
日
月
2
 
2
日
か
ら

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
､
企
画
展
や
特
別
展
､
イ

ベ
ン
ト
の
紹
介
を
は
じ
め
､
写
芸
員
や
飼
育
員
が

ホ
ッ
ト
な
話
題
を
み
な
さ
ま
に
お
届
け
し
て
い
ま

す｡
こ
こ
で
は
､
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ら
で
は
の

ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
少
し
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
｡

｢
北
ア
ル
プ
ス
の
四
季
｣

◆
現
在
の
北
ア
ル
プ
ス

ま
ず
､
何
と
言
っ
て
も
博
物
館
の
誇
る
も
の
は
､

北
ア
ル
プ
ス
の
眺
望
で
す
-
こ
れ
は
マ
ネ
を
し
た
く

て
も
絶
対
に
で
き
な
い
､
立
地
を
生
か
し
た
｢
芸
術
｣

を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
晴
れ
て
い
て

も
吊
〓
て
い
て
も
雪
が
降
っ
て
い
て
も
､
こ
の
景
色

を
見
る
と
　
｢
美
し
い
｣
と
感
じ
て
し
ま
う
の
は
職
員

だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
｡
そ
の
素
敵
な
景
色
を

直
接
､
こ
ら
ん
い
た
だ
け
な
い
方
の
た
め
に
'
ご
案
内

し
た
い
の
か
､
3
階
展
望
室
の
屋
根
に
設
置
さ
れ
て

い
る
ラ
イ
ブ
カ
メ
ラ
か
ら
の
映
像
で
す
｡
ク
リ
ッ
ク

す
れ
ば
､
好
き
な
と
き
に
い
つ
で
も
ご
覧
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
る
優
れ
も
の
で
す
｡
今
年
ラ
イ
ブ
カ
メ

ラ
が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
､
さ
ら
に
見
や
す
い
画
像

が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
｡
た
く
さ
ん
の
方
が
ア
ク
セ

ス
さ
れ
て
い
て
人
気
の
程
が
伺
え
ま
す
｡
こ
こ
ま
で

宣
伝
い
た
し
ま
し
た
が
管
理
は
､
大
町
市
情
報
セ
ン

タ
ー
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
｡

を
目
指
し
て
-

千
葉
　
博
志

｢
な
る
ほ
ど
北
ア
ル
プ
ス
画
像
館
｣

◆
北
ア
ル
プ
ス
大
観
望

そ
し
て
､
朝
昼
夕
と
刻
々
と
移
り
変
わ
る
景
色
を

3
階
展
望
室
か
ら
お
届
け
し
て
い
る
の
が
『
今
日
の

北
ア
ル
プ
ス
』
で
す
｡
学
芸
員
と
飼
育
ス
タ
ッ
フ
が
､

勤
務
時
間
に
と
ら
わ
れ
ず
に
｢
今
日
の
こ
の
瞬
間
が

最
高
｣
と
い
う
景
色
を
逃
さ
ず
'
毎
日
ご
提
供
し
て

い
ま
す
｡
で
す
の
で
､
H
に
何
度
か
画
像
が
入
れ
替

わ
っ
た
り
､
画
像
が
増
え
て
い
た
り
す
る
の
は
そ
の

せ
い
で
す
｡
東
京
在
住
の
方
か
ら
　
｢
毎
H
楽
し
み
に

し
て
い
ま
す
｣
と
い
う
昨
年
の
お
年
賀
は
､
毎
日
の

更
新
の
励
み
と
な
り
ま
し
た
｡

｢
付
属
園
｣

◆
ア
ニ
マ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

博
物
館
で
は
付
属
園
と
い
う
場
所
で
動
物
を
飼
育

し
て
い
ま
す
｡
『
今
日
の
ア
ニ
マ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
』

で
は
､
飼
育
ス
タ
ッ
フ
に
し
か
撮
影
で
き
な
い
表
情

や
し
ぐ
さ
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
コ

メ
ン
ト
も
お
も
し
ろ
い
で
す
よ
｡
市
内
小
字
校
の
児

童
の
み
な
さ
ん
も
更
新
を
楽
し
み
に
ア
ク
セ
ス
し
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
｡
こ
ち
ら
も
毎
H
､
更

新
し
続
け
て
い
ま
す
｡

｢
付
属
園
｣

◆
オ
ダ
リ
親
子
の
観
察
日
記

昨
年
､
平
成
1
 
6
年
に
北
安
曇
郡
小
谷
村
(
長
野
県
)

で
保
護
さ
れ
た
｢
オ
タ
リ
｣
(
メ
ス
)
と
､
同
年
に
同

郡
白
馬
村
で
保
護
さ
れ
た
｢
ハ
ク
バ
｣
(
オ
ス
)
と
の

間
に
1
頭
の
子
が
産
ま
れ
ま
し
た
｡
｢
オ
タ
リ
｣
は
初

め
て
の
出
産
で
､
子
ど
も
の
頃
か
ら
世
話
を
し
て
き

た
飼
育
ス
タ
ッ
フ
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
無
事
に
出

産
｡
そ
こ
か
ら
オ
タ
リ
の
初
め
て
の
子
育
て
が
始
ま

り
ま
し
た
｡

こ
こ
で
は
飼
育
ス
タ
ッ
フ
の
目
を
通
し
て
み
た
､

千
ど
も
と
母
親
オ
タ
リ
の
成
長
が
綴
ら
れ
て
い
ま

す
｡
現
在
､
2
 
~
話
を
迎
え
ま
し
た
｡

｢
研
究
･
報
告
書
｣

◆
山
岳
文
化
研
究
会

｢
山
岳
｣
を
テ
ー
マ
に
､
北
ア
ル
プ
ス
の
登
中
史
や

地
形
･
地
質
･
雪
形
､
ま
た
現
在
の
登
山
が
抱
え
る

課
題
､
自
然
保
護
な
ど
に
関
わ
る
広
範
な
人
物
･
自

然
科
学
と
い
っ
た
学
問
を
横
断
し
て
､
故
郷
に
学
び

な
が
ら
､
地
域
を
考
え
､
お
互
い
に
学
習
を
進
め
て

い
る
の
が
『
山
岳
文
化
研
究
会
』
で
す
｡

将
来
は
こ
こ
で
培
わ
れ
た
成
果
を
博
物
館
の
展
示

に
反
映
し
､
実
際
に
展
示
を
自
分
た
ち
で
構
成
し
て

作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
｡

例
会
は
毎
月
の
中
頃
､
午
後
6
時
～
8
時
頃
ま
で

行
っ
て
い
ま
す
｡
こ
の
例
会
の
模
様
を
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
紹
介
し
て
い
ま
す
｡
暖
か
く
な
っ
た
ら
随
時
博

物
館
か
ら
飛
び
出
て
現
地
見
学
も
実
施
し
て
い
き
ま

す
｡
山
の
好
き
な
方
な
ら
ど
な
た
で
も
会
員
募
集
中

で
す
｡

｢
研
究
･
報
告
書
｣

◆
大
北
地
域
の
湿
地
植
物
の

生
活
史
研
究
グ
ル
ー
プ

湿
地
に
恵
ま
れ
た
大
町
を
中
心
と
し
た
大
北
(
だ

い
は
く
)
地
域
を
代
表
す
る
草
本
類
同
種
を
対
象
に
､

居
谷
里
湿
原
(
い
や
り
し
つ
げ
ん
)
　
や
唐
花
見
湿
原

(
か
ら
け
み
し
っ
げ
ん
)
な
ど
で
観
察
を
す
る
グ
ル
ー

プ
で
す
｡
発
芽
～
開
花
す
る
大
き
さ
に
な
る
ま
で
の

生
活
史
や
､
何
時
ご
ろ
開
花
し
て
､
ど
の
よ
う
に
結

実
し
て
い
る
の
か
な
ど
の
開
花
･
結
実
様
式
の
観
察
､

ま
た
ど
の
よ
う
な
生
物
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
か

な
ど
を
つ
き
と
め
､
平
成
鵠
年
度
の
企
画
展
で
成
果

を
発
表
す
る
こ
と
を
目
標
に
活
動
し
て
い
ま
す
｡

こ
こ
で
は
毎
月
1
回
の
勉
強
会
に
つ
い
て
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
｡

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立
ち
上
げ
て
か
ら
同
年
が
経
過

し
'
こ
れ
ま
で
に
色
々
な
情
報
を
み
な
さ
ま
に
お
届

け
し
て
参
り
ま
し
た
｡
博
物
館
で
は
､
今
後
も
さ
ら

に
地
の
利
を
生
か
し
た
博
物
館
な
ら
で
は
の
情
報
苑

信
を
計
画
し
て
い
ま
す
の
で
､
ぜ
ひ
､
ア
ク
セ
ス
し

て
み
て
く
だ
さ
い
｡
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