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-
一
木
ン
カ
モ
シ
カ
の

赤
ち
ゃ
ん
誕
生
-

平
成
2
0
年
7
月
9
日
､
山
岳
博
物
館
付
属
園
で

ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
の
赤
ち
ゃ
ん
が
産
ま
れ
ま
し

た
｡
出
産
し
た
の
は
愛
称
｢
オ
タ
リ
｣
(
4
歳
)
で
､

昨
年
1
 
2
月
の
最
終
交
尾
よ
り
7
ケ
月
の
妊
娠
期
間

を
経
て
の
出
産
で
し
た
｡
山
岳
博
物
館
で
は
2
0

0
5
年
以
来
､
3
年
ぶ
り
の
カ
モ
シ
カ
の
赤
ち
ゃ

ん
誕
生
で
す
｡

｢
オ
タ
リ
｣
は
父
親
の
｢
ハ
ク
バ
｣
が
興
奮
し
､

飼
育
管
理
や
出
産
に
も
影
響
が
出
る
可
能
性
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
､
5
月
1
 
9
日
に
別
居
を
し
ま
し

た
｡
通
常
カ
モ
シ
カ
は
､
出
産
直
前
に
な
ら
な
い
と

外
見
上
の
妊
娠
判
断
が
難
し
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
｡
6
月
1
 
6
日
に
は
乳
房
が
膨
ら
ん
で
き
て
い
る

の
か
確
認
で
き
た
こ
と
よ
り
､
妊
娠
し
て
い
る
こ

と
が
ほ
ぼ
確
定
で
き
た
た
め
､
飼
育
場
に
は
4
台

の
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
'
終
日
行
動
観
察
が
出
来

る
よ
う
に
し
て
出
産
に
備
え
ま
し
た
｡
｢
オ
タ
リ
｣

は
7
月
8
日
よ
り
落
ち
着
き
が
な
く
な
り
'
飼
育

場
内
を
歩
き
回
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
翌
9
日

午
後
4
時
5
0
分
頃
､
出
産
が
始
ま
っ
て
い
る
の
に

気
づ
き
､
午
後
5
時
3
9
分
元
気
な
赤
ち
ゃ
ん
を
出

産
し
ま
し
た
｡
初
産
な
が
ら
順
調
な
出
産
で
し
た
｡

赤
ち
ゃ
ん
は
産
ま
れ
て
4
0
分
後
に
は
自
分
の
足
で

立
ち
上
が
り
'
翌
朝
に
は
元
気
に
乳
を
飲
ん
で
い

る
姿
が
確
認
で
き
ま
し
た
｡

近
年
'
母
親
が
仔
を
育
て
る
自
然
繁
殖
で
は
生

後
数
ヶ
月
ま
で
し
か
生
存
で
き
な
い
例
が
続
い
て

い
た
た
め
､
今
回
は
今
ま
で
以
上
に
親
仔
の
観
察
､

健
康
管
理
に
力
を
注
ぎ
､
す
く
す
く
と
育
っ
て
く

れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
｡

(
山
岳
博
物
館
飼
育
員

飯
島
志
津
･
岩
本
尚
也
･
上
良
智
)
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小林　喜作
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黒
部
に
遡
っ
た
信
州
の
名
猟
師
小
埜
喜
作
(
前
編
)

カ
モ
シ
カ
の
宝
庫
棒
小
屋
沢

伊
藤
　
達
夫

生
涯
に
熊
三
〇
〇
頭
'
カ
モ
シ
カ
二
〇
〇
〇
頭
を

獲
っ
た
と
言
わ
れ
北
ア
ル
プ
ス
一
の
猟
師
で
あ
っ
た

小
林
喜
作
は
､
大
正
十
二
年
(
一
九
三
一
年
)
三
月

五
日
､
カ
モ
シ
カ
猟
の
た
め
に
入
山
し
て
い
た
後
立

山
連
峰
の
両
面
'
黒
部
川
支
流
の
棒
小
屋
沢
で
雪
崩

に
よ
っ
て
遭
難
死
し
た
｡
こ
の
遭
難
に
つ
い
て
は
､

山
本
茂
実
が
､
生
存
し
て
い
た
関
係
者
ほ
ぼ
全
員
へ

の
聞
き
取
り
を
含
む
克
明
な
取
材
に
基
づ
き
､
『
喜
作

新
道
　
あ
る
北
ア
ル
プ
ス
哀
史
』
(
昭
和
四
六
年
､
一

九
七
一
年
刊
行
)
を
著
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の

全
貌
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
｡

現
在
で
も
一
般
登
山
道
で
は
な
く
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
ル
ー
ト
と
さ
れ
る
槍
ヶ
岳
北
鎌
尾
根
の
初
登
馨
の

案
内
人
を
務
め
た
こ
と
や
､
大
天
井
岳
か
ら
槍
ヶ
岳

へ
抜
け
る
登
山
道
(
喜
作
新
道
)
を
開
削
し
た
こ
と

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
､
小
林
喜
作
は
､
腕
利
き
の

猟
師
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
､
登
山
ガ
イ
ド
や
山
小

屋
経
営
者
と
し
て
も
そ
の
才
能
を
発
揮
し
た
｡

喜
作
の
こ
れ
ら
の
活
動
と
成
功
は
､
そ
の
身
体
的

能
力
の
高
さ
だ
け
で
な
く
山
岳
自
然
に
対
す
る
豊
富

な
知
識
が
そ
の
基
礎
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
｡
筆
者
が
登
山
者
と
し
て
小
林
喜
作
に
畏
敬
を

感
じ
る
理
由
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
｡
大
自
然
の

カ
を
前
に
己
の
弱
さ
を
感
じ
る
と
き
､
登
山
者
は
山

に
つ
い
て
も
っ
と
知
り
た
い
と
願
う
｡

陸
軍
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部
や
日
本
山

岳
会
の
権
威
に
よ
っ
て
背
景
に
押
し
や
ら

れ
て
い
る
が
､
彼
ら
猟
師
た
ち
こ
そ
明
治

大
正
期
の
北
ア
ル
プ
ス
開
拓
の
立
役
者
で

あ
り
､
小
林
喜
作
は
そ
の
象
徴
で
あ
る
｡
そ

の
喜
作
が
命
を
落
と
し
た
棒
小
屋
沢
は
､

今
で
は
訪
れ
る
猟
師
や
登
山
者
も
な
く
な

り
'
再
び
未
知
の
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
よ
う

と
し
て
い
る
｡
小
林
喜
作
の
遭
難
を
通
し

て
'
棒
小
屋
沢
と
人
と
の
関
わ
り
の
歴
史

を
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
は
､
登
山
者
に

よ
る
山
岳
自
然
の
把
握
と
い
う
テ
ー
マ
に

つ
い
て
考
え
る
上
で
意
義
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
｡

遠
山
品
右
衛
門
と
喜
作

小
埜
宮
作
と
棒
小
屋
沢
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
､

遠
山
品
右
衛
門
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

嘉
永
四
年
(
一
八
五
一
年
)
､
信
州
安
曇
郡
野
口
村
(
覗

長
野
県
大
町
市
平
)
に
生
ま
れ
た
品
右
衛
門
(
本
名

は
聖
書
)
は
､
明
治
政
府
の
発
足
に
よ
っ
て
加
賀
藩

の
黒
部
奥
山
廻
役
が
廃
止
さ
れ
た
直
後
か
ら
針
ノ
木

峠
を
越
え
て
黒
部
川
流
域
に
入
り
､
獣
を
獲
り
岩
魚

を
釣
っ
た
｡
そ
し
て
､
一
帯
を
熟
知
し
て
い
た
こ
と

か
ら
｢
黒
部
の
主
｣
と
呼
ば
れ
た
｡

喜
作
と
品
右
衛
門
は
世
代
が
異
な
る
｡
喜
作
が
野

口
村
よ
り
約
二
十
k
m
南
の
西
棟
高
村
(
現
安
曇
野
市

穂
高
)
に
生
ま
れ
た
の
は
､
明
治
八
年
(
一
八
七
五

年
)
､
そ
の
二
年
後
に
品
右
衛
門
の
長
男
作
十
郎
が
生

ま
れ
て
い
る
か
ら
､
二
人
に
は
親
子
の
年
齢
差
が
あ

る
｡
針
ノ
木
峠
を
境
に
南
北
に
分
け
ら
れ
る
猟
場
に

っ
い
て
も
､
喜
作
は
｢
南
｣
'
品
右
衛
門
は
｢
北
｣
で

あ
っ
た
が
'
二
人
は
親
交
を
結
ん
で
い
た
｡

喜
作
は
､
｢
北
｣
の
猟
場
に
入
る
と
き
に
は
必
ず
行

き
帰
り
に
手
土
産
(
多
く
の
場
合
熊
や
カ
モ
シ
カ
の

肉
)
を
持
っ
て
品
右
衛
門
を
訪
れ
'
猟
の
話
を
し
て

い
っ
た
と
い
う
｡
猟
師
の
間
で
｢
カ
モ
シ
カ
の
巣
｣

と
呼
ば
れ
た
棒
小
屋
沢
に
つ
い
て
喜
作
に
教
え
た
の

は
品
右
衛
門
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
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喜
作
一
行
が
就
寝
中
に
雪
崩
に
遭
っ
た
棒

小
屋
沢
と
コ
ヤ
ウ
ラ
沢
の
合
流
点
は
'
後
立
山

の
布
引
山
か
ら
伸
び
る
尾
根
の
末
端
に
あ
た

る
｡
そ
し
て
当
時
､
こ
の
尾
根
を
わ
ず
か
に

登
っ
た
と
こ
ろ
に
は
､
品
右
衛
門
の
猟
小
屋
が

あ
っ
た
｡
喜
作
た
ち
が
雪
崩
に
対
し
て
は
る
か

に
安
全
で
あ
っ
た
こ
の
小
屋
を
な
ぜ
使
わ
な

か
っ
た
の
か
は
､
謎
と
さ
れ
て
い
る
｡

品
右
衛
門
は
'
こ
の
遭
難
に
先
立
つ
こ
と
三

年
､
喜
作
新
道
が
開
通
し
た
年
に
こ
の
世
を

去
っ
た
｡大

正
期
の
黒
部
と
棒
小
屋
沢

北
ア
ル
プ
ス
黒
部
川
流
域
の
開
拓
は
､
山
林

局
に
よ
る
森
林
資
源
調
査
､
陸
地
測
量
部
に
よ

る
地
形
図
作
成
､
地
質
調
査
や
鉱
物
資
源
の
探

索
に
加
え
て
､
水
力
発
電
の
電
源
開
発
の
た
め

の
調
査
を
原
動
力
と
し
て
'
明
治
後
期
か
ら
大

正
期
に
か
け
て
一
気
に
進
ん
だ
｡

棒
小
屋
沢
を
め
ぐ
っ
て
は
､
鹿
島
槍
ヶ
岳
に

二
等
三
角
点
が
設
置
さ
れ
た
の
は
明
治
三
五

午
(
一
九
〇
二
年
)
､
牛
首
尾
根
と
棒
小
屋
沢
中

尾
根
に
三
等
三
角
点
が
設
置
さ
れ
た
の
が
明

治
四
十
年
(
一
九
〇
七
年
)
で
あ
り
'
電
源
開

発
で
は
､
大
正
八
年
(
一
九
一
九
年
)
に
奥
山

麺
の
ル
ー
ト
を
使
っ
て
南
越
か
ら
東
谷
に
達

し
､
黒
部
川
に
下
っ
た
古
河
合
名
会
社
の
探
検

隊
が
十
字
峡
に
到
達
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
こ

の
十
字
峡
の
命
名
者
で
り
､
黒
部
を
広
く
探
勝

し
世
に
紹
介
し
た
冠
松
次
郎
ら
の
到
達
の
六

年
前
の
こ
と
で
あ
る
｡
束
信
電
気
が
黒
部
川
右

岸
に
束
信
歩
道
を
拓
い
た
の
は
大
正
十
四
年

(
一
九
二
五
年
)
で
あ
る
j
L
の
歩
道
の
棒
小

尾
沢
二
俣
か
ら
上
流
側
の
開
削
を
請
け
負
っ
た
の
が

遠
山
品
右
衛
門
の
息
子
た
ち
で
あ
っ
た
｡
冠
松
次
郎

は
棒
小
屋
沢
を
何
度
も
訪
れ
､
二
俣
か
ら
上
の
本
流

や
コ
ヤ
ウ
ラ
沢
､
中
尾
根
､
束
信
歩
道
を
歩
き
紀
行

文
を
残
し
て
い
る
｡

こ
れ
ら
の
探
検
調
査
の
多
く
は
こ
の
地
域
を
よ
く

知
る
猟
師
の
案
内
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
｡
つ
ま
り
､

猟
師
や
柚
人
た
ち
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
後
立
山
を
越

え
て
棒
小
屋
沢
周
辺
で
も
活
動
し
て
い
た
の
で
あ

る
｡
棒
小
屋
沢
に
は
'
品
名
衛
門
の
小
屋
が
あ
っ
た

し
､
現
在
の
種
池
小
屋
付
近
か
ら
落
ち
る
尾
根
は
持

子
尾
根
と
呼
ば
れ
て
い
た
｡
持
ち
子
と
は
荷
物
を
運

ぶ
人
の
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
そ
の
両
側
の
キ
ジ
タ
ル

沢
は
､
猟
師
義
十
が
落
ち
て
死
ん
だ
タ
ル
(
滝
)
が

あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
｡
喜
作
た
ち
の
遭
難
以
前
に

も
'
コ
ヤ
ウ
ラ
沢
で
信
州
の
猟
師
二
名
が
雪
崩
に

よ
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
る
｡
猟
師
と
し
て
喜
作
が
特

に
特
異
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
､
猟
師
の
活
動
は

夏
冬
問
わ
ず
北
ア
ル
プ
ス
の
全
域
に
及
ん
で
い
た
｡

棒
小
屋
沢
は
､
猟
師
た
ち
の
狩
猟
の
場
で
あ
っ
た

だ
け
で
な
く
'
喜
作
の
死
の
直
後
か
ら
ほ
ん
の
わ
ず

か
の
期
間
で
あ
る
が
'
登
山
の
対
象
と
し
て
も
注
目

さ
れ
た
｡
そ
の
背
景
に
は
'
冠
松
次
郎
の
精
力
的
な

執
筆
活
動
と
当
時
の
登
山
ブ
ー
ム
が
あ
る
｡

昭
和
六
年
(
一
九
三
一
年
)
に
は
､
陸
地
測
量
部

か
ら
登
山
者
用
の
五
万
分
の
一
集
成
図
『
白
馬
嶽
及

立
山
近
傍
』
が
発
行
さ
れ
た
｡
昭
和
九
年
(
一
九
≡

四
年
)
に
三
省
堂
が
出
版
し
た
『
北
ア
ル
プ
ス
』
の

付
図
に
は
束
信
歩
道
が
描
か
れ
､
棒
小
屋
沢
が
束
信

歩
道
と
鹿
島
槍
ヶ
岳
､
爺
ケ
岳
を
結
ぶ
登
下
降
路
と

し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
本
は
､
改
訂
を
重
ね

て
昭
和
十
七
年
ま
で
発
行
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た
『
登

山
と
ハ
イ
キ
ン
グ
白
馬
岳
･
立
山
･
黒
部
峡
』
(
地
入

社
･
昭
和
十
年
)
の
付
録
の
｢
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン

マ
ッ
プ
｣
に
は
束
信
歩
道
が
登
山
道
と
し
て
記
入
さ
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れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
､
棒
小
屋
沢
の
晶
右
衛
門
小

屋
が
山
小
屋
マ
ー
ク
で
示
さ
れ
､
本
文
中
に
は
収
容

人
員
八
名
の
小
屋
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

喜
作
遭
難
の
地
を
訪
ね
る

今
は
ま
た
深
い
静
寂
が
戻
っ
て
い
る
棒
小
屋
沢
に

は
､
喜
作
が
カ
モ
シ
カ
を
追
い
､
冠
松
次
郎
が
追
返

し
た
と
き
と
変
わ
ら
な
い
風
景
が
蔑
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
棒
小
尾
沢
に
も
黒
四
ダ
ム
開
発
の
影
響
は
及
ん

で
い
る
が
､
こ
こ
を
訪
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の

登
山
で
失
わ
れ
た
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

剣
岳
の
小
窓
あ
た
り
か
ら
眺
め
る
と
よ
く
分
か
る

が
､
棒
小
屋
沢
は
'
黒
部
川
と
合
流
す
る
下
流
部
で

の
激
流
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
､
そ
の
中
流
部
で
は

広
々
と
し
た
河
原
を
穏
や
か
に
流
れ
て
い
る
｡
-
一
〇

〇
六
年
の
九
月
下
旬
'
喜
作
遭
難
の
地
を
見
よ
う
と

棒
小
尾
沢
に
向
か
っ
た
｡
よ
く
整
備
さ
れ
た
柏
原
新

道
を
登
っ
て
種
池
小
屋
に
出
る
｡
棒
小
屋
沢
に
は
持

子
尾
根
よ
り
も
幾
分
標
高
差
の
小
さ
い
一
つ
爺
ケ
岳

寄
り
の
尾
根
を
降
り
る
こ
と
に
し
た
｡
種
池
平
と
呼

ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
稜
線
と
並
行
す
る
草
地
を

横
切
っ
て
小
さ
な
コ
ブ
を
越
え
て
尾
根
に
入
る
と
ヤ

ブ
漕
ぎ
は
思
っ
た
ほ
ど
で
は
な
く
'
労
せ
ず
し
て
棒

小
屋
沢
に
降
り
立
つ
こ
と
が
で
き
た
｡

品
左
衛
門
小
屋
の
痕
跡
を
探
し
た
｡
冠
の
記
述
(
『
黒

部
渓
谷
』
)
と
合
わ
せ
て
そ
の
場
所
は
ほ
ぼ
特
定
で
き

た
が
'
証
拠
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
｡
周
囲
の
古
い

切
り
株
は
､
黒
四
工
事
に
関
係
す
る
も
の
か
も
し
れ

な
い
｡棒

小
屋
沢
の
本
流
に
は
コ
ヤ
ウ
ラ
沢
の
出
合
の
す

ぐ
下
に
堰
堤
が
築
か
れ
て
い
て
､
川
底
の
鋼
鉄
製
の

ス
リ
ッ
ト
を
通
し
て
水
流
は
す
べ
て
ト
ン
ネ
ル
に
導

か
れ
て
い
る
｡
堰
堤
を
巻
い
て
さ
ら
に
下
る
と
牛
首

沢
が
合
流
す
る
｡
そ
し
て
､
右
岸
を
進
む
と
河
原
は

い
つ
の
間
に
か
林
道
と
な
り
本
流
に
か
か
る
橋
の
上

に
出
て
､
下
流
を
見
る
と
西
沢
小
沢
が
合
流
し
て
い

る
｡
こ
こ
に
は
黒
部
ト
ン
ネ
ル
へ
の
入
り
口
が
あ
る
｡

こ
の
棒
小
屋
沢
の
二
俣
は
､
束
信
歩
道
開
削
の
拠

点
と
な
っ
た
場
所
で
､
工
事
を
請
け
負
っ
た
品
右
衛

門
の
息
子
た
ち
が
こ
こ
か
ら
上
流
の
平
に
向
か
っ
て

道
を
付
け
た
｡
下
流
か
ら
こ
こ
ま
で
の
道
に
見
ら
れ

る
等
高
線
に
沿
っ
た
強
引
な
土
木
工
事
と
は
異
な

り
､
こ
の
地
域
の
地
形
に
つ
い
て
精
通
し
て
い
た
彼

ら
の
ル
ー
ト
は
尾
根
と
沢
を
巧
み
に
繋
い
で
い
る
｡

こ
こ
か
ら
来
た
道
を
引
き
返
し
､
翌
日
､
冷
池
に
登

り
返
し
爺
ケ
岳
を
越
え
柏
原
新
道
か
ら
下
山
し
た
｡

た｡
コ
ヤ
ウ
ラ
沢
に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン

プ
を
置
い
て
､
鹿
島
槍
へ
小
雨
の
降
る
中
を
ア
タ
ッ

ク
し
た
｡
こ
の
沢
は
水
量
も
少
な
く
さ
し
た
る
悪
場

も
な
い
｡
幾
つ
か
の
小
滝
を
越
え
崩
壊
し
た
雪
渓
を

過
ぎ
る
と
屈
曲
点
と
な
り
奥
に
滝
が
あ
る
｡
こ
こ
だ

け
は
水
流
通
し
に
通
過
で
き
ず
右
岸
の
ヤ
ブ
を
登
っ

て
上
流
側
に
降
り
た
｡
水
流
が
な
く
な
っ
て
か
ら
も

ヤ
ブ
漕
ぎ
は
ほ
と
ん
ど
な
く
､
凹
状
部
を
繋
い
で
登

り
牛
首
尾
根
に
出
て
鹿
島
槍
ヶ
岳
の
南
峰
に
立
っ

た
｡

帰
路
に
は
布
引
岳
か
ら
の
尾
根
を
使
っ
た
｡
ガ
ラ

場
を
下
り
ハ
イ
マ
ツ
帯
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
最
短
距

離
を
横
切
っ
て
尾
根
の
左
側
の
斜
面
に
出
る
｡
そ
こ

は
積
雪
が
遅
く
ま
で
残
る
た
め
に
樹
木
が
育
た
ず
草

地
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
の
草
地
を
ト
ラ
バ
ー
ス
し
な

が
ら
下
り
､
尾
根
上
が
針
葉
樹
林
と
な
っ
て
き
た
と

こ
ろ
で
そ
の
中
に
入
っ
て
熊
の
道
を
辿
る
｡
そ
の
踏

み
跡
は
､
こ
の
尾
根
で
は
格
別
に
明
瞭
で
､
多
く
の

人
は
登
山
道
だ
と
信
じ
る
だ
ろ
う
｡
特
に
苦
労
す
る

こ
と
も
な
く
テ
ン
ト
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
｡
品
右

衛
門
が
こ
の
尾
根
に
猟
小
屋
を
構
え
た
理
由
が
分

か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
｡
(
つ
づ
く
)

(
京
都
府
立
大
学
助
教
)

棒
小
屋
沢
と
鹿
島
槍
ヶ
岳

謀
年
七
月
､
再
び
棒
小
屋
沢
を
訪
れ
た
｡
今
度
は

持
子
尾
根
を
下
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
｡
こ
の
尾
根

の
出
だ
し
に
は
種
池
小
屋
の
給
水
設
備
を
維
持
管
理

す
る
た
め
の
歩
道
が
あ
る
｡
こ
の
道
が
尾
根
を
外
れ

ギ
ジ
タ
ル
沢
に
向
か
う
と
こ
ろ
か
ら
ヤ
ブ
漕
ぎ
が
始

ま
る
｡
こ
の
尾
根
は
悪
か
っ
た
｡
最
初
の
う
ち
こ
そ

な
だ
ら
か
だ
っ
た
が
､
や
が
て
細
く
急
峻
に
な
り
ど

う
し
て
も
尾
根
上
を
辿
れ
ず
､
急
斜
面
を
滑
り
落
ち

る
よ
う
に
し
て
キ
ジ
タ
ル
沢
の
雪
渓
に
降
り
立
っ

山
と
博
物
館
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