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大
町
山
岳
文
化
研
究
会
の
発
足
に
あ
た
っ
て

清
水
　
隆
寿

雄
大
な
北
ア
ル
プ
ス
｡
安
曇
野
の
大
地
を
従
え
て
準
え
る
そ
の
姿

は
秀
麗
に
し
て
､
そ
の
崇
高
さ
は
古
来
よ
り
今
に
至
る
ま
で
､
そ
こ

に
撃
ち
す
里
人
に
と
っ
て
い
さ
さ
か
も
薄
ら
ぐ
こ
と
な
く
保
ち
続

け
て
い
ま
す
｡
大
町
山
岳
博
物
館
は
こ
う
し
た
山
な
み
の
快
に
建
立

さ
れ
､
北
ア
ル
プ
ス
と
そ
こ
に
暮
ら
し
た
人
々
の
歴
史
を
語
る
証
言

者
と
し
て
､
あ
る
い
は
語
り
部
と
し
て
､
山
岳
文
化
の
発
信
拠
点
た

る
べ
く
､
昭
和
2
6
年
の
開
館
以
来
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
｡

本
年
度
よ
り
は
'
将
来
に
お
け
る
博
物
館
登
山
史
部
門
の
展
示
改

修
を
視
野
に
入
れ
､
後
立
山
に
お
け
る
大
正
か
ら
昭
和
0
0
年
代
ま
で

の
近
代
登
山
史
に
重
点
を
置
き
､
こ
の
時
期
に
展
開
さ
れ
た
鹿
島
槍

北
軍
荒
沢
奥
壁
で
の
大
学
山
岳
部
や
社
会
人
山
岳
会
が
行
っ
て
き

た
積
雪
期
登
撃
の
歴
史
を
明
確
に
し
､
記
録
と
し
て
残
し
て
い
く
た

め
に
｢
登
山
史
に
関
す
る
研
究
会
｣
を
発
足
し
､
調
査
を
始
め
て
い

ま
す
｡
調
査
の
主
た
る
内
容
は
､
各
大
学
な
ど
に
残
さ
れ
た
部
報
や

会
報
な
ど
の
文
献
資
料
調
査
に
加
え
､
登
馨
が
展
開
さ
れ
た
現
地
に

赴
き
､
登
墾
路
の
軌
跡
を
明
確
に
す
る
た
め
の
ト
レ
ー
ス
を
伴
う
現

地
調
査
を
行
っ
て
お
り
ま
す
｡
(
表
紙
写
真
)

ま
た
一
方
で
､
こ
れ
に
併
せ
友
の
会
は
も
と
よ
り
､
広
範
な
市
内

外
の
山
岳
文
化
に
関
心
を
寄
せ
る
方
々
を
募
っ
て
､
｢
山
岳
｣
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
登
山
の
歴
史
､
自
然
や
現
在
山
岳
が
抱
え
る
課
題
な
ど
を

取
り
上
げ
､
(
仮
称
)
大
町
山
岳
文
化
研
究
会
を
発
足
し
､
学
習
会
を

重
ね
て
い
こ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
｡
今
回
の
会
の
発
足
は
'
平
成

1
 
4
年
､
大
町
市
が
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
の
あ
り
方
を
示
し
た
｢
山
岳

文
化
都
市
富
三
言
｣
の
趣
旨
を
共
有
し
､
そ
こ
に
住
ま
う
人
々
に
よ
っ

て
さ
ら
に
成
長
さ
せ
､
自
ら
様
々
な
課
題
を
学
び
､
考
え
､
育
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
実
践
の
場
と
位
置
付
け
て
お
り
ま
す
｡
岳
と
と

も
に
共
生
し
､
岳
に
癒
さ
れ
､
岳
に
抱
か
れ
て
里
に
撃
ち
す
多
く
の

方
々
の
情
報
交
換
の
場
と
し
て
､
埋
も
れ
た
歴
史
を
探
求
し
､
｢
山

岳
｣
が
も
つ
新
た
な
魅
力
を
創
造
し
て
い
け
る
よ
う
な
会
を
目
指
し

て
お
り
ま
す
｡
山
岳
文
化
と
い
う
も
の
に
関
心
を
お
寄
せ
頂
き
､
多

く
の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
｡
申
し
込

み
は
､
山
岳
博
物
館
ま
で
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
　
学
芸
員
)
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黒
部
に
遡
っ
た
信
州
の
名
漁
師
小
埜
喜
作
(
後
編
)

厳
冬
の
後
立
山
西
面
に
印
さ
れ
た
最
後
の
足
跡

伊
藤
　
達
夫

冬
の
後
立
山
と
黒
部

装
備
が
格
段
に
進
歩
し
た
現
在
で
も
､
冬
の
後

立
山
に
登
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
｡
多
く
の
登
山

者
は
､
比
較
的
気
象
条
件
が
穏
や
か
な
信
州
側
の
尾

根
を
登
り
､
晴
天
を
捉
え
て
山
頂
を
往
復
す
る
か
大

急
ぎ
で
次
の
ピ
ー
ク
ま
で
縦
走
し
て
や
は
り
信
州
側

の
尾
根
を
下
る
だ
け
だ
｡
ひ
と
た
び
悪
天
候
に
な
れ

ば
､
日
本
海
か
ら
直
接
吹
き
付
け
る
風
は
強
烈
で
あ

り
､
主
稜
線
上
に
登
山
者
が
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
な

い
か
ら
で
あ
る
｡
後
立
山
の
主
稜
線
を
何
日
も
か
け

て
縦
走
で
き
る
の
は
冬
山
登
山
の
熟
達
者
だ
け
で
あ

る
｡
さ
ら
に
こ
の
後
立
山
を
越
え
て
そ
の
西
面
､
す

な
わ
ち
黒
部
川
の
流
域
に
入
り
込
む
こ
と
は
､
下
界

か
ら
の
隔
絶
を
意
味
し
'
黒
部
川
を
横
断
し
剣
岳
を

目
指
そ
う
と
す
る
よ
う
な
物
好
き
な
パ
ー
テ
ィ
ー
が

試
み
る
だ
け
で
あ
り
､
そ
の
数
は
一
冬
に
せ
い
ぜ
い

二
～
三
に
す
ぎ
な
い
｡

と
こ
ろ
が
既
に
明
治
か
ら
大
正
の
時
代
に
､
信
州

の
猟
師
た
ち
は
厳
冬
の
後
立
山
を
越
え
そ
の
西
面
を

自
由
に
歩
き
回
っ
て
い
た
｡
登
山
者
に
よ
る
五
龍
岳

の
厳
冬
期
初
登
頂
は
昭
和
四
年
(
一
九
二
九
年
)
､
鹿

島
槍
ヶ
岳
は
そ
の
翌
年
だ
か
ら
'
彼
ら
猟
師
の
冬
山

で
の
行
動
能
力
が
如
何
に
優
れ
て
い
た

か
が
分
か
る
｡

カ
モ
シ
カ
猟

猟
師
た
ち
が
厳
冬
の
後
立
山
を
越
え

る
目
的
は
カ
モ
シ
カ
に
あ
っ
た
｡
そ
の
肉

が
美
味
で
食
用
に
な
る
だ
け
で
な
く
､
冬

に
獲
っ
た
毛
皮
は
高
価
で
取
り
引
き
さ

れ
､
角
に
も
商
品
価
値
が
あ
っ
た
｡
ま
た
'

雪
の
上
で
は
彼
ら
を
見
付
け
る
こ
と
も

犬
を
け
し
か
け
て
追
い
詰
め
る
こ
と
も

容
易
で
あ
っ
た
｡

貧
し
い
山
村
の
民
に
と
っ
て
カ
モ
シ

カ
猟
は
一
攫
千
金
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
､
冬

に
な
る
と
腕
に
覚
え
の
あ
る
男
た
ち
は
競
っ

て
山
に
入
っ
た
｡
そ
の
代
表
が
小
林
喜
作
で

あ
っ
た
｡

喜
作
最
後
の
猟

大
正
十
二
年
(
一
九
二
三
年
)
二
月
十
一

日
､
喜
作
は
､
長
男
の
一
男
と
猟
仲
間
の
大
井

庄
吉
､
荒
井
矢
蔵
を
伴
っ
て
､
後
立
山
西
面
に

向
け
て
爺
ケ
岳
の
麓
に
あ
る
源
汲
を
出
発
し

た
｡
彼
ら
の
行
程
と
遭
難
後
の
救
出
･
遺
体
搬

出
の
経
過
は
､
『
喜
作
新
道
』
の
中
に
詳
し
い
｡

そ
れ
に
よ
れ
ば
､
喜
作
た
ち
は
､
次
ペ
ー
ジ
の

概
念
図
に
示
し
た
よ
う
な
ル
ー
ト
を
辿
っ
て

い
る
｡荷

物
を
分
け
て
運
び
な
が
ら
大
川
沢
に

沿
っ
て
進
み
､
二
月
十
四
日
に
五
龍
岳
を
越

え
束
谷
山
付
近
か
ら
東
谷
に
下
る
途
中
で
雪

洞
泊
｡
翌
日
か
ら
二
八
日
ま
で
に
東
谷
の
猟

小
屋
を
根
拠
に
一
帯
で
二
十
頭
以
上
の
カ
モ

シ
カ
を
仕
留
め
た
｡
そ
の
間
'
周
囲
が
切
り
立

ち
井
戸
の
底
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
八
峰
キ

レ
ッ
ト
の
下
に
ま
で
出
か
け
て
い
る
｡

三
月
一
日
か
ら
は
棒
小
屋
沢
に
移
動
を
開

始
し
た
｡
ま
ず
こ
の
日
は
牛
首
尾
根
上
ま
で
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荷
上
げ
し
､
標
高
差
約
九
百
m
を
､
降
り
積
も
っ
た
新

雪
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
登
り
約
五
時
間
､
下
り
一
時

間
強
で
往
復
し
て
い
る
｡
そ
し
て
翌
二
日
､
牛
首
尾

根
を
越
え
棒
小
屋
沢
の
ー
一
侯
の
少
し
上
流
側
に
降
り

立
ち
'
本
流
を
遡
っ
て
コ
ヤ
ウ
ラ
沢
の
出
合
の
猟
小

屋
に
達
し
た
｡
こ
こ
で
､
源
汲
か
ら
来
た
別
の
猟
師

三
人
と
合
流
し
た
｡
こ
の
日
は
途
中
に
残
し
た
荷
物

を
夜
に
な
っ
て
か
ら
喜
作
と
庄
吉
が
取
り
に
行
っ
て

い
る
｡
彼
ら
は
夜
間
行
動
も
厭
わ
な
か
っ
た
｡

苦
労
し
て
移
動
し
た
棒
小
屋
沢
で
あ
る
が
､
天
候

が
悪
化
し
､
そ
こ
で
は
成
果
の
な
い
ま
ま
下
山
す
る

こ
と
に
な
り
､
三
月
五
日
に
種
池
乗
越
ま
で
荷
物
を

運
び
往
復
し
た
｡
そ
し
て
下
山
を
控
え
た
そ
の
日
の

夜
二
十
時
頃
､
雪
崩
が
小
屋
を
押
し
潰
し
一
行
七
人

は
全
員
生
き
埋
め
に
な
っ
た
｡

翌
朝
一
番
に
脱
出
に
成
功
し
た
荒
井
矢
蔵
は
､
そ

の
場
で
輪
か
ん
じ
き
を
作
り
､
救
助
を
求
め
て
下
山
｡

源
汲
の
一
つ
南
の
集
落
で
あ
る
犬
ノ
窪
の
自
宅
に
午

後
四
時
に
帰
り
着
い
た
｡
救
助
は
迅
速
で
あ
っ
た
｡

そ
の
夜
の
う
ち
に
出
発
し
た
矢
蔵
を
含
む
救
援
隊
の

第
一
陣
は
､
夜
明
け
に
は
現
場
に
到
着
し
た
｡
そ
し

て
､
源
汲
か
ら
の
三
名
と
庄
吉
を
救
出
し
た
が
'
喜

作
と
一
男
は
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
｡

喜
作
の
足
跡
を
追
っ
て

筆
者
が
喜
作
た
ち
の
足
跡
を
辿
っ
て
み
よ
う
と

思
っ
た
の
は
'
あ
る
意
味
偶
然
で
あ
る
｡
冬
山
登
山

技
術
が
未
熟
な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
厳
冬
の
鹿
島
槍
ヶ
岳

と
五
龍
岳
に
登
る
こ
と
を
考
え
た
と
き
､
彼
ら
の

ル
ー
ト
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
か
ら

だ｡
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
､
後
立
山
主
稜
線
上
の
難
所
､

八
峰
キ
レ
ッ
ト
を
通
過
す
る
の
に
求
め
ら
れ
る
登
撃

技
術
と
は
別
の
難
し
さ
が
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
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2月の東谷

この｢山と博物館｣は再生紙を使用し.石油溶剤の代わりに大豆油を使用した大豆インキで印刷しています｡

た
｡
長
年
山
に
登
っ
て
い
る
と
､
自
分
が
ど
れ
だ
け

山
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
試
し
た
く
な
る
も
の

だ｡
人
山
は
彼
ら
と
逆
ル
ー
ト
'
一
一
〇
〇
六
年
二
月
下

旬
､
大
町
ア
ル
ペ
ン
ラ
イ
ン
を
扇
沢
に
向
か
っ
て
歩

き
始
め
た
｡
稜
線
に
は
扇
沢
を
詰
め
て
行
き
た
か
っ

た
が
'
ア
ル
ペ
ン
ラ
イ
ン
の
鉄
橋
を
吹
き
飛
ば
し
た

雪
崩
の
話
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
し
､
自
分
自
身
も

扇
沢
か
ら
鉄
橋
の
下
を
く
ぐ
っ
て
篭
川
の
河
原
に
ま

で
達
す
る
ほ
ど
の
雪
崩
の
デ
ブ
リ
を
見
た
こ
と
が
あ

る
の
で
'
最
も
安
全
な
新
越
尾
根
を
登
っ
て
途
中
で

一
泊
｡
さ
ら
に
'
い
き
な
り
沢
に
降
り
る
の
も
た
め

ら
わ
れ
､
棒
小
屋
沢
中
尾
根
を
下
っ
て
､
三
日
目
に

よ
う
や
く
棒
小
屋
沢
に
降
り
立
っ
た
｡
そ
こ
は
喜
作

の
遭
難
現
場
か
ら
.
山
ほ
ど
下
流
で
あ
っ
た
が
､
両

岸
か
ら
の
デ
ブ
リ
を
見
て
い
る
と
と
て
も
行
っ
て
み

よ
う
と
い
う
気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
｡
む
し
ろ
大
急

ぎ
で
沢
を
下
っ
て
生
首
尾
根
の
斜
面
に
取
り
付
い

た
｡
こ
こ
か
ら
は
喜
作
た
ち
が
下
っ
て
き
た
ル
ー
ト

と
同
じ
だ
と
思
う
｡
最
後
は
地
形
が
複
雑
で
､
高
度

計
を
頼
り
に
ト
ラ
バ
ー
ス
し
て
､
牛
首
尾
根
上
の
広

い
平
坦
地
に
出
た
｡
喜
作
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
場
所

で

の

ル

ー

ト

フ

ァ

イ

ン

デ
ィ
ン
グ
を
ど
う
や
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
牛
首
尾

根
に
上
が
っ
た
翌
日
'
私
た

ち
は
快
晴
の
下
､
鹿
島
槍
ヶ

岳
を
往
復
し
た
｡
南
峰
の
肩

か
ら
東
谷
に
落
ち
る
尾
根

の
斜
面
に
カ
モ
シ
カ
を
発

見
し
､
こ
ん
な
に
標
高
の
高

い
と
こ
ろ
に
も
い
る
の
か

と
驚
い
た
｡

雪
が
降
っ
て
.
口
停
滞

し
た
次
の
口
'
東
谷
に
下
っ

た
｡
こ
こ
も
谷
底
を
う
ろ
う

ろ
す
る
気
に
は
な
ら
ず
'
す

ぐ
さ
ま
対
岸
の
尾
根
に
取

り
付
い
た
｡
東
谷
屋
根
上
で

)
L
･
　
は
一
箇
所
急
な
と
こ
ろ
で

で
　
　
ロ
ー
プ
を
使
い
そ
の
上
で

∵
　
一
泊
｡
さ
ら
に
翌
日
､
五
龍

岳
を
越
え
遠
見
尾
根
を

下
っ
て
､
天
狗
岳
に
向
か
っ

て
分
岐
し
た
先
で
泊
ま
り
､

最
終
日
に
は
そ
の
尾
根
を

真
っ
直
ぐ
南
に
下
っ
て
天
川
沢
に
出
た
｡

こ
の
山
行
で
は
後
立
山
西
面
を
ト
ラ
バ
ー
ス
す
る

た
め
に
'
い
く
つ
も
の
支
尾
根
を
登
り
降
り
し
た
｡

尾
根
自
体
は
樹
林
に
覆
わ
れ
ど
れ
も
易
し
か
っ
た

が
'
沢
へ
降
り
る
部
分
と
沢
か
ら
尾
根
へ
取
り
付
く

と
こ
ろ
は
ど
こ
も
急
で
､
ア
イ
ゼ
ン
と
ピ
ッ
ケ
ル
を

駆
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
昔
の
猟
師
は

も
っ
と
不
完
全
な
足
ご
し
ら
え
で
荷
物
も
重
か
っ
た

だ
ろ
う
か
ら
､
ど
う
や
っ
て
通
過
し
て
い
た
の
か
と

思
う
｡
よ
ほ
ど
地
形
を
熟
知
し
合
理
的
な
ル
ー
ト
選

択
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
効

率
的
に
移
動
で
き
る
沢
筋
を
積
極
的
に
使
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
､
雪
崩
に
対
す
る
判
断
も
的
確
で
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
｡
も
ち
ろ
ん
喜
作
を
含
め
多
く

の
猟
師
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
の
で
､
そ
の
判
断
能

力
は
完
璧
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
｡

再
び
東
谷
へ

カ
モ
シ
カ
猟
師
た
ち
の
行
動
力
の
す
ご
さ
に
す
っ

か
り
魅
せ
ら
れ
た
私
た
ち
は
､
翌
二
〇
〇
七
年
二
月

に
も
後
立
中
西
面
を
訪
れ
た
｡
白
沢
天
狗
尾
根
か
ら

爺
ケ
岳
を
経
て
鹿
島
槍
ヶ
岳
に
達
し
､
南
峰
の
肩
か

ら
の
尾
根
を
使
っ
て
､
入
山
四
日
目
に
東
谷
に
下
っ

た
｡
こ
れ
は
､
天
町
周
辺
の
最
後
の
猟
師
で
あ
っ
た

鬼
窪
善
一
朗
さ
ん
が
冬
の
東
谷
に
入
る
の
に
使
う
と

語
っ
た
尾
根
で
､
生
首
尾
根
か
ら
の
出
だ
し
は
か
な

り
の
急
斜
面
｡
樹
林
帯
に
入
る
と
驚
い
た
こ
と
に
切

り
開
き
と
亦
ペ
ン
キ
の
日
印
が
あ
っ
た
｡
降
り
立
っ

た
と
こ
ろ
は
喜
作
た
ち
の
猟
小
屋
が
あ
っ
た
あ
た
り

で
'
上
流
に
行
っ
て
み
る
と
､
後
立
山
の
主
稜
線
が

頭
上
に
見
え
､
デ
ブ
リ
の
山
ま
た
山
で
あ
っ
た
｡

東
谷
尾
根
側
の
斜
面
は
出
だ
し
を
除
け
ば
傾
斜
も

緩
く
広
大
で
､
カ
モ
シ
カ
猟
に
は
適
地
だ
と
思
わ
れ

た
｡
私
た
ち
は
､
今
度
は
五
請
岳
に
は
登
ら
ず
､
束

谷
尾
根
を
乗
り
越
え
て
餓
鬼
谷
の
大
黒
銅
山
跡
に

下
っ
た
｡
喜
作
遭
難
の
前
年
の
二
月
に
唐
松
岳
の
八

方
尾
根
か
ら
入
山
し
た
猟
師
が
こ
こ
を
拠
点
に
､
東

谷
に
も
足
を
伸
ば
し
て
カ
モ
シ
カ
猟
を
し
た
と
い
う

記
録
が
あ
る
｡
そ
の
翌
年
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
喜
作

た
ち
が
東
谷
で
大
量
の
カ
モ
シ
カ
を
獲
っ
た
の
は
､

カ
モ
シ
カ
が
よ
ほ
ど
多
か
っ
た
の
か
腕
が
よ
か
っ
た

の
か
'
お
そ
ら
く
そ
の
両
方
で
あ
ろ
う
｡

私
た
ち
は
､
こ
の
あ
と
祖
母
谷
ま
で
下
り
'
長
大

な
中
背
尾
根
を
鑓
ケ
岳
ま
で
登
っ
て
､
杓
子
尾
根
を

そ
の
最
末
端
の
二
股
ま
で
下
っ
て
山
行
を
終
わ
っ

た｡

現
代
の
冬
山
登
山
に

欠
け
て
い
る
も
の

冬
期
の
困
難
な
岩
壁
登
撃
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に

体
力
と
技
術
を
高
め
る
こ
と
で
登
山
の
力
が
付
い
た

と
短
絡
的
に
考
え
る
若
者
が
多
い
が
そ
れ
は
違
う
｡

本
当
に
困
難
な
冬
山
登
山
は
､
長
い
年
月
を
か
け
て

山
を
熟
知
し
て
初
め
て
成
功
す
る
も
の
だ
｡
そ
の
点

で
､
小
林
喜
作
の
よ
う
な
猟
師
た
ち
が
冬
山
で
行
っ

て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
と

思

う

｡
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