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1.博物館友の会によるカンジキ作り体験｡材料の煮沸風景｡ 2.前後の枠を重ね､爪部分を装着し国定する作業｡

3.中央部分の肌色のものはジシャノキの表皮を剥いた状態で､その他の茶色のものは煮沸した後のもの｡

4.両カンジキとも小谷の伝統的なカンジキ｡ (左側が､今回友の会の皆さんが作成したジシャノキ製爪カンジキ､

右側がイタヤ製カンジキ)　　　　　　　　　　　　　　　　　写真提供:塩瀬淳也氏(大町山岳博物館友の会)

伝
統
に
学
ぶ
　
輪
カ
ン
ジ
手
作
り

清
水
　
隆
寿

か
つ
て
北
国
の
雪
深
さ
農
家
で
は
､
秋
の
稲
刈
り
が
済
む
と
､
冬
を
迎

え
る
準
備
を
始
め
る
｡
ワ
ラ
を
撚
り
､
縄
を
な
い
､
ワ
ラ
ジ
を
編
み
､
ワ

ラ
ナ
ガ
グ
ッ
(
シ
ツ
ぺ
ゾ
ウ
)
の
用
意
と
怠
り
が
な
か
っ
た
｡
し
か
し
同
じ

冬
の
履
物
で
も
毎
年
定
期
的
に
何
足
も
用
意
す
る
も
の
と
､
使
用
の
都
度

手
入
れ
を
施
せ
ば
､
十
年
あ
る
い
は
何
十
年
と
新
し
い
も
の
を
作
ら
な
い

も
の
も
あ
る
｡
後
者
の
一
つ
に
カ
ン
ジ
キ
が
あ
っ
た
｡
同
じ
民
具
で
も
次

世
代
へ
の
捷
術
の
継
承
に
は
､
難
易
の
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡

大
町
山
岳
博
物
館
友
の
会
で
は
日
月
に
小
谷
村
の
山
本
国
弥
さ
ん
の
も

と
を
訪
ね
､
輪
カ
ン
ジ
キ
作
り
に
挑
戦
し
た
｡
か
つ
て
は
雪
上
歩
行
の
た

め
､
冬
の
間
の
林
業
や
狩
猟
､
炭
焼
き
､
雪
踏
み
な
ど
の
た
め
､
足
が
雪

に
埋
も
れ
な
い
よ
う
工
夫
さ
れ
た
輪
カ
ン
ジ
キ
｡
そ
の
淵
源
は
､
縄
文
時

代
に
遡
る
と
も
推
測
さ
れ
て
お
り
､
同
時
代
で
は
北
欧
や
北
ア
ジ
ア
に
類

例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
歴
史
が
古
い
冬
の
生
活
用
具
で
あ
る
｡
文
献

史
料
に
は
『
山
家
集
』
　
(
1
 
2
世
紀
)
や
『
太
平
記
』
(
1
 
4
世
紀
)
に
遡
り
､
古
-

は
｢
か
じ
き
｣
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
国
内
の
民
俗
例
を
見
る
と
､

雪
質
や
地
形
､
目
的
な
ど
に
よ
り
形
態
や
大
き
さ
､
使
用
材
質
に
工
夫
が

施
さ
れ
､
地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
も
の
が
作
ら
れ
た
｡
小
谷
地
方
だ
け
で

も
､
ジ
シ
ャ
ノ
キ
(
ア
ブ
ラ
チ
ャ
ン
)
や
イ
詫
カ
エ
デ
な
ど
幾
つ
も
の
輸

材
を
用
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
､
一
本
橿
同
様
に
新
潟
方
面
か
ら
の

影
響
と
推
測
さ
れ
る
｡
か
つ
て
は
麻
と
ワ
ラ
を
交
ぜ
て
作
ら
れ
た
と
い
う

踏
み
縄
の
部
分
も
､
山
で
の
遭
難
時
に
は
カ
ン
ジ
キ
を
解
い
て
ロ
ー
プ
と

し
て
使
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
｡
両
足
の
踏
み
縄
と

靴
の
結
び
縄
を
結
び
つ
け
る
と
1
 
4
m
に
も
な
る
と
い
う
｡

こ
れ
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
連
綿
と
伝
わ
る
智
恵
の
一
端
で
あ
り
､

そ
う
し
た
自
然
の
恵
み
を
持
続
的
に
利
用
し
､
生
さ
ぬ
-
た
め
の
知
恵
の

数
々
に
は
､
驚
か
さ
れ
る
｡
し
か
し
こ
う
し
た
智
恵
や
技
術
も
社
会
の
変

貌
と
と
も
に
､
い
ま
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
一
度
失
わ
れ
る

と
再
現
は
難
し
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
｡
だ
が
一
方
で
､
山
本
さ
ん
ら
振

興
会
の
皆
さ
ん
の
よ
う
に
､
故
郷
の
生
活
の
中
か
ら
､
き
ら
り
と
光
る
郷

土
の
文
化
を
見
つ
め
直
し
､
足
元
に
埋
も
れ
た
あ
ま
た
の
郷
土
の
原
石
を

再
発
見
し
､
郷
土
の
個
性
に
目
を
向
け
ら
れ
た
活
動
は
､
地
域
に
勇
気
を

与
え
､
心
を
豊
か
に
す
る
｡
い
ま
ま
さ
に
地
域
再
生
へ
の
き
ち
め
き
が
胎

動
し
て
い
る
瞬
間
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
体
験
で
あ
っ
た
｡

(
市
立
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)
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図1針ノ木峠と周辺概念図

3月　　5日　発

5日　着(泊)

6日　立山温泉へ発つも引き返す(泊)

7日　立山温泉へ再出発

7日　立山温泉着(泊)

8･9両目　泊､ 10日　松尾峠往復して泊､

11-14日連泊

15日　量堂へ出発(室堂泊)､ 16日

立山登頂(11時50分)

16日　立山から帰着して泊

17日　平へ向けて出発

17日　乎遣､ 18-20日まで平泊

21日　大沢へ向けて発つ

21日　午後1時55分　峠着

21日　平より着(泊)

22日　大町へ発つ

22日

芦　山弁　寺

藤　　　橋

(2泊)

立山温泉

(8泊)

表1　大正12年3月の伊藤らによるザラ峠針ノ木峠越えの登山行程

厳
重
期
の
黒
部
S
立
山

-
遭
難
と
踏
板
の
足
跡
-

l
　
は
じ
め
に

佐
々
成
政
が
､
厳
冬
期
の
ザ
ラ
峠
･
針
ノ
木
峠
を
越

え
た
と
い
う
伝
承
は
､
こ
の
地
方
に
根
強
-
あ
る
｡

百
瀬
慎
太
郎
も
そ
れ
を
信
じ
た
人
の
一
人
だ
と
言
っ

て
よ
い
｡
そ
れ
が
､
大
正
1
 
2
年
の
3
月
､
伊
藤
孝
一

小
林
　
茂
暮

ら
と
共
に
､
ザ
ラ
峠
･
針
ノ
木
峠
越
え
を
実
行
さ
せ
た

大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
ろ
う
｡

こ
の
伊
藤
孝
一
･
百
瀬
慎
太
郎
ら
の
立
山
越
え
(
有

明
の
赤
沼
千
尋
も
同
行
)
に
つ
い
て
は
､
昭
和
5
5
年
に

赤
沼
家
の
土
蔵
か
ら
そ
の
時
の
フ
イ
ル
ム
が
発
見
さ

ノ
.

I
"
/
I
.
～
.
_

れ
､
平
成
1
 
6
年
､
伊
藤
孝
一
没
後
5
0
周
年
を
記
念
し

て
､
山
岳
映
像
作
家
の
羽
田
栄
治
民
ら
の
手
で
編
集

さ
れ
公
開
さ
れ
た
｡
大
町
山
岳
博
物
館
で
も
特
集
が

組
ま
れ
た
し
､
筆
者
も
｢
山
と
博
物
館
｣
　
(
5
2
巻
5
号
)

で
触
れ
て
い
る
の
で
､
詳
細
は
そ
れ
に
譲
る
｡

伊
藤
や
百
瀬
ら
が
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
こ
と

が
快
挙
で
あ
る
,
.
 
｣
と
は
言
つ
ま
で
も
な
い
し
､

｢
気
象
条
件
と
行
動
の
仕
方
に
よ
そ
は
｣
､
ザ
ラ
･

針
ノ
木
峠
越
え
が
厳
冬
期
に
も
可
能
で
あ
る
こ
と
の

ひ
と
つ
の
傍
証
と
言
え
な
-
も
な
い
が
､
そ
う
簡
単

に
は
言
え
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
と
い
う

の
も
､
こ
の
地
域
で
は
､
い
-
つ
も
遭
難
が
起
き
て
お

り
､
命
を
失
っ
た
も
の
も
少
な
-
な
い
｡
(
図
1
参
照
)

成
政
が
家
康
の
許
へ
向
け
て
出
発
し
た
と
言
わ
れ

る
天
正
1
 
2
年
日
月
の
末
は
､
新
暦
で
は
1
 
2
月
末
か
ら

1
月
初
旬
で
あ
る
(
旧
暦
日
月
0
0
日
が
新
暦
1
月
1

日
)
｡
こ
の
時
期
の
黒
部
立
山
は
､
人
間
が
足
を
踏

み
入
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ

ろ
う
｡
表
-
に
明
ら
か
な
よ
う
に
､
伊
藤
ら
は
こ
の

ザ
ラ
･
針
ノ
木
峠
越
え
に
実
に
1
 
8
日
間
を
要
し
て
い

る
｡
従
っ
て
彼
ら
の
快
挙
は
､
｢
よ
い
気
象
条
件
を
､

何
日
で
も
待
ち
続
け
｣
　
｢
極
め
て
慎
重
に
判
断
し
て
行

動
し
た
｣
結
果
で
あ
り
､
そ
の
よ
う
に
行
動
で
き
る
時

間
と
､
物
資
の
備
蓄
と
､
拠
占
ど
な
る
小
屋
の
建
設

な
ど
に
よ
っ
て
､
辛
う
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
幸
運
で

あ
っ
た
と
い
え
る
か
ち
で
あ
る
｡

成
政
は
､
そ
れ
ら
の
ど
れ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

か
っ
た
｡
目
的
も
､
安
全
､
迅
速
､
秘
蜜
裳
に
家
康

の
許
に
行
き
､
必
ず
帰
っ
て
-
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
｡
そ
の
日
的
達
成
の
た
め
に
最
も
適
し
た
経

路
を
選
ん
で
富
山
か
ち
家
康
の
許
へ
と
至
っ
た
に
違

い
な
い
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
こ
の
地
域
で
起
こ
っ
た
い
く
つ
か
の
遭
灘

と
､
ま
た
､
こ
の
地
域
で
狩
猟
や
漁
労
を
行
っ
た
｢
山

ナ
つ
ど

人
｣
た
ち
の
行
動
に
焦
点
を
あ
て
て
､
実
際
の
こ
の
地

域
の
自
然
や
地
形
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
､

ま
た
ど
の
よ
う
な
危
険
が
あ
る
の
か
見
て
み
た
い
と

思
う
｡

2
　
職
業
猟
(
演
)
師
た
ち
の
行
動

厳
冬
期
の
黒
部
や
立
山
で
行
動
す
る
と
い
う
こ
と

の
実
際
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡
針
ノ
木

峠
を
越
え
た
り
､
積
雪
期
の
後
立
山
か
ら
立
山
方
面

へ
の
山
行
を
行
っ
た
例
を
単
気
富
見
て
み
よ
う
｡

最
初
の
例
は
､
曽
根
原
文
平
で
あ
る
｡
彼
は
､
黒

部
最
後
の
職
漁
者
と
S
わ
れ
た
人
物
で
､
戦
後
間
も

な
い
時
期
か
ゝ
ら
遠
山
富
士
弥
(
黒
部
の
主
と
言
わ
れ
た

遠
山
品
石
衛
門
の
三
男
)
と
共
に
､
黒
部
で
イ
ワ
ナ
釣

り
を
商
売
に
し
た
人
物
で
あ
る
｡

昭
和
1
9
年
､
満
鉄
の
交
通
局
事
務
官
と
し
て
敗
戦

を
迎
え
た
文
平
は
､
混
乱
の
中
で
妻
を
亡
-
し
､
幼

い
二
人
の
子
を
連
れ
て
命
か
ら
が
ら
信
州
へ
帰
り
着

い
た
｡
そ
し
て
､
ひ
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
か
ら
イ
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写真2　中央がザラ峠(左黒部Iii方面)､右が湯川谷
への急峻な落ち込みで､岩や礫がむき出しになって
おり｢雪崩の巣｣と呼ばれることが納得できる｡

館物博ど山

ワ
ナ
を
つ
る
よ
う
に
な
り
､
里
蔀
へ
出
か
け
て
遠
山

富
士
弥
の
目
に
か
な
い
､
富
士
弥
と
｢
組
ん
で
｣
イ
ワ

ナ
釣
り
を
職
業
と
す
る
よ
う
に
な
る
｡
そ
の
詳
細
は
､

｢
イ
フ
ナ
H
　
黒
部
最
後
の
職
漁
者
｣
　
(
8
9
年
､
白

日
社
)
に
譲
る
と
し
て
､
昭
和
2
4
年
の
1
 
1
月
､
漁
を
終

え
た
二
人
は
､
燻
製
に
し
た
イ
ワ
ナ
を
背
負
い
､
御

前
谷
(
現
在
の
黒
部
湖
底
)
か
ら
､
針
ノ
木
谷
を
針
ノ

木
峠
に
登
っ
て
大
町
へ
帰
ろ
う
と
し
た
｡
1
日
･
2
日

と
み
ぞ
れ
が
降
り
､
3
日
の
晩
に
は
雪
に
な
っ
た
｡

富
士
弥
は
来
る
と
き
に
持
っ
て
き
た
藁
で
二
人
分
の

シ
ツ
ぺ
ゾ
ウ
(
草
鞋
に
つ
ま
か
わ
の
つ
い
た
よ
う
な
雪

靴
の
-
種
･
写
真
-
)
を
作
り
､
そ
れ
を
つ
け
て
針
ノ

木
谷
を
遡
っ
た
｡

筆
者
も
夏
の
針
ノ
木
谷
を
遡
っ
た
こ
と
が
あ
る

が
､
沢
を
遡
り
､
船
窪
方
面
と
の
｢
分
か
さ
れ
｣
か
ち

針
ノ
木
峠
を
目
指
す
道
は
､
急
な
登
坂
路
で
､
夏
で

も
結
構
な
ア
ル
バ
イ
ト
で
あ
っ
た
｡
積
雪
期
な
圭
∃

崩
の
恐
怖
や
危
険
に
び
-
び
-
し
な
が
ら
登
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

日
月
の
3
日
､
膝
か
ち
腰
ま
で
の
積
雪
の
中

を
文
平
と
富
士
弥
ほ
峠
を
目
指
す
｡
そ
の
時
の

様
子
を
､
少
し
長
-
な
る
が
引
用
し
て
み
よ
う
｡

｢
そ
う
し
て
そ
れ
(
シ
ツ
ぺ
ゾ
ウ
)
を
は
い
て

ち
-
る
日
の
朝
早
-
出
て
､
い
よ
い
よ
針
ノ
味

沢
の
道
に
か
か
る
と
､
笹
が
ね
､
ミ
ゾ
レ
が
凍

み
つ
い
て
道
に
か
ぶ
き
っ
て
､
歩
き
に
-
い
ん

で
す
よ
｡
と
こ
ろ
が
小
一
時
間
登
る
と
､
も
う

育
-
な
る
か
ら
､
そ
の
辺
り
か
ら
雪
で
､
雪
が

笹
を
全
部
お
さ
え
ち
ゃ
っ
て
歩
き
よ
か
っ
た
で

す
｡

そ
う
し
て
道
は
針
ノ
木
沢
に
沿
っ
て
ず
っ
と

上
が
っ
て
､
そ
れ
か
ら
外
れ
る
(
註
-
正
面
の
谷

で
は
な
-
左
手
の
谷
に
入
る
こ
と
｡
正
面
は
蓮

華
岳
と
北
葛
岳
の
鞍
部
に
出
る
)
ん
で
す
｡
そ
う

し
て
か
ら
針
ノ
木
峠
へ
か
か
る
ん
で
す
が
､
そ

こ
に
は
､
そ
の
年
の
春
の
地
こ
そ
ぎ
の
ナ
ダ
レ

(
底
雪
崩
)
で
､
何
百
年
っ
て
樹
齢
の
カ
ラ
マ
ツ

が
押
し
出
さ
れ
て
き
て
重
な
っ
て
ね
､
そ
の
上

に
雪
が
積
も
っ
て
る
か
ら
歩
き
よ
う
が
な
い
ん

で
す
｡
そ
れ
を
な
ん
と
か
抜
け
は
し
た
が
､
こ

ん
ど
は
そ
の
辺
か
ら
雪
が
膝
上
ま
で
あ
る
よ
う

に
な
っ
て
､
そ
う
な
る
と
物
言
う
の
か
シ
ツ
ぺ

ゾ
ウ
で
ね
､
滑
ら
ん
し
温
か
だ
し
､
や
あ
､
あ

れ
が
な
か
っ
た
ら
大
変
で
し
た
ね
｡

そ
う
し
て
雪
が
い
よ
い
よ
多
-
な
っ
て
､
腰

丈
-
ら
い
に
な
っ
た
ら
､
富
士
弥
さ
ん
が
背
中

の
荷
を
下
ろ
し
て
ね
､
『
あ
ん
た
､
こ
こ
に
い
な

さ
い
　
オ
レ
　
踏
ん
で
-
る
か
ら
』
っ
て
言
っ
て

ね
､
空
身
で
行
-
ん
で
す
よ
｡
そ
う
し
て
し
ぼ

ら
-
し
て
戻
っ
て
来
て
､
さ
あ
行
こ
う
と
荷
物

を
背
負
っ
て
行
-
ん
で
す
｡
そ
う
し
て
踏
ん
だ

所
ま
で
楽
に
行
っ
て
､
こ
ん
だ
私
の
番
で
､
荷

物
背
負
っ
た
ま
ま
同
し
位
の
距
離
ま
で
行
っ
て

休
ん
で
い
る
と
富
士
弥
さ
ん
が
来
て
､
ま
た
荷

を
置
い
て
踏
ん
で
行
っ
て
戻
っ
て
来
る
と
｡

そ
う
い
う
風
に
交
替
々
々
で
や
っ
て
､
だ
ん

だ
ん
上
に
行
-
と
雪
は
多
-
な
る
し
､
疲
れ
て

-
る
ん
で
す
｡
そ
れ
で
ね
富
士
弥
さ
ん
の
よ
う

に
空
身
で
や
っ
て
み
た
ら
楽
な
ん
で
す
よ
ね
､

つ
か
れ
な
い
ん
で
す
よ
｡
そ
う
し
て
も
う
一
つ
､

職
業
漁
師
の
よ
う
な
プ
ロ
が
積
雪
期
の
山
に
入
る

時
の
用
心
深
さ
や
自
ら
に
課
し
て
い
た
鉄
則
の
よ
う

な
も
の
が
よ
-
解
る
述
懐
で
あ
る
が
､
同
時
に
､
膝

ま
で
あ
る
よ
う
な
積
雪
時
の
登
撃
の
大
変
さ
と
雪
崩

の
怖
さ
を
よ
-
物
語
っ
て
い
る
述
懐
で
も
あ
る
｡

後
で
も
触
れ
よ
う
と
思
う
が
､
雪
崩
で
も
っ
と
も

規
模
が
大
き
い
の
は
春
先
に
多
い
全
層
雪
崩
(
底
雪

崩
)
で
あ
る
｡
こ
れ
は
雪
解
け
の
時
期
に
急
峻
な
沢
筋

が
そ
っ
く
り
滑
り
落
ち
る
雪
崩
で
､
現
在
ト
ロ
リ
ー

バ
ス
の
発
着
駅
と
な
っ
て
い
る
扇
沢
の
周
辺
か
ら
大

沢
の
小
屋
に
か
け
て
の
辺
り
は
周
辺
の
沢
筋
が
集

ま
っ
て
-
る
関
係
上
､
ひ
ん
ぽ
ん
に
起
き
て
い
る
｡

後
で
見
る
伊
藤
達
夫
の
述
懐
に
現
れ
る
｢
無
残
に
鉄
橋

を
吹
き
飛
ば
し
た
｣
雪
崩
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で

あ
り
､
筆
者
も
学
生
時
代
に
飴
の
よ
う
に
曲
が
っ
た

そ
の
残
骸
を
見
た
記
憶
が
あ
る
｡
し
か
し
全
層
雪
崩

は
､
起
き
や
す
い
季
節
や
時
間
帯
に
そ
こ
に
居
な
け

れ
ば
よ
い
の
で
､
こ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
話
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
｡
積
雪
期
の
表
層
雪

崩
は
､
い
つ
ど
こ
で
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
不
気
味

さ
を
持
っ
て
い
る
｡
雪
崩
に
よ
る
遭
難
と
い
う
の
は
､

ほ
と
ん
ど
こ
れ
で
あ
る
｡
春
先
に
全
層
雪
崩
の
起
き

や
す
い
と
こ
ろ
は
､
当
然
の
こ
と
な
が
ら
､
積
雪
期

の
全
期
間
を
通
じ
て
表
層
雪
崩
も
起
き
や
す
い
と
こ

ろ
で
あ
る
｡
だ
か
ら
V
字
谷
の
多
い
山
脈
中
で
は
､

冬
道
は
尾
根
筋
を
中
心
に
設
定
さ
れ
て
い
る
｡
さ
ら

さ
ら
越
え
に
比
定
さ
れ
る
｢
ザ
ラ
峠
｣
付
近
は
､
樹
木

は
も
ち
ろ
ん
革
付
き
も
少
な
-
､
地
肌
が
む
き
出
し

に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
所
(
写
真
2
)
で
､
夏
場
に

眺
め
て
も
､
冬
場
に
こ
こ
を
通
る
こ
と
を
想
像
す
る

だ
け
で
怖
い
よ
う
な
場
所
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
表
層

雪
崩
は
頻
繁
に
起
き
て
お
り
､
成
政
が
こ
こ
を
通
っ

た
と
言
い
張
る
人
に
は
ぜ
ひ
一
度
積
雪
期
に
通
っ
て

み
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

3
　
谷
や
沢
は
ど
う
怖
い
か

今
､
筆
者
は
不
用
意
に
｢
谷
や
沢
は
｣
と
書
い
た

が
､
谷
と
沢
は
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
｡
越
中
側
で

は
｢
谷
｣
と
い
う
こ
と
が
多
-
､
信
州
側
で
は
｢
沢
｣
と
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い
う
こ
と
が
多
い
と
い
う
｡
川
の
流
れ
に
重
点
を
置

け
ば
､
｢
沢
｣
で
あ
り
､
尾
根
に
対
し
て
窪
ん
で
い
る

地
形
に
重
占
嘗
置
け
ば
｢
谷
｣
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
あ
ま
り
厳
密
に
使
い
分
け
し
な
い
で
話
を

進
め
た
い
｡

次
に
伊
藤
達
夫
(
当
時
｢
京
都
て
つ
じ
ん
山
の
会
｣

所
属
｡
京
都
府
立
大
学
助
教
授
｡
平
成
2
 
1
年
新
越
乗

越
付
近
で
遭
難
死
)
の
経
験
を
紹
介
し
ょ
う
｡
伊
藤

は
､
大
正
1
 
2
年
の
3
月
棒
小
屋
沢
で
雪
崩
に
あ
っ
て

亡
-
な
っ
た
小
埜
喜
作
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
､
何
度

も
こ
の
地
域
に
入
っ
た
人
物
で
あ
る
｡

伊
藤
は
､
ま
ず
夏
場
に
2
年
が
か
り
で
2
回
(
9
月

と
7
月
)
､
こ
こ
を
訪
れ
た
｡
そ
し
て
喜
作
の
遭
難

現
場
を
確
認
し
､
そ
の
近
-
の
屋
根
上
に
あ
っ
た
と

さ
れ
る
遠
山
品
右
衛
門
の
小
屋
跡
も
ほ
ぼ
特
定
し
､

付
近
の
地
形
や
尾
根
筋
沢
筋
の
状
況
を
踏
査
し
た
｡

そ
し
て
平
成
1
 
8
年
2
月
の
下
旬
､
新
越
尾
根
か
ら
棒

小
屋
沢
中
尾
根
を
伝
っ
て
喜
作
の
遭
難
地
古
道
-
に

降
り
立
つ
｡
そ
の
部
分
を
こ
れ
も
長
-
な
る
が
引
用

し
て
み
よ
う
｡

て
い
る
｡
熟
練
者
で
も
ど
の
よ
う
な
苦
難
に
陥
る
か

わ
か
ち
な
い
｡
で
は
､
成
政
ら
が
通
っ
た
と
伝
え
ら

れ
る
ル
ー
ト
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
場
所
か
､
周
辺

で
起
こ
っ
た
遭
難
を
と
り
あ
げ
て
考
え
て
み
よ
う
｡

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
っ
た
し
､
自

分
自
身
も
扇
沢
か
ら
鉄
橋
の
下
を
-
ぐ
つ
て
籠

川
の
河
原
に
ま
で
達
す
る
ほ
ど
の
デ
ブ
リ
(
雪
崩

の
雪
が
押
し
出
し
堆
積
し
た
末
端
)
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
1
泊
-
｡
(
中
略
)

そ
こ
は
喜
作
の
遭
難
現
場
か
ら
1
血
ほ
ど
下

流
で
あ
っ
た
が
､
両
岸
か
ら
の
デ
ブ
リ
を
み
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
牛
首
尾
根
の
斜
面
に
取
り
つ
い
た
｡
(
中
略
)

表
層
雪
崩
の
デ
ブ
リ
を
目
の
当
た
り
に
し
て
､
神

経
を
張
り
つ
め
て
い
る
伊
藤
の
様
子
が
よ
-
判
る
｡

そ
し
て
､
喜
作
な
ど
山
に
通
暁
し
た
も
の
が
沢
筋
を

う
ま
-
使
っ
て
効
率
的
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
､
雪

崩
に
対
す
る
判
断
力
の
的
確
さ
に
感
嘆
す
る
と
と
も

に
､
そ
れ
で
も
､
喜
作
を
含
め
て
多
-
の
猟
師
が
犠

牲
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
｢
そ
の
判
断
能
力
は
完

璧
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
伊
藤

ら
は
､
喜
作
の
二
の
舞
に
な
ら
な
い
よ
う
に
､
周
到

に
準
備
し
､
用
心
深
-
冬
山
に
入
っ
た
｡
そ
の
お
か

げ
か
雪
崩
に
は
合
わ
な
か
っ
た
も
の
の
､
平
成
2
 
1
年

の
5
月
､
思
わ
ぬ
雨
と
雪
に
襲
わ
れ
て
同
行
者
と
共

に
新
越
尾
根
付
近
で
凍
死
し
て
い
る
｡
春
山
で
さ
え
､

こ
の
よ
う
に
怖
い
｡

厳
冬
期
の
山
は
､
雪
崩
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
一
歩

間
違
え
ば
即
ち
死
と
い
う
様
々
な
危
険
と
隣
あ
わ
せ

4
一
一
つ
の
遭
難
死

H
　
篭
川
谷
(
針
ノ
木
雪
渓
)
の
雪
崩
遭
難

残
雪
期
に
針
ノ
木
雪
渓
に
入
る
と
､
大
沢
の
小
屋

か
ら
し
ぼ
ら
-
上
っ
た
右
手
の
岩
肌
に
小
さ
な
レ

リ
ー
フ
が
一
つ
あ
る
｡
昭
和
4
年
6
月
に
作
ら
れ
た

も
の
で
､
夏
道
か
ら
ほ
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
､

垂
直
に
見
え
る
花
崗
岩
の
岩
肌
に
梵
字
が
は
ら
れ
て

あ
り
､
そ
の
下
に
｢
遭
難
記
念
碑
｣
　
｢
早
稲
田
大
学
山

岳
部
　
1
9
2
7
･
T
･
0
0
没
｣
と
刻
ま
れ
て
い
る
｡
(
写

真
3
-
-
･
2
)

昭
和
2
年
1
2
月
0
0
日
､
竃
川
谷
赤
石
沢
出
合
付
近

で
雪
崩
が
起
こ
り
､
登
南
中
の
1
 
1
名
の
早
稲
田
大
学

生
を
呑
み
こ
み
､
内
4
人
が
行
方
不
明
と
な
っ
て
翌

年
6
月
遺
体
で
発
見
さ
れ
た
遭
難
で
あ
る
｡

早
稲
田
大
学
山
岳
部
は
､
大
沢
小
屋
を
中
心
と
し

た
冬
期
の
放
射
状
登
山
を
課
題
と
し
て
大
正
の
末
年

か
ら
連
年
､
こ
の
地
域
に
入
っ
て
活
動
し
て
い
た
｡

そ
の
様
子
を
､
山
岳
部
の
部
報
｢
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
｣

第
4
号
で
､
小
笠
原
勇
八
は
｢
更
に
厳
冬
､
大
澤
小
屋
､

平
小
屋
､
立
山
の
小
屋
を
連
結
し
て
新
し
い
ル
ー
ト

と
興
味
あ
る
フ
ラ
ン
シ
ー
ル
と
を
得
ら
る
ゝ
時
も
遠

い
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｣
と
述
べ
て
華
々
し
い
未

来
に
胸
躍
ら
せ
て
い
る
｡
し
か
し
､
小
笠
原
ら
の
希

望
は
無
残
に
打
ち
砕
か
れ
た
｡
こ
の
地
域
が
積
雪
期

に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
か
､

こ
の
時
彼
等
は
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
遭

難
事
故
後
､
早
大
山
岳
部
の
野
望
は
断
念
さ
れ
､
今

日
に
お
い
て
も
そ
れ
を
為
そ
う
と
す
る
者
は
誰
ひ
と

り
い
な
い
｡

リ
ー
ダ
ー
近
藤
正
以
下
目
名
の
一
行
は
､
こ
の
日

1
 
0
時
過
ぎ
大
沢
小
屋
を
出
発
し
､
竃
川
本
谷
を
電
光

形
に
登
高
し
て
赤
石
沢
と
の
出
会
い
付
近
に
至
っ

た
｡
ス
キ
ー
に
よ
る
重
昂
で
あ
る
｡
そ
し
て
日
時
頃
､

先
頭
の
渡
辺
が
キ
ッ
ク
タ
ー
ン
を
し
た
直
後
､
突
然

表
層
雪
崩
が
襲
っ
た
｡
全
員
が
流
さ
れ
､
埋
ま
っ
た
｡

1
 
1
人
の
内
上
半
身
だ
け
埋
も
れ
た
2
人
は
自
力
で
這

い
出
し
､
次
々
と
5
名
を
救
出
し
た
が
､
4
名
は
ど

こ
に
埋
も
れ
て
い
る
か
さ
え
定
か
で
は
な
か
っ
た
｡

後
で
見
る
と
､
雪
崩
の
規
模
は
長
さ
4
-
5
百
メ
ー

ト
ル
､
幅
7
-
8
0
メ
ー
ト
ル
に
遷
し
て
い
た
と
い
う
｡

結
局
埋
も
れ
た
4
人
は
見
つ
か
ら
ず
捜
索
を
断
念
､

翌
年
6
月
融
雪
を
待
っ
て
再
開
､
遺
体
が
次
々
と
発

見
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

篭
川
谷
は
大
き
な
V
字
谷
で
､
積
雪
期
に
は
表
層

雪
崩
が
､
ま
た
融
雪
期
に
は
底
雪
崩
が
た
び
た
び

お
こ
る
と
い
う
怖
い
場
所
で
あ
る
｡
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
の
連
休
か
ら
6
月
に
か
け
て
の
残
雪
期
に

こ
の
谷
に
入
る
と
､
そ
こ
こ
こ
に
雪
崩
の
デ
ブ
リ
が

あ
り
､
雪
崩
の
怖
さ
を
容
易
に
想
像
さ
せ
る
｡

0
　
鳩
峰
の
遭
難

も
う
一
つ
の
遭
難
は
昭
和
2
8
年
北
葛
岳
鳩
嶺
付
近

で
起
こ
っ
て
い
る
｡

こ
の
年
1
1
月
2
3
日
､
同
志
社
大
学
山
岳
部
は
､
A
･

B
二
隊
に
わ
か
れ
て
北
葛
岳
を
目
指
し
た
｡
北
葛
岳

か
ら
派
生
す
る
鳩
峰
が
未
開
拓
の
地
で
､
そ
こ
を
制

覇
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
｡
二
隊
の
内
､
A
隊

6
人
は
籠
川
谷
か
ら
針
ノ
木
峠
を
経
て
北
葛
岳
へ
達

し
､
笹
平
の
東
電
第
三
発
電
所
付
近
か
ら
鳩
峰
を

登
っ
て
-
る
B
隊
を
支
援
し
､
落
ち
合
う
と
い
う
計

画
で
あ
っ
た
｡

A
隊
は
予
定
通
り
に
北
葛
岳
に
達
し
た
が
､
B
隊

は
急
峻
な
地
形
に
拒
ま
れ
て
こ
の
ル
ー
ト
か
ら
の
登

高
を
断
念
､
蓮
華
岳
か
ら
派
生
す
る
尾
根
に
取
り
つ
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写真3- 1　遭難記念碑石膏模型雛型
市立大町山岳博物館蔵(平成16年､稲門山岳会寄贈)

写真3-2　雪崩遭難探索風景
(写真:百瀬堯氏蔵)

∴ �� 

∴∴.∴言-∴ ��
∴ ∴∵: ∴ 

写真4　同志社大学山岳会有志による北葛岳鳩峰の遭難
慰霊碑(写真:大町市文化財センター蔵)

い
て
蓮
華
岳
の
頂
上
に
立
っ
た
｡
両
隊
は
互
い
に
連

絡
を
取
り
合
っ
た
が
､
荒
天
の
為
か
無
線
が
通
じ
ず
､

A
隊
は
､
｢
北
葛
岳
で
合
流
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
鳩

峰
か
ち
下
山
す
る
｣
と
い
う
事
前
の
約
束
通
り
､
た
だ

し
健
康
を
崩
し
た
一
人
に
も
う
一
人
を
付
き
添
わ
せ

て
残
し
､
1
 
1
月
2
 
9
日
､
鳩
峰
か
ら
下
山
し
た
｡
こ
の

下
山
も
困
難
を
極
め
､
A
隊
の
4

人
は
二
夜
ビ
バ
ー
ク
し
､
リ
ー

ダ
ー
ひ
と
り
が
救
援
を
求
め
て

大
町
に
つ
い
た
の
は
1
 
2
月
1
日
の

こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
の
日
の
深

夜
､
ビ
バ
ー
ク
し
て
い
た
A
隊
の

3
名
は
救
出
さ
れ
､
さ
ら
に
大
町

観
光
協
会
､
山
案
内
人
組
合
な
ど

に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
救
援
隊
が

韮
富
岳
に
残
さ
れ
た
2
名
を
救
出

に
向
か
っ
た
が
､
幕
営
地
に
2
人

の
姿
は
な
か
っ
た
｡
健
康
を
回
復

し
､
同
じ
よ
う
に
鳩
峰
を
下
山
し

た
と
推
測
さ
れ
た
が
､
ま
っ
た
-

手
掛
か
り
は
な
-
､
1
 
7
日
を
以
て

捜
索
は
打
ち
切
ら
れ
た
｡
こ
の
時

の
B
隊
の
サ
ブ
リ
ー
ダ
ー
格
平
林

克
敏
は
､
周
知
の
よ
う
に
､
後
に

エ
ベ
レ
ス
ト
へ
登
頂
し
て
い
る
｡

経
験
の
浅
い
部
員
を
含
ん
で
い
た

と
は
い
え
､
こ
の
時
期
の
積
雪
の

深
さ
と
急
峻
な
地
形
､
そ
し
て
厳

し
い
気
象
が
こ
の
遭
難
の
大
き
な

要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
｡
(
写
真
4
)

佐
々
成
政
は
針
ノ
木
峠
で
は
な

-
鳩
峰
を
下
っ
た
と
考
え
る
人
も

い
る
｡
笹
平
と
い
う
の
は
､
佐
々

戌
政
の
｢
佐
々
｣
か
ら
き
て
い
る

と
い
う
伝
承
を
真
実
と
考
え
て
い

る
人
も
い
る
(
こ
の
よ
う
な
地
名

起
源
伝
承
の
ほ
と
ん
ど
は
､
地
名

が
先
に
あ
っ
て
､
そ
れ
に
合
わ
せ
る
様
に
後
か
ち
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
)
｡
し
か
し
こ
の
鳩
峰
付
近
に

お
け
る
同
志
社
大
学
の
遭
難
は
､
そ
う
い
う
説
が
成

り
立
た
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
山
岳
関
係
者
の

中
に
も
､
成
政
が
嶋
崎
を
下
っ
た
と
考
え
る
人
が
居

る
よ
う
で
あ
る
が
､
長
野
県
の
山
岳
協
会
会
長
を
務

め
ら
れ
た
故
武
田
武
氏
は
､
厳
冬
期
の
ザ
ラ
･
針
ノ
木

峠
越
え
が
不
可
能
に
近
い
こ
と
を
発
言
し
て
お
ら
れ

る
｡
ま
た
､
筆
者
が
平
成
1
 
6
年
に
お
目
に
懸
っ
た
平

ノ
小
屋
の
オ
ー
ナ
ー
佐
伯
覚
憲
氏
も
､
素
人
が
厳
冬

期
に
両
峠
を
越
え
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
っ
て
も
よ

い
と
思
う
と
言
わ
れ
た
｡

現
代
で
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
る
が
､
こ
と
に
江

戸
時
代
に
あ
っ
て
は
､
雪
山
に
通
暁
し
た
少
数
の
ベ

テ
ラ
ン
猟
師
が
､
時
期
と
天
候
を
選
び
､
雪
の
状
況

を
確
認
し
､
慎
重
か
つ
大
胆
に
行
動
し
て
初
め
て
可

能
に
な
る
の
が
､
積
雪
期
の
入
山
で
あ
っ
た
｡
そ
れ

で
も
時
に
は
遭
難
し
た
｡

成
政
の
行
動
は
､
期
日
は
迫
ら
れ
て
お
り
､
天
候

も
雪
の
状
況
も
選
べ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
｡
少
数

の
ベ
テ
ラ
ン
猟
師
は
な
ん
と
か
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
た
と
し
て
も
､
成
政
ら
の
一
行
(
2
 
0
-
0
0
名
)
を
含

め
れ
ば
部
隊
は
す
-
な
-
と
も
5
0
名
ほ
ど
に
は
な
ろ

う
｡
し
か
も
そ
の
大
半
は
冬
山
の
経
験
は
全
-
な
い

人
々
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
山
に
入
る
と

い
う
こ
と
は
､
十
中
八
九
死
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
｡
勿
論
成
政
は
､
勇
猛
果
敢
な
人
物
で
あ
り
戦
国

武
将
と
し
て
常
に
死
を
覚
悟
し
て
生
き
て
い
た
で
あ

ろ
う
｡
し
か
し
そ
の
死
は
部
将
と
し
て
の
意
味
あ
る

死
で
あ
っ
て
無
謀
な
頓
死
で
は
な
い
｡
成
政
の
目
的

は
､
第
一
に
徳
川
家
康
､
織
田
信
雄
に
会
う
こ
と
で

あ
り
､
再
起
を
約
し
て
富
山
へ
帰
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡

そ
の
目
的
に
照
ら
し
て
考
え
れ
ば
､
か
れ
ら
が
飛
騨

山
脈
越
え
と
い
う
暴
挙
を
あ
え
て
犯
す
こ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡

5
　
錯
膝
孝
二
つ
の
立
山
越
え
と
佐
々
成
政

冒
頭
に
見
た
伊
藤
孝
一
ち
の
ザ
ラ
峠
･
針
ノ
木
峠
越

え
で
､
伊
藤
ら
が
､
篭
川
谷
か
ら
針
ノ
木
峠
を
目
指

そ
う
と
し
て
､
荒
天
の
た
め
大
沢
小
屋
に
滞
留
し
て

い
た
大
正
1
 
2
年
2
月
2
 
6
日
午
後
2
時
､
猛
烈
な
雪
の

中
を
小
屋
に
現
れ
た
人
々
が
あ
っ
た
｡
伊
藤
ら
が
到

着
し
な
い
の
を
心
配
し
､
こ
の
日
の
早
朝
､
平
ノ
小

屋
を
出
発
し
た
佐
伯
嘉
左
衛
円
ら
芦
崎
寺
の
越
中
衆

8
名
(
表
2
)
で
あ
っ
た
｡

伊
藤
の
備
忘
録
に
よ
る
と
､
一
行
は
こ
の
日
平
ノ

小
屋
を
出
発
し
た
と
い
う
｡
午
後
2
時
と
言
う
到
着

時
刻
が
正
確
で
あ
る
な
ら
ば
､
い
さ
さ
か
疑
問
に
思

う
占
が
な
い
で
も
な
い
o
と
い
う
の
は
早
朝
出
発
し

た
と
し
て
も
､
悪
天
候
の
中
で
あ
る
｡
出
発
は
早
-

と
も
午
前
6
時
頃
で
あ
ろ
う
｡
す
る
と
彼
ち
は
8
時
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1 , 2 ,26に黒部平の小屋から大沢まで来た人々

佐伯嘉左衛門　　佐伯福松

佐伯宗作　　　　　佐伯政吉

佐伯忠太郎　　　佐伯鶴松

志鷹喜一　　　　　志鷹光次郎

2, 3 , 6に芦山弁寺で合流した人々(上記の他)

佐伯栄作　　　　佐伯亀蔵

佐伯清作　　　　　佐伯兵治

佐伯重吉　　　　　佐伯竹次郎

三川謙次郎

表2　伊藤孝一らの立山越えを支えた越中衆

∴∴∴∴∴∴∴∴:.: 倡�ｵB"ﾘ�h��������������������劍���������������･∴ ･∴ :千 鐙�������8��2ﾒ�ｨ�や������∴ ･∴ ��������

∴∴∴∵∴∴ ��劔������

∴∴∴ 言. ����∴ �� �� �� �� �� 

写真5　針ノ木峠に立つ伊藤ら一行
(写真:百瀬堯氏蔵)

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｡尼iE::::-=::_--=堕塾

間
足
ら
ず
で
大
沢
に
着
い
た
こ
と
に
な
る
(
今
日
の
夏

道
で
順
調
に
行
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
-
ら
い
の
時
間

は
優
に
か
か
る
)
｡
こ
の
時
､
嘉
左
衛
円
ら
が
語
っ

た
天
候
と
積
雪
の
状
況
を
伊
藤
は
次
の
よ
う
に
記
録

し
て
い
る
｡峠

と
大
沢
間
の
積
雪
軟
質
に
し
て
大
腿
部

ま
で
を
浸
し
歩
行
非
常
に
困
難

大
雪
で
か
つ
雪
が
柔
ら
か
っ
た
た
め
針
ノ
木
峠
か

ち
大
沢
へ
の
下
り
は
大
変
に
苦
労
し
た
と
い
う
か

ら
､
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
､
8
時
間
足
ら
ず
と
言

う
の
は
ち
ょ
っ
と
信
じ
が
た
い
所
要
時
間
で
あ
る
｡

と
い
う
の
も
､
3
月
2
 
1
日
､
伊
藤
ら
が
｢
全
面
結
氷
､

歩
行
安
易
｣
と
い
う
好
天
･
好
条
件
の
中
で
同
じ
コ
ー

ス
を
大
沢
小
屋
に
着
-
の
に
要
し
た
時
間
が
､
伊
藤

の
記
録
で
見
る
と
9
時
間
ほ
ど
か
か
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
2
月
の
悪
天
候
積
雪
時
に
は

も
う
少
し
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
｡
越
中
衆
も
含
め
､
2
月
の
時
の
メ
ン
バ
ー

が
全
員
そ
の
中
に
い
る
｡
伊
藤
が
時
間
や
時
刻
を
勘

違
い
し
た
か
､
ま
た
は
嘉
左
衛
円
ら
の
語
っ
た
こ
と

が
伊
藤
の
記
録
と
違
っ
た
か
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
｡

な
お
､
こ
の
時
は
､
越
中
衆
の
｢
龍
城
(
小
屋
で
の
停

港
)
困
難
｣
と
い
う
進
言
も
あ
り
､
先
に
も
記
し
た
よ

う
に
､
翌
2
7
日
大
町
へ
と
下
っ
て
い
る
｡
3
月
の
踏

破
成
功
の
前
段
に
こ
の
よ
う
な
撤
退
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
｡伊

藤
ら
が
立
山
越
え
を
で
き
た
の
だ
か
ら
､
成
政

一
行
も
で
き
た
は
ず
だ
と
簡
単
に
言
う
人
が
あ
る

が
､
そ
う
だ
ろ
う
か
｡

伊
藤
ら
が
2
月
に
信
州
か
ら
針
ノ
木
･
立
山
を
越
え

よ
う
と
し
て
失
敗
し
た
こ
と
は
今
見
た
と
お
り
で
あ

る
｡
そ
の
こ
と
自
体
が
､
時
期
や
条
件
に
よ
っ
て
は

ザ
ラ
･
針
ノ
木
峠
越
え
が
不
可
能
に
近
い
こ
と
の
証
拠

で
あ
る
｡

彼
ら
が
3
月
に
富
山
側
か
ら
再
挑
戦
し
た
こ
と
も

す
で
に
見
た
｡
こ
の
と
き
一
行
は
､
3
月
5
日
に
藤

橋
を
出
発
し
て
2
2
日
に
大
町
に
着
い
て
い
る
か
ら
､

実
に
1
 
8
日
の
日
数
を
費
や
し
て
い
る
｡
途
中
雄
山
へ

登
る
な
ど
の
寄
り
道
を
し
た
に
せ
よ
､
そ
れ
だ
け
の

時
日
を
要
し
た
の
は
安
全
を
第
一
に
考
え
た
か
ら
に

他
な
ち
な
い
｡
彼
ら
は
事
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て

｢
無
制
限
の
入
山
期
日
｣
を
ま
ず
設
け
た
｡
天
候
が
悪

-
な
れ
ば
何
日
で
も
滞
留
し
､
状
況
の
回
復
を
待
と

う
と
し
た
の
で
あ
る
｡
ま
た
雪
崩
の
危
険
を
で
き
る

だ
け
避
け
る
た
め
に
｢
新
雪
の
5
寸
程
度
な
ち
出
発
､

杢
羊
に
し
て
尺
に
近
さ
場
合
は
滞
在
｣
と
い
う
よ
う
な

原
則
を
た
て
､
絶
え
ず
天
候
や
地
形
の
状
況
を
確
か

め
な
が
ら
､
前
進
か
停
滞
か
を
決
定
し
て
い
る
｡
こ

の
た
め
も
あ
っ
て
立
山
温
泉
に
は
9
泊
､
平
に
は
4

泊
費
や
し
た
｡

伊
藤
ら
の
こ
の
慎
重
さ
と
万
全
を
期
す
姿
勢
は
､

生
還
を
第
一
に
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
､

幸
運
を
も
呼
ん
だ
と
も
言
え
よ
う
｡
と
言
う
の
は
､

ち
ょ
う
ど
同
じ
こ
ろ
､
二
件
の
遭
難
事
故
が
､
し
か

も
山
の
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
り
誰
よ
り
も
地
形
や
気
候
､

危
険
を
熟
知
し
た
人
物
ら
に
依
っ
て
こ
の

付
近
で
起
こ
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

一
つ
は
､
そ
の
後
伊
藤
ら
も
通
っ
た
松

尾
峠
で
大
正
1
 
2
年
1
月
1
 
5
日
起
こ
っ
た
遭

難
で
あ
る
｡
詳
細
は
避
け
る
が
､
大
正
1
 
0

(
1
9
2
1
)
年
に
ア
イ
ガ
ー
束
山
稜
を
初

登
撃
し
た
槇
有
恒
が
友
人
三
田
幸
夫
､
板

倉
勝
童
と
3
人
で
立
山
へ
ス
キ
ー
登
山
を

試
み
､
そ
の
下
山
中
板
倉
が
疲
労
凍
死
し

た
事
故
で
あ
る
｡

も
う
ひ
と
つ
は
､
大
正
1
2
年
3
月
5
日
､

伊
藤
ち
が
藤
橋
を
出
発
し
た
ま
さ
に
そ
の

日
､
棒
小
屋
沢
で
小
埜
喜
作
が
遭
難
し
て

い
る
｡
雪
崩
で
あ
っ
た
｡
伊
藤
ら
は
平
ノ

小
屋
に
滞
在
中
こ
の
遭
難
を
知
っ
た
｡
樺

小
屋
沢
は
黒
部
川
の
支
流
で
､
平
ノ
小
屋
も
同
じ
黒

部
川
の
各
節
に
あ
る
｡
伊
藤
ら
も
不
気
味
に
思
っ
た

に
違
い
な
い
が
､
伊
藤
ち
が
針
ノ
木
谷
を
遡
上
し
た

3
月
2
 
1
日
は
､
｢
膜
輝
で
あ
り
｢
雪
面
結
氷
､
歩
行

安
易
に
し
て
前
進
捗
る
｣
　
(
百
瀬
慎
太
郎
宛
て
伊
藤

孝
一
書
簡
備
忘
日
誌
)
状
況
で
あ
っ
た
｡

年
末
年
始
が
例
年
荒
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し

て
､
2
月
か
ら
3
月
の
こ
の
時
期
は
､
山
の
天
候
が

比
較
的
に
安
定
す
る
時
期
で
あ
る
｡
伊
藤
ら
の
立
山

越
え
は
､
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
成
功
し
た
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
今
日
最
新
の
装
備
を
以
っ

て
挑
戦
し
た
と
し
て
も
､
雪
崩
の
危
険
は
避
け
よ
う
が

な
い
｡
天
候
が
悪
-
な
れ
ば
､
伊
藤
ら
の
よ
う
に
何
日

で
も
待
つ
よ
り
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
｡
(
写
真
5
)

一
方
､
成
政
に
は
そ
ん
な
ゆ
と
り
は
勿
論
な
か
っ

た
｡
一
日
で
も
早
-
家
康
と
会
い
､
一
日
で
も
早
-

帰
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
携
行
す
る
食

糧
や
装
備
も
限
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
も
実
行
す
れ
ば

一
か
八
か
の
暴
挙
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
｡

ア
イ
ガ
ー
を
登
っ
た
実
力
者
達
や
､
極
限
の
自
然

に
鍛
え
ら
れ
た
猟
師
で
さ
え
条
件
に
よ
っ
て
は
餌
食

に
し
て
し
ま
う
｡
厳
冬
期
の
黒
部
･
立
山
は
そ
う
い
う

場
所
で
あ
る
｡
そ
こ
を
越
え
る
と
い
う
暴
挙
を
､
成

政
は
選
択
し
な
か
っ
た
と
思
え
て
仕
方
が
な
い
｡

(
大
町
市
文
化
財
セ
ン
タ
ー
･
信
濃
史
学
会
会
員
)
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