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⑤ 
「
わ
た
し
と
尾
瀬
」 

 

今
後
、
ど
の
よ
う
に
尾
瀬
と
関
わ
っ
て
行
く
か
を

考
え
る
た
め
に
、先
人
た
ち
の
足
跡
を
辿
っ
て
み
た
。 

●
問
題
提
起 

平
野
紀
子
（
長
蔵
小
屋
）
明
治
３
８
年
に
武
田
久
吉

先
生
が
「
尾
瀬
紀
行
」
を
書
き
、
そ
れ
を
読
ん
だ
大

下
藤
次
郎
が
尾
瀬
の
絵
を
描
き
に
来
ら
れ
た
。
尾
瀬

を
世
に
紹
介
し
た
人
と
し
て
長
蔵
は
尾
瀬
沼
畔
に
早

世
し
た
大
下
藤
次
郎
の
碑
を
、
武
田
先
生
は
生
前
に 

希
望
し
て
お
ら
れ
た
う
ち
の
墓
地
「
ヤ
ナ
ギ
ラ
ン
の

丘
」
に
、
長
英
が
「
追
慕
の
碑
」
を
建
立
し
て
感
謝

の
気
持
ち
を
表
し
ま
し
た
。
う
ち
の
宿
帳
に
は
日
本

山
岳
会
の
先
輩
方
の
お
名
前
が
殆
ど
残
っ
て
い
ま
す
。 

 

尾
瀬
が
変
わ
っ
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、建
造
物
、

看
板
、
木
道
が
増
え
て
人
工
的
に
な
り
過
ぎ
た
と
思

い
ま
す
。
群
馬
と
福
島
と
を
結
ぶ
三
平
峠
も
階
段
状

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
全
て
机
上
プ
ラ
ン
で
予

算
が
つ
き
、
工
事
が
進
め
ら
れ
て
き
た
た
め
で
す
。 

 

東
京
電
力
が
原
発
事
故
で
尾
瀬
の
管
理
費
用
が
出

せ
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
環
境
省
も
地
元
も
東

電
を
当
て
に
し
て
い
ま
す
。「
あ
れ
だ
け
企
業
イ
メ
ー

ジ
を
Ｐ
Ｒ
し
た
の
だ
か
ら
、
今
後
も
す
る
だ
ろ
う
」

と
。
東
電
は
発
電
の
た
め
に
は
尾
瀬
の
水
を
手
放
せ

な
い
。
ど
ん
な
時
代
が
来
て
も
、
長
蔵
の
志
を
つ
い

で
尾
瀬
で
生
き
て
い
け
る
こ
と
を
有
難
く
思
い
ま
す
。 

福
永
栄
（
尾
瀬
自
然
観
察
会
）
最
初
に
尾
瀬
に
入
っ
た

の
は
１
９
６
６
年
。
７
１
年
に
三
平
峠
に
道
路
が
通

る
こ
と
に
平
野
長
靖
さ
ん
が
反
対
し
て
直
訴
、
大
石

長
官
が
視
察
に
来
ら
れ
て
中
止
が
決
ま
っ
た
。
そ
の

こ
と
に
刺
激
を
受
け
て
年
に
七
、
八
回
は
通
い
ま
し

た
。７
０
年
代
ま
で
の
尾
瀬
は
、湿
原
に
入
っ
た
り
、 

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ラ
ジ
オ
を
鳴
ら
し
な
が
ら
歩
い
た
り
、 

ゴ
ミ
箱
の
周
り
に
ゴ
ミ
が
散
ら
か
っ
た
り
し
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
中
で
も
、
湿
原
の
回
復
だ
と
か
、
学

術
調
査
と
か
に
取
り
組
む
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。 

 

２
０
代
の
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
か
と
考
え
た
結

果
、
自
然
解
説
の
た
め
の
小
さ
な
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を

作
っ
て
山
小
屋
に
置
い
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

行
き
は
そ
れ
を
背
負
っ
て
行
き
、
帰
り
に
は
ゴ
ミ
を

拾
っ
て
持
ち
帰
る
、
そ
ん
な
活
動
が
１
０
年
も
続
い

た
で
し
ょ
う
か
。
今
は
立
派
な
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー

が
出
来
、
自
然
解
説
も
充
実
し
て
い
ま
す
。
今
後
も

登
山
者
が
自
然
に
親
し
め
る
よ
う
最
低
限
の
費
用
は

維
持
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。 

大
悟
法
雄
作
（
歌
人
・
大
悟
法
利
雄
の
子
息
）
私
の
親 

父
は
、
酒
と
旅
の
歌
人
と
言
わ
れ
た
若
山
牧
水
の
弟 

子
。
生
涯
を
牧
水
の
顕
彰
の
た
め
に
過
ご
し
た
。
そ 

の
関
係
を
大
岡
信
は
「
義
経
と
弁
慶
の
よ
う
だ
」
と 

書
い
て
い
ま
す
。
牧
水
は
「
み
な
か
み
紀
行
」
で
群 

馬
を
歩
い
て
い
ま
す
が
、
尾
瀬
は
知
ら
な
か
っ
た
。 

親
父
は
「
歌
人
に
な
ら
な
か
っ
た
ら
登
山
家
に
な
り 

          

た
か
っ
た
」
と
い
う
位
の
山
好
き
で
、
昭
和
の
初
め 

か
ら
尾
瀬
に
き
て
い
て
、『
尾
瀬
と
九
十
九
里
』
と
い 

う
歌
集
が
あ
り
ま
す
。
平
野
長
英
さ
ん
は
親
父
よ
り 

少
し
年
下
で
し
た
が
、
や
は
り
短
歌
を
作
っ
て
い
ま 

し
た
か
ら
、尾
瀬
の
素
晴
ら
し
さ
を
詠
う
と
同
時
に
、 

長
英
さ
ん
に
会
う
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
。 

純
文
学
と
し
て
尾
瀬
を
紹
介
し
た
最
初
と
思
い
ま
す
。 

参
加
者
か
ら 

○
渡
り
鳥
の
飛
来
地
、
新
浜
を
埋
め
立
て
る
こ
と
に 

反
対
す
る
運
動
か
ら
自
然
保
護
に
入
っ
た
。
当
時
は 

「
人
か
鳥
か
」
だ
っ
た
が
、
今
は
「
人
も
尾
瀬
も
」 

の
時
代
だ
と
思
う
。
○
尾
瀬
は
綺
麗
だ
。
守
っ
て
い 

き
た
い
。○
若
い
こ
ろ
尾
瀬
で
働
い
た
こ
と
が
あ
る
。 

尾
瀬
か
ら
ヒ
マ
ラ
ヤ
へ
。
幸
せ
な
経
験
だ
っ
た
。 

●
司
会 

池
田
修
平
／
渡
邊
嘉
也   

記
録 

恩
田

小
夜
子
／
近
藤
緑 

 
 
 
 

(

出
席
者
３
２
名) 

 

「至仏岳ガイド」、「尾瀬沼、燧ケ岳ガイド」 

「尾瀬ヶ原ガイド」 

■
分
科
会 

 


