


遠藤現夢（写真提供／磐梯山噴火記念館）

裏
磐
梯
の「
明
治
神
宮
」

―
―
今
も
漂
う
遠
藤
現
夢
の
魂
―
―

千
葉 

茂
樹（
福
島
自
然
環
境
研
究
室
）

　
「
明
治
神
宮
」と
聞
け
ば
東
京
・
代
々

木
の「
明
治
神
宮
」が
有
名
で
す
が
、
裏

磐
梯
に
は
東
京
の
明
治
神
宮
が
で
き
る

前
に「
明
治
神
宮
」が
建
っ
て
い
ま
し
た

（
写
真
1
、
図
1
）。
こ
れ
を
建
て
た
の
は
、

会
津
若
松
市
の
遠
藤
現げ
ん
む夢
で
す
。彼
は
、

磐
梯
山
１
８
８
８（
明
治
21
）年
噴
火

の
後
、
私
財
を
投
げ
打
っ
て
裏
磐
梯
の

復
興
に
尽
力
し「
明
治
神
宮
」を
建
立

し
ま
し
た
。
し
か
し
、月
日
が
流
れ
、彼

の
業
績
と
と
も
に「
明
治
神
宮
」も
忘
れ

去
ら
れ
、
荒
れ
果
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。

現
在
、
磐
梯
山
周
辺
で「
裏
磐
梯
の
明

治
神
宮
は
ど
こ
で
す
か
」と
尋
ね
て
も
、

誰
も
知
り
ま
せ
ん
。

　

以
下
、順
に
ご
紹
介
し
ま
す
。
な
お
、

こ
の
内
容
は
地
質
学
の
学
会
誌「
地
球

科
学
」２
０
２
３
年
1
月
号
に
掲
載
さ

れ
た
も
の
で
す
。

磐
梯
山
１
８
８
８
年
の
噴
火

　

現
在
の
磐
梯
火
山
は
、
磐
梯
山

（
１
８
１
６
ｍ
）・
櫛
ヶ
峰
・
赤
埴
山

の
3
つ
の
山
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す（
図

1
）。
１
８
８
８
年
ま
で
は
山
頂
部
の

北
側
に
小こ
ば
ん
だ
い
さ
ん

磐
梯
山
が
あ
り
ま
し
た
。

同
年
7
月
15
日
、山
頂
付
近
で
水
蒸
気

爆
発（
マ
グ
マ
が
直
接
関
与
し
な
い
水

蒸
気
の
圧
力
に
よ
る
爆
発
）が
起
き
、

図1 磐梯火山の概略図と「明治神宮」の位置。国土地理院、2.5万分
1地形図「磐梯山」、1万分1火山基本図「磐梯火山」を使用した
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そ
の
後
小
磐
梯
山
が
崩
壊
し
、構
成
し

て
い
た
溶
岩
な
ど
が
北
麓
を
中
心
に

流
れ
下
り
ま
し
た（
写
真
2
）。
北
麓
の

渓
谷
は
岩
と
泥
に
よ
っ
て
埋
め
ら
れ
、

現
在
の
裏
磐
梯
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

噴
火
で
５
０
０
人
弱
の
人
々
が
犠
牲

に
な
り
ま
し
た
。
た
だ
当
時
は
、
住
民

や
湯
治
客
の
把
握
が
現
在
ほ
ど
厳
密

で
は
な
く
、
正
確
な
人
数
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
見
つ
か
っ
た
遺
体
は
81

体
で
、
約
４
０
０
人
が
未
だ
に
大
地
の

下
に
眠
っ
て
い
ま
す
。

遠
藤
現
夢
の
植
林

　

現
在
の
磐
梯
高
原
は
、全
国
的
に
も

有
名
な
観
光
地
で
す
が
、
噴
火
直
後

は
岩
と
泥
の
荒
原
で
し
た
。
日
本
政

府
か
ら「
植
林
を
成
功
さ
せ
た
ら
、
そ

の
土
地
を
安
く
払
い
下
げ
る
」と
の
話

が
あ
り
、
人
々
は
噴
火
の
直
後
か
ら
動

き
出
し
ま
し
た
。
会
津
若
松
や
喜
多

方
の
資
産
家
が
植
林
に
入
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
大
半
の
人
々
は
破
産
し
て
裏

磐
梯
を
去
り
ま
し
た
。
原
因
は
、土
地

が
岩
や
泥
で
肥
料
分
が
な
く
、
か
つ
冬

は
極
寒
で
、
植
林
し
た
苗
木
が
枯
れ
て

し
ま
っ
た
た
め
で
す
。
こ
の
中
で
、
植

林
に
成
功
し
た
の
が
遠
藤
現
夢
で
し

た
。
彼
が
中
心
と
な
っ
た
仲
間
5
人

は
、
明
治
の
終
わ
り
頃
に
植
林
に
入
り

ま
し
た
。
彼
ら
は
、
は
じ
め
に
道
の
な

か
っ
た
裏
磐
梯
に
資
材
搬
入
用
の
道

を
造
り
ま
し
た
。
現
在
の
五
色
沼
歩

道（
図
１
）は
、彼
ら
が
造
っ
た
道
の
一
部

で
す
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ま
で
失
敗
し
た

人
々
の
例
か
ら
植
林
の
方
法
を
考
え

直
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
苗
木
は
寒
冷

地
か
ら
購
入
し
、
実
際
の
植
林
で
は
苗

木
数
本
を
束
に
し
て
植
え
て
根
付
か
せ

ま
し
た
。
１
９
１
９（
大
正
8
）年
、
彼

ら
は
政
府
に「
植
林
の
成
功
」を
報
告

し
、
6
月
19
日
に
そ
の
土
地
が
政
府
か

ら
払
い
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

現
夢
の
思
い
と
開
山
の
碑

「
明
治
神
宮
」

　

明
治
天
皇
は
、磐
梯
山
噴
火
災
害
の

直
後
に
い
ち
は
や
く
見
舞
金
を
下
賜

さ
れ
ま
し
た
。
遠
藤
現
夢
は
、
こ
の
出

来
事
に
深
い
感
謝
と
畏
敬
の
念
を
抱

き
、植
林
開
始
前
に「
明
治
神
宮
社
」を

建
て
植
林
の
成
功
を
祈
願
し
、
植
林
の

成
功
後
に
は
開
山
の
碑「
明
治
神
宮
」

を
建
立
し
ま
し
た（
写
真
1
）。
こ
の
開

山
の
碑「
明
治
神
宮
」は
、
弁
天
沼
の
南

に
あ
る
舌
状
地
形
の
上
に
建
っ
て
い
ま

す（
図
1
）。
こ
の
台
地
は
、
建
立
の
こ

ろ
は
眺
望
が
す
ば
ら
し
く
、
南
に
磐
梯

山
、西
に
瑠
璃
沼
、北
に
弁
天
沼
そ
の
奥

に
吾
妻
連
峰
な
ど
裏
磐
梯
一
帯
が
一
望

で
き
ま
し
た
。
な
お
、
植
林
開
始
前
に

建
て
た
と
さ
れ
る「
明
治
神
宮
社
」は
、

ど
う
い
っ
た
建
物
だ
っ
た
の
か
、
ど
こ
に

あ
っ
た
の
か
の
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

残
念
な
こ
と
は
、
開
山
の
碑「
明
治

神
宮
」の
建
立
年
が
、
１
９
１
９（
大

正
8
）年
な
の
か
１
９
２
０
年
な
の

か
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。
史
料
で
は

「
１
９
１
９
年
6
月
19
日
に
政
府
か

ら
土
地
が
払
い
下
げ
ら
れ
、
開
山
の
碑

『
明
治
神
宮
』を
建
立
し
た
」と
あ
り

ま
す
が
、
建
立
日
は
記
載
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
東
京
代
々
木
の
明
治

神
宮
の
創
建
が
、１
９
２
０
年
11
月
1

日
で
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
は
裏
磐
梯
の

方
が
早
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
こ
の
石

碑
と
は
別
に
、
五
色
沼
歩
道
の
近
く
に

は
遠
藤
現
夢
の
墓（
巨
大
な
自
然
石
）

が
あ
り
ま
す（
写
真
５
、図
1
）。

著
者
と
開
山
の
碑「
明
治
神
宮
」

　

私
は
、１
９
７
９
年
か
ら
磐
梯
火
山

の
地
質
調
査
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
わ

か
り
や
す
く
言
え
ば
、
け
も
の
道
な
ど

を
使
っ
て
通
常
人
が
入
ら
な
い
磐
梯

山
の
奥
深
く
ま
で
入
っ
て
調
査
を
し
ま

し
た
。
１
９
９
０（
平
成
2
）年
3
月

25
日
、調
査
中
に
偶
然
、開
山
の
碑「
明

治
神
宮
」に
巡
り
合
い
ま
し
た
。
こ
の

日
は
、
弁
天
沼
の
南
・
瑠
璃
沼
の
東
に

あ
る
舌
状
地
形
の
調
査
に
行
き
ま
し

た（
図
1
）。
こ
の
台
地
の
上
に
登
る

と
、
何
の
変
哲
も
な
い
長
径
約
6
ｍ
、

高
さ
約
2
ｍ
の
安
山
岩
の
岩
が
あ
り

ま
し
た
。
こ
れ
が
開
山
の
碑「
明
治
神

宮
」の
背
面
で
し
た
。
こ
の
岩
の
南
側

を
回
り
若
干
下
り
な
が
ら
東
側
に
出

る
と
、
平
坦
な
広
場
が
あ
り
ま
し
た
。

写真1 遠藤現夢が作った開山の碑「明治神宮」。崩
落前の姿（1990年3月25日撮影）。人物は高見澤
利光氏で、肖像使用許可取得済

写真2 1888年噴火の惨
状の写真。噴火直後から
このような写真が多数売
り出された（著者蔵）

※1 阿部武（2012）「裏磐梯の植林と遠藤現夢」（私家版）136p
※2 馬場篤（1987）「裏磐梯・緑化のたどった跡」（会津生物同好会誌25）60-66p
※3 千葉茂樹・木村純一（2001）「磐梯火山の地質と火山活動史ー火山灰編年法を用いた火山活動の解析」（岩石鉱物科学30）126-156p

*1

*1
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振
り
返
っ
て
岩
を
見
上
げ
る
と「
明
治

神
宮
」と
彫
ら
れ
て
い
ま
し
た（
写
真

1
）。
さ
ら
に
、「
明
治
神
宮
」と
彫
ら

れ
た
岩
の
下
の
部
分
は
な
く
な
っ
て
い

ま
し
た
。
史
料
に
よ
る
と
、
下
半
分
は

１
９
６
４（
昭
和
39
）年
の
新
潟
地
震

で
崩
落
し
た
そ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
石

碑
の
東
側
は
岩
が
ほ
と
ん
ど
な
い
平

坦
な
広
場
で
、
大
き
な
木
や
草
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
石

碑
か
ら
北
東
方
向
へ
歩
い
て
、
舌
状
地

形
の
北
北
東
端
に
出
る
と
、
つ
づ
ら
折

れ
の「
参
道
」が
斜
面
の
下
の
方
に
続
い

て
い
ま
し
た（
写
真
3
）。
図
1
の
右
図

は
、
私
が
２
０
２
１
年
4
月
2
日
と

7
日
に
、
明
治
神
宮
の
位
置
・
参
道
の

痕
跡
・
山
道
の
痕
跡
を
調
査
し
て
地
図

に
書
き
込
ん
だ
も
の
で
す
。

　

な
お
、「
明
治
神
宮
」の
東
側
の
広

場
は
、
岩
が
ほ
と
ん
ど
な
く
平
坦
地

で
、
人
為
的
に
岩
を
取
り
除
い
た
も
の

と
推
定
さ
れ
ま
す
。
可
能
性
で
す
が
、

こ
の
広
場
に
植
林
開
始
前
に
建
て
た

「
明
治
神
宮
社
」が
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

刻
字「
明
治
神
宮
」の
特
徴

　

岩
に
彫
っ
て
あ
る
刻
字「
明
治
神

宮
」も
特
徴
的
で
す（
写
真
1
）。
私
た

ち
が
普
段
使
っ
て
い
る
常
用
漢
字
と

は
違
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。「
明
」

は
、「
日
」偏
で
は
な
く「
目
」偏
で
す
。

「
宮
」は
、「
口
」と「
口
」に
間
に「
ノ
」

が
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
の
明
治
神
宮

も
、
創
建
当
時
の
文
字
に
は「
ノ
」が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
明
治
神
宮
の

W
eb

サ
イ
ト
で
は
、「『
ロ
』は
建
物
を

示
し『
ノ
』は
廊
下
を
指
す
。
文
字
が

で
き
た
当
時
の
中
国
に
は
建
物
を
結

ぶ
廊
下
が
な
か
っ
た
の
で
、明
治
時
代
の

『
宮
』の
字
に
は『
ノ
』が
な
い
」と
説
明

し
て
い
ま
す
。

石
碑「
明
治
神
宮
」の
現
状

　

私
は
１
９
７
９
年
か
ら
磐
梯
山
の

地
質
調
査
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

磐
梯
火
山
の
地
質
学
的
総
括
論
文
が

２
０
０
１
年
に
学
会
誌
に
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
以
降
、
私
は
調
査
中
に

巡
り
合
っ
た
開
山
の
碑「
明
治
神
宮
」

や
こ
れ
以
外
に
も
多
数
見
た
遺
構
が

気
に
か
か
り
、
何
度
か
五
色
沼
歩
道

周
辺
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
樹
木
が
大
き
く
育
ち
、
更
に
下
草

な
ど
も
繁
茂
し
、
こ
れ
ら
の
遺
構
に
出

合
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
幸

い
な
こ
と
に
、
私
は
地
質
調
査
を
し
た

日
毎
に
踏
査
ル
ー
ト
な
ど
を
細
か
く

記
録
し
て

い
ま
し
た
。

２
０
２
０

年
の
冬
、
こ

の
デ
ー
タ

か
ら
地
図

上
で「
明
治

神
宮
」の
位

置
を
確
認

し
、
雪
が
解

け
始
め
た

２
０
２
１

年
4
月
2

日
に
現
地

に
向
か
い
、

石
碑「
明
治
神
宮
」に
再
び
巡
り
合
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
残
念

な
事
に
石
碑
の
刻
字
部
分「
明
治
神

宮
」は
崩
落
し
、
そ
の
岩
片
は
周
辺
に

飛
び
散
っ
て
い
ま
し
た（
写
真
4
）。
お

そ
ら
く
、
２
０
１
１
年
の
東
日
本
大

震
災
で
崩
落
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
参
道
も
、
１
９
９
０
年
に
は
明

瞭
に
残
っ
て
い
ま
し
た
が
、
２
０
２
１

年
に
は
比
較
的
明
瞭
な
舌
状
地
形
の

斜
面
で
も
薄
っ
す
ら
と
わ
か
る
程
度
に

な
り
、
台
地
の
上
で
は
ほ
と
ん
ど
消
え

て
歩
け
な
い
状
態
で
し
た
。

そ
の
後
の
遠
藤
現
夢

　

現
夢
は
、
植
林
の
成
功
後
、
今
度
は

裏
磐
梯
の
将
来
を
夢
見
て
、
磐
梯
山
の

山
頂
付
近
の
出
湯
か
ら
弥
六
沼
付
近

ま
で
木
管
で
温
泉
水
を
引
き
ま
し
た
。

こ
の
事
業
は
、
裏
磐
梯
の
発
展
に
は
必

要
な
こ
と
で
し
た
が
、
逆
に
大
き
な
災

難
と
な
り
ま
し
た
。
彼
が
中
心
と
な
っ

た
植
林
組
合
の
条
文
に「
温
泉
事
業
」

が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら「
資
金
の
目
的

外
使
用
の
責
任
」を
問
わ
れ
、
裏
磐
梯

か
ら
身
を
引
か
ざ
る
を
え
な
く
な
り

ま
し
た
。
彼
は
、
裏
磐
梯
か
ら
去
る
に

あ
た
り
、
開
山
の
碑「
明
治
神
宮
」で
無

念
の
涙
を
流
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
私
の
脳
裏
に「
開
山
の
碑『
明

治
神
宮
』」が
焼
き
付
い
て
消
え
な
か
っ

た
の
は
、「
現
夢
の
無
念
の
魂
魄
」が

今
で
も
こ
の
地
に
漂
っ
て
い
る
為
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

30
年
越
し
の
発
表
と
な
っ
た
理
由

　

私
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
興
味
が

あ
り
、
地
質
調
査
の
際
に
も
出
合
っ
た

多
く
の
物
の
記
録
を
残
し
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
当
時
の
地
質
学
の
常
識

で
は
、
本
稿
の
よ
う
な
遺
構
の
調
査
は

「
余
計
な
も
の
」「
し
て
は
い
け
な
い

写真3 参道の写真
（1990年3月25日撮影）
2021年でも薄っすらと
わかる

写
真
4「
明
治
神
宮
」の
現
状
と
飛
散
し
た
岩
片
。

刻
字「
明
治
神
宮
」の
部
分
が
崩
落
し
飛
散
し
て
い

る（
２
０
２
１
年
４
月
２
日
・
７
日
撮
影
） *2

*3

*1
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も
の
」と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
近
年
、世
界
的

に
文
化
遺
産
が
注
目

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

日
本
で
も
２
０
１
４

年
に「
人
間
と
地
質
学

の
関
わ
り
」の
新
し
い

研
究
分
野「
文
化
地

質
学
」が
誕
生
し
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯

で
、
30
年
ほ
ど
眠
っ
て

い
た
資
料
を
再
構
成
し
、今
回
発
表
と

な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
私
は
磐
梯
山
の
地
質
調
査
の

際
に
、
今
回
の
よ
う
な
遺
構
を
数
多
く

見
て
い
ま
す
。
今
後
も
順
に
発
表
し
て

い
く
予
定
で
す
。

最
後
に

　

私
は
地
質
調
査
の
際
に
、
偶
然
に
も

遠
藤
現
夢
が
建
立
し
た
明
治
神
宮
に

巡
り
合
い
、
そ
し
て
私
の
心
に
深
く
刻

ま
れ
ま
し
た
。
現
夢
は
、
裏
磐
梯
の
復

興
を
夢
見
て
植
林
し
成
功
し
、
そ
の
思

い
を
込
め
て
明
治
神
宮
を
建
立
し
ま

し
た
。
そ
し
て
今
、
彼
の
思
い
や
業
績

は
、
長
い
年
月
の
中
で
忘
れ
去
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
原
稿
を
読
ま

れ
た
皆
さ
ん
、
ど
う
ぞ
遠
藤
現
夢
の
業

績
を
見
つ
め
直
し
、
よ
ろ
し
け
れ
ば
裏

磐
梯
に
行
っ
て
彼
の
足
跡
を
再
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
私
は
、
今
年
2
月
に
北
塩
原

村
役
場
に
明
治
神
宮
の
論
文
を
送
り
、

同
時
に
明
治
神
宮
お
よ
び
参
道
を
整

備
す
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
、可
能
で
あ
れ
ば
、崩
落
し
て
し
ま

っ
た
明
治
神
宮
の
復
元
も
お
願
い
し

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
遺
構
が
整
備
さ
れ

て
公
開
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、こ
の
原
稿
を
読
ま
れ
て
、
現
地
へ

行
こ
う
と
思
わ
れ
る
方
が
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
石
碑
周
辺
に
た
ど

り
着
く
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
の
よ
う
に
山
歩
き
に
慣
れ
て
い
な
い

と
大
変
危
険
で
す
。
よ
く
考
え
て
行
動

さ
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

著者：千葉茂樹（ ち ば し げ き ）。 福 島 自 然 環 境 研 究 室 代 表。
1958年生まれ。猪苗代町在住。岩手県一関市出身。専門は火
山地質学、特に磐梯火山。この他に、「富士山、可視北端の福島
県からの姿」などの多数の論文がある。2011年3月の福島第
一原発事故の際、福島市渡利に居住していたことから、専門外の
放射性物質による汚染の研究を始め、現在も継続中である。

写真5遠藤現夢の墓（位置は図1参照）

磐梯山の論文の一覧　http://wattandedison.com/Chiba1.html
原発事故関係の論文などの一覧　http://wattandedison.com/Chiba2.html

「富士山、可視北端の福島県からの姿」：http://www.wattandedison.com/Chiba_2012_Fujisan.pdf
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