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第12巻　　第7号　1967年7月25日　　　　大町山岳博物館

自
然
開
発
セ
ン
タ
ー

と
し
て
の
博
物
館

大
町
山
岳
博
物
館
が
開
館
し
た
の
は
､
昭
和
二
十

六
年
の
十
一
月
一
日
､
と
記
憶
し
て
い
る
｡
あ
れ
か

ら
十
六
年
､
こ
の
博
物
舘
は
大
き
-
発
展
し
て
き
た

も
の
だ
と
し
み
じ
み
思
う
｡

物
価
値
上
り
の
折
､
こ
の
博
物
館
の
維
持
費
も
大

町
市
と
い
う
地
域
社
会
の
乏
し
い
財
源
で
は
､
苦
し

い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
察
し
､
そ
れ
だ
け
に
こ
ん
に

ら
ま
で
､
独
力
で
こ
れ
を
守
り
､
発
服
さ
せ
て
き
た

大
町
市
の
市
民
と
､
当
用
者
は
偉
い
と
思
う
｡
か
っ

て
､
こ
の
博
物
館
の
建
設
運
動
に
参
画
し
た
私
と
し

て
も
､
そ
の
主
観
的
な
愛
着
と
共
に
､
第
三
者
の
立

場
で
見
る
現
在
で
も
､
大
町
山
岳
博
物
舘
の
価
値
は

､
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
｡

全
県
的
な
立
場
か
ら
仕
事
を
進
め
て
い
る
過
程
で

､
マ
ス
つ
､
･
､
や
､
人
と
の
対
話
の
中
で
､
｢
お
お
ま

ち
｣
と
い
う
地
域
社
会
の
名
前
を
知
ら
な
く
と
も
`

｢
大
町
山
岳
博
物
館
｣
と
か
､
｢
黒
部
ダ
ム
｣
を
知
っ
て

い
る
人
た
ち
が
､
全
国
に
多
い
こ
と
は
な
ぜ
だ
ろ
う

か
｡

二
十
数
年
も
の
長
い
間
､
｢
お
お
ま
ち
｣
に
住
み
､

そ
の
人
間
と
自
然
を
愛
し
た
私
の
気
特
は
､
い
ま
も

変
り
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
れ
だ
け
に
大
町
の
印
象

が
､
博
物
館
と
'
黒
部
ダ
ム
だ
け
の
よ
う
に
第
三
者

に
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
､
私
は
複
雑
な
気
持
て
聞

き
入
る
の
で
あ
る
｡

い
ま
､
私
の
担
当
し
て
い
る
仕
商
だ
け
で
と
ら
え

て
見
て
も
､
長
野
県
や
､
企
業
局
､
営
林
局
､
関
係

市
町
村
と
提
携
し
て
観
光
開
発
を
進
め
て
い
る
地
域

と
し
て
苗
場
山
､
秋
山
郷
､
斑
尾
山
(
ま
だ
ら
お
)
､

鬼
無
里
(
さ
な
ぎ
)
､
黒
姫
､
乗
鞍
､
御
岳
､
南
木
曾

(
な
ぎ
そ
)
､
栂
池
(
つ
が
い
け
)
等
々
が
あ
る
｡
こ
れ

ら
の
開
発
手
法
の
車
で
､
一
貫
し
て
い
え
る
こ
と
は

､
｢
自
然
を
保
護
し
っ
つ
開
発
す
る
｡
｣
と
い
う
原
則

と
共
に
､
大
都
会
の
人
び
と
が
求
め
て
い
る
も
の
は

､
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
の
姿
で
あ
り
､
こ
の
傾
向
は

現
代
の
機
械
文
明
が
進
む
テ
ン
ポ
に
応
じ
て
強
く
な

る
と
い
う
点
で
あ
る
｡
こ
の
愚
昧
で
大
町
山
岳
博
物

館
が
そ
の
苦
難
の
歴
史
の
中
に
た
く
あ
え
て
き
た
知

識
と
､
資
料
を
も
っ
と
活
用
す
る
よ
う
に
､
大
町
市

民
は
勿
論
､
国
全
体
の
認
識
を
あ
ら
だ
に
す
る
時
期

に
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
　
　
　
阿
部
酉
与

(
長
野
鉄
道
管
理
局
･
市
場
調
査
室
長
)
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餓

　

　

鬼

　

　

岳

-
齢
か
を
山
行
を
求
め
る
人
の
た
め
に
-

平

　

　

林

　

　

国

　

　

男

読物悼ど

餓
鬼
岳
の
あ
る
場
所

北
ア
ル
プ
ス
連
繋
中
央
部
の
東
側
､
槍
ガ
岳
で
分

水
さ
れ
た
高
瀬
川
と
梓
川
の
渓
谷
で
分
離
さ
れ
､
南

北
に
連
な
っ
た
山
脈
が
あ
る
｡
こ
の
山
脈
は
南
か
ら

渡
沢
塙
､
大
滝
山
､
蝶
ガ
岳
､
常
念
岳
､
大
天
井
岳

'
燕
帰
な
ど
の
山
岳
を
つ
な
ぎ
､
北
端
は
唐
沢
岳
で

終
っ
て
い
る
｡
山
脈
中
の
代
表
的
な
山
岳
名
を
と
っ

て
､
一
般
的
に
は
常
念
山
脈
な
ど
と
呼
ば
れ
る
｡
北
ア

ル
プ
ス
連
峯
の
前
衛
と
も
い
え
る
山
脈
で
､
餓
鬼
岳

は
こ
の
山
脈
の
最
北
端
席
沢
岳
に
南
接
す
る
山
高
で

あ
る
｡
多
く
の
前
山
に
囲
ま
れ
そ
の
中
央
部
に
ど
っ

し
り
と
座
り
込
ん
だ
こ
の
岳
は
､
形
の
と
と
の
っ
た

餓
鬼
岳
小
屋

り
っ
は
な
岳
で
ぬ
る
が
､
姿
に
似
つ
か
な
い
〃
餓
鬼

〃
な
ど
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
そ
の
奇

好
な
名
の
故
に
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
は
い
る
が
､

こ
の
岳
に
登
る
人
は
極
め
て
少
な
い
｡
南
に
接
す
る

燕
岳
は
槍
ガ
岳
へ
の
縦
走
コ
ー
ス
の
起
点
と
し
て
､

ア
ル
プ
ス
銀
座
の
呼
称
の
も
と
に
多
く
の
人
々
に
親

し
ま
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
北
に
接
す
る
餓
鬼
岳
に

は
ほ
と
ん
ど
人
が
登
ら
ず
､
そ
れ
な
り
に
い
つ
訪
ず

れ
て
も
静
か
な
夏
山
の
旅
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

岳
で
も
あ
る
｡

〃
北
ア
の
秘
墳
〟
と
か
何
と
か
云
う
言
葉
が
も
て

は
や
さ
れ
る
が
､
こ
れ
ら
の
秘
境
も
バ
ス
道
端
が
ひ

ら
か
れ
､
登
山
路
が
整
備
さ
れ
る
に
伴
っ
て
､
俗
悪

な
気
風
が
み
な
ぎ
る
の
か
お
ち
で
あ
る
｡
ひ
と
り
よ

が
り
な
考
え
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
､
私
は
む
し

ろ
こ
れ
ら
通
俗
的
な
秘
境
よ
り
､
忘
れ
ら
れ
た
山
宙

の
も
つ
秘
魂
の
魅
力
に
誘
か
れ
る
一
人
で
あ
る
｡

餓
鬼
岳
の
生
い
た
ち

餓
宛
岳
の
同
体
は
す
べ
て
花
覇
岩
で
彬
成
さ
れ
る

｡
こ
の
柁
嗣
若
は
常
念
山
脈
の
広
大
な
地
域
に
広
が

り
､
北
接
す
る
宮
沢
岳
も
面
接
す
る
燕
匠
も
す
べ
て

花
樹
岩
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
北
端
岩
は
約
一
億
年
く

ら
い
前
の
中
生
代
末
期
に
､
日
本
列
鳥
に
慮
っ
た
地

潰
変
動
に
よ
り
､
土
地
の
樵
連
に
作
な
､
つ
大
詰
の
花

樹
岩
の
買
入
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い

る
｡
当
時
す
で
に
据
郡
し
て
い
た
古
生
層
や
中
年
層

の
下
へ
も
ぐ
り
込
み
､
数
粋
の
地
下
で
冷
却
間
結
し

た
花
樹
岩
は
､
そ
の
後
土
地
の
隆
起
に
伴
う
浸
蝕
作

用
に
よ
っ
て
､
今
で
は
上
を
被
っ
て
い
た
古
生
層
な

ど
は
削
り
取
ら
れ
､
花
閥
岩
も
あ
ら
わ
な
二
六
四
七

㍍
の
餓
鬼
宙
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
｡

花
描
岩
で
形
成
さ
れ
た
山
岳
は
い
ず
れ
も
風
化
や

浸
蝕
作
用
に
描
く
､
辞
に
遣
崩
れ
な
ど
崩
壊
作
用
に

見
舞
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
山
頂
部
は
な
I
 
J
i
り
i
点
に

な
っ
て
峻
立
す
る
岩
雌
は
見
ら
れ
な
い
｡
一
万
､
､
品

蝕
作
用
の
激
し
い
谷
間
は
断
崖
が
形
成
さ
れ
､
安
易

な
気
持
ち
で
は
近
づ
き
が
た
い
絶
壁
が
各
所
に
見
ら

れ
る
｡
激
し
い
風
化
波
蝕
に
よ
っ
て
土
嫌
が
形
成
さ

れ
に
く
く
､
広
大
な
地
域
に
大
森
林
が
発
達
す
る
よ

う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
こ
れ
ら
地
鎖
要
因
は

地
形
へ
､
さ
ら
に
そ
の
岳
に
生
育
す
る
植
物
や
動
物

に
彫
饗
を
友
ぼ
し
て
い
る
｡

〝
餓
鬼
〃
の
名
の
由
来
も
､
も
と
も
と
は
崖
岳
か

ら
き
た
も
の
と
い
わ
れ
`
こ
れ
に
餓
鬼
の
字
を
あ
て

は
め
た
も
の
だ
と
い
う
人
も
あ
る
｡
な
か
な
か
う
が

っ
た
山
名
考
で
感
心
す
る
｡

餓
鬼
岳
へ
の
道

登
山
路
は
大
糸
線
沿
線
の
信
濃
常
盤
駅
を
起
点
と

し
て
､
乳
用
谷
と
白
沢
の
二
個
所
に
'
高
瀬
渓
谷
か

ら
は
鴬
温
泉
を
起
点
と
し
た
滝
沢
と
東
京
電
力
第
五

発
竃
所
か
ら
の
東
沢
が
､
中
房
谷
か
ら
は
中
房
温
泉

を
起
点
と
し
た
中
房
州
登
り
の
五
個
所
に
あ
る
｡

こ
の
ほ
か
主
尾
根
を
燕
岳
に
抜
け
る
縦
走
路
が
あ
る

が
､
燕
岳
か
ら
餓
鬼
岳
を
通
っ
て
下
山
す
る
者
が
多

い
か
ら
'
餓
鬼
岳
へ
の
道
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
｡

こ
れ
ら
登
山
路
の
う
ち
整
備
が
や
や
ゆ
き
と
ど
い

て
い
る
の
は
､
白
沢
コ
ー
ス
と
乳
用
コ
ー
ス
､
お
よ

び
縦
走
コ
ー
ス
の
三
個
所
で
あ
る
.
他
の
コ
ー
ス
は

い
ず
れ
も
台
風
な
ど
の
被
害
を
受
け
た
ま
ま
改
修
が

進
ま
ず
､
山
な
れ
た
登
山
者
で
も
苦
労
を
憶
悟
で
登

山
路
を
探
し
な
が
ら
登
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
も
ち
ろ

ん
滝
な
ど
の
高
播
き
は
予
定
の
行
動
で
時
に
は
ビ
バ

ー
ク
の
準
備
も
整
え
た
方
が
安
全
で
あ
る
｡
と
く
に

滝
沢
コ
ー
ス
と
栗
沢
コ
ー
ス
を
選
ぶ
場
合
は
周
到
な

猛
悪
が
必
要
で
あ
る
｡

な
お
､
国
土
地
理
院
発
行
の
五
万
分
の
一
の
地
図
(

昭
和
三
四
年
修
正
測
地
)
　
の
信
濃
池
田
と
槍
ガ
岳
の

図
輔
の
う
ち
､
大
皿
山
と
餓
鬼
岳
の
鞍
部
へ
で
る
登

山
路
(
地
図
で
は
鞍
部
で
乳
用
コ
ー
ス
と
一
諸
に
な

っ
て
い
る
)
は
多
少
変
更
し
て
い
る
か
ら
証
憑
し
て

い
た
だ
き
た
い
｡
正
し
い
登
山
路
は
餓
鬼
岳
か
ら
北

方
瀧
沢
へ
落
ち
込
む
尾
根
に
つ
け
ら
れ
､
一
五
〇
〇

㍍
前
後
の
地
点
で
滝
沢
か
ら
登
っ
て
き
た
登
山
路
と

合
わ
さ
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
池
沢
か
ら
餓
鬼
岳

に
向
っ
て
左
側
を
鞍
雄
方
向
に
揺
さ
,
込
ま
ず
､
英
直

に
餓
鬼
岳
へ
向
っ
て
誇
る
こ
と
に
な
る
｡

餓
鬼
岳
と
植
物

餓
児
岳
の
羅
山
コ
ー
ス
の
う
ち
最
も
整
備
が
ゆ
き

と
ど
き
'
指
醇
棟
や
ペ
ン
キ
の
道
し
る
べ
が
た
ん
ね

ん
に
つ
け
ら
れ
､
コ
ー
ス
と
し
て
も
一
般
向
(
た
だ

し
健
脚
者
で
な
い
と
推
奨
で
き
な
い
)
　
で
､
ま
た
自

然
の
変
化
に
富
ん
だ
白
沢
コ
ー
ス
の
登
山
案
内
を
兼

ね
な
が
ら
､
登
山
路
周
辺
で
見
ら
れ
る
主
要
な
植
物

に
つ
い
て
述
べ
た
い
｡

信
濃
常
駐
で
下
車
し
､
駅
の
南
側
よ
り
西
方
へ
ほ

ぼ
直
線
的
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
車
道
を
進
む
､
途
中

､
小
海
戸
､
清
水
な
ど
の
部
落
を
通
過
し
'
カ
ラ
マ

ッ
林
の
中
に
真
直
ぐ
延
び
た
林
道
に
入
る
｡
道
は
し

ば
ら
く
進
ん
で
三
叉
路
を
右
に
折
れ
､
そ
の
ま
ま
山

足
に
続
く
単
調
な
里
歩
き
と
な
る
｡
こ
の
辺
は
民
有

地
で
ほ
と
ん
ど
伐
採
跡
地
と
な
り
'
カ
ラ
マ
ツ
､
ア

カ
で
ツ
な
ど
が
植
林
さ
れ
て
い
る
｡

親
沢
と
の
道
と
別
か
れ
白
沢
の
登
山
口
に
入
る
と

砂
防
堰
堤
で
林
道
が
終
る
｡
こ
の
間
約
六
キ
ロ
あ
る

が
変
化
に
乏
し
く
日
陰
も
な
く
あ
き
あ
き
す
る
道
で

あ
る
.
駅
前
で
タ
ク
シ
ー
を
拾
う
と
こ
こ
ま
で
走
っ

て
-
れ
る
｡
ま
た
､
清
水
部
落
(
約
二
キ
ロ
)
ま
で
バ

ス
が
あ
る
が
本
数
は
少
な
い
｡

樵
高
一
〇
〇
〇
㍍
の
白
沢
堰
堤
か
ら
は
本
格
的
な

登
山
妙
道
に
な
る
｡
川
原
の
中
の
軽
石
に
つ
け
ら
れ

た
赤
ペ
ン
キ
の
マ
ー
ク
を
た
よ
り
に
数
回
白
沢
の
本

流
を
左
右
に
渡
り
'
一
キ
ロ
雅
進
ん
だ
地
点
(
標
高

的
一
一
八
〇
㍍
)
　
で
本
流
を
避
け
て
つ
け
ら
れ
た
捲

き
道
に
取
付
く
｡
こ
の
間
に
見
ら
れ
ろ
植
物
は
ヤ
シ

ャ

ブ

シ

､

フ

サ

サ

ク

ラ

､

タ

ニ

ソ

ツ

牛

､

ア

サ

ノ

ハ

カ
エ
デ
"
-
ヨ
ウ
ブ
､
ノ
リ
ウ
ツ
辛
な
ど
渓
谷
沿
に

好
ん
で
生
育
す
る
穐
雛
や
､
川
原
の
中
に
は
カ
ワ
ラ

ハ
　
ハ
コ
､
､
･
､
ヤ
マ
ハ
ク
ザ
オ
､
ヤ
マ
ハ
　
ハ
つ
な
ど
が

見
ら
れ
る
｡
タ
カ
ネ
コ
ウ
ゾ
リ
少
､
･
､
､
ヤ
つ
つ
ウ
ゾ

-
ナ
な
ど
高
山
帯
で
見
ら
れ
る
植
物
も
下
っ
て
き
て

い
る
.川

原
の
途
中
か
ら
国
有
林
に
な
る
｡
浅
い
山
の
林

道
に
近
い
国
有
林
は
大
撫
伐
採
さ
れ
て
い
る
場
合
が
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舘物語ど山

る
｡
こ
の
あ
た
り
か
ら
登
山
路

わ
き
や
プ
ッ
シ
ュ
の
陰
に
シ
ョ

ウ
キ
ラ
ン
が
目
に
つ
く
よ
う
に

な
る
｡
シ
ョ
ウ
キ
ラ
ン
は
標
高

三
一
〇
〇
㍍
位
か
ら
一
四
〇
〇

㍍
の
範
囲
で
見
ら
れ
る
｡

本
流
を
右
に
左
に
渡
り
な
が

ら
捲
き
道
を
進
む
と
再
び
支
尾

根
を
越
し
て
本
流
に
で
る
｡
こ

こ
は
〃
魚
止
滝
〃
の
高
播
き
部

分
に
あ
た
る
｡
さ
ら
に
本
流
沿

い
に
し
ば
ら
-
進
む
と
尾
根
登

り
の
取
付
に
な
る
｡
右
に
左
に

普
通
で
あ
る
が
､
崩
壊
地
の
多
い
餓
鬼
岳
で
は
保
安

林
と
し
て
そ
の
ま
ま
保
護
さ
れ
て
い
る
た
め
'
渓
谷

の
谷
底
近
-
に
発
達
す
る
森
林
の
観
察
に
は
都
合
が

良
い
｡

岩
壁
の
顕
や
尾
根
筋
に
は
ツ
ガ
､
コ
メ
ツ
ガ
が
生

育
し
､
そ
の
間
隙
を
ぬ
っ
て
ブ
ナ
､
ケ
ト
チ
ノ
キ
､

サ
ヮ
グ
ル
､
､
＼
･
､
､
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
大
木
が
生
育
す
る

し
か
し
､
土
域
が
浅
い
た
め
か
ブ
ナ
林
と
い
え
る
森

林
ま
で
に
は
発
達
し
な
い
｡
落
葉
広
葉
樹
林
で
は
あ

る
が
､
渓
谷
沿
に
発
韮
す
る
訳
筋
の
植
生
が
広
が
っ

て
い
る
と
考
え
て
も
良
さ
そ
う
で
あ
る
｡
大
木
の
下

に
は
ア
サ
ノ
ハ
カ
エ
デ
､
ウ
リ
ハ
ダ
カ
エ
デ
等
約
一

六
種
に
個
体
数
は
少
な
い
が
フ
ウ
リ
ソ
ウ
メ
モ
ド
牛

な
ど
の
低
木
が
生
育
し
て
い
る
｡
下
草
に
は
壬
､
､
､
ジ

ガ
サ
､
ウ
ワ
､
､
ハ
･
､
､
ゾ
ウ
､
ラ
シ
ョ
ウ
モ
シ
カ
ズ
ラ
等

一
九
種
の
ほ
か
､
シ
ノ
ブ
カ
グ
マ
､
ク
ジ
ャ
ク
シ
ダ

､

オ

シ

ダ

､

イ

ヌ

ガ

シ

ソ

ク

､

ヤ

マ

ソ

テ

ツ

､

シ

シ

ガ

ン

ラ

､

ン

コ

ウ

モ

ン

ジ

シ

ダ

､

リ

ョ

ウ

メ

ソ

ン

グ

な
ど
の
シ
ダ
類
が
非
常
に
多
い
｡
コ
チ
ャ
ル
メ
ル
ソ

ウ
も
多
く
登
山
路
あ
き
に
芝
生
の
よ
う
に
生
育
す
る

場
所
も
見
ら
れ
る
｡

標
高
二
一
五
〇
㍍
前
後
の
地
点
に
〝
紅
葉
の
滝
〟

が
あ
る
｡
こ
の
･
あ
た
り
に
は
コ
メ
ツ
ガ
と
一
諸
に
ヤ

マ
グ
ル
マ
､
ホ
シ
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
な
ど
広
葉
常
緑
の
低

木
が
多
い
｡

し
ば
ら
く
進
む
と
登
山
路
は
白
沢
本
流
に
落
ち
込

む
支
尾
根
を
越
し
て
､
再
び
本
流
を
歩
く
よ
う
に
な

折
れ
な
が
ら
護
る
道
は

〃
百
曲
り
〟
と
呼
ば
れ
､
後

述
す
る
餓
鬼
岳
の
手
前
の
ダ
ケ
カ
ン
バ
淋
中
の
道
の

こ
と
を
い
う
場
合
が
あ
り
､
ど
ち
ら
に
つ
け
ら
れ
た

名
称
か
は
確
か
で
な
い
｡

匪
里
六
二
〇
㍍
前
後
の
登
山
路
わ
き
に
ひ
っ
そ

り
と
咲
く
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
の
花
は
印
象
的
で
あ
る

ま
た
こ
れ
ま
で
の
道
中
気
づ
く
点
は
オ
オ
イ
タ
ド
リ

が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
､
襲
製
に
毛
の
無
い
イ
タ
ド

リ
だ
け
で
あ
る
｡
同
様
に
オ
オ
カ
…
ウ
モ
リ
も
見

当
ら
ず
､
カ
一
一
コ
ウ
モ
リ
だ
け
が
目
に
つ
く
｡
ハ
イ

イ
ヌ
ツ
ゲ
､
ハ
イ
イ
ヌ
ガ
ヤ
･
ヒ
メ
モ
チ
な
ど
日
本

海
要
素
と
い
わ
れ
る
植
物
は
い
ず
れ
も
極
端
に
少
な

く
隣
接
す
る
高
潮
渓
谷
で
は
し
ば
し
ば
見
か
け
る
ユ

ゾ

ユ

ズ

リ

ハ

､

ツ

ル

シ

キ

ミ

､

ヒ

メ

ア

オ

キ

な

ど

は

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

標
萱
七
五
〇
㍍
ま
で
登
る
と
白
沢
の
源
流
部
へ

出
る
ご
｣
こ
ぼ
切
り
立
っ
た
岩
壁
の
底
が
急
傾
斜
の

狭
い
ガ
レ
に
な
り
､
岩
壁
か
ら
は
た
え
ず
水
が
落
ち

て
流
れ
を
つ
く
っ
て
い
る
｡
ユ
キ
ワ
リ
ツ
ワ
'
ム
シ

ト
リ
ス
･
､
､
レ
が
見
ら
れ
る
の
も
こ
の
場
所
で
あ
る
｡

オ
オ
バ
ギ
ボ
ウ
シ
に
混
っ
て
エ
ゾ
シ
オ
ガ
マ
､
ヒ
ト

ツ
パ
ヨ
モ
ギ
:
､
､
ヤ
マ
ハ
シ
ノ
キ
､
､
､
､
ヤ
マ
コ
ウ
ゾ

リ
ナ
､
タ
カ
ネ
ニ
ガ
ナ
な
ど
高
山
植
物
が
星
育
す
る

標
高
二
〇
〇
九
㍍
で
大
凧
山
の
稜
線
に
出
て
視
界

は
急
に
ひ
ら
け
餓
鬼
岳
の
全
容
が
埋
め
る
｡
今
ま
で

の
渓
谷
沿
い
に
発
達
す
る
よ
う
な
植
生
と
も
別
れ
て

つ
メ
ツ
ガ
林
に
入
る
｡
と
い
っ
て
も
こ
の
取
付
部
分

数
百
㍍
の
範
囲
の
コ
メ
ツ
ガ
は
､
台
風
で
な
ぎ
倒
さ

れ
累
々
と
櫛
た
わ
り
､
林
床
の
サ
サ
が
生
気
を
取
戻

し
て
広
が
っ
て
い
る
｡
登
山
路
に
倒
れ
た
大
木
を
ま

た
い
た
り
､
く
ぐ
っ
た
り
し
な
か
ら
稜
線
の
登
用
路

を
進
む
｡

オ
サ
ぐ
ハ
グ
サ
が
出
る
の
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
で
あ

る
｡
コ
メ
ソ
ガ
の
林
床
に
標
高
二
〇
六
〇
㍍
か
ら
二

二
〇
〇
㍍
の
範
囲
で
見
ら
れ
る
｡
コ
メ
ソ
ガ
林
の
種

類
組
成
は
高
木
層
を
コ
メ
ソ
ガ
が
優
占
し
､
オ
オ
ン

ラ

ビ

ノ

､

シ

ラ

ピ

ソ

､

ト

ウ

ヒ

､

ヒ

メ

コ

マ

ツ

､

チ

ョ
ウ
セ
ン
ゴ
ヨ
ウ
が
混
入
す
る
｡
低
木
層
は
コ
ヨ
ウ

ラ
ク
ツ
ツ
ジ
､
ハ
ク
サ
ン
シ
ャ
ク
ナ
〆
､
､
､
､
ネ
カ
ユ
デ

､

オ

ガ

ラ

.

ハ

ナ

'

サ

ビ

バ

ナ

ナ

カ

マ

ド

､

ウ

ラ

ジ

ロ

カ
ン
パ
､
ム
シ
カ
リ
な
ど
が
占
め
､
草
本
層
は
ゴ
セ

ン
タ
チ
.
ハ
ナ
､
マ
イ
ズ
ル
ソ
ウ
が
生
育
す
る
｡

乳
用
コ
ー
ス
の
登
山
路
と
の
分
岐
点
は
標
高
二
二

〇
〇
㍍
で
あ
り
､
こ
こ
か
ら
数
十
㍍
登
っ
た
地
点
で

つ
メ
ソ
ガ
林
が
発
達
で
き
な
い
乳
川
谷
側
の
ガ
レ
地

の
頭
に
五
平
方
米
位
の
ハ
イ
マ
ツ
群
落
が
現
わ
れ
る

お
そ
ら
く
餓
鬼
岳
で
の
ハ
イ
マ
ツ
の
最
下
限
で
あ
ろ

え
ノ
○

コ
メ
ツ
ガ
林
は
標
高
二
三
二
〇
㍍
前
後
で
衰
微
し

て
ダ
ケ
カ
シ
.
ハ
林
に
な
る
｡
林
中
を
曲
折
す
る
叢
山

路
に
そ
っ
て
オ
オ
バ
ユ
キ
ザ
サ
､
ク
ル
マ
ユ
リ
､
ク

ロ

ト

ウ

ヒ

レ

ン

､

エ

ン

レ

イ

ソ

ウ

､

ハ

ク

サ

ン

ボ

ウ

フ
ウ
､
オ
オ
バ
タ
ケ
シ
ャ
ラ
ン
､
タ
カ
ネ
ス
イ
パ
､

オ
オ
バ
キ
ス
､
､
､
レ
､
サ
シ
カ
ヨ
ウ
な
ど
に
浸
っ
て
シ

ナ
ノ
キ
ソ
バ
イ
が
見
事
な
花
を
き
そ
っ
て
い
る
｡
ダ

ケ
カ
ン
バ
林
は
標
高
二
四
八
〇
㍍
前
後
ま
で
標
高
差

約
一
五
〇
㍍
の
広
範
囲
に
わ
た
る
怒
度
の
高
い
純
林

で
あ
る
｡
地
形
や
冬
季
の
税
雪
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
な
樹
林
は
後
立
山
連

峯
や
燕
寓
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

針
葉
樹
林
で
後
立
山
と
興
る
点
は
シ
ラ
ピ
ソ
が
多

い
こ
と
で
あ
る
｡
後
立
山
で
は
シ
ラ
ピ
ソ
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
ず
大
部
分
は
オ
オ
シ
ラ
ピ
ソ
で
あ
る
が
､

餓
鬼
岳
で
は
コ
メ
ソ
ガ
に
渡
っ
て
シ
ラ
ピ
ソ
を
ち
ょ

く
ち
ょ
く
見
か
け
る
｡
一
般
に
北
ア
ル
プ
ス
で
は
南

都
に
シ
ラ
ピ
ソ
が
多
く
北
部
に
移
ろ
に
従
っ
て
少
な

く
な
る
｡
餓
鬼
岳
の
西
南
東
沢
に
は
見
事
な
シ
ラ
ビ

ソ
林
が
発
達
し
て
い
る
｡
長
野
県
植
物
研
究
会
で
は

今
夏
合
循
調
査
を
行
な
う
予
定
で
あ
る
が
､
輿
味
の

も
た
れ
る
シ
ラ
ビ
ソ
林
で
あ
る
｡

ダ
ケ
カ
ン
バ
林
か
切
れ
る
と
挟
間
二
石
0
0
米
前

後
か
ら
本
格
的
な
ハ
イ
マ
ツ
硝
落
と
な
る
.
愁
山
路

は
ハ
イ
マ
ツ
帯
に
入
っ
て
山
腹
の
下
を
等
高
線
沿
い

に
左
に
剃
り
餓
鬼
岳
小
屋
(
掠
高
二
五
八
〇
米
)
に
到

達
す
る
｡
廻
り
込
む
地
点
の
稜
線
に
は
滝
沢
コ
ー
ス

の
分
岐
点
が
あ
る
｡
巾
頓
(
裸
出
二
六
間
L
･
二
米
)

は
餓
鬼
店
小
屋
の
す
ぐ
近
/
､
で
松
本
平
を
一
純
に
収

め
､
後
立
山
や
戎
銀
擁
､
衰
銀
座
､
槍
が
高
な
ど
根

聖
か
広
が
る
｡
壇
沢
の
シ
ラ
ビ
ソ
林
は
小
屋
の
滴
ま

で
上
昇
し
､
こ
こ
か
森
林
限
外
と
な
っ
て
い
る
.
小

屋
周
辺
か
ら
山
頑
に
か
け
て
乾
燥
地
に
は
コ
マ
ク
サ

､

コ

バ

ノ

ク

ロ

マ

メ

ノ

キ

`

コ

ケ

モ

モ

､

ウ

ラ

シ

マ

ツ

ツ

ジ

､

･

､

､

ネ

ズ

オ

ウ

､

コ

メ

バ

ツ

の

サ

ク

ラ

､

キ

バ

ナ

シ

ャ

ク

ナ

ゲ

､

タ

の

ネ

ナ

ナ

カ

マ

ド

'

ヒ

メ

ス

ゲ
な
と
が
生
育
し
､
岩
場
に
は
イ
ワ
ヒ
ゲ
`
イ
ヮ
ウ

メ
､
ツ
ガ
ザ
ク
ラ
が
､
残
雪
期
間
の
長
い
斜
血
に
は

テ

ン

ダ

ル

マ

､

ア

オ

ノ

ツ

ガ

サ

ク

ラ

､

ウ

サ

ギ

ギ

ク

､

ハ

ク

サ

ン

チ

ド

リ

､

ウ

ラ

ン

ロ

タ

デ

､

タ

カ

ネ

ヤ

ハ

ズ

ハ

ハ

つ

､

ヒ

メ

ク

ワ

が

タ

､

シ

ナ

ノ

キ

ン

バ

イ

､
オ
オ
バ
キ
ス
･
,
､
レ
な
ど
か
見
ら
れ
る
｡
し
か
し
､

標
高
が
低
く
高
山
講
の
巾
か
狭
い
上
に
乾
性
の
山
岳

で
あ
る
た
め
湿
性
の
高
山
植
物
や
草
嚇
か
発
達
で
き

な
い
の
で
､
高
山
辞
の
植
物
柵
は
し
ご
く
単
調
と
な

り

惜

し

ま

れ

る

｡

　

　

　

　

(

山

階

･

学

芸

員

)
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(
そ
の
六
)

ミ
カ
ド
ス
ス
キ
　
M
i
s
c
a
n
t
h
亡
S
 
S
i
n
o
n
s
i
s
 
A
n

d
o
r
S
8
n
 
f
o
で
き
f
a
s
t
i
g
i
a
言
s
 
M
i
z
u
s
h
i
富
a

い
ね
科
　
ス
ス
キ
の
変
形
'
丈
も
や
や
低
い
が
､

そ
の
穂
の
長
さ
が
基
種
の
約
3
分
の
1
ぐ
ら
い
､
茎

も
短
か
-
褐
色
で
光
沢
が
あ
る
､
昭
和
三
十
九
年
五

月
､
天
皇
､
皇
后
両
陛
下
を
ご
案
内
し
て
八
幡
大
池

に
行
っ
た
が
､
こ
の
一
連
の
山
地
で
発
見
し
た
の
で

そ
れ
を
記
念
し
て
和
名
を
つ
け
た
､
帝
i
亡
の
憲
で
あ

る
｡グ

ン
パ
イ
ゾ
ル
<
e
r
o
n
i
o
a
 
O
g
e
i
 
P
r
a
つ
C
ざ
O
t

e
t
 
S
a
<
a
書
の
r
ご
ま
の
は
ぐ
さ
科
　
本
種
は
す
で
に

解
説
し
た
が
､
そ
の
葉
形
が
相
接
の
行
司
の
使
う
軍

配
う
ち
わ
に
似
て
い
る
の
で
､
一
名
グ
ソ
パ
イ
ゾ
ル

の
名
が
あ
り
､
軍
配
う
ち
わ
の
よ
う
に
丸
い
の
で
マ

ル
.
ハ
ク
ワ
ガ
タ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
､
美
ヶ
原
､
菅

平
に
は
多
産
し
､
信
濃
の
東
北
部
に
見
ら
れ
'
上
野

国
鹿
沢
温
泉
付
近
ま
で
分
布
す
る
特
異
の
植
物
で
あ

る
○

な
お
私
は
昨
年
九
月
末
､
山
頂
に
は
す
で
に
霜
が

来
た
噴
出
阿
山
頂
上
に
登
り
,
･
､
ヤ
マ
コ
ゴ
メ
グ
サ
の

花
色
の
違
う
一
品
を
教
本
得
た
､
す
な
わ
ち
同
種
の

花
は
白
色
で
下
唇
の
中
央
に
黄
斑
が
あ
る
の
に
､
私

の
得
た
も
の
は
濃
い
紫
色
の
光
沢
の
あ
る
も
の
で
､

花
李
も
九
月
二
十
八
日
で
あ
っ
た
の
に
最
盛
期
で
あ

っ
て
基
本
種
よ
り
お
そ
い
と
思
う
､
今
后
の
研
究
に

ま
つ
も
の
で
あ
る
｡

菅
平
の
洋
語
す
べ
き
植
物
を
書
い
た
次
手
に
､
こ

の
高
原
に
み
ら
れ
る
白
花
の
植
物
の
二
､
三
に
つ
い

て
ふ
れ
て
み
よ
う
`
そ
れ
も
少
し
珍
し
い
も
の
を
選

ん
で
､
シ
ロ
バ
ナ
ア
ズ
マ
ギ
ク
E
t
i
g
O
m
e
h
u
-
一
b

e
r
g
i
i
A
.
G
r
a
y
f
o
r
m
｡
e
u
s
n
手
u
s
寓
a
t
a
き
く

科
　
こ
こ
の
高
原
の
幕
を
飾
る
も
の
は
ア
ズ
マ
ギ
ク

で
､
ゆ
る
や
か
な
芝
疎
の
斜
面
に
､
数
十
本
､
数
百

本
､
時
に
は
数
え
ざ
れ
な
い
種
の
群
落
を
作
っ
て
咲

き
競
っ
て
い
る
､
ミ
ヤ
マ
ア
ズ
で
ギ
ク
に
は
､
悶
々

白
花
の
シ
ロ
.
ハ
ナ
､
､
､
ヤ
マ
ア
ズ
マ
ギ
ク
を
見
る
が
､

高
原
の
そ
れ
に
は
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
な
か
っ
た

そ
れ
を
今
年
の
六
月
､
四
阿
山
の
中
腹
で
二
株
に
で

あ
い
､
そ
れ
よ
-
ず
っ
と
下
の
芝
尿
中
で
も
二
様
に

出
あ
っ
た
｡

グ
シ
ナ
イ
フ
ウ
ロ
は
'
普
通
花
色
は
淡
紫
色
が
標

津
と
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
に
は
濃
淡
が
あ
っ
て
一

が
い
は
は
き
め
が
た
い
｡
と
こ
ろ
で
今
年
六
月
末
の

あ
る
日
､
こ
れ
の
純
白
品
色
を
採
っ
た
｡

シ
ロ
バ
ナ
グ
ン
ナ
イ
フ
ウ
ロ
　
G
の
r
a
n
i
u
さ
の
r
i
o

s
t
e
m
o
r
.
F
i
s
c
h
e
r
 
v
a
r
.
k
e
i
n
i
i
 
M
a
x
i
m
o
w
i
c
z

f
°
r
B
.
O
n
o
o
i
寓
a
r
a
 
H
o
r
B
"
ふ
う
ろ
そ
う
科

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
o

シ
ロ
バ
ナ
ツ
ポ
ス
ミ
レ
　
≦
〇
一
a
<
O
r
O
8
5
d
a

A
.
G
r
a
y
 
f
o
r
雷
.
　
す
み
れ
科
　
ツ
ボ
ス
･
､
､
レ
の

白
花
品
で
'
十
数
株
が
四
阿
高
原
に
一
ヶ
所
に
ひ
ろ

か
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
｡

シ
ロ
バ
ナ
コ
ケ
モ
モ
　
<
a
8
i
つ
i
u
雪
　
雲
{
i
s
L
d

a
O
a
 
L
i
n
n
a
e
E
S
<
a
r
.
冒
i
n
u
s
 
r
o
d
d
i
g
e
s
 
f
e
丁

B
.
　
つ
つ
じ
科
　
こ
れ
は
ま
た
気
品
の
高
い
も
の

だ
｡
四
阿
山
の
中
腰
で
登
山
道
か
ら
は
大
分
離
れ
た

ダ
ケ
カ
ン
バ
､
シ
ラ
カ
ン
パ
な
ど
の
混
交
林
の
な
か

に
､
相
当
広
い
面
積
に
わ
た
っ
て
群
落
し
て
い
た
`

道
の
そ
ば
で
は
な
い
か
ら
誰
に
も
眼
に
つ
か
ず
に
い

た
も
の
で
あ
る
が
､
私
は
三
男
文
人
が
､
こ
こ
の
生

態
を
や
る
の
を
手
伝
っ
て
い
て
見
出
し
た
｡

ミ
ズ
パ
シ
ョ
ウ
m
y
s
i
o
ナ
i
t
o
n
 
S
雪
t
S
o
h
a
青
0
9
日

s
O
 
S
o
h
o
露
　
さ
と
い
も
科
　
都
人
士
に
歓
迎
さ
れ

る
も
の
に
､
ス
ズ
ラ
ン
(
キ
･
･
､
カ
ゲ
ソ
ウ
)
と
シ
ラ
カ

バ
と
､
こ
の
,
､
､
ズ
バ
シ
ョ
ウ
が
あ
る
､
こ
れ
ら
の
花

信
が
あ
る
と
､
そ
れ
こ
そ
猫
も
杓
子
も
､
老
い
も
若

き
も
､
男
も
女
も
､
道
を
通
し
と
せ
ず
し
て
や
っ
て

-
る
､
あ
の
奇
妙
な
形
を
し
た
仏
教
苺
が
､
雪
ど
け

の
沼
や
中
川
辺
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
､
そ
の
頃
は
ま

だ
薬
も
延
び
ず
､
可
憐
そ
の
も
の
で
あ
る
､
そ
れ
､
か

日
が
た
っ
て
薬
が
の
び
だ
す
が
､
条
件
の
よ
い
帝
で

は
､
薬
の
長
さ
一
･
三
m
､
巾
四
･
〇
肋
を
越
え
ろ
の

が
み
ら
れ
る
｡
こ
の
植
物
は
､
本
州
中
部
以
北
の
山

や
､
北
海
道
の
山
の
湿
地
に
普
通
に
み
ら
れ
､
千
島

､
樺
太
､
カ
ム
チ
ッ
カ
､
ウ
ス
リ
ー
に
分
布
し
て
い

る
､
信
濃
で
は
､
北
信
に
多
く
下
水
内
､
上
水
内
北

部
､
北
安
曇
小
谷
地
方
が
主
産
地
に
な
っ
て
い
る
､

こ
の
大
群
落
の
あ
る
の
は
､
戸
隠
高
原
の
古
池
の
山

よ
り
の
湿
原
､
上
水
内
鬼
無
里
今
池
の
湿
原
､
北
安

小
谷
親
ノ
原
の
湿
原
`
白
馬
岳
沼
地
な
ど
が
そ
れ
で

あ
る
､
南
信
で
の
分
布
の
限
界
は
木
曾
開
田
高
原
新

高
国
有
林
の
御
嶽
登
山
口
の
細
流
の
一
帯
､
塩
尻
市

の
､
旧
東
筑
摩
郡
片
丘
村
の
鶏
頭
山
の
湿
原
で
あ
る

､
東
信
は
ど
こ
ま
で
広
が
っ
て
い
る
か
知
ら
な
い
｡

こ
れ
に
薬
の
暗
緑
色
の
斑
紋
の
あ
る
の
か
み
ら
れ

る
'
か
っ
て
私
は
､
昭
和
十
何
年
頃
で
あ
っ
た
か
､

友
人
の
池
田
穣
君
と
焼
山
-
炒
高
山
を
縦
走
し
た
さ

い
高
野
の
田
圃
の
湿
原
で
､
こ
れ
を
見
出
し
､
恩
師

小
泉
秀
雄
先
生
に
送
っ
た
が
そ
の
ま
ま
は
な
っ
て
い

た
`
そ
の
後
こ
れ
を
ブ
イ
リ
ミ
ズ
パ
シ
ョ
ウ
と
呼
ぶ

よ
う
に
な
っ
た
､
前
記
戸
隠
の
古
池
の
湿
原
や
雨
飾

山
頂
近
く
の
水
湿
地
に
も
み
ら
れ
る
､

チ
シ
マ
ウ
ス
パ
ス
ミ
レ
≦
○
【
a
電
u
【
t
e
つ
i
i
W
･
蜘

8
k
O
r
す
み
れ
科
葉
は
う
す
く
て
円
形
､
そ
し
て

毛
は
な
い
の
が
ウ
ス
バ
ス
,
､
､
レ
で
､
針
葉
樹
林
下
に

生
え
る
､
と
こ
ろ
が
本
種
の
方
は
毛
が
敵
生
し
､
必
ず

湿
原
に
生
え
る
､
本
州
中
部
'
北
海
道
東
部
､
千
島

`
樺
太
へ
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
､
ヤ
ク
ー
ツ
タ
に
分
布
し
て

い
る
'
本
州
で
は
尾
湖
ケ
原
が
`
そ
の
南
限
と
さ
れ

て
い
た
が
､
今
か
ら
十
余
年
前
水
島
正
美
理
博
と
共

に
､
下
水
内
部
栄
村
野
々
海
湿
原
に
得
た
'
と
こ
ろ
が

こ
こ
は
､
そ
の
後
排
水
口
に
糠
堤
を
き
ず
い
て
貯
水

池
と
な
り
､
潮
の
周
辺
の
一
部
に
本
種
が
､
か
ろ
う
じ

て
生
き
残
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
､
そ
の
後
下
高

井
郡
木
島
平
村
カ
ヤ
ノ
平
国
有
林
の
北
ド
ブ
の
湿
原

に
見
出
さ
れ
た
､
こ
こ
は
幸
い
に
も
木
も
立
た
な
い

所
で
あ
り
､
し
か
も
多
量
に
産
す
る
の
で
､
ま
ず
絶

滅
の
心
配
も
な
い
､
本
種
の
南
限
が
二
段
と
び
で
の

び
た
わ
け
で
で
あ
る
｡

4
2
年
度
博
物
館
協
議
会
委
員

近
勝
信
　
荒
井
好
美
　
常
用
語
喜
　
久
供
用
稔

洞
沢
昭
三
郎
　
西
山
た
み
子
　
梯
川
批
　
中
井
侍
馬

次
　
平
林
勝
　
北
沢
善
一
藤
巻
籍
　
琵
井
裕

福
島
忠
離
　
宮
下
潔
　
山
本
携
挙
　
菅
沢
幸
雄

宮
田
清
　
福
島
融
　
青
木
治
　
下
坂
義
一

(
順
不
同
･
敬
称
略
)

上
高
地
で
カ
モ
シ
カ
を
保
護

去
る
6
月
2
8
日
上
高
地
で
カ
モ
シ
カ
が
保
護
さ
れ

た
だ
ち
に
博
物
館
の
カ
モ
シ
カ
政
義
園
に
収
容
さ
れ

た
o

こ
の
カ
モ
シ
カ
は
メ
ス
で
右
足
首
を
骨
折
し
た
も

の
が
自
然
の
ま
ま
ま
た
く
っ
つ
い
た
も
の
で
夢
行
に

不
自
由
さ
が
み
ら
れ
､
岩
場
な
ど
急
峻
な
地
形
で
は

生
活
す
る
こ
と
が
で
き
ず
､
低
地
を
さ
ま
よ
っ
て
い

た
も
の
で
､
北
ア
遭
難
救
助
隊
長
の
木
村
殖
さ
ん
ら

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
｡

こ
れ
で
博
物
館
で
飼
育
し
て
い
る
カ
モ
シ
カ
は
計

五
頭
と
な
っ
た
｡
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田
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け

り

お
願
い
　
｢
山
と
博
物
館
｣
の
勝
読
者
を
つ
の
っ
て

お
り
ま
す
｡
年
間
三
〇
〇
円
(
送
料
共
)
大
町
山
岳
博

物
館
苑
お
送
り
下
さ
い
｡
(
切
手
は
不
可
)
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