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撮影　山本機拳山葉の義　　　美照射断行にて

新
任
の
ご
挨
拶

四
月
中
旬
､
市
立
山
岳
博
物
館
長
に
就
任
し
た
ば

か
り
で
す
が
､
誌
面
を
お
か
り
し
て
ご
挨
拶
申
し
あ

げ
ま
す
｡

昭
和
二
十
六
年
十
一
月
に
大
町
山
岳
博
物
館
が
誕

生
し
て
か
ら
'
は
や
二
十
周
年
を
経
過
し
て
お
り
､

月
刊
｢
山
と
博
物
館
｣
は
昭
和
三
十
一
年
二
月
に
第

一
号
を
発
刊
､
い
ら
い
本
誌
を
も
っ
て
十
七
巻
四
号

を
数
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

山
都
､
大
町
市
の
東
方
に
く
ら
い
し
､
北
ア
連
山

を
遠
望
し
'
一
望
の
も
と
に
市
街
を
見
下
す
こ
と
が

で
き
る
当
館
は
､
ま
た
桜
の
名
所
で
も
あ
り
､
訪
問

者
を
し
て
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
｡

こ
こ
で
飼
育
研
究
さ
れ
て
い
る
動
物
や
植
物
な
ど

の
豊
富
を
展
示
品
は
訪
れ
る
方
の
定
評
を
え
て
お
り

ま
す
｡
一
方
当
館
の
職
員
は
山
に
湖
に
特
殊
を
研
究

に
没
頭
し
て
お
り
､
日
本
唯
一
の
山
岳
博
物
館
と
し

て
の
特
色
を
発
揮
す
べ
く
励
ん
で
お
り
ま
す
｡

こ
と
に
'
国
際
登
録
を
も
つ
､
当
館
の
カ
モ
シ
カ

の
飼
育
繁
殖
の
研
究
は
昭
和
3
 
1
年
か
ら
て
が
け
た
結

果
､
現
在
は
繁
殖
に
成
功
し
､
そ
の
数
も
9
頭
に
ふ

え
ま
し
た
｡
ま
た
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
ラ
イ
鳥

の
ふ
化
飼
育
で
は
､
日
夜
研
さ
ん
を
重
ね
て
お
り
､

そ
の
成
果
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
｡

最
近
､
地
方
色
ゆ
た
か
を
博
物
館
が
各
地
に
開
設

さ
れ
る
よ
う
に
在
り
ま
し
た
が
､
当
館
の
山
岳
博
物

館
と
し
て
の
特
色
を
十
二
分
に
生
か
し
つ
つ
へ
観
光

の
一
翼
を
に
な
い
､
｢
親
し
ま
れ
る
博
物
館
｣
を
モ

ッ
ト
ー
と
し
て
運
営
し
て
い
き
た
い
と
存
じ
ま
す
｡

ま
た
当
館
の
運
営
に
あ
た
っ
て
は
､
数
多
-
の
方

々
か
ら
少
か
ら
ぬ
ご
協
力
と
ご
助
力
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
が
､
特
色
あ
る
山
岳
博
物
館
発
展
の
た
め

に
一
層
の
お
力
ぞ
え
を
お
願
い
し
て
着
任
の
ご
挨
拶

と
し
ま
す
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
長
　
金
原
文
椎
)
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第8図　コントワナ大陸の復原図

上図:私達の璃蓋と矛盾しない復原図(打点訊よ､古生代末の氷河があった地域)

下図:イントとチベットを最も遠く越した復原図(東京圏重版､高校地学教科書)

最も極純な格勤論者の図である｡

舵物悼ど山

ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
生
い
た
ち

=

そ

の

　

二

　

-

一
九
二
〇
年
代
に
流
行
し
た
大
陸
移
動
説
は
､
そ

の
後
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
て
い
た
が
へ
　
こ
の
十
年

ほ
ど
の
間
に
､
古
地
磁
気
学
や
地
球
熟
流
量
の
資
料

お
よ
び
海
底
地
質
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
よ
み
が
え
り

地
球
物
理
学
者
を
中
心
に
:
こ
れ
こ
そ
新
ら
し
い
地

球
観
だ
と
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
考
え
は
､

南
半
球
の
大
陸
が
互
い
に
良
く
く
っ
つ
き
合
う
よ
う

を
海
岸
線
の
形
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り

ど
-
に
､
古
生
代
後
期
の
地
層
や
化
石
が
こ
れ
ら
の

地
域
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ

る
と
言
お
れ
て
い
る
｡
古
生
代
末
に
は
､
ア
フ
リ
カ

･
南
極
･
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
･
南
ア
メ
リ
カ
に
､
ゴ

ン
ド
ゥ
ナ
植
物
群
と
い
う
化
石
を
産
す
る
こ
と
か
ら

か
っ
て
､
こ
れ
ら
諸
大
陸
が
く
っ
つ
い
て
い
た
仮
想

の
超
大
陸
を
〝
ゴ
ン
ド
ワ
ナ
大
陸
〟
　
と
呼
ん
で
い
る

へ
第
8
図
)
｡
こ
の
仮
想
大
陸
に
は
古
生
代
末
に
巨

大
を
氷
床
が
発
達
し
て
い
た
こ
と
も
判
っ
て
い
る
｡

イ
ン
ド
も
こ
れ
ら
の
諸
事
実
を
共
通
に
も
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
､
か
っ
て
の
ゴ
ン
ド
ゥ
ナ
大
陸
の
一
部
を

構
成
し
て
い
た
こ
と
に
在
る
｡
一
方
､
北
半
球
に
は

現
在
の
ア
ジ
ア
大
陸
を
中
心
と
す
る
〝
ア
ン
ガ
ラ
大

陸
〟
が
あ
っ
て
､
チ
ベ
ッ
ト
は
そ
の
前
縁
に
当
り
､

こ
の
ア
ン
ガ
ラ
大
陸
と
ゴ
ン
ド
ワ
ナ
大
陸
と
の
間
に

テ
ー
チ
ス
海
が
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

最
近
の
デ
カ
ン
高
原
玄
武
岩
の
古
地
磁
気
研
究
に
よ

る
と
､
中
生
代
末
に
こ
の
玄
武
岩
が
噴
出
し
た
時
に

屋
へ
イ
ン
ド
は
南
緯
三
十
度
位
に
あ
り
､
そ
の
後
､

ゴ
ン
ド
ワ
ナ
大
陵
は
い
く
つ
か
に
分
割
さ
れ
て
イ
ン

ド
は
北
へ
向
っ
て
漂
流
し
､
チ
ベ
ッ
ト
へ
ぶ
つ
か
っ

た
と
い
う
｡
従
っ
て
､
イ
ン
ド
洋
も
他
の
大
洋
と
同

じ
よ
う
に
､
非
常
に
若
い
海
で
あ
る
こ
と
に
在
る
｡

イ
ン
ド
亜
大
陸
を
､
い
つ
の
時
代
か
ら
ど
の
位
移
動

さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
は
､
ま
た
は
っ
き
り
判
っ
て

太

　

田

　

昌

　

秀

い
る
こ
と
で
は
を
い
が
､
極
端
な
人
は
'
数
千
輝
以

上
も
イ
ン
ド
が
動
い
た
と
考
え
て
い
る
人
も
あ
る
(

箸
o
図
下
図
)
｡

さ
て
'
こ
の
よ
う
を
大
陸
移
動
説
は
､
い
く
つ
か

の
地
球
物
理
学
の
デ
ー
ク
ー
に
塞
い
て
組
立
て
ら
れ

た
仮
説
で
あ
る
が
､
デ
ー
タ
-
の
解
釈
に
当
っ
て
は

沢
山
の
仮
定
を
含
ん
で
い
る
｡
デ
カ
ン
玄
武
岩
の
古

地
磁
気
の
資
料
に
し
て
も
､
そ
も
そ
も
､
地
球
の
磁

場
が
ど
う
し
て
発
生
す
る
か
と
い
う
点
に
仮
定
が
あ

り
､
測
定
値
は
事
実
で
も
､
そ
の
意
味
の
と
り
方
は

一
つ
し
か
な
い
わ
け
で
は
を
い
｡
欧
米
の
学
者
は
､

大
陸
移
動
説
の
議
論
を
す
る
こ
と
を
"
P
-
a
y
 
g
a
ョ
e

e
f
手
e
 
P
-
a
t
e
一
c
c
一
〇
つ
i
c
s
〟
　
(
プ
レ
ー
ト
式
構

造
地
質
学
の
ゲ
ー
ム
を
し
て
遊
ぶ
)
と
言
う
｡
極
端

に
言
え
ば
､
仮
説
を
組
み
合
せ
て
､
矛
盾
の
を
い
答

え
を
出
す
ゲ
ー
ム
を
楽
し
ん
で
い
る
あ
け
で
あ
る
｡

沢
山
の
仮
説
を
組
立
て
て
､
互
い
に
矛
盾
し
在
け
れ

ば
正
し
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
'
大
陸
移
動
も
正
し

い
考
え
で
あ
ろ
う
し
､
少
く
と
も
一
つ
の
可
能
性
の

あ
る
仮
説
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
イ
ン
ド
が
こ
ん
を

風
に
動
く
こ
と
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
と
､
イ
ン
ド

が
実
際
こ
の
よ
う
に
動
い
た
､
と
い
う
こ
と
と
は
別

の
こ
と
で
あ
る
｡
地
質
学
者
の
仕
事
は
､
地
球
の
歴

史
の
中
で
'
実
際
イ
ン
ド
が
ど
う
動
い
た
か
､
と
い

う
こ
と
を
事
実
の
調
査
に
塞
い
て
決
め
る
こ
と
で
あ

り
､
仮
説
を
組
立
て
る
ゲ
ー
ム
を
す
る
こ
と
で
は
在

､

}

　

○

-

▼

そ
こ
で
へ
　
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
形
成
に
つ
い
て
へ
事

実
に
よ
る
証
嬢
が
､
大
陸
移
動
説
の
い
う
よ
う
L
T
i
,
イ

ン
ド
の
北
上
を
支
持
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み

ょ
う
｡
私
達
の
調
査
に
よ
る
と
､
イ
ン
ド
亜
大
陸
の

古
い
基
盤
岩
類
は
少
く
と
も
ネ
パ
ー
ル
の
ミ
ッ
ド
ラ

ン
ド
ま
で
広
が
っ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
南
か
ら
漂
っ

て
き
た
イ
ン
ド
大
陸
と
デ
ー
チ
ス
海
の
境
は
､
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
南
翼
を
構
成
す
る
片
麻
岩
類
の
下
に
あ
る
衝

上
断
層
で
あ
る
｡
大
陸
移
動
説
に
よ
る
と
二
の
断
層

か
ら
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
ま
で
の
間
の
テ
ー
チ
ス
海

堆
積
物
が
'
か
っ
て
は
南
緯
数
十
度
ま
で
広
が
っ
て

い
た
こ
と
に
在
る
｡
ネ
パ
ー
ル
の
調
査
に
よ
る
と
'

先
カ
ン
ブ
リ
ア
紀
末
か
ら
古
生
代
に
か
け
て
､
イ
ン

ド
側
の
ミ
ッ
ド
ラ
ン
ド
と
テ
ー
チ
ス
側
の
堆
積
物
が

か
な
り
似
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
｡
ま
た
､
南
の
ゴ

ン
ド
ワ
ナ
大
陸
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
る
古
生
代

末
ゴ
ン
ド
ワ
ナ
植
物
化
石
を
含
む
石
炭
や
氷
河
性
堆

積
物
が
'
テ
ー
チ
ス
地
域
に
も
分
布
す
る
｡
氷
山
は

南
極
の
ま
わ
り
で
も
緯
度
に
し
て
十
五
度
以
上
外
海

ま
で
は
達
し
を
い
｡
す
を
わ
ち
､
今
の
チ
ベ
ッ
ト
と

ゴ
ン
ド
ワ
ナ
大
陸
は
数
十
度
も
離
れ
て
は
い
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
｡
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
北
西
部
パ
ミ
ー
ル
山
地

は
､
ロ
シ
ア
の
研
究
者
に
よ
っ
て
広
く
調
査
さ
れ
て

い
る
｡
こ
の
地
域
で
は
､
中
生
代
は
じ
め
の
三
畳
紀

か
ら
乾
燥
性
の
堆
積
物
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
｡
自

重
紀
ま
で
.
チ
ベ
ッ
ト
の
南
に
広
大
を
テ
ー
チ
ス
海
が

存
在
し
た
と
す
れ
ば
､
パ
ミ
ー
ル
は
､
こ
の
海
に
面

し
た
陸
地
で
あ
り
､
南
か
ら
の
湿
気
を
含
ん
だ
風
が

当
り
､
乾
燥
性
気
候
に
在
る
は
ず
が
な
い
｡
こ
の
よ

う
に
､
地
質
学
的
証
接
の
示
す
事
実
は
､
イ
ン
ド
と

チ
ベ
ッ
ト
が
非
常
に
離
れ
て
い
た
と
い
う
仮
説
を
支

持
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
へ
第
8
図
下
図
)
｡

ヒ
マ
ラ
ヤ
を
め
ぐ
る
地
域
の
大
陸
移
動
の
問
題
は

ゲ
ー
ム
と
し
て
は
と
で
も
面
白
い
が
､
事
実
を
知
る

た
め
に
は
も
っ
と
詳
し
い
実
際
の
資
料
が
集
め
ら
れ

な
-
で
は
論
じ
ら
れ
な
い
｡
〝
大
陸
移
動
絵
合
せ
ゲ

ー
ム
〟
　
は
､
い
く
つ
か
の
測
定
値
に
塞
い
て
い
る
と

い
う
点
で
ま
っ
た
く
の
幻
想
で
は
を
い
が
､
所
詮
は

人
の
頭
の
中
の
論
理
の
ゲ
ー
ム
で
あ
る
｡
こ
う
い
う

の
は
､
ま
る
で
虚
構
で
は
を
い
か
ら
､
S
･
F

(
S
･
i
e
コ
圭
･
f
j
･
-
i
o
喜
)
で
は
な
い
け
れ
ど
も
､
本
当

の
地
学
(
C
e
o
⊥
o
g
y
)
　
で
は
老
い
｡
私
は
こ
う
い

う
の
を
G
e
o
I
f
a
つ
ー
a
s
y
　
と
呼
ん
で
い
る
｡
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
は
楽
し
い
夢
で
あ
る
｡
し
か
し
､
真
実
を

さ
が
し
て
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
学
問
に
す
る
の
は
大
変

を
仕
事
な
の
で
あ
る
｡

-

一

九

七

二

･

三

･

一

八

積

-

(
北
大
･
教
養
地
学
･
理
博
)
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第5図　冬のヤエガワカンパ(八ガ岳山麓清里)

③　　　1972･4･ 25

別図花弁の数は少なく･色も淡く･筒品と異なったフクシュソウ
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第2回　しぼんだ姿鋪品と異なり､風車状をなすフクジュソウ

(古瀬　義民撮影)

2月)第4囲　平鯖な姿(こ戻ったヤ工がワカンパ(4月)第3国債技が巻き込んだヤエガワカンI( (

風
変
り
な
植
物
二
題

請請請.r-山

そ
の
一
品
は
早
春
の
お
め
で
た
い
花
で
知
ら
れ
る

フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
(
福
寿
草
)
の
話
で
あ
る
｡

日
本
産
の
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
は
今
ま
で
ア
ム
ー
ル
､

ウ
ス
リ
ー
､
満
州
､
朝
鮮
及
び
樺
太
な
ど
に
分
布
す

る
も
の
と
同
一
種
に
さ
れ
､
一
般
に
学
名
は
A
d
g
i
s

a
…
r
e
コ
S
i
s
 
R
e
g
e
-
e
{
R
a
l
d
e
　
が
採
用
さ
れ

て
き
た
｡
し
か
し
'
最
近
の
ソ
ビ
エ
ト
の
学
者
の
研

究
に
よ
る
と
､
日
本
及
び
千
島
に
分
布
す
る
も
の
は

花
茎
は
単
一
又
注
分
枝
し
'
茎
は
熊
毛
又
は
節
や
未

熟
の
果
実
に
籍
軟
毛
が
あ
り
､
花
柱
の
基
部
は
其
直

で
先
端
は
反
曲
す
る
が
､
大
陸
産
は
常
に
花
は
一
個

茎
､
薬
及
び
果
実
に
は
明
さ
ら
か
に
短
軟
毛
を
生
じ

花
柱
は
基
部
よ
り
湾
曲
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
'
両

者
直
別
の
種
で
あ
る
と
い
う
説
が
発
表
さ
れ
た
:
｣

れ
を
採
用
す
る
と
､
学
名
及
び
和
名
は
大
陸
産
が
､

A
.
a
書
,
e
コ
S
i
s
イ
チ
ゲ
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
(
北
川
新

釈
)
と
な
り
､
日
本
産
は
>
･
,
a
ヨ
O
S
a
フ
ク
ジ
ュ
ソ

高

　

橋

　

秀

　

男

ウ
と
な
る
(
北
川
‥
採
集
ニ
ュ
ー
ス
侮
5
)
､
フ
ク

ジ
ュ
ソ
ウ
は
本
州
で
は
主
と
し
て
中
部
地
方
以
北
に

分
布
し
'
安
曇
平
で
は
佐
野
坂
以
北
に
自
生
が
知
ら

れ
る
｡さ

て
学
名
の
こ
と
は
こ
の
-
ら
い
に
し
て
､
こ
こ

で
述
べ
る
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
は
栃
木
市
古
瀬
義
民
の
庭

に
植
え
ら
れ
て
い
る
変
り
物
の
話
題
で
あ
る
｡
岐
阜

県
で
採
集
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る
が
'
常
品
に
比
べ

遅
咲
き
(
4
月
上
-
中
旬
)
で
色
が
淡
く
､
黄
白
色

で
あ
ま
り
美
し
い
と
は
い
え
を
い
｡
普
通
屋
花
弁
が

2
0
-
3
0
個
で
平
間
す
る
が
､
本
品
の
花
弁
は
m
I
1
2

言
調
に
当
た
る
の
か
も
知
れ
を
い
｡

次
も
前
出
の
古
瀬
義
民
宅
で
栽
植

し
て
い
る
も
の
で
'
長
野
県
川
上
村

樺
山
で
採
集
し
て
き
た
ヤ
エ
ガ
ワ
カ

ン
パ
B
e
一
u
"
a
 
d
a
窒
,
i
c
a
 
P
a
手
の

話
で
あ
る
｡

周
知
の
如
く
ヤ
工
ガ
ワ
カ
ン
パ
は

カ
バ
ノ
キ
科
に
属
し
､
別
名
コ
オ
ノ

オ
レ
と
呼
び
､
本
州
中
部
以
北
､
北

海
道
か
ら
､
朝
鮮
､
満
州
､
ウ
ス
リ

ー
､
ア
ム
ー
ル
に
分
布
し
､
長
野
県

で
は
八
ガ
岳
周
辺
､
と
-
に
小
海
線

沿
線
に
見
事
を
ヤ
エ
ガ
ワ
カ
ン
パ
林
が
発
達
し
て
い

る
｡
樹
皮
は
灰
色
又
は
灰
褐
色
で
縦
横
に
剥
離
し
易

く
､
ヤ
エ
ガ
ワ
カ
ン
パ
(
八
重
皮
樺
)
の
名
は
こ
の

特
徴
に
由
来
す
る
｡
葉
は
菱
状
卵
形
又
は
狭
卵
形
で

長
さ
4
-
8
伽
,
側
脈
は
6
-
8
対
'
秋
に
蕾
が
ふ

く
ら
み
､
翌
春
3
-
4
月
に
葉
に
先
立
っ
て
開
花
す

個
で
そ
の
数
は
少
な
-
疎
ら
に
出
る
亮
l

図
)
｡
花
弁
の
形
は
狭
長
楕
円
形
､
先
端
は

鋭
形
､
縁
辺
に
不
規
則
を
鋸
歯
が
あ
り
､
夕

刻
の
閉
花
時
は
風
車
状
を
な
し
(
第
2
図
)

開
花
時
で
も
花
弁
は
や
や
反
曲
し
､
傾
む
い

て
い
る
｡
こ
の
形
質
は
数
年
来
栽
培
し
て
い

る
が
固
定
し

て
い
る
と
い

う
｡

フ
ク
ジ
ュ

ソ
ウ
は
江
戸

時
代
か
ら
栽

培
が
盛
ん
で

二
〇
〇
種
以

上
の
園
芸
品

種
が
知
ら
れ

現
在
で
は
既

に
失
わ
れ
て

し
ま
っ
た
も

の
も
多
い
と

い
わ
れ
る
が

こ
れ
も
そ
の

る
｡

こ
こ
で
紹
介
す
る
ヤ
エ
ガ
ワ
カ
ン
パ
は
面
白
い
こ

と
に
毎
年
冬
期
に
在
る
と
側
板
が
内
側
に
巻
き
込
み

あ
た
か
も
動
物
の
冬
眠
に
例
え
ら
れ
る
よ
う
な
格
好

に
な
る
o
こ
の
運
動
は
秋
の
落
葉
が
終
れ
り
'
気
温

が
低
下
し
て
く
る
1
2
月
頃
か
ら
徐
々
に
内
側
に
巻
き

始
め
､
1
-
2
月
に
極
端
に
巻
き
込
み
(
第
3
図
)

3
-
4
月
の
陽
光
が
強
-
な
る
と
再
び
枝
を
斜
め
上

方
に
伸
ば
し
平
常
を
姿
と
な
る
(
第
4
図
)
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
木
の
採
集
地
で
あ
る
中
部
地
方
の

も
の
は
､
ど
の
よ
う
を
形
態
で
越
冬
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
｡
私
は
た
ま
た
ま
今
年
の
2
月
中
旬
に
八
ガ

岳
山
麓
の
白
生
地
で
そ
の
生
態
を
見
る
こ
と
が
で
き

た
が
､
そ
こ
で
も
枝
先
が
内
側
に
巻
き
込
ん
だ
り
､

上
向
き
に
枝
が
伸
び
る
傾
向
が
観
察
さ
れ
た
(
第
5

図
)
,
し
か
し
第
3
図
に
見
ら
れ
る
ほ
ど
極
端
に
内

側
に
巻
き
込
む
現
象
は
全
-
見
ら
れ
を
か
っ
た
｡

こ
の
要
因
は
環
境
の
変
化
､
と
-
に
土
地
､
気
温

ヽ
ノ日

射
､
水
分
を
ど
の
諸
条
件
が
考
え
ら
れ
る
が
速
断

は
で
き
な
い
｡
あ
る
い
は
生
長
過
程
に
お
け
る
一
時

的
な
現
象
な
の
か
､
い
づ
れ
に
し
て
も
興
味
深
い
現

象
と
い
え
よ
う
｡
(
神
奈
川
県
立
博
物
館
学
芸
員
)

大
町
市
人
事
移
動
へ
四
月
十
日
付
､
カ
ツ
コ
内
旧
任
)

▲
教
育
次
長
　
関
益
雄
へ
山
岳
博
物
館
長
)
▲
山
岳

博
物
館
長
　
金
原
文
雄
へ
平
支
所
長
)
▲
山
岳
博
物

館
庶
務
係
　
内
山
謹
早
へ
市
民
課
衛
生
係
)
▲
農
林

水
産
課
庶
務
係
　
黒
田
明
夫
へ
山
岳
博
物
館
庶
務
係
)
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知っている観光地

(肉細)大町から細沢(外相)乗越から大町

利用交通機関

鰭物博ど山

黒
四
観
光
客
の
動
向

近
年
､
大
町
市
は
ダ
ム
の
町
､
美
し
い
由
無
の
町

と
い
う
こ
と
か
ら
､
全
国
的
な
観
光
地
と
し
て
脚
光

を
浴
び
て
き
た
｡

市
は
､
訪
れ
る
観
光
客
に
自
然
教
育
の
必
要
を
感

じ
て
､
ダ
ム
観
光
の
塞
地
で
あ
る
扇
沢
に
､
総
合
案

困
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
業
務
を
開
始
し
た
｡

こ
こ
で
､
観
光
客
の
動
向
や
婁
求
､
自
然
保
護
に

つ
い
て
の
考
え
を
膿
み
､
こ
れ
か
ら
の
観
光
の
在
り

方
や
､
総
合
案
内
セ
ン
タ
ー
運
営
の
参
考
に
す
べ
-

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
調
査
を
実
施
し
た
｡

一
､
調
査
の
概
要

①
　
調
査
の
名
称
　
立
山
黒
部
ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト

藤

　

巻

　

厚

　

美

い
て
､
観
光
施
設
の
過
不
足
'
自
然
保
護
の
見
解
､

観
光
地
に
対
す
る
印
象
及
び
意
見
の
聞
き
取
り
な
ど

黒
部
ダ
ム
観
光
客
実
態
調
査

②
　
調
査
期
間
　
四
月
二
十
五
日
～

十
月
三
十
一
日

③
　
調
査
者
　
総
合
案
内
セ
ン
タ
ー

市
観
光
協
会
､
大
町
営
林
署

④
　
調
査
方
法
　
案
内
セ
ン
タ
ー
の

カ
ウ
ン
タ
ー
で
'
セ
ン
タ
ー

利
用
観
光
客
に
､
ア
ン
ケ
ー

ト
用
紙
を
配
布
し
そ
の
場
で

記
入
い
た
だ
く
｡

⑤
　
調
査
枚
数

回
収
枚
数

二
､
調
査
内
容

調
査
内
容
は
､
男
女
別
､
職
業
別
､

年
令
､
旅
行
目
的
､
動
機
､
発
地
別
､

利
用
交
通
機
関
､
立
寄
っ
て
来
た
観
光

地
､
こ
れ
か
ら
行
き
た
い
観
光
地
､
前

夜
の
宿
泊
地
､
今
夜
の
宿
泊
地
､
旅
行

の
仲
間
別
､
構
成
人
員
へ
　
ダ
ム
見
学
の

回
数
､
再
来
希
望
の
有
無
､
再
来
の
理

で
あ
る
｡

二
'
調
査
結
果

調
査
人
員
三
九

七
人
の
内
訳
は
､

男
七
〇
%
､
女
二

五
%
､
性
別
不
明

五
%
で
あ
っ
た
｡

職
業
別
で
は
会
社

員
が
五
一
%
で
過

半
数
を
占
め
へ
　
年

令
区
分
で
は
二
〇

才
台
が
五
〇
%
と

多
く
､
四
〇
才
以

下
の
合
計
は
八
七

%
に
適
し
た
｡

旅
行
の
目
的
で

は
ダ
ム
見
学
の
た

め
が
五
五
%
と
過

半
数
を
占
め
､
ア

ル
ペ
ン
ル
ー
ト
見

学
の
た
め
の
一
八

%
を
あ
わ
せ
る
と

七
三
%
と
在
っ
た

旅
行
の
動
機
で

は
､
新
聞
雑
誌
テ

レ
ビ
ラ
ジ
オ
を
見

聞
し
て
が
三
六
%

で
､
友
人
知
人
に

す
す
め
ら
れ
て
の

三
四
%
を
超
え
た

発
地
別
で
は
､
東
京
へ
関
東
で

大
阪
､
近
畿
一
七
%
で
回
答
の
在

っ
た
も
の
一
九
%
を
考
慮
に
入

れ
る
と
､
三
分
の
二
は
こ
れ
ら

大
都
市
及
び
そ
の
周
辺
か
ら
来

た
こ
と
に
な
る
｡

利
用
別
交
通
機
関
で
は
､
発

地
か
ら
大
町
ま
で
は
自
家
用
車

五
七
%
､
国
鉄
三
二
%
と
在
り

大
町
か
ら
扇
沢
ま
で
も
自
家
用

車
が
五
七
%
と
ト
ッ
プ
で
あ
っ
た

的

国
鉄
､
貸
切
バ
ス
利
用
者
に

地
点
に
お
い
て
､
旅
行
計
画
の
中
に
案

内
セ
ン
タ
ー
の
利
用
と
い
う

込
ま
せ
る
努
力
が
必
要
を
よ

立
寄
っ
て
来
た
観
光
地
で

ア
ル
ペ
ン
ル
ー
ト
方
面
の

二
九
%
が
最
も
多
く
､
次

い
で
乗
鞍
'
上
高
地
松
本

方
面
の
一
七
%
で
あ
っ
た

が
､
白
馬
方
面
の
一
二
%

と
上
位
を
占
め
た
こ
と
は

注
目
に
価
す
る

前
夜
は
ど
こ
へ
泊
り
ま
し

か
で
は
､
市
内
営
業
宿
泊
施

用
者
は
二
六
%
で
他
は
親
せ

こ
の
地
域
に
欠
け

て
い
る
と
思
う
t
b
の

は
何
ん
で
し
ょ
う
が

の
問
い
に
対
し
て
は

宿
泊
施
設
を
上
げ
た

も
の
が
二
六
%
と
最

も
多
く
､
次
い
で
遊

歩
道
の
一
五
%
､
駐

車
場
､
静
け
さ
､
食

堂
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇

%
と
続
い
た
｡

自
然
保
護
に
つ
い

て
ど
う
考
え
ま
す
が

の
間
に
対
し
て
は
､

人
間
が
現
在
及
び
将

来
に
わ
た
っ
て
利
用

す
る
た
め
保
護
す
べ

き
も
の
と
答
え
た
も

の
は
七
六
%
と
多
く

人
間
を
絶
対
に
近
ず

け
雀
い
で
厳
正
に
保

護
す
べ
き
だ
の
八
%

を
大
き
く
上
廻
っ
た

い
ず
れ
に
し
て
も

扇
沢
総
合
案
内
セ
ン

由
､
来
た
-
な
い
理
由
､
市
内
商
店
で
の
買
物
と
､

そ
の
予
定
の
有
無
､
他
の
市
内
観
光
地
を
知
っ
て
い

る
か
､
旅
行
日
程
'
予
算
'
自
然
保
護
と
開
発
に
つ

積
極
的
を
宣
伝
に

よ
る
と
思
わ
れ
る
ポ
ス
タ
ー
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
て

は
三
〇
%
で
あ
る
｡

車
中
､
又
は
市
外
の
旅
館
で
あ
っ
た
｡

旅
行
の
仲
間
別
で
は
友
人
家
族
が
多
く
､
い

わ
ゆ
る
グ
ル
ー
プ
は
あ
わ
せ
て
七
八
%
に
な
っ

た
｡
構
成
人
員
で
は
三
-
五
人
四
二
%
､
二
人

が
三
三
%
と
小
グ
ル
ー
プ
傾
向
を
示
し
た
｡

再
来
希
望
で
は
'
ま
た
釆
た
い
が
六
九
%
と

来
た
-
な
い
一
一
%
を
凌
い
だ
｡
そ
の
理
由
で

は
､
ダ
ム
の
景
色
が
よ
い
が
二
三
%
で
ト
ッ
プ

だ
っ
た
が
､
大
町
の
自
然
が
美
し
い
､
針
ノ
木

遊
歩
道
､
大
町
山
博
や
文
化
財
を
あ
お
せ
る
と

三
三
%
に
も
在
っ
た
｡

市
内
の
観
光
地
を
知
っ
て
い
ま
す
か
で
は
､

六
三
%
が
知
ら
を
い
と
答
え
､
知
名
順
は
､
仁

夕
-
を
利
用
し
た
一
一
万
人
に
対
し
調
査
回
答
者
三

九
七
人
は
余
り
に
も
少
数
で
あ
り
､
こ
れ
を
も
と
に

即
断
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
種
調

査
は
は
じ
め
て
で
あ
り
､
観
光
客
一
般
の
考
え
方
や

動
向
が
､
少
し
で
も
判
っ
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