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提供　白馬村観光課

白
馬
岳
に
光
と
放
つ
"
貞
逸
崇
〟

松
沢
貞
速
は
､
白
馬
岳
開
発
の
先
駆
的
を
役
割
り

を
果
た
し
た
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
を
い
先
駆
者
で
あ

る
｡
今
日
の
ス
ポ
ー
ツ
あ
る
い
は
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て

の
登
山
が
雲
を
つ
か
む
よ
う
を
見
通
し
の
立
た
を
い

時
代
に
､
彼
は
山
に
賭
け
た
｡

明
治
二
十
四
年
に
当
時
の
北
城
村
四
ッ
谷
(
現
白

馬
村
白
馬
町
)
山
木
旅
館
に
生
ま
れ
た
彼
は
､
十
一

才
の
時
､
白
馬
岳
に
登
り
､
そ
の
尊
厳
に
大
き
な
感

動
を
受
け
た
｡
傍
ら
に
残
る
参
謀
本
部
陸
地
測
量
部

貝
の
宿
泊
用
に
造
ら
れ
た
粗
末
を
石
室
が
､
白
馬
岳

頂
上
へ
の
山
小
屋
建
設
の
情
念
を
駆
立
て
た
の
だ
ろ

う
｡
折
し
も
登
山
が
近
代
化
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し

て
い
た
時
代
で
あ
る
｡

明
治
三
十
九
年
に
取
り
あ
え
ず
先
の
石
室
を
改
造

し
'
小
屋
の
営
業
を
開
始
し
た
｡
十
六
歳
の
時
で
あ

る
｡
立
て
ば
天
井
に
頭
が
つ
か
え
る
よ
う
な
小
屋
だ

っ
た
が
へ
　
利
用
者
は
逐
年
増
加
し
た
｡
大
正
八
年
か

ら
九
年
に
か
け
て
東
久
粥
宮
へ
三
笠
宮
な
ど
の
登
山

が
行
な
わ
れ
て
か
ら
登
山
者
は
急
増
､
大
衆
化
に
拍

車
が
か
か
っ
た
｡
神
城
(
現
白
馬
村
)
飯
田
の
下
川

芳
太
郎
の
案
も
あ
り
､
山
木
旅
館
か
ら
白
馬
館
に
改

名
し
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
る
｡

貞
透
の
発
想
で
`
大
町
に
次
い
で
全
国
で
二
番
目

の
白
馬
岳
登
山
案
内
人
組
合
が
結
成
さ
れ
た
の
も
､

こ
の
頃
で
あ
る
｡
登
山
者
受
入
体
制
の
整
備
､
さ
ら

に
､
当
時
北
城
小
学
校
で
教
べ
ん
を
と
っ
て
い
た
馬

場
治
三
郎
と
と
も
に
ス
キ
ー
の
メ
ッ
カ
を
目
指
し
て
､

ス
キ
ー
場
の
開
発
も
推
進
し
た
｡
彼
が
､
頂
上
に
木

造
二
様
の
山
小
屋
を
建
て
た
の
は
大
正
十
二
年
の
夏

で
あ
る
｡
三
十
二
歳
の
働
き
盛
り
､
近
代
登
山
は
三

期
日
に
入
り
賞
金
時
代
を
迎
え
て
い
た
『

大
正
十
五
年
九
月
一
日
､
仏
崎
観
音
寺
参
拝
へ
向

う
途
中
'
木
崎
湖
へ
車
も
ろ
と
も
突
っ
こ
み
､
三
十

八
才
の
若
い
生
涯
を
閉
じ
た
｡
登
山
の
黎
明
期
を
迎

え
､
苦
難
と
嘲
笑
の
中
で
わ
ず
か
二
十
年
'
短
い
生

涯
で
は
あ
っ
た
が
､
彼
の
白
馬
岳
に
燃
し
た
精
魂
は

白
馬
岳
頂
上
に
建
設
さ
れ
た
レ
リ
ー
フ
と
と
も
に
､

〝
貞
逸
祭
〟
　
の
名
を
残
し
て
､
諾
々
た
る
光
を
放
っ

て
い
る
｡

(
大
町
市
中
原
町
　
中
村
周
一
郎
)
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小林喜作氏　博物館資料

舵物鰭と山

喜
作
新
道
の
周
辺

小
林
喜
作
が
山
案
内
の
初
仕
事
を
し
た
の
は
､
明

治
三
十
九
年
八
月
で
あ
っ
た
｡

志
村
鳥
嶺
と
高
頭
式
の
依
頼
を
引
き
受
け
た
も
の

で
､
山
中
の
地
理
に
箱
通
す
る
こ
と
､
ほ
か
に
此
ぷ

べ
き
者
も
左
い
と
見
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
｡
蕾
作
は
､

す
で
に
こ
の
頃
か
ら
評
判
が
高
か
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
｡
こ
の
と
き
は
'
喜
作
の
ほ
か
に
人
夫
が
五
人
同

行
す
る
と
い
う
大
所
帯
だ
っ
た
｡

｢
常
念
山
脈
を
越
え
全
く
人
跡
不
副
の
地
を
辿
り
'

槍
ヶ
岳
を
極
め
し
も
の
な
り
｡
｣
　
(
　
『
や
ま
』
)
と

志
村
が
い
う
と
お
り
'
一
行
は
燕
-
常
念
-
槍
の
ル

ー
ト
を
通
っ
た
も
の
で
､
燕
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
へ
の
は

じ
め
て
の
縦
走
者
と
在
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
燕
岳
の

登
り
の
濁
沢
で
は
'
人
夫
た
ち
は
志
村
た
ち
よ
り
も

四
十
分
も
遅
れ
て
し
ま
っ
た
｡
喜
作
が
足
を
す
べ
ら

葦

鶉

7

1

3

三

　

井

　

嘉

　

雄

せ
て
川
の
中
に
落
ち
て
し
ま
い
､
濡
れ
ね
ず
み
に
な

っ
た
た
め
に
遅
く
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
｡

そ
れ
で
も
志
村
た
ち
が
燕
岳
の
頂
上
ま
で
来
た
と

き
に
は
'
夕
方
の
五
時
に
近
い
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
､

こ
こ
で
大
変
を
感
激
を
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
｡
｢

こ
れ
所
謂
如
来
の
御
来
迎
な
り
｡
(
中
略
)
此
際
､

此
時
､
余
等
の
感
情
を
形
容
す
べ
き
文
字
を
-
､
言

語
な
し
'
衆
感
極
ま
っ
て
涙
下
る
｡
｣
と
い
う
｡
ご

来
光
は
､
早
朝
雲
海
を
ど
か
ら
陽
が
出
る
こ
と
を
い

う
の
だ
が
､
こ
の
ご
来
迎
の
方
は
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
の
こ

と
で
あ
る
｡
霧
の
中
に
円
形
の
虹
が
出
て
､
そ
の
中

央
に
人
物
像
の
影
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､
当
時
と
し

て
は
神
秘
で
あ
っ
た
ブ
ロ
ッ
ケ
ン
を
見
て
､
志
村
で

な
く
て
も
如
来
の
出
現
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
敬
謙
の

念
に
打
た
れ
た
で
あ
ろ
う
｡

中
房
温
泉
か
ら
燕
岳
へ
は
､
今
は
合
戦
の
尾
根
を

登
っ
て
合
戦
の
頭
へ
出
る
道
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
､

往
時
居
中
房
温
泉
よ
り
さ
ら
に
上
流
か
ら
'
潤
沢
に

入
る
の
が
普
通
だ
っ
た
｡
志
村
た
ち
に
よ
る
と
､
そ

の
道
は
中
房
温
泉
か
ら
'
｢
浴
舎
の
傍
よ
り
細
径
を

辿
る
｡
二
丁
許
り
の
間
熊
笹
の
密
生
せ
る
間
を
上
る
｡

宿
-
こ
と
三
丁
に
し
て
楼
下
滝
あ
り
､
其
の
少
し
く

上
方
よ
り
左
折
し
て
小
浜
を
登
る
濁
泥
と
言
ふ
､
｣

と
述
べ
て
い
る
｡
さ
ら
に
'
そ
の
川
の
水
が
渋
か
っ

た
こ
と
に
ふ
れ
て
､
｢
人
夫
白
く
､
此
上
方
温
泉
あ

り
｡
比
の
湧
水
一
見
清
水
な
れ
ど
も
'
異
質
汚
濁
を

極
む
｡
満
濃
の
名
を
始
め
て
謂
あ
り
｡
｣
と
､
そ
の

理
由
を
説
明
し
て
い
る
｡

畠
山
善
作
に
よ
る
と
､
中
雇
用
の
こ
と
は
湯
沢
と

呼
ん
で
い
た
と
い
い
､
そ
の
湯
沢
を
登
っ
て
'
濁
沢

か
ら
今
の
合
戦
の
頭
で
あ
る
三
角
点
の
少
し
上
の
草

原
の
と
こ
ろ
に
出
た
も
の
だ
と
い
う
｡
ま
た
辻
村
伊

助
は
'
濁
沢
と
合
戦
沢
の
両
方
と
も
登
れ
る
と
説
明

す
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
､
｢
カ
ツ
セ
ン
沢
の
方
は
や

や
近
い
け
れ
ど
､
人
が
余
り
過
ち
を
い
か
ら
蹄
形
も

な
-
時
間
は
殆
ん
ど
連
れ
な
い
｡
多
く
は
濁
沢
を
登

っ
て
行
-
｡
｣
　
(
　
『
神
河
内
h
)
と
あ
る
か
ら
､
明

治
の
末
に
は
､
合
戦
沢
を
登
る
人
も
あ
る
に
は
あ
っ

た
ら
し
い
｡

合
戦
沢
に
林
道
が
整
備
さ
れ
た
の
は
､
大
正
五
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

さ
て
､
志
村
た
ち
と
前
後
し
て
小
島
鳥
水
と
岡
野

金
次
郎
が
燕
岳
に
登
り
'
蝶
ケ
岳
ま
で
歩
い
て
い
る
｡

畠
山
善
作
が
案
内
し
た
も
の
で
､
濁
沢
の
頭
に
着
く

ま
で
は
参
謀
本
部
の
陸
地
測
量
部
の
人
た
ち
と
い
っ

し
ょ
た
っ
た
｡
濁
沢
の
頭
と
い
う
の
は
へ
　
現
在
の
合

戦
沢
の
頭
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
道
中
で
測
量

官
が
小
島
に
､
高
瀬
川
の
湯
保
か
ら
産
出
す
る
五
角

十
二
面
体
の
石
の
自
慢
話
を
し
た
た
め
､
小
島
は
そ

の
測
量
官
の
こ
と
を
五
角
十
二
面
体
君
と
記
し
て
い

る
｡

陸
地
測
量
部
に
よ
る
燕
岳
か
ら
の
測
量
は
､
明
治

三
十
五
年
に
終
了
し
て
い
る
の
で
､
五
角
十
二
面
体

君
と
い
う
測
量
官
は
､
三
十
九
年
に
こ
の
あ
た
り
の

三
等
三
角
点
か
ら
の
測
量
を
担
当
し
た
佐
々
木
戸
次

郎
で
あ
ろ
う
｡
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
'
赤
岩
岳

や
牛
首
岳
､
そ
れ
に
蛙
岩
の
西
に
あ
る
二
二
六
七
メ

ー
ト
ル
の
三
角
点
な
ど
か
ら
測
量
を
や
っ
て
い
る
｡

話
は
そ
れ
る
が
'
測
量
隊
の
登
山
の
と
き
ア
ク
シ

デ
ン
ト
が
あ
っ
て
､
そ
の
結
果
､
燕
岳
の
高
瀬
側
の

谷
に
団
恵
の
名
が
残
る
こ
と
に
去
っ
た
｡

こ
の
団
恵
谷
は
､
地
図
に
よ
っ
て
は
川
九
里
沢
と

呼
ば
れ
て
い
る
が
､
正
し
く
は
燕
岳
か
ら
落
ち
る
の

が
団
恵
谷
で
､
用
九
里
沢
と
い
う
の
は
､
蛙
岩
の
商

か
ら
流
れ
る
谷
の
こ
と
を
い
う
｡

そ
し
て
､
川
九
里
沢
の
初
通
過
者
は
十
二
才
の
少

年
で
あ
る
｡
郵
船
会
社
の
中
野
と
い
う
人
と
へ
　
そ
の

子
息
が
こ
の
谷
を
下
っ
た
の
た
っ
た
｡
燕
岳
か
ら
湯

保
へ
出
よ
う
と
い
う
も
の
で
､
こ
の
と
き
案
内
を
し

た
畠
山
善
作
は
蒲
団
ま
で
背
お
っ
て
持
っ
て
行
っ
た

と

い

う

｡

登
山
史
で
は
､
団
恵
谷
の
初
下
降
は
昭
和
十
年
の

吉
沢
一
郎
の
一
行
だ
と
い
う
こ
と
に
在
っ
て
い
る
が
､

そ
れ
よ
り
前
､
昭
和
二
年
に
は
旧
制
松
本
高
校
の
一

行
と
中
山
彦
一
が
通
っ
た
と
も
い
か
れ
て
い
る
｡

燕
岳
は
槍
ヶ
岳
へ
の
一
方
の
玄
関
口
で
あ
る
｡
大

正
の
初
期
､
槍
ヶ
岳
へ
向
か
う
登
山
者
は
ほ
と
ん
ど

が
燕
岳
を
起
点
と
す
る
有
明
口
か
ら
登
り
､
上
高
地

か
ら
登
っ
た
の
は
一
割
ほ
ど
だ
っ
た
と
､
穂
苅
三
秀

雄
は
回
想
し
て
い
る
｡
燕
岳
の
頂
上
か
ら
見
た
風
景

が
登
山
者
に
与
え
た
も
の
は
､
古
今
と
も
絶
大
で
あ

ろ
う
｡
大
正
五
年
に
こ
こ
に
来
た
松
方
三
郎
も
そ
う

で
あ
っ
た
｡

｢
そ
し
て
､
そ
こ
か
ら
高
瀬
の
谷
ご
し
に
見
た
槍

ヶ
岳
｡
こ
れ
で
は
っ
き
り
と
勝
負
が
つ
い
た
｡
も
し

そ
の
時
'
た
っ
た
一
人
で
そ
こ
に
い
た
の
た
っ
た
ら
､

地
べ
た
に
手
を
つ
い
て
拝
ん
で
い
た
か
も
知
れ
な
い
｡

｣
　
(
　
干
山
と
き
ど
き
』
)

そ
の
松
方
は
'
大
正
十
年
一
月
に
､
ス
キ
ー
で
は

じ
め
て
厳
冬
期
の
燕
岳
に
挑
み
､
そ
し
て
成
功
を
納

め
て
い
る
｡
こ
れ
は
山
崎
深
道
と
組
ん
だ
学
習
院
パ

ー
テ
ィ
ー
で
､
な
お
驚
い
た
こ
と
に
､
輪
か
ん
じ
き

で
つ
い
て
き
た
畠
山
善
作
が
､
松
方
た
ち
の
ス
キ
ー

に
遅
れ
を
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
｡

ウ

ォ

ル

タ

ー

･

ウ

ェ

ス

ト

ン

と

フ

ラ

ン

セ

ス

夫

人

が
､
申
房
温
泉
か
ら
燕
岳
を
日
帰
り
し
た
の
は
､
大

正
元
年
八
月
で
あ
っ
た
｡
熊
笹
に
つ
か
ま
り
､
木
の

枝
を
た
ぐ
っ
て
登
り
に
五
時
間
'
下
り
に
三
時
間
か

か
っ
て
い
る
｡
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
そ
の
前
日
､
有
明
山

に
も
登
っ
て
き
た
が
'
そ
の
こ
ろ
は
燕
岳
か
ら
縦
走

を
は
じ
め
る
登
山
者
が
､
足
を
ら
し
の
た
め
必
ず
と

い
っ
て
よ
い
は
ど
登
っ
て
い
る
山
で
あ
っ
た
｡

餓
鬼
岳
へ
の
初
登
頂
の
記
録
は
､
J
･
ゴ
ー
ス
デ

ン
と
H
･
ド
ー
ン
ト
に
よ
る
も
の
で
､
大
正
五
年
の

夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
中
房
温
泉
か
ら
中
雇
用
を
登

り
つ
め
て
東
浜
乗
越
に
出
て
'
稜
線
つ
た
い
に
餓
鬼

岳
に
登
っ
て
い
る
｡
乗
越
ま
で
は
道
ら
し
い
も
の
も

あ
っ
た
が
､
そ
の
先
は
､
｢
案
内
者
の
た
ゆ
ま
を
い

労
力
に
よ
っ
て
`
下
草
に
道
を
開
い
た
り
､
回
り
道

を
つ
け
た
り
し
て
私
た
ち
は
次
第
に
頂
上
の
リ
ノ
ジ

ヘ
近
づ
い
た
｡
｣
　
(
　
『
餓
鬼
岳
』
　
)
と
し
て
い
る
｡

記
録
上
次
に
餓
鬼
岳
に
登
っ
た
の
は
､
大
正
七
年

の
萬
原
曲
と
百
瀬
彦
一
郎
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
｡
燕

岳
の
賜
れ
い
と
は
対
照
的
に
､
餓
鬼
岳
の
静
け
さ
は
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表銀座を行く登山者

舵物博と山

格
別
で
'
存
外
､
北
ア
ル
プ
ス
で
最
後
に
残
る
秘
境

は
こ
こ
で
は
な
い
か
と
思
う
と
き
が
あ
る
｡

さ
て
､
大
天
井
岳
の
中
腹
か
ら
槍
ヶ
岳
に
向
け
て

稜
線
つ
た
い
に
通
る
道
､
い
わ
ゆ
る
喜
作
新
道
が
一

応
開
通
し
た
の
は
､
大
正
九
年
で
あ
っ
た
｡
一
応
､

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
と
で
述
べ
る
が
'
大
正

九
年
十
一
月
一
日
の
　
『
信
濃
毎
日
新
聞
』
に
は
､
次

の
よ
う
に
出
て
い
る
｡

｢
日
本
ア
ル
プ
ス
大
天
井
岳
よ
り
東
鎌
尾
根
を
経

て
槍
ヶ
岳
に
達
す
る
こ
と
は
従
来
巌
も
至
難
と
さ
れ
､

之
を
通
り
し
者
は
極
め
て
稀
在
り
し
が
､
今
回
信
濃

山
岳
会
貝
の
百
瀬
彦
一
郎
氏
等
の
尽
力
に
で
､
大
天

井
よ
り
槍
ヶ
岳
の
殺
生
小
屋
へ
通
ず
る
近
路
を
開
墾

し
た
り
｡
右
に
付
き
百
瀬
氏
森
林
主
事
中
欧
氏
外
二

人
の
一
行
は
去
る
二
十
六
日
中
房
温
泉
を
出
発
し
､

新
登
山
路
を
辿
り
､
二
十
八
日
上
高
地
に
出
で
た
り
｡

｣

こ
の
記
事
は
続
け
て
､
赤
沼
千
尋
が
燕
岳
へ
山
小

屋
の
建
設
に
着
手
す
る
こ
と
､
信
濃
山
岳
会
で
は
､

こ
の
登
山
路
を
記
入
し
た
地
図
を
発
行
予
定
し
て
い

る
こ
と
を
記
し
て
い
る
｡

こ
の
新
道
の
計
画
は
､
喜
作
が
自
分
の
経
髄
か
ら

槍
ヶ
岳
ま
で
一
日
短
縮
し
て
行
け
る
コ
ー
ス
と
し
て
､

百
瀬
彦
一
郎
に
実
現
の
拗
力
を
求
め
た
も
の
だ
っ
た
｡

そ
し
て
､
そ
の
九
月
に
現
地
調
査
に
出
か
け
て
い
る

の
だ
が
､
大
天
井
岳
ま
で
来
た
∴
仕
は
､
｢
そ
れ
か

ら
後
は
文
字
通
り
先
人
未
踏
に
近
い
侶
松
の
大
樹
藩

で
､
一
歩
踏
み
込
め
ば
進
む
も
退
-
も
容
易
を
こ
と

で
は
な
い
｡
さ
す
が
に
山
の
王
者
喜
作
宅
の
行
動
は
､

錠
を
振
り
つ
つ
､
値
松
の
枝
を
伏
り
払
っ
て
は
足
場

を
つ
く
っ
て
易
々
と
進
行
し
て
行
-
が
､
我
々
素
人

は
こ
れ
に
追
随
す
る
の
に
死
物
狂
い
で
あ
る
｡
｣
　
(

『
信
濃
往
来
h
)
と
い
う
ほ
ど
だ
っ
た
｡

だ
が
､
こ
の
尾
根
も
通
る
人
が
全
-
在
か
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
｡
鵜
殿
正
雄
が
明
治
四
十
二
年
に
､

穂
高
-
槍
の
初
縦
走
を
成
し
と
げ
た
と
き
'
烏
川
の

猟
師
が
､
槍
ヶ
岳
か
ら
大
天
井
へ
は
尾
根
つ
た
い
に

行
く
こ
と
が
で
き
る
が
､
侶
松
が
茂
っ
て
い
る
の
で

困
難
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
｡
烏
用
の
猟
師

と
は
小
林
の
喜
作
の
こ
と
な
の
か
､
積
沢
頬
蔵
を
揺

す
の
だ
ろ
う
か
｡

翌
四
十
三
年
'
こ
の
尾
根
に
貴
重
を
記
録
が
鮭
ま

れ
た
｡
辻
村
伊
助
が
萬
温
泉
か
ら
猟
師
を
案
内
に
立

て
て
高
瀬
川
を
湖
り
､
天
上
派
を
つ
め
て
東
鎌
尾
根

を
越
え
､
檎
沢
側
に
下
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
槍
ヶ
岳

に
は
登
ら
左
か
っ
た
が
､
水
俣
乗
越
の
記
録
上
の
初

通
過
者
で
､
し
か
も
水
俣
乗
越
の
名
は
こ
の
と
き
の

命
名
で
あ
る
｡
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
｡
ど
う

も
'
東
鎌
尾
根
の
名
も
辻
村
に
よ
る
も
の
ら
し
い
｡

そ
れ
ま
で
は
単
に
鎌
尾
根
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
を
'

槍
ヶ
岳
の
北
に
あ
る
鎌
尾
根
と
区
別
す
る
た
め
に
､

こ
ち
ら
を
東
鎌
尾
根
と
し
た
も
の
だ
と
い
う
｡

百
瀬
慎
太
郎
の
∴
汀
が
､
大
正
八
年
の
夏
に
同
じ

道
を
水
俣
乗
越
に
来
た
と
き
も
､
も
ち
ろ
ん
喜
作
斬

道
は
拓
か
れ
る
以
前
だ
っ
た
｡

菓
鎌
尾
根
に
足
跡
を
記
録
し
た

最
初
の
も
の
を
捜
す
と
､
そ
れ
は

北
居
館
之
肋
に
よ
る
も
の
で
'
大

止
二
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡

案
内
を
し
た
板
沢
頼
蔵
が
､
か
つ

て
ー
度
こ
の
尾
根
を
通
っ
た
経
験

が
あ
る
と
い
い
出
し
た
た
め
に
､

分
水
領
を
通
っ
て
み
る
こ
と
に
し

た
の
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
の
山
行

応
手
日
本
山
岳
巡
礼
ね
　
に
よ
る
と
､

大
天
井
岳
か
ら
､
｢
赤
岩
岳
の
尾

根
は
､
断
岩
哨
壁
､
今
ま
で
来
た

屏
風
を
嶺
に
比
す
べ
-
も
な
い
｡
道
-
道
と
告
-
べ

き
も
の
は
合
い
-
は
頂
上
か
ら
南
側
の
谷
に
急
傾
斜

を
､
草
ば
み
に
撰
ん
で
桟
に
様
に
と
縫
っ
て
行
く
｡

｣
と
し
て
い
る
｡
途
中
に
一
坪
ほ
ど
の
雨
水
の
水
溜

り
が
あ
っ
て
､
濁
っ
て
い
て
臭
気
さ
え
あ
っ
た
か
､

飯
桶
(
め
ん
ば
)
　
に
二
杯
も
飲
ん
だ
と
い
う
｡
そ
れ

か
ー
ち
､
｢
暫
く
行
く
と
､
急
に
類
蔵
の
姿
は
､
右
側

の
細
ひ
松
の
波
に
泳
ぎ
入
っ
た
｡
槍
の
沢
へ
は
こ
こ

か
ら
一
直
線
に
下
る
よ
り
方
法
は
な
い
と
い
ふ
｡
そ

れ
は
'
道
と
し
て
拠
る
べ
き
も
の
は
全
-
杏
-
､
垂

直
に
立
て
ら
れ
た
岩
壁
に
､
無
頼
の
個
松
が
笠
ひ
出

で
て
､
た
だ
濃
緑
の
布
を
懸
け
た
や
う
､
そ
れ
を
､

個
松
の
枝
に
吊
り
下
り
な
が
ら
'
下
へ
下
へ
と
下
り

る
の
た
と
い
ふ
｡
｣

そ
れ
か
ら
三
年
し
て
､
慶
応
の
山
岳
部
も
同
じ
道

を
辿
り
､
西
岳
か
ら
檎
沢
へ
下
っ
て
い
る
｡
今
は
通

れ
老
い
が
'
西
岳
と
槍
沢
の
間
に
は
後
に
琶
山
路
が

拓
か
れ
た
｡
そ
れ
に
し
て
も
､
西
岳
か
ら
槍
ヶ
岳
の

鎌
尾
根
は
､
ど
う
や
っ
て
も
尾
根
通
し
に
は
行
か
れ

在
か
っ
た
も
の
と
み
え
る
｡
こ
の
と
き
は
畠
山
善
作

が
案
内
を
務
め
た
が
､
フ
デ
バ
ミ
の
辺
り
は
熊
が
出

た
の
で
､
時
々
彼
は
猟
に
来
て
い
た
と
い
っ
て
い
る
(

ま
た
､
穂
苅
三
君
雄
も
西
岳
か
ら
等
喰
み
を
越
え

て
大
天
井
岳
に
出
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
大
正
八
年
の

こ
と
で
､
橋
沢
か
ら
入
っ
て
西
岳
と
赤
沢
岳
の
鞍
部

に
と
り
つ
き
西
岳
に
登
っ
た
も
の
で
'
同
行
し
た
小

林
喜
作
に
よ
る
と
､
東
天
井
岳
の
二
ノ
債
小
屋
か
ら

等
喰
み
ま
で
か
よ
っ
て
､
熊
や
ク
ラ
シ
シ
が
出
る
の

を
待
つ
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
｡
常
念
小
屋
が
営
業

を
は
じ
め
た
の
は
こ
の
年
の
こ
と
で
､
は
じ
め
は
常

会
坊
と
呼
ば
れ
て
い
た
｡
そ
の
小
尾
の
南
脇
に
は
､

四
畳
半
ほ
ど
の
ム
シ
ロ
張
り
の
物
置
小
屋
が
あ
っ
た

が
'
こ
れ
は
測
量
隊
が
作
っ
た
小
屋
で
あ
る
｡
二
ノ

偉
小
屋
は
'
こ
の
常
念
小
屋
が
で
き
る
ま
で
は
重
要

な
存
在
で
あ
っ
た
｡
今
で
も
縦
走
輔
の
傍
に
､
二
ノ

保
小
屋
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
残
骸
が
残
っ
て
い
る
｡

さ
ら
に
､
志
村
鳥
嶺
も
東
鎌
尾
根
に
立
っ
た
ー
人

だ
っ
た
｡
例
の
燕
岳
か
ら
歩
い
た
と
き
の
こ
と
で
､

檎
沢
の
坊
主
の
岩
小
屋
に
泊
っ
て
槍
ヶ
岳
に
向
っ
た

が
､
彼
だ
け
は
人
夫
一
人
を
つ
れ
て
懸
崖
を
登
り
稜

線
に
出
た
｡
写
真
を
撮
影
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
'

こ
の
と
き
槍
ヶ
岳
と
大
天
井
岳
を
写
し
て
い
る
｡

数
年
し
て
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
も
同
じ
あ
た
り
を
登
っ

て
､
槍
ヶ
岳
の
穂
先
を
東
北
の
側
か
ら
納
め
て
い
る
｡

東
鎌
尾
根
に
､
い
よ
い
よ
新
道
が
開
通
す
る
運
び

と
な
っ
た
の
が
'
先
に
も
あ
っ
た
大
正
九
年
も
シ
ー

ズ
ン
オ
フ
の
こ
と
な
の
だ
が
､
ど
う
し
た
も
の
か
､

そ
れ
か
ら
一
年
ほ
ど
の
間
は
利
用
者
も
少
な
か
っ
た

よ
う
だ
｡
こ
こ
を
通
っ
た
と
い
う
記
録
も
､
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
｡
ど
う
も
安
心
し
て
行
け
る
ほ
ど
の
道

で
は
な
い
､
と
い
う
の
が
理
由
だ
っ
た
よ
う
で
､
小

林
喜
作
も
､
仕
事
の
合
い
間
に
さ
か
ん
に
手
直
し
を

や
っ
て
い
る
｡

そ
れ
に
し
て
も
『
日
本
百
名
山
』
　
の
中
で
深
田
久

称
も
'
は
じ
め
て
槍
ヶ
岳
に
登
っ
た
大
正
上
一
年
の

こ
と
に
つ
い
て
､
｢
燕
の
方
血
か
ら
槍
へ
向
っ
た
が
､

ま
た
喜
作
新
道
　
(
即
ち
東
鎌
)
　
は
拓
か
れ
て
い
を
か

っ
た
｡
燕
尾
根
か
ら
葡
念
へ
辿
り
､
一
ノ
保
谷
か
ら

中
山
峠
で
二
ノ
保
へ
越
え
､
そ
れ
か
ら
檎
沢
に
出
た
｡

｣
と
い
い
切
っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
が
､

当
時
の
燕
-
槍
の
標
準
コ
ー
ス
で
あ
る
｡

喜
作
新
道
を
通
っ
て
槍
ヶ
岳
に
来
た
人
た
ち
の
中

に
は
'
大
正
十
二
年
に
槍
の
北
鎌
尾
根
を
征
服
し
た

丹
田
三
郎
ら
の
早
稲
田
の
パ
ー
二
T
I
I
が
あ
っ
た
｡

当
時
は
､
北
鎌
尾
根
の
初
登
は
ん
と
報
道
さ
れ
て
注

目
を
集
め
た
が
'
そ
れ
よ
り
も
東
鎌
尾
根
が
通
れ
る

と
い
う
こ
と
で
話
題
を
呼
ん
だ
｡
し
か
し
､
そ
れ
に

も
贈
し
て
喜
作
新
道
を
有
名
に
し
た
の
は
､
そ
の
年

の
秩
父
宮
の
登
用
で
あ
っ
た
｡
横
在
庫
が
案
内
し
て

燕
岳
か
ら
縦
走
し
辛
が
､
随
員
､
替
偏
､
新
聞
話
者

を
ど
五
十
人
を
越
す
大
部
隊
で
喜
作
新
道
を
通
っ
た

か
ら
､
善
作
新
道
は
大
変
を
評
判
と
な
っ
た
｡
七
月

二
十
六
日
の
こ
と
で
､
喜
作
新
道
か
ら
殺
生
小
屋
に

著
い
た
秩
父
宮
は
､
そ
の
日
の
う
ち
に
槍
ヶ
岳
に
登

頂
し
て
い
る
｡
お
ま
け
に
､
こ
の
と
き
の
活
動
写
真

が
全
国
で
上
映
さ
れ
､
宮
禄
の
登
用
の
人
気
と
あ
わ

せ
て
'
喜
作
新
道
が
知
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
か
ら
二
一
年
し
て
､
相
膝
丈
太
郎
が
こ
こ
へ
来

た
と
き
に
は
､
喜
作
新
道
に
は
､
す
で
に
ア
ル
フ
ス

銀
座
通
り
の
名
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
(
登
山
吏
研
究
)
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トウキョウダルマガ工ルの簾
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トノサマガエルの魅

長野県におけるトノサマガエル
(白丸)とトウキョウダルマガ

工ル(黒丸)の分布､二重丸は
混生地

舵物情ど

山
-
端
需
需
航
,
;

長
野
県
に
お
け
る
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
と

ト
ウ
キ
ョ
ウ
ダ
ル
マ
ガ
工
ル
の
分
布

下

　

山

　

良

　

平

田
植
え
時
の
に
ぎ
や
か
を
″
演
奏
家
〟
と
し
て
な

じ
み
の
深
い
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
だ
が
'
長
野
県
で
は

地
域
に
よ
っ
て
全
-
分
布
し
て
い
な
い
所
も
あ
り
､

そ
こ
で
は
代
わ
り
に
近
縁
種
の
ト
ウ
キ
ョ
ウ
ダ
ル
マ

ガ
エ
ル
が
分
布
し
て
い
る
｡
こ
の
二
極
は
大
き
さ
､

模
様
､
鳴
き
声
を
ど
が
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
た
め
'

長
い
間
混
同
さ
れ
､
同
一
視
さ
れ
て
き
た
｡

私
と
小
野
ま
ち
子
氏
(
当
時
信
大
学
生
'
現
在
教

読
)
は
'
羽
田
健
三
教
授
の
御
指
導
の
も
と
で
､
一

九
七
八
･
七
九
年
に
か
け
て
､
木
曽
と
伊
那
の
一
部

を
除
-
長
野
県
全
域
で
こ
の
二
極
の
分
布
を
調
査
し

た
｡
調
査
で
は
､
小
野
氏
が
千
曲
川
流
域
を
担
当
し
'

私
は
犀
川
'
姫
川
､
関
川
､
天
竜
川
の
流
域
を
担
当

し
た
｡
を
お
へ
　
こ
の
調
査
に
お
い
て
､
烏
川
流
域
総

合
学
術
調
査
(
中
部
電
力
依
頼
)
､
栂
池
総
合
学
術

て
お
き
た
い
｡

ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
　
本
州
(
仙
台
､
関
東
と
信
濃

川
流
域
の
一
部
を
除
く
)
､
四
国
'
九
州
に
分
布
し

て
い
る
｡
雌
は
背
中
の
黒
い
斑
紋
が
多
数
く
っ
つ
き

合
い
､
背
中
の
ラ
イ
ン
　
(
白
-
緑
色
､
特
に
白
が
多

い
)
が
太
-
て
目
立
つ
｡
そ
れ
に
対
し
て
雄
は
､
全

身
が
あ
ざ
や
か
な
黄
緑
(
ま
た
は
緑
)
の
婚
姻
色
に

覆
わ
れ
､
斑
紋
は
不
明
瞭
で
あ
る
｡

ト
ウ
キ
ョ
ウ
ダ
ル
マ
ガ
エ
ル
　
グ
ル
マ
ガ
エ
ル
　
(

瀬
戸
内
-
東
海
に
分
布
)
の
亜
種
で
､
仙
台
平
野
-

関
東
平
野
及
び
信
濃
川
流
域
に
分
布
し
て
い
る
｡
雌

雄
と
も
背
中
の
斑
紋
は
丸
-
独
立
し
て
お
り
'
雄
の

婚
姻
色
は
目
や
ご
ま
-
の
周
辺
に
限
ら
れ
る
｡
ま
た

背
中
の
ラ
イ
ン
は
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル
に
比
べ
て
細
い
｡

さ
て
次
に
､
長
野
県
下
の
こ
の
二
極
の
分
布
に
つ

い
て
述
べ
た
い
｡
信
濃
川
の
上
流
で
あ
る
千
曲
川
､

犀
川
の
流
域
で
は
､
松
本
平
南
部
を
除
け
ば
､
ト
ノ

サ
マ
ガ
エ
ル
は
全
-
分
布
し
て
お
ら
ず
､
代
お
り
に

ト
ウ
キ
ョ
ウ
ダ
ル
マ
ガ
エ
ル
が
広
く
分
布
し
て
い
る
｡

と
こ
ろ
が
､

分
水
嶺
を
越

え
た
他
の
水

系
(
関
川
､

姫
川
､
天
竜

川
)
　
で
は
､

逆
に
ト
ノ
サ

マ
ガ
エ
ル
だ

け
が
分
布
し

て

い

て

､

ト

ウ
キ
ョ
ウ
ダ

ル
マ
ガ
工
ル

は
全
く
克
つ

か
ら
を
い
　
(
在
お
､
未
調
査
の
木
曽
川
と
矢
作
川
の

流
域
で
は
､
本
年
度
中
に
調
査
を
行
李
フ
予
定
で
あ

る
)
｡
こ
れ
ま
で
の
知
見
か
ら
'
ト
ノ
サ
マ
ガ
エ
ル

と
ト
ウ
キ
ョ
ウ
ダ
ル
マ
ガ
エ
ル
が
分
水
嶺
を
境
に
棲

み
分
け
て
お
り
､
し
か
も
松
本
平
の
一
部
を
除
い
て

は
､
一
方
の
種
で
独
占
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

興
味
深
い
｡

調
査
中
､
何
人
も
の
農
家
の
人
た
ち
と
話
を
し
た

が
'
大
規
模
な
耕
地
整
理
や
農
薬
の
影
響
で
､
昔
は

た
く
さ
ん
い
た
カ
エ
ル
も
最
近
め
っ
き
り
少
な
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
､
残
念
に
思
う
｡

(
信
州
大
学
教
育
学
部
生
態
学
研
究
室
四
年
生
)

友
の
会
だ
よ
り

ー
小
鳥
の
声
を
聞
く
会

5
月
1
0
･
日
日
の
-
泊
2
日
の
日
程
で
､
5
0
名
が

参
加
し
行
を
お
れ
ま
し
た
｡

山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
に
宿
泊
し
､
夜
は
三
石
紘
･

佐
野
昌
男
両
講
師
の
お
話
し
を
聞
き
､
鷹
狩
山
の

頂
で
山
菜
汁
で
朝
食
を
と
り
､
清
沢
由
之
･
長
沢

武
講
師
の
植
物
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
｡

山
菜
と
自
然
観
察
の
会

鹿
島
槍
ガ
岳
の
麓
の
大
谷
原
で
開
き
5
4
名
が
参
加

し
ま
し
た
｡

清
沢
由
之
･
長
沢
武
講
師
に
よ
る
食
用
野
草
に
つ

い
て
の
解
説
を
受
け
､
昼
は
焼
肉
と
山
菜
汁
に
舌

っ
う
み
を
打
ち
､
各
自
採
集
し
た
収
獲
物
を
土
産

に
し
ま
し
た
｡

友
の
会
々
貝
募
集

5
5
年
度
会
員
を
募
っ
て
お
り
ま
す
｡
年
会
費
個
人

(
一
般
)
五
〇
〇
〇
円
､
(
小
･
中
･
高
生
)
二

〇
〇
〇
円
､
(
フ
ァ
ミ
リ
ー
)
六
〇
〇
〇
円
｡
詳

し
い
事
は
事
務
局
(
山
階
内
)
　
へ
ご
照
会
下
さ
い
｡

博
物
館
だ
よ
り

資
料
寄
贈
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

ニ
ッ
コ
ウ
ム
サ
サ
ビ

東
筑
摩
郡
明
科
町
　
丸
山
謙
一
郎
　
様

カ
ル
カ
モ
　
大
町
市
平
信
馬
　
朝
田
芳
之
　
様

ノ
ウ
サ
ギ
　
大
町
市
神
栄
町
　
臼
井
由
三
　
様

北
ア
ル
プ
ス
博
物
誌
を
頒
布
し
て
ま
す

｢
山
と
博
物
館
｣
に
掲
載
さ
れ
た
北
ア
に
関
す
る

も
の
を
再
編
集
し
た
も
の
で
す
｡
(
自
然
･
民
俗
)

(
楢
物
･
地
学
)
　
(
動
物
･
自
然
保
護
)
各
撃
一

〇
〇
〇
円
へ
送
料
別
､
申
込
は
山
博
事
務
局
へ
｡

山
と
博
物
館
　
第
2
5
　
着
　
第
6
　
号
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〇
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