
①　　毎月1回25日発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3種郵便物認可(昭和銘年7月26日)

LTl鍾闇鰯舘
第35巻　第7号　1990年7月25日　　　　大町山岳博物鰭

特集　巨匠が描いた国立公園50景展　7/22-8/26

=.轢雑然繕彊 刎宛8ｻ��締饗響鰭ii_=一一一一議楽露繚11-=一一一i �� �� 椿末�-HｯIﾙｸｬ�ﾒ�一一rni=--_ �� �� 

.I--*.: 追Rﾓ､��ﾈ�ﾂ� ��..翳謬察 ,?詰 -..(:i �� 

∴∴ � 迫"ﾒﾔ停簫�-_a. �-_ノーも :一一m._一一i ��∴∴ ��～),_2 ����

i:I-,'影頴だ ∴∴∵∴料 �:∴: ���� ��顕轡鬱綴顎 ,.- � 

笠置繋難鸞頭題 

渇 読 佶ﾂ� ��ﾉ��F剃�������JJ i-競落iii節 劔 �� ��

i 唸��� ���� ��* �-B� 窒� �� ����

蕊 �#"�vB�紹 :∴. ∴∴千 ∴ 迄ﾊ�"����中 i_; 彰 子 ∴.1 �� 冓《it=*- -i.-g一二', 

B_ ��R�示亦tｦ�辻��∴∴∴ ,;I:'# 劔剴Q ら a 線 綴 �� 儉�偐��r�

.∴ ∴ 擦 饗 末椿蔦ﾒﾒ��� 椿剃�� � �� ��

'i �� ������剪�

∴∴ 劔�� � �46ﾂ�� � 

霞ノ 剪���������栄,一機 � 劍���ｻ��� 

武

巨
匠
が
描
い
た

国
立
公
園
五
十
貴
展
に
寄
せ
て

石

沢

　

　

清

近
代
日
本
を
代
表
す
る
巨
匠
た
ち
が
､
国
立
公
園

を
競
う
よ
う
に
描
き
あ
げ
た
八
十
点
種
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
は
､
私
も
知
っ
て
い
た
｡

そ
し
て
､
し
ば
ら
く
前
に
､
そ
の
作
品
群
を
観
た

こ
と
が
あ
る
｡

よ
く
こ
れ
だ
け
の
画
家
た
ち
が
揃
っ
た
も
の
だ
と

驚
く
と
と
も
に
､
そ
の
作
品
に
深
-
感
じ
入
っ
た
こ

と
だ
っ
た
｡

そ
の
作
品
群
が
､
ど
こ
に
'
ど
の
よ
う
に
保
管
さ

れ
て
い
る
の
か
､
ど
う
い
う
手
続
き
で
借
用
で
き
る

の
か
-
｡
私
な
ど
に
判
る
は
ず
も
な
か
っ
た
｡

夏
の
催
し
と
し
て
'
大
町
山
岳
博
物
館
で
美
術
展

を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
､
企
画
･
運
営
な
ど
手

伝
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
､
毎
年
館
関
係
者
に
｢
館

に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
､
国
立
公
園
景
展
が
で
き
な
い

林
　
も
の
か
?
｣
と
言
い
つ
づ
は
て
い
た
｡

館
関
係
者
も
､
よ
い
催
し
に
な
る
と
､
精
力
的
に

探
し
て
く
れ
た
｡
そ
れ
が
､
国
立
公
園
協
会
に
あ
る

こ
と
､
借
用
も
可
能
で
あ
る
と
判
っ
て
き
た
｡

湖
　
　
し
か
し
､
困
難
を
借
用
交
渉
､
そ
し
て
費
用
な
ど

田
　
を
乗
り
越
え
て
､
い
よ
い
よ
実
現
の
は
こ
び
と
な
っ

和
　
た
が
･
ま
こ
と
に
快
事
で
あ
る
｡

十
　
　
火
つ
け
役
の
私
と
し
て
も
､
こ
れ
ら
巨
匠
た
ち
の

作
品
に
ふ
れ
ら
れ
る
と
思
う
だ
け
で
も
､
小
鬼
ど
る

思
い
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
｡

巨
匠
､
林
武
氏
　
へ
文
化
勲
章
受
賞
'
芸
術
院
会
員
)

･
の
一
代
の
秀
作
と
言
お
れ
て
い
る
｢
十
和
田
湖
｣
が

仕
上
っ
た
時
､
氏
は
感
き
れ
ま
っ
て
､
東
京
の
夫
人

宛
に
　
｢
ケ
ツ
サ
ク
デ
キ
タ
｣
と
打
電
し
た
と
言
お
れ

て
い
る
が
､
こ
の
一
作
を
鑑
る
だ
け
で
も
価
値
が
あ

る
｡

主
な
画
家
を
あ
げ
て
お
く
｡

坂
本
繁
二
郎
･
高
田
誠
･
林
武
･
吉
井
淳
二
･
田

村
一
男
･
小
山
敬
三
･
石
井
柏
手
･
和
田
実
作
･
高

畠
達
四
郎
･
服
部
正
一
郎
･
足
立
源
一
郎
･
北
川
民

次
･
中
村
琢
二
･
中
沢
弘
光
･
野
口
捕
太
郎
･
児
島

善
三
郎
･
有
島
笠
鳥
･
猪
熊
弦
一
郎
･
田
崎
廣
助
･

小
林
和
作
　
他
｡

(
日
展
会
友
､
大
町
山
岳
博
物
館
嘱
託
員
)
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鰭物情と山

国
立
公
園
絵
画
に
現
わ
れ
た

自
然
風
景

0

大
町
山
岳
博
物
館
で
国
立
公
園
絵
画
展
を
開
催
す

る
と
い
う
｡
そ
の
趣
意
書
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
た
｡
(
芸
術
家
の
目
を
通
し
て
見
た
山
岳
を
中

心
と
し
た
国
立
公
園
の
す
ぼ
ら
し
さ
を
紹
介
し
､
国

立
公
園
の
持
つ
自
然
の
美
し
き
を
改
め
て
見
直
す
場

と
す
る
と
共
に
､
国
立
公
園
を
永
遠
に
保
存
す
る
意

義
再
考
の
場
と
し
た
い
)
｡
そ
の
言
や
ま
こ
と
に
苦

し
で
あ
る
｡
し
か
も
､
わ
が
国
唯
一
の
権
威
あ
る
山

岳
博
物
館
は
､
国
立
公
園
絵
画
を
飾
る
に
相
応
し
い

絶
好
の
会
場
で
あ
る
｡
絵
画
を
保
管
す
る
国
立
公
園

協
会
と
し
て
も
大
賛
成
､
蕾
ん
で
共
催
さ
せ
て
頂
く

こ
と
に
し
た
｡

そ
こ
で
､
本
紙
を
借
り
て
国
立
公
園
絵
画
と
は
い

か
な
る
も
の
か
､
そ
れ
が
ど
の
よ
う
を
経
緯
を
辿
っ

て
現
在
に
至
っ
た
か
､
そ
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
る
と

と
も
に
､
今
回
出
展
さ
れ
る
山
岳
風
景
画
五
十
点
の

う
ち
､
幾
つ
か
を
選
ん
で
そ
の
生
の
自
然
風
景
を
紹

介
し
'
絵
画
鑑
賞
の
少
し
で
も
参
考
に
し
て
頂
け
た

な
ら
と
思
う
次
第
で
あ
る
｡

二

わ
が
国
の
国
立
公
園
の
指
定
は
昭
和
九
年
に
始
ま

っ
た
｡
そ
れ
よ
り
ま
え
､
昭
和
六
年
に
は
　
｢
国
立
公

園
法
｣
が
制
定
さ
れ
た
が
､
さ
ら
に
そ
の
先
'
四
年

に
は
､
こ
の
行
政
を
民
間
ベ
ー
ス
で
促
進
さ
せ
る
べ

-
国
立
公
園
協
会
が
設
立
さ
れ
た
｡
そ
し
て
､
当
時

は
す
で
に
国
立
公
園
候
補
地
は
ほ
と
ん
ど
出
揃
っ
て

い
た
｡
わ
が
国
を
代
表
す
る
国
立
公
園
の
自
然
風
景

を
絵
画
に
し
て
保
存
し
よ
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
生

大

　

井

　

道

　

夫

ま
れ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
時
期
た
っ
た
｡
そ
し
て
'

こ
の
ア
イ
デ
ア
を
出
し
た
の
は
内
務
官
僚
の
湯
沢
三

千
男
氏
(
の
ち
の
内
務
大
臣
)
で
あ
っ
た
｡
実
際
の

絵
の
制
作
が
い
つ
か
ら
始
め
ら
れ
た
か
は
正
確
に
は

判
ら
な
い
が
､
昭
和
五
年
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
る
｡
そ
し
て
'
十
二
年
当
時
､
国
立
公
園
絵
画
は

す
で
に
三
十
二
点
を
教
え
て
い
た
｡

国
立
公
園
行
政
は
最
初
は
内
務
省
の
所
管
だ
っ
た

が
'
昭
和
十
三
年
'
厚
生
省
が
で
き
る
と
そ
こ
へ
移

っ
た
が
､
や
が
て
折
角
で
き
た
絵
画
も
､
落
雷
や
戦

災
に
よ
っ
て
幾
点
か
を
焼
失
し
て
終
戦
を
迎
え
る
こ

と
と
な
っ
た
｡

戦
後
に
お
け
る
国
立
公
園
行
政
の
復
活
は
早
か
っ

た
｡
昭
和
二
十
一
年
'
ま
ず
､
伊
勢
志
摩
が
指
定
さ

れ
､
続
い
て
支
筍
洞
爺
､
上
信
越
高
原
､
秩
父
多
摩
､

磐
梯
朝
日
と
い
う
よ
う
に
新
し
い
公
園
が
続
々
と
誕

生
し
て
い
っ
た
｡
そ
し
て
､
二
十
六
年
は
｢
国
立
公

園
法
｣
制
定
二
十
周
年
に
当
っ
て
い
た
の
で
､
そ
れ

を
記
念
し
て
国
立
公
園
絵
画
の
制
作
を
復
活
さ
せ
よ

う
と
い
う
声
が
起
こ
り
､
制
作
が
再
開
さ
れ
､
二
十

八
年
に
は
全
部
で
五
十
点
に
な
っ
た
｡
そ
の
後
は
､

公
園
指
定
に
合
わ
せ
て
順
調
に
制
作
さ
れ
て
今
日
に

至
っ
た
｡
国
立
公
園
は
現
在
二
十
八
､
最
後
の
公
園

は
釧
路
湿
原
だ
っ
た
が
､
こ
の
公
園
の
風
景
が
画
か

れ
た
の
か
六
十
三
年
､
こ
の
一
点
を
加
え
て
国
立
公

園
絵
画
は
全
部
で
七
十
九
点
に
達
し
て
い
る
｡
い
ず

れ
も
へ
そ
の
時
代
､
時
代
の
一
流
の
画
家
の
手
に
在

る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
｡

働

こ
こ
で
'
わ
が
国
の
国
立
公
園
二
十
八
を
､
そ
れ

を
構
成
す
る
自
然
風
景
に
よ
っ
て
四
つ
に
分
け
て
み

よ
う
｡
ま
ず
'
山
岳
寮
を
主
体
と
す
る
公
園
で
あ
る
｡

そ
れ
は
十
二
あ
る
｡
次
が
海
岸
寮
を
中
心
と
す
る
も

の
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
七
つ
あ
る
｡
そ
れ
か
ら
､
山

岳
寮
と
海
岸
寮
の
両
方
を
合
あ
せ
持
つ
公
園
で
あ
り
､

こ
れ
は
八
つ
あ
る
｡
最
後
が
平
原
寮
か
ら
在
る
公
園

で
あ
り
､
こ
れ
は
釧
路
湿
原
一
つ
で
あ
る
｡
そ
こ
で

山
岳
寮
を
持
つ
公
園
と
な
れ
ば
､
山
岳
寮
を
主
体
と

す
る
も
の
十
二
と
'
両
方
合
あ
せ
も
つ
八
つ
を
加
え

て
二
十
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
わ
が
国
土
の
七
割
近

く
が
山
地
で
あ
る
の
で
'
や
は
り
､
山
岳
国
立
公
園

が
多
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
今
回
の
五
十
寮
の
大
部
分
は
も
ち
ろ

ん
へ
　
い
ま
述
べ
た
二
十
公
園
の
山
岳
風
景
か
ら
選
ば

れ
た
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
以
外
に
も
平
原
寮
の
釧
路

湿
原
(
湿
原
の
夕
映
え
)
､
海
岸
寮
の
山
陰
海
岸
(
鍾

の
袖
)
､
瀬
戸
内
海
(
琴
平
宮
)
も
選
ば
れ
て
い
る
｡

さ
て
へ
　
こ
れ
ら
五
十
寮
の
う
ち
､
幾
つ
か
を
取
り

上
げ
て
､
そ
の
風
景
に
つ
い
て
若
干
の
解
説
を
試
み

て
み
よ
う
｡
こ
こ
で
お
断
わ
り
し
て
あ
か
を
け
れ
ぼ

そ
り
を
い
が
､
私
は
絵
画
に
つ
い
て
は
ず
ぶ
の
素
人

で
あ
り
､
そ
れ
を
芸
術
と
し
て
論
じ
る
知
識
も
技
術

も
'
残
念
を
が
ら
持
ち
合
わ
せ
て
い
を
い
｡
し
た
が

っ
て
､
芸
術
と
し
て
の
評
価
で
は
を
く
､
一
流
の
画

家
た
ち
の
日
が
捉
え
た
風
景
を
借
り
て
､
そ
れ
を
現

実
の
風
景
に
置
き
換
え
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

㈲

｢
サ
ロ
ベ
ツ
原
野
よ
り
利
尻
礼
文
｣
　
中
根
　
蒐

最
北
の
国
立
公
園
､
利
尻
礼
文
サ
ロ
ベ
ツ
は
昭
和

四
十
九
年
指
定
さ
れ
た
｡
利
尻
島
､
礼
文
島
(
れ
ぶ

ん
と
う
)
､
そ
れ
に
北
海
道
本
島
の
サ
ロ
ベ
ツ
原
野

一
帯
を
区
域
に
包
含
し
て
い
る
｡
こ
の
絵
は
､
サ
ロ

ペ
ソ
原
野
か
ら
海
を
隔
て
て
利
尻
岳
(
一
'
七
一
九
m
)

を
望
む
風
景
で
あ
り
､
画
面
の
右
端
に
か
す
か
に
姿

を
見
せ
て
い
る
の
が
礼
文
島
で
あ
る
｡
利
尻
岳
は
円

錐
状
の
成
層
火
山
で
あ
る
が
､
山
頂
部
は
開
折
が
進
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ん
で
お
り
突
先
と
し
た
独
特
を
山
容
を
示
す
が
､
絵

は
雲
に
隠
れ
て
そ
の
部
分
は
見
え
を
い
｡

≡敬山山間浅

適

璃

～

.

～

-

作美日和

｢
湿
原
の
夕
映
え
｣
　
松
樹
　
踏
人

釧
路
湿
原
は
昭
和
六
十
二
年
指
定
さ
れ
た
一
番
新

し
い
国
立
公
園
で
あ
る
｡
釧
路
市
の
北
側
に
広
が
る

湿
原
で
あ
り
､
寒
冷
を
泥
炭
地
で
あ
り
､
米
も
野
菜

も
育
た
な
い
荒
れ
地
と
し
て
か
つ
て
は
見
捨
て
ら
れ

て
い
た
｡
し
か
し
､
わ
が
国
の
湿
原
の
総
面
積
の
約

六
割
を
占
め
､
そ
こ
は
ま
た
､
タ
ン
チ
ョ
ウ
を
は
じ

め
と
し
､
キ
タ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
才
､
イ
ト
ウ
在
ど
の

珍
し
い
野
生
動
物
が
生
息
す
る
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
の

指
定
地
域
で
も
あ
り
､
価
値
あ
る
不
毛
の
地
と
し
て

国
立
公
園
と
な
っ
た
｡

こ
の
湿
原
を
眺
め
る
視
点
は
多
い
が
'
東
側
の
丘

陵
地
の
縁
に
立
つ
の
が
一
番
よ
い
｡
こ
の
絵
の
図
柄

も
そ
の
視
点
に
立
ち
､
釧
路
湿
原
の
大
半
を
眼
下
に

収
め
'
遠
-
雄
阿
寒
岳
(
右
端
'
一
､
三
七
一
m
)
､

白
煙
を
あ
げ
る
雌
阿
寒
岳
(
一
､
四
九
九
m
)
を
望
む

雄
大
を
風
景
で
あ
る
｡

｢
愛
別
岳
'
比
布
岳
｣
　
足
立
源
一
購

北
海
道
の
屋
根
､
大
雪
山
国
立
公
園
は
面
積
二
三

万
ヘ
ク
タ
ー
ル
､
わ
が
国
最
大
の
国
立
公
園
で
あ
り
､

指
定
は
昭
和
九
年
に
遡
る
｡
愛
別
岳
(
二
､
一
二
一
m
)

も
比
布
岳
(
ぴ
っ
ぷ
だ
け
､
二
､
一
九
七
m
)
も
と
も

に
大
雪
火
山
群
に
属
す
る
山
岳
で
あ
る
｡
こ
の
図
柄

は
愛
山
渓
温
泉
付
近
の
高
台
か
ら
工
ゾ
マ
ツ
の
林
の

上
に
誓
え
る
二
つ
の
岩
崎
を
捉
え
た
風
景
で
あ
り
､

そ
こ
は
大
雪
山
塊
を
仰
取
す
る
視
点
と
し
て
優
れ
た

場
所
で
あ
る
｡

｢

十

和

田

湖

｣

　

株

　

式

十
和
田
湖
は
わ
が
国
屈
指
の
カ
ル
デ
ラ
湖
で
あ
る
｡

少
を
く
と
も
三
度
の
大
噴
火
と
二
度
の
陥
没
に
よ
っ

て
で
き
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
そ
の
成
因
を
も
っ
と

も
的
確
に
捉
え
る
風
景
は
発
荷
峠
付
近
に
視
点
を
置

き
､
十
和
田
山
(
一
､
〇
五
四
m
)
方
向
を
眺
め
る

も
の
で
あ
る
｡
こ
の
絵
は
ま
さ
に
そ
の
視
点
か
ら
そ

の
方
向
を
望
ん
た
も
の
で
あ
り
'
手
前
の
二
つ
の
半

畠
は
二
度
目
の
陥
没
を
あ
ら
わ
し
､
そ
の
向
こ
う
の

ス
カ
イ
ラ
イ
ン
は
最
初
の
陥
没
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
｡

画
家
の
鋭
い
目
は
十
和
田
湖
の
成
因
を
見
事
に
解
き

明
か
し
て
-
れ
て
い
る
｡

十
和
田
国
立
公
園
の
指
定
は
昭
和
十
一
年
で
あ
る

が
'
現
在
は
八
幡
平
地
域
も
含
み
､
名
称
も
十
和
田

八
幡
平
に
変
っ
て
い
る
｡

｢
月
山
｣
　
木
下
　
羨
謙

磐
梯
朝
日
国
立
公
園
も
山
ま
た
山
の
山
岳
公
園
で

あ
り
､
指
定
は
昭
和
二
十
三
年
に
遡
る
｡
そ
の
一
番

北
の
山
が
月
山
(
一
､
九
八
〇
m
)
で
あ
り
､
羽
黒
山
､

湯
殿
山
と
と
も
に
出
羽
三
山
と
し
て
古
-
か
ら
著
名

で
あ
る
｡
絵
は
山
形
市
の
近
-
を
流
れ
る
寒
河
江
川

(
さ
が
え
が
わ
)
の
河
畔
か
ら
眺
め
た
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
山
は
か
つ
て
は
円
錐
型
の
成
層
火
山
で
あ
っ
た

が
､
そ
の
後
の
爆
発
で
大
崩
壊
し
た
た
め
に
∵
ち
ょ

う
ど
牛
が
寝
た
よ
う
な
平
低
を
山
容
を
表
れ
し
て
い

る
｡
｢
翠
牛
山
(
く
ろ
う
し
や
ま
)
｣
の
別
称
が
あ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
｡

｢
尾
瀬
沼
｣
　
中
村
　
善
籍

日
光
国
立
公
園
は
昭
和
九
年
指
定
さ
れ
た
｡
当
時

の
区
域
は
魅
力
法
れ
る
自
然
を
持
つ
日
光
地
域
と
尾

瀬
地
域
か
ら
成
っ
て
い
た
が
､
を
か
ん
ず
-
､
後
者

は
自
然
を
愛
す
る
人
た
ち
に
自
然
保
護
の
原
点
と
し

て
大
事
に
さ
れ
て
き
た
｡

絵
は
尾
瀬
沼
湖
畔
に
立
ち
､
桧
の
実
出
し
か
三
二

平
峠
方
面
を
望
む
風
景
で
あ
る
｡
し
か
し
､
現
在
の

沼
は
様
変
り
し
､
一
時
は
外
来
種
､
コ
カ
ナ
ダ
壬
が

繁
茂
し
て
騒
が
れ
た
｡
尾
瀬
一
帯
は
昔
の
ま
ま
､
自

然
保
護
の
聖
域
と
し
て
残
さ
な
け
れ
ば
在
ら
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
｡

｢
浅
間
山
｣
　
小
山
　
敬
三

J
R
信
越
線
の
車
窓
風
景
の
圧
巻
は
'
軽
井
沢
か

ら
小
諸
ま
で
の
浅
間
I
r
(
二
､
五
匹
l
E
)
の
悠
揚
せ

ま
ら
ぬ
山
容
で
あ
る
｡
こ
の
山
は
昭
和
一
千
四
年
指

志
さ
れ
た
上
信
越
市
原
国
立
公
園
の
最
高
峰
で
あ
り
､

=
重
式
活
火
山
と
し
て
現
在
も
盛
ん
に
白
煙
を
あ
げ

て
い
る
｡
図
柄
は
軽
井
沢
方
面
か
ら
カ
ラ
マ
ツ
林
を

越
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
る
｡

｢
三
保
富
士
｣
　
和
田
　
美
作

富
士
山
(
三
'
七
七
六
m
)
を
眺
め
る
視
点
は
多
い
｡

東
の
伊
豆
半
島
か
ら
眺
め
る
の
も
よ
い
し
､
北
の
一
一
.

ツ
峠
か
ら
も
よ
い
｡
ま
た
､
西
側
の
天
子
ケ
岳
､
あ

る
い
は
南
ア
ル
プ
ス
の
峰
々
か
ら
望
む
の
も
よ
い
｡

た
が
､
三
保
松
原
か
ら
駿
河
湾
を
隔
て
て
み
る
風
景

は
'
羽
衣
の
伝
説
を
思
い
出
さ
な
い
で
は
わ
れ
な
い

日
本
的
風
景
で
あ
り
､
日
本
人
の
原
風
景
と
い
っ
て

よ
い
｡
し
か
し
､
現
在
'
こ
の
絵
に
画
か
れ
た
マ
ツ

林
の
風
情
は
も
は
や
凄
い
｡
淋
し
い
限
り
で
あ
る
｡

富
士
箱
根
国
立
公
園
は
昭
和
十
一
年
指
定
さ
れ
た

が
､
現
在
は
伊
豆
半
島
へ
伊
豆
七
島
を
も
含
み
'
名

称
も
富
士
箱
根
伊
豆
と
な
っ
て
い
る
｡

｢
秋
の
白
馬
岳
｣
　
　
山
本
　
珊

秋
は
山
々
が
よ
く
見
え
る
｡
図
柄
は
糸
魚
川
街
道
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暖明の根子岳

の
森
上
(
も
り
う
え
)
付
近
か
ら
､
黄
金
色
に
輝
く
田

圃
と
農
家
を
前
景
と
し
て
白
馬
岳
(
二
､
九
三
三
m
)

を
眺
め
た
も
の
で
あ
る
｡
中
天
に
月
が
ほ
の
か
に
浮

光孤派申節二繁本殿

ぶ
の
び
や
か
を
風
景
で
あ
り
､
こ
れ
も
ま
た
永
遠
な

れ
と
頼
れ
な
い
で
は
お
れ
会
い
日
本
の
原
風
景
で
あ

る
｡

｢
上
高
地
大
正
池
｣
　
中
沢
　
弘
光

中
部
山
岳
は
､
い
わ
ゆ
る
北
ア
ル
プ
ス
全
域
を
含

む
本
格
的
な
山
岳
国
立
公
園
で
あ
り
'
そ
の
指
定
は

昭
和
九
年
に
遡
る
｡
前
述
の
白
馬
岳
も
'
ま
た
､
こ

の
上
高
地
一
帯
も
､
こ
の
公
園
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
い

っ
て
よ
い
｡
特
に
大
正
池
か
ら
穂
高
速
車
を
望
む
こ

の
図
柄
は
､
わ
が
国
の
山
岳
風
景
の
極
め
つ
き
と
い

っ
て
よ
く
へ
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
｡
だ

が
､
池
に
既
に
土
砂
の
流
入
埋
没
に
よ
っ
て
現
在
は

見
る
か
げ
も
な
く
､
ま
た
､
水
中
の
立
木
は
も
は
や

見
当
ら
を
い
｡
絵
の
制
作
は
昭
和
七
年
だ
っ
た
の
で

六
十
年
近
い
年
月
は
風
景
を
大
き
く
変
貌
さ
せ
た
の

で
あ
る
｡

｢
大
山
｣
　
香
田
　
勝
太

大
山
二
､
七
二
m
)
は
中
国
地
方
き
っ
て
の
名

山
で
あ
る
｡
成
層
火
山
で
あ
る
が
'
山
頂
部
が
か
な

り
開
析
さ
れ
て
い
る
の
で
'
見
る
場
所
に
よ
っ
て
は

ま
っ
た
-
違
っ
た
姿
を
現
れ
す
｡
北
西
側
か
ら
は
開

析
さ
れ
た
北
壁
が
正
面
に
見
え
､
小
型
の
ア
ル
プ
ス

の
よ
う
に
見
え
る
が
､
南
東
方
面
か
ら
は
､
伯
書
富

士
の
名
の
と
お
り
富
士
山
型
の
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
｡

絵
は
そ
の
南
東
側
か
ら
の
風
景
で
あ
る
｡

大
山
国
立
公
園
は
昭
和
十
一
年
指
定
さ
れ
た
が
､

現
在
は
蒜
山
(
ひ
る
せ
ん
)
､
隠
岐
､
島
根
半
島
､

三
瓶
山
(
さ
ん
べ
き
ん
)
を
ど
も
含
み
､
名
称
も
大

山
隠
岐
に
変
っ
て
い
る
｡

｢
晩
期
の
根
子
岳
｣
　
坂
本
繁
二
部

阿
蘇
国
立
公
園
も
古
い
公
園
で
あ
る
｡
指
定
は
昭

和
九
年
た
っ
た
が
､
名
称
は
現
在
､
阿
蘇
く
じ
ゅ
う

に
変
更
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
絵
は
南
郷
谷
の
外
輪
山
の
山
腹
か
ら
板
子
岳

(
一
'
四
〇
八
m
)
を
望
ん
だ
も
の
で
あ
り
'
こ
こ
は

大
観
望
と
と
も
に
阿
蘇
の
山
々
を
眺
め
る
代
表
的
な

視
点
と
い
っ
て
よ
い
｡
そ
し
て
､
こ
の
視
点
に
立
つ

に
は
､
や
は
り
こ
の
絵
の
よ
う
に
明
け
方
が
よ
い
｡

娘
子
岳
は
中
岳
､
高
岳
'
杵
島
岳
､
烏
帽
子
岳
と
と

も
に
阿
蘇
五
岳
の
一
つ
で
あ
り
､
以
前
は
そ
れ
ら
と

同
じ
カ
ル
デ
ラ
内
の
中
央
火
口
丘
と
い
わ
れ
て
き
た

が
'
最
近
の
学
説
で
は
'
そ
れ
以
前
の
古
い
火
山
体

で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
｡

1
血

風
景
と
は
ま
こ
と
に
移
ろ
い
易
い
も
の
で
あ
る
｡

こ
こ
に
挙
げ
た
自
然
風
景
十
二
寮
の
な
か
に
は
､
絵

画
に
画
か
れ
た
風
景
を
す
で
に
跡
か
た
も
な
く
失
っ

て
い
る
も
の
さ
え
あ
る
｡
残
念
を
こ
と
で
あ
る
｡
し

か
も
､
最
近
は
リ
ゾ
ー
ト
ば
や
り
で
あ
る
｡
ま
た
､

公
共
事
業
の
画
期
的
な
拡
大
も
図
ら
れ
よ
う
と
し
て

い
る
｡
こ
れ
ら
の
大
波
が
国
立
公
園
の
奥
座
敷
に
も

容
赦
を
-
押
し
寄
せ
て
く
る
の
で
は
を
い
か
と
心
配

で
あ
る
｡

国
立
公
園
の
奥
座
敷
を
飾
る
自
然
風
景
の
一
つ
一

つ
は
､
私
た
ち
の
精
神
形
成
に
は
か
り
し
れ
を
い
影

響
を
与
え
て
き
た
｡
そ
れ
ゆ
え
､
そ
の
一
つ
一
つ
は

ま
た
､
日
本
人
す
べ
て
の
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て

の
原
風
景
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
国
立
公
園

絵
画
展
が
へ
そ
の
自
然
風
景
を
守
り
育
て
る
一
助
と

し
て
さ
さ
や
か
で
も
よ
い
､
機
能
す
る
こ
と
が
で
き

た
専
ら
､
主
催
者
の
一
員
と
し
て
こ
れ
に
過
ぎ
た
喜

び
は
老
い
｡

(
財
団
法
人
国
立
公
園
協
会
理
事
長
)

※
『
巨
匠
が
描
い
た
国
立
公
園
5
0
景
展
』

主
催
　
国
立
公
園
協
会
･
大
町
山
岳
博
物
館

後
援
　
環
境
庁

場
所
　
山
岳
博
物
館
特
別
展
示
室
･
ホ
ー
ル
等

常
設
展
と
も
平
常
料
金
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
｡

博
物
館
だ
よ
り

～
岳
と
縄
の
な
か
の
0
0
裏
･
信
濃
セ
ミ
ナ
ー
-

地
方
文
化
と
中
央
文
化
の
交
流
を
目
的
に
､
山
岳

博
物
館
で
は
初
の
こ
こ
ろ
み
と
し
で
､
左
記
に
よ
り

4
日
間
に
わ
た
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
｡

主
催

信
濃
セ
ミ
ナ
ー
実
行
委
員
会

大
町
山
岳
博
物
館
　
新
日
本
文
学
会

協
力
　
八
坂
対
　
し
あ
る
の
全

期
間
　
8
月
3
日
㈲
～
6
日
㈲

会
場
　
大
町
山
岳
博
物
館
講
堂

入
場
　
ど
な
た
で
も
聴
講
い
た
だ
け
ま
す
｡

第
-
日
　
3
日
㈲
　
講
演
　
2
時
1
5
時

『
文
学
に
何
が
で
き
る
か
｣

針
生
一
郎
　
(
新
日
本
文
学
会
議
長
)

第
2
日
　
4
日
㈲
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
9
時
-
1
時

『
過
疎
と
過
密
･
自
然
と
人
間
｣

パ
ネ
ラ
ー
他
(
予
定
)
薄
井
清
(
難
)
谷
口
現
吉

(
鵠
帥
嘉
鴨
)
安
藤
同
治
へ
誰
篭
藍
)
　
荒
沢
進

(
仙
詩
.
S
.
<
&
暇
)
松
山
毅
(
臥
璃
瑚
)
合
津
今
朝
吉
(
杏
)

第
3
日
　
5
日
㈲
　
文
芸
講
演
　
9
時
～
日
時
半

『
私
の
創
作
体
験
｣

長
谷
川
能
生
　
(
詩
人
)
　
野
呂
重
雄
　
(
作
家
)

第
4
日
　
6
日
㈲
　
文
芸
講
演
　
9
時
半
～

『
信
州
が
生
ん
だ
歌
人
た
ち
｣

久
保
田
正
文
　
へ
文
芸
評
論
家
)

※
ほ
か
に
八
坂
村
明
日
香
荘
で
の
多
く
の
講
話
等
を

交
え
た
懇
親
会
等
あ
り
｡
詳
細
は
山
博
へ
照
会
｡

山

と

博

物

館

第

3

5

巻

第

7

号

一
九
九
〇
年
七
日
二
十
五
日
発
行

発
行
所
　
長
野
県
大
町
市
　
T
E
L
⑫
〇
二
二

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
債
町

大

糸

　

タ

イ

ム

　

ス

印

刷

部

定
　
価
　
年
額
一
､
二
三
〇
円
(
送
料
共
)
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
座
番
号
(
長
野
四
-
一
三
二
九
三
)


