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t
遠
見
尾
根

後
立
山
は
夏
よ
り
冬
に
魅
力
が
あ
り
､
私
の
登
山

歴
を
見
て
も
'
夏
は
穂
高
に
集
中
し
て
い
る
が
､
冬

は
圧
倒
的
に
後
立
山
方
面
に
足
繁
-
通
っ
て
い
る
｡

遠
見
尾
根
は
､
今
で
こ
そ
テ
レ
キ
ャ
ビ
ン
と
リ
フ

ト
を
乗
り
つ
い
で
､
い
と
も
簡
単
に
地
蔵
ノ
頭
ま
で

運
ん
で
く
れ
る
が
､
ス
キ
ー
場
と
し
て
開
発
さ
れ
る

以
前
は
'
山
麓
の
神
城
ス
キ
ー
場
､
時
に
は
大
糸
線

飯
森
駅
か
ら
深
い
雪
の
中
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
｡

尾
根
の
取
り
付
き
か
ら
の
急
斜
面
を
､
先
行
者
の

い
な
い
と
き
は
腰
ま
で
あ
る
深
雪
の
ラ
ッ
セ
ル
で
し

ご
か
れ
､
登
る
に
つ
れ
そ
れ
が
胸
ま
で
に
な
り
､
一

日
の
行
動
が
地
蔵
ノ
頭
ま
で
行
け
れ
ば
良
し
で
､
た

い
が
い
は
遠
見
小
屋
の
広
い
斜
面
に
天
幕
を
張
る
こ

と
に
な
る
｡

冬
山
は
荒
れ
た
す
と
､
三
､
四
日
は
行
動
が
と
れ

な
く
な
り
'
社
会
人
山
岳
会
の
我
々
は
仕
方
な
-
､

山
頂
を
諦
め
て
下
山
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
荒
天

の
中
で
の
天
幕
の
撤
収
も
大
変
で
､
一
気
に
片
付
け

て
下
山
に
掛
か
る
の
だ
が
'
一
時
間
-
ら
い
で
麓
の

神
城
ス
キ
ー
場
ま
で
下
れ
る
天
誅
場
か
ら
.
二
十
数
人

の
他
パ
ー
テ
ィ
と
協
力
し
て
ラ
ッ
セ
ル
の
下
山
に
六

時
間
も
か
か
っ
た
思
い
出
も
あ
る
｡

名
に
し
お
う
豪
雪
地
帯
の
遠
見
尾
根
は
本
来
の
冬

山
の
楽
し
み
を
失
い
､
ス
キ
ー
場
と
し
て
開
発
目
覚

ま
し
く
､
は
な
や
い
だ
ゲ
レ
ン
デ
の
隅
を
一
列
に
な

っ
て
登
っ
て
い
く
登
山
パ
ー
テ
ィ
を
見
る
と
'
遠
見

尾
根
の
下
部
は
登
山
者
の
領
域
で
は
な
-
な
っ
た
｡

し
か
し
中
遠
見
か
ら
大
遠
見
で
見
る
鹿
島
槍
北
壁

の
モ
ル
ケ
ン
ロ
ー
ト
に
染
ま
る
雪
接
の
素
晴
ら
し
さ
｡

ヽ
､
ら
め

特
に
荒
れ
た
翌
朝
の
光
の
慢
さ
は
薄
厳
で
一
日
の

儀
式
が
始
ま
る
光
の
ド
ラ
マ
を
見
る
思
い
で
あ
る
｡

そ
こ
に
冬
山
の
真
骨
頂
が
あ
り
､
冬
山
登
山
の
素

晴
ら
し
さ
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ピ
ン
と
張
り
つ
め
た
緊
張
感
は
冬
山
登
山
の
独
特

な
も
の
で
'
苦
し
か
っ
た
か
ら
､
余
計
心
に
し
み
つ

く
思
い
出
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
｡

(
日
本
山
岳
写
真
協
会
会
員
)



②

故　羽田健三先生

博物館研究会の第1回八方登山の羽田(中央)
山崎林治先生(昭和29年)

鋳物博と山

山
岳
博
物
館
顧
問

羽
田
健
三
先
生
を
偲
ぶ

阿

　

部

　

酉

　

与

山
岳
博
物
館
の
建
設
(
そ
の
出
合
い
)

羽
田
健
三
先
生
と
の
出
合
い
は
'
私
が
中
国
大
陸

の
戦
地
か
ら
復
員
し
て
間
も
な
く
､
昭
和
二
十
三
年

(
一
九
四
八
年
)
　
だ
っ
た
｡

大
町
山
岳
博
物
館
建
設
運
動
が
､
公
民
館
青
年
部

や
郷
土
部
を
中
心
に
､
当
時
の
私
た
ち
青
年
が
強
い

運
動
を
展
開
で
き
た
の
も
､
先
生
の
持
つ
学
術
的
基

盤
と
､
人
間
関
係
の
強
い
信
頼
関
係
が
あ
っ
た
か
ら

だ
｡

先
生
は
､
『
信
濃
大
町
の
白
鳥
物
語
』
　
の
中
に
､

｢
私
は
博
物
館
建
設
運
動
に
三
人
の
同
志
を
持
っ
て

い
た
｡
一
人
は
記
者
､
一
人
は
駅
に
勤
め
る
人
､
一

人
は
青
年
団
の
幹
部
で
あ
っ
た
｣
と
書
い
て
お
ら
れ

る
｡

私
は
建
設
時
代
に
'
羽
田
先
生
の
同
志
と
し
て
加

え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
光
栄
に
思
っ
て
い
る
｡
他

き
よ
し

の
二
人
は
古
川
潔
さ
ん
　
(
故
人
･
当
時
毎
日
新
聞

大
町
支
局
長
)
と
､
内
山
慎
三
さ
ん
　
(
現
大
町
市
観

光
協
会
長
)
　
を
指
し
て
い
る
｡

ま
た
へ
先
生
は
『
北
ア
ル
プ
ス
博
物
誌
』
　
(
大
町

山
岳
博
物
館
編
･
㈲
信
濃
路
)
　
に
も
こ
う
書
い
て
お

ら
れ
る
｡

｢
私
ほ
ど
巾
博
に
弱
い
者
は
い
な
い
｡
大
町
は
八

十
叩
歳
の
母
が
健
康
で
-
ら
し
て
い
る
私
の
故
郷
で

あ
る
｡
同
博
の
高
台
か
ら
の
後
立
山
連
峰
の
黒
鯛
は

子
供
の
頃
か
ら
大
好
き
で
､
い
ま
で
も
で
き
る
こ
と

な
ら
毎
日
で
も
眺
め
て
い
た
い
く
ら
い
だ
｡
ま
た
私

の
大
町
高
校
勤
務
時
代
の
多
く
の
教
､
え
子
は
い
る
し
､

川
蝉
時
代
に
協
力
を
頂
い
て
､
い
ま
だ
に
親
し
く
し

て
下
さ
る
善
意
あ
ふ
れ
る
方
々
が
た
く
さ
ん
居
ら
れ

る
｡
ま
た
更
に
､
山
博
の
学
芸
員
は
み
な
私
の
教
え

子
で
あ
り
､
私
が
山
博
に
狂
っ
て
い
た
頃
､
小
樽
に

入
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
､
彼
等
の
将
来
に
つ
い

て
は
私
な
り
に
大
き
な
責
任
が
あ
る
｣

今
､
私
の
手
元
に
あ
る
メ
モ
を
見
る
と
､
昭
和
二

十
六
年
二
九
五
一
年
)
七
月
三
円
の
大
町
議
会
が
､

山
博
建
設
の
賛
否
を
決
め
る
ヤ
マ
場
だ
っ
た
｡
私
と

羽
田
先
生
は
傍
聴
に
い
っ
た
が
､
私
が
賛
成
意
見
が

出
る
と
拍
手
を
し
'
反
対
議
員
に
対
し
て
は
野
次
る

の
で
､
と
な
り
の
羽
田
先
生
は
び
っ
く
り
し
て
お
ら

れ
た
｡当

時
は
血
の
気
の
多
い
青
年
の
衝
動
的
行
動
だ
っ

は

人

じ

た
が
､
お
か
げ
で
議
長
だ
っ
た
伊
髄
幸
二
さ
ん
(
故

人
)
　
に
､
ニ
ラ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
｡
し
か
し
そ
の
後

伊
藤
さ
ん
に
は
､
博
物
館
協
議
会
の
委
員
長
と
し
て
'

大
町
公
園
の
現
在
地
へ
移
築
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､

大
き
-
尽
力
し
て
い
た
だ
い
た
｡

昭
和
三
十
八
年
(
一
九
大

三
年
)
　
八
月
号
の
　
握
界
』

(
岩
波
譜
店
)
　
に
､
私
の
入

選
論
文
が
次
の
よ
う
に
掲
載

さ
れ
た
｡

｢
私
は
戦
地
で
'
〝
人
を

殺
す
"
こ
と
だ
け
を
､
兵
隊

と
し
て
教
え
ら
れ
た
だ
け
に
､

〝
人
を
生
か
す
"
道
が
知
り

た
か
っ
た
｡
そ
し
て
そ
の
青

春
が
長
い
暗
黒
の
時
代
で
あ

っ
た
だ
け
に
､
明
る
い
平
和

が
ほ
し
か
っ
た
｡
戦
地
で
無

窯
味
に
使
い
果
た
さ
れ
た
と

･
転
弼

思
わ
れ
た
私
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
､
こ
の
美
し
い
郷
土

の
再
建
運
動
に
向
け
ら
れ
た
｡
私
は
青
年
団
や
公
民

館
活
動
の
中
に
と
び
込
ん
で
い
っ
た
｡
ア
ル
プ
ス
の

自
然
を
保
護
し
､
探
究
す
る
た
め
に
､
〟
山
岳
博
物

館
〟
　
の
建
設
運
動
や
'
公
民
館
郷
土
部
を
通
じ
て

〟
観
光
協
会
〟
　
の
設
立
に
成
功
し
た
の
も
､
こ
の
頃

-
昭
和
二
十
四
年
で
あ
っ
た
｣

自
然
と
人
間
の
融
和
を
求
め
て

羽
田
先
生
の
学
究
に
対
す
る
基
本
的
理
念
は
､
次

の
一
文
に
明
確
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡

｢
私
の
こ
の
十
年
間
の
仕
事
の
原
点
は
､
一
つ
は

自
然
教
育
の
拡
大
と
充
実
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
私
が

生
物
の
野
外
分
野
を
専
攻
し
て
い
る
教
師
で
あ
る
こ

と
も
あ
り
､
野
外
の
現
場
で
の
自
然
教
育
を
自
然
保

護
思
潮
を
高
め
る
た
め
の
基
盤
と
し
て
最
重
視
し
て

い
る
の
で
あ
る
｡
も
う
一
つ
は
､
地
方
ご
と
に
地
域

独
特
の
文
化
と
産
業
を
一
体
的
に
振
興
し
て
､
あ
ら

ゆ
る
分
野
に
お
い
て
中
央
と
地
方
の
格
差
を
是
正
し
､

終
局
的
に
は
平
和
国
家
､
文
化
国
家
を
速
や
か
に
達

成
し
た
い
と
い
う
念
願
で
あ
る
｣
(
前
述
『
北
ア
ル

プ
ス
博
物
誌
』
昭
和
四
十
八
年
(
一
九
七
三
年
)
≡

月
)

こ
の
羽
田
先
生
の
理
念
と
熱
意
は
､
長
野
県
当
局

を
動
か
し
､
信
大
教
育
学
部
付
属
の
｢
自
然
教
育
研

究
施
設
｣
を
志
賀
高
原
に
創
設
す
る
こ
と
に
成
功
し
､

将
来
教
師
と
な
る
全
学
生
に
対
し
'
自
然
を
通
じ
て

の
人
間
教
育
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
こ
の

施
設
は
わ
が
国
で
初
め
て
の
自
然
教
育
研
究
施
設
と

し
て
､
昭
和
四
十
一
年
(
一
九
六
六
年
)
文
部
省
の

認
可
を
得
る
に
至
っ
た
｡

更
に
､
先
生
の
長
野
県
に
お
け
る
｢
天
然
公
園
｣

構
想
は
'
｢
県
立
自
然
園
｣
と
し
て
具
体
化
し
た
｡

奥
裾
花
(
鬼
無
里
村
)
･
茶
臼
山
(
下
伊
那
)
･
蓼

科
御
泉
水
(
北
催
久
)
･
地
獄
谷
(
山
ノ
内
町
)
･

八
千
穂
高
原
(
南
佐
久
)
･
栂
池
(
小
谷
村
)
･
乗

鞍
高
原
　
(
安
曇
村
)
･
破
風
高
原
五
味
池
　
(
須
坂

市
)
各
自
然
園
が
そ
れ
で
あ
る
｡

今
､
自
然
保
護
と
開
発
理
念
の
対
立
な
ど
で

こ
う
蕃
状
態
に
な
っ
て
い
る
美
ヶ
原
台
上
問
題
も
､

羽
田
先
生
が
健
在
な
ら
､
別
な
視
点
か
ら
前
進
が
図
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山博ご視察の皇太子殿下(右)をご案内する
羽田先生(右から2人目) (昭和36年)

爺ケ岳ライチョウ調査の析
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山博開館10周年記念式典で表彰を受ける羽田先生(昭和36年)

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
､
と
思
う
｡

ま
た
､
大
町
市
に
お
い
て
は
､
既
に
｢
東
山
低

山
帯
野
外
博
物
館
｣
が
活
動
し
て
お
り
､
槍
ヶ
岳

並
び
に
針
ノ
木
各
自
然
図
･
仁
科
三
湖
自
然
探
勝

厨
な
ど
の
構
想
が
｢
羽
田
理
念
｣
を
受
け
て
持
た

れ
て
い
る
｡
『
大
町
正
史
･
自
然
環
境
編
』

長
野
営
林
局
は
'
羽
田
先
生
の
指
導
を
受
け
て

｢
自
然
休
養
林
｣
制
度
を
創
設
し
､
赤
沢
自
然
休

養
林
･
賎
母
学
術
参
考
林
(
木
曽
)
･
湯
の
九
･

高
峰
自
然
体
義
林
(
小
諸
市
)
　
な
ど
を
実
現
さ
せ

て
い
る
｡

私
も
長
野
鉄
道
管
理
局
の
開
発
担
当
時
代
､
黒

姫
･
乗
鞍
高
原
ス
キ
ー
場
開
発
を
始
め
､
国
鉄
と

地
域
開
発
の
あ
り
方
に
つ
い
て
､
多
く
の
教
示
を

い
た
だ
い
た
｡

信
大
名
誉
教
授
･
羽
四
億
三
･
理
学
博
士
の
優

れ
た
業
績
に
つ
い
て
は
'
次
の
一
文
が
こ
れ
を
実

証
し
て
い
る
｡

や
ま

｢
我
が
国
の
鳥
類
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
､
故
山

し
在
よ
し
ま
ろ

階
芳
麿
博
士
の
研
究
業
績
を
讃
え
､
一
九
九
二
年

に
創
設
さ
れ
た
山
階
芳
廃
貨
の
栄
え
あ
る
第
一
回

受
賞
者
に
先
生
が
選
ば
れ
た
こ
と
も
､
こ
の
あ
た

り
の
事
情
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
｡

京
都
大
学
を
中
心
と
し
た
生
態
学
が
〟
京
都
学

派
〟
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
｡
羽
田
先
生
は
､

我
が
国
の
鳥
類
生
悲
学
に
〝
信
州
学
派
〟
を
見
事

に
打
ち
立
て
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
｡

(
山
岸
哲
･
大
阪
市
立
大
理
学
部
教
授
･
日
本
鳥

類
学
会
会
長
)
｣
　
(
平
成
六
年
十
一
月
一
一
十
七
日

･
信
毎
)

こ
の
よ
う
に
､
羽
田
先
生
は
自
然
の
中
の
人
間

教
育
活
動
を
通
じ
て
､
文
字
ど
お
り
｢
自
然
と
人

間
の
融
和
｣
を
探
究
し
た
､
偉
大
は
自
然
科
学
者

で
あ
る
と
共
に
'
実
践
的
社
会
教
育
者
だ
っ
た
と
､

私
は
思
う
｡

人
間
｢
ト
リ
さ
｣
の
魅
力

羽
田
先
生
の
愛
称
は
｢
下
り
さ
｣
 
｡
そ
の
厳
し
い

学
者
と
し
て
の
姿
勢
と
､
鳥
類
生
悲
学
の
権
威
に
対

す
る
畏
敬
の
念
と
共
に
､
一
人
の
人
間
と
し
て
の
微

笑
ま
し
い
そ
の
庶
民
性
が
'
こ
う
呼
ば
せ
た
の
だ
ろ

う
○

教
え
子
に
対
す
る
教
育
方
針
の
厳
し
さ
の
半
面
へ

そ
の
将
来
に
対
し
て
は
教
師
と
し
て
の
責
任
か
ら
面

倒
を
良
く
見
た
結
果
､
教
え
子
か
ら
は
､
博
士
､
教

授
､
そ
し
て
各
分
野
や
地
域
社
会
で
活
躍
す
る
オ
ピ

ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
が
輩
出
し
て
い
る
｡

国
や
県
の
行
政
な
ど
に
､
学
者
と
し
て
の
立
場
か

ら
協
力
し
た
反
面
､
自
然
保
護
に
つ
い
て
は
､
自
己

の
信
念
に
反
す
る
施
策
に
対
し
て
は
､
強
い
批
判
と

抵
抗
を
示
す
人
だ
っ
た
｡

ラ
イ
チ
ョ
ウ
や
カ
モ
シ
カ
研
究
の
た
め
へ
針
ノ
木

岳
や
爺
ガ
岳
を
､
教
え
子
た
ち
と
片
方
の
レ
ン
ズ
し

か
無
い
双
眼
鏡
を
持
っ
て
､
飛
び
歩
い
て
い
た
｢
ト

リ
さ
｣
｡

鋭
い
理
論
を
展
開
し
て
い
た
が
と
思
う
と
､
ふ
と

｢
お
ち
ょ
ぼ
口
｣
で
笑
う
茶
目
気
な
｢
ト
リ
さ
｣
｡

そ
の
｢
ト
リ
さ
｣
と
私
は
､
大
町
駅
前
で
も
､
長

野
･
権
堂
で
も
良
く
飲
み
歩
い
た
｡
酒
量
は
そ
の
行

動
力
に
比
例
し
て
､
き
わ
め
て
強
か
っ
た
｡
酔
う
ほ

ど
に
歌
う
流
行
歌
　
(
今
の
演
歌
と
い
わ
れ
る
時
代
で

は
な
か
っ
た
)
　
は
お
世
辞
に
も
∴
つ
ま
い
と
は
言
え

な
か
っ
た
｡

私
も
古
希
を
過
ぎ
て
数
年
｡
そ
の
長
い
人
生
の
中

で
､
心
か
ら
信
じ
合
え
る
数
少
な
い
知
己
の
一
人
と

し
て
'
｢
人
間
･
ト
リ
さ
｣
の
印
象
は
､
今
で
も
心

の
奥
に
強
く
残
っ
て
い
る
｡

私
を
し
て
､
い
く
つ
か
の
転
勤
の
話
を
断
わ
り
､

大
町
に
二
十
八
年
間
も
留
ま
る
こ
と
を
決
意
さ
せ
た

精
神
的
支
柱
は
､
｢
ト
リ
さ
｣
の
よ
う
な
人
間
が
､

そ
こ
に
居
た
か
ら
で
あ
る
｡

剛
直
な
ま
で
の
､
そ
の
強
い
信
念
を
一
貫
し
て
学

術
研
究
と
人
間
教
育
に
捧
げ
へ
全
国
を
始
め
地
域
社

会
に
､
そ
の
知
識
と
行
動
力
を
生
か
し
'
文
化
的
､

社
会
的
遺
産
と
共
に
､
教
え
子
を
始
め
多
く
の
人
た

ち
か
ら
追
慕
の
念
を
残
し
､
人
間
と
し
て
敬
愛
す
る

学
者
を
､
私
は
こ
の
歳
に
な
る
ま
で
ほ
か
に
知
ら
な

ヽ

　

○

↓

(
元
大
町
再
教
育
委
員
･
長
野
駅
長
)

･
羽
田
健
三
先
生
は
'
平
成
六
年
十
一
月
二
十
三
日

に
逝
去
さ
れ
ま
し
た
｡
享
年
七
十
三
殻
｡
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表1　大町市内タヌキ保護

NO ��ｲ�保護場所 兢ｸﾎﾉD霾�?｢�備考 

1 ����乎簗場道路上 ��ｳc"纈����○ 

2 剏ﾁ犬の窪 痴c2繧絣�● 

3 剳ｽ瀬汲 ��ｳc2繧�3��● 

4 剳ｽ犬の謹 ��ｳc2纈���幼● 

5 剋ﾐ清音の滝 ��ﾃc2���絣�幼○ 

6 剌嵓ﾕマネキ 痴cR纈綯�● 

7 剳ｽ第3発電所 ��ﾃcr繧�#��○ 

8 剋ﾐ清音の滝上部 偵cr縒�3��幼○ 

9 剋ﾐ清音の滝上部 ��ﾃcr繧���幼○ 

10 剪�Rスキー場 ��ｳc偵偵#B�幼○ 

ll 剋O日町 ��ｳs偵ゅ�"�C) 

12 剋O日町コテサシ ��ｳs偵ゅ3��○ 

13 剋O日町 ��ｳs偵偵�B�○ 

14 剏ﾁ稲尾 痴��繧��"�○ 

15 剋ﾐ木舟 ��ﾃ��纈絣�○ 

16 ��｢�山田町市民の森 痴ィ縒�#��幼○ 

17 ����山田町市民の森 痴ィ縒�#b�幼○ 

18 ��｢�平西海ノ口 ��ﾃコ���#b�● 

19 ����山田町 ��ﾃモ纈繧�○ 

20 剋ﾐ松崎 ���2纈綯�○ 

21 剋ﾐ舘の内 箔�2纈�#��○ 

幼･ ･ ･幼獣○東山山麓側
●北アルプス山麓側

館物情ど山

最
近
の
タ
ヌ
キ
事
情千

　

葉

　

彬

　

司

都
会
地
で
は
市
街
地
に
タ
ヌ
キ
が
出
演
し
た
り
､

餌
づ
け
さ
れ
た
タ
ヌ
キ
が
､
夜
な
夜
な
民
家
の
庭
に

現
わ
れ
た
り
､
そ
れ
を
マ
ス
コ
ミ
が
取
り
上
げ
る
な

ど
最
近
は
､
人
と
タ
ヌ
キ
の
距
離
が
よ
り
近
く
な
り

つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡

肩
街
地
に
出
没
す
る
都
会
派
タ
ヌ
キ
は
､
そ
の
食

物
の
多
く
を
残
飯
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
報
告
が

あ
り
'
年
間
を
通
じ
て
の
残
飯
の
供
給
量
が
ほ
ぼ
変

わ
ら
な
い
た
め
､
結
果
と
し
て
繁
殖
力
､
個
体
群
の

増
加
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

ま
た
､
各
地
に
高
速
道
路
が
建
設
さ
れ
る
と
共
に
､

生
息
地
を
分
断
さ
れ
､
そ
こ
に
現
わ
れ
た
野
生
動
物

が
車
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
が
多
い
｡

そ
の
ト
ッ
プ
は
タ
ヌ
キ
で
次
い
で
ノ
ウ
サ
ギ
､
ハ

ト
の
順
で
あ
る
｡
高
速
道
で
犠
牲
に
な
っ
た
タ
ヌ
キ

の
数
は
､
日
本
道
路
公
団
の
調
べ
に
よ
る
と
一
九
八

五
年
･
二
五
八
三
頭
､
一
九
八
七
年
二
一
九
六
六
頭
､

一
九
八
九
年
･
五
九
一
〇
頭
と
道
路
が
延
び
る
と
共

に
犠
牲
に
な
る
数
も
増
え
て
い
る
｡

北
ア
ル
プ
ス
向
麓
の
大
町
は
自
然
が
豊
か
に
残
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
､
タ
ヌ
キ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と

ア
ナ
グ
マ
や
ノ
ウ
サ
ギ
へ
　
テ
ン
､
イ
タ
チ
､
さ
ら
に

は
カ
モ
シ
カ
､
ク
マ
な
ど
の
各
種
動
物
が
生
息
し
て

い
る
｡

中
で
も
タ
ヌ
キ
と
ア
ナ
グ
マ
は
農
作
物
の
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
ャ
サ
ツ
マ
イ
モ
を
食
害
す
る
た

め
､
昔
か
ら
農
家
か
ら
は
嫌
わ
れ
て
お

り
､
時
に
は
し
か
け
ら
れ
た
ワ
ナ
に
か

か
り
あ
え
な
く
御
用
と
な
っ
て
し
ま
う

も
の
も
い
る
｡
し
か
し
､
そ
の
数
は
知

れ
た
も
の
で
毎
年
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど

取
り
入
れ
直
前
に
食
わ
れ
て
し
ま
い
悔

し
い
思
い
を
す
る
人
々
が
い
る
｡

大
町
古
内
で
保
護
さ
れ
山
岳
博
物
館

に
収
容
さ
れ
た
タ
ヌ
キ
は
　
〔
表
1
〕
　
の

よ
う
で
あ
る
が
､
そ
の
多
く
が
東
山
山

麓
で
あ
り
'
北
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
方
が

少
な
い
｡
生
息
環
境
か
ら
見
て
東
山
山

麓
の
方
が
､
タ
ヌ
キ
に
と
っ
て
は
住
み

や
す
い
の
か
も
知
れ
な
い
｡

こ
れ
ら
の
タ
ヌ
キ
､
特
に
東
山
山
麓
で
保
護
さ
れ

た
も
の
は
市
街
地
の
東
を
流
れ
る
農
具
川
よ
り
東
側

で
保
護
さ
れ
て
い
た
が
､
一
九
九
三
年
に
は
そ
の
農

具
川
を
渡
り
古
街
地
で
死
体
(
2
)
　
が
発
見
さ
れ
た

り
､
H
撃
一
4
)
　
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

今
ま
で
に
な
い
現
象
で
あ
り
､
大
町
で
も
い
よ
い

よ
都
会
派
の
タ
ヌ
キ
が
出
没
す
る
事
態
に
な
り
つ
つ

あ
る
の
か
も
知

れ
な
い
｡

た
だ
､
都
会

派
の
タ
ヌ
キ
は

車
以
外
に
見
え

な
い
恐
ろ
し
い

敵
が
い
る
こ
と

を
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
｡
神
奈

川
県
で
は
一
九

七
五
年
こ
ろ
丹

沢
山
麓
周
辺
で

イ
ヌ
の
ジ
ス
テ

ン
バ
ー
が
流
行
し
多
く
の
タ
ヌ
キ
が
死
亡
し
た
と
い

う
｡
ま
た
へ
鎌
倉
市
な
ど
各
地
で
イ
ヌ
の
病
気
の
フ

ィ
ラ
リ
ア
症
に
か
か
っ
た
タ
ヌ
キ
の
報
告
な
ど
が
あ

り
へ
一
九
九
二
年
三
月
十
五
日
に
大
町
温
泉
郷
で
保

護
さ
れ
た
タ
ヌ
キ
は
皮
膚
病
に
か
か
っ
て
い
た
｡

都
会
派
タ
ヌ
キ
は
残
飯
と
い
う
餌
が
安
易
に
入
手

で
き
る
見
返
り
と
し
て
､
今
度
は
恐
ろ
し
い
日
に
見

え
な
い
病
気
と
対
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な

い

｡
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