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徳
本
峠
に
対
晦
す
る
穂
高
や
明
神
岳
の
岩
峰
､

そ
こ
か
ら
派
生
す
る
稜
線
に
､
や
わ
ら
か
な
秋

光
が
降
り
注
い
で
い
る
｡
や
が
て
六
百
山
の
向

こ
う
に
陽
が
だ
ん
だ
ん
と
傾
い
て
い
く
と
､
次

さ
ん
て
ん

第
に
夜
の
影
が
梓
の
谷
か
ら
山
顕
へ
向
か
っ
て

せ
り
上
が
り
､
や
が
て
峠
に
も
一
日
の
終
り
が

訪
れ
る
｡

春
か
ら
秋
､
秋
か
ら
冬
へ
と
季
節
は
岳
を
巡

り
､
時
も
ま
た
岳
を
駆
け
る
｡

美
し
く
感
動
的
な
出
逢
い
を
求
め
な
が
ら
､

私
の
岳
通
い
も
ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
で
あ
る
｡

(
長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
職
員
)

悠
久
の
時
の
流
れ
と
大
地
の
中
で

過
ぎ
去
り
し
日
々
の
想
い
出
と

新
た
な
想
い
が
交
差
を
す
る

黄
昏
の
徳
本
峠
　
　
晩
秋

岳
を
め
ぐ
り
て

秋
深
き
谷
に
落
ち
葉
を
踏
み

若
き
日
の
熱
き
想
い
を
辿
り
な
が
ら

一
人
登
り
行
-
心
は
寂
し
い
け
れ
ど

や
が
て
樹
林
を
抜
け
て
峠
に
立
て
ば

岳
は
穏
や
か
な
残
照
を
ま
と
い

鮮
や
か
に
輝
い
て
美
し
い
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徳物情ど山

岳
わ
が
回
想

岳
へ
の
第
一
歩

私
の
生
ま
れ
育
っ
た
穂
高
町
牧
で
は
'
水
田
用
の

水
は
､
常
会
岳
や
蝶
ガ
岳
に
源
を
発
し
流
れ
下
り
て

く
る
烏
川
か
ら
取
り
入
れ
利
用
し
て
い
た
｡

｢
今
年
は
､
岳
の
雪
も
多
い
よ
う
た
で
へ
　
田
の
水

の
心
配
も
い
ら
ね
え
ず
ら
｡
｣

春
先
に
な
る
と
良
く
聞
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
｡
ま

た
晩
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
､
常
会
岳
な
ど
か
ら
吹
き

下
り
て
-
る
冷
た
い
風
の
こ
と
を
｢
岳
お
ろ
し
｣
と

呼
ん
で
い
た
｡

か
つ
て
古
老
た
ち
は
常
念
岳
や
蝶
ガ
岳
の
こ
と
を

岳
　
(
た
け
)
　
と
い
う
代
名
詞
で
呼
び
､
｢
山
へ
行

-
｣
と
い
え
ば
､
そ
れ
は
皇
道
-
の
山
に
､
燃
料

用
の
薪
を
取
り
に
行
-
こ
と
や
'
越
冬
用
の
炭
焼
き

で
あ
っ
た
り
､
伐
採
や
造
林
作
業
の
こ
と
で
､
山
と

岳
と
い
う
語
を
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
る
.
.

そ
ん
な
こ
と
か
ら
幼
心
に
も
､
岳
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
神
秘
的
で
奥
深
-
人
里
ち
か
-
の
山
と
は
掛
け

離
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
｡

そ
の
三
百
戸
ほ
ど
の
牧
の
集
落
に
は
'
西
穂
高
小

学
校
の
分
校
が
あ
り
､
四
年
生
ま
で
は
分
校
で
'
五

年
生
に
な
る
と
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
本
校
へ
徒

歩
で
適
､
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
∪
私
の
家
や
分
校
の

付
近
か
ら
だ
と
前
山
に
邪
魔
さ
れ
て
､
蝶
ガ
岳
の
一

角
し
か
見
え
な
か
っ
た
の
だ
が
､
本
校
に
通
い
始
め

る
と
朝
家
を
出
て
数
分
も
し
な
い
う
ち
に
'
常
会
岳

の
勇
姿
が
い
や
お
う
な
し
に
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
｡

朝
日
を
あ
び
た
岳
'
暮
れ
な
ず
む
岳
､
四
季
折
々

の
営
念
岳
や
蝶
ガ
岳
に
接
し
な
が
ら
の
通
学
で
あ
っ

た
｡
ま
た
'
そ
の
本
校
の
校
舎
か
ら
も
校
庭
か
ら
も

そ
れ
ら
の
山
々
が
常
に
眺
望
さ
れ
'
校
歌
に
も
常
念

岳
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
た
一
∪

古
幡
　
和
敬

六
年
生
に
な
り
七
月
､
夏
休
み
の
前
に
､
学
年
行

事
の
常
念
岳
登
山
が
計
画
さ
れ
て
い
た
｡
そ
れ
は
､

そ
の
時
の
三
ク
ラ
ス
の
生
徒
全
員
が
'
一
泊
二
日
の

日
程
で
常
念
岳
の
頂
を
極
め
る
と
い
う
西
穂
高
小
学

校
の
恒
例
の
行
事
で
あ
っ
た
｡

今
で
は
､
常
念
乗
越
へ
四
時
間
ほ
ど
の
所
ま
で
車

で
入
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
､
当
時
は
林
道
が
整

備
さ
れ
て
お
ら
ず
､
ず
っ
と
下
方
の
烏
川
に
架
け
ら

れ
た
橋
の
た
も
と
か
ら
､
六
時
間
の
長
い
距
離
を
歩

か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡

一
の
沢
沿
い
に
続
-
道
を
進
む
､
高
度
が
増
す
と

共
に
気
温
が
下
が
り
､
霧
が
ま
き
､
初
め
て
見
る
高

山
の
花
が
咲
き
､
常
念
乗
越
に
出
る
と
更
に
そ
の
奥

そ
び

遥
か
に
岩
の
連
峰
が
登
え
て
い
た
｡
そ
の
中
で
､
こ

と
の
ほ
か
鋭
-
尖
っ
た
峰
は
槍
ガ
岳
で
あ
る
と
教
え

ら
れ
た
｡
こ
の
登
山
が
私
に
と
っ
て
'
ま
さ
に
岳
へ

の
第
一
歩
で
あ
っ
た
｡

穂
高
中
学
に
進
み
､
一
学
年
で
は
美
が
原
登
山
'

二
年
生
に
な
る
と
常
念
岳
か
ら
燕
岳
へ
縦
走
す
る
二

泊
三
日
の
集
団
登
山
が
行
わ
れ
た
｡
晴
天
の
中
､
常

念
か
ら
燕
岳
へ
終
始
槍
ガ
岳
が
見
え
隠
れ
し
､
そ
の

姿
が
熱
く
心
に
刻
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
｡

三
年
生
の
夏
休
み
が
近
づ
い
た
こ
ろ
､
三
人
の
友

達
を
誘
い
檜
ガ
岳
登
山
の
計
画
を
立
て
た
｡
し
か
し

中
学
生
四
人
に
よ
る
登
山
な
ど
許
し
て
-
れ
る
家
庭

な
ど
そ
う
あ
る
も
の
で
な
く
'
期
日
が
近
づ
-
に
し

た
が
っ
て
､
一
人
減
り
､
二
人
減
り
し
て
'
と
う
と

う
私
一
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
し
か
し
私
の
槍
ガ

岳
へ
の
想
い
は
そ
う
簡
単
に
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き

ず
､
単
独
で
の
槍
ガ
岳
登
山
と
な
っ
た
｡

上
高
地
で
バ
ス
を
降
り
'
槍
ガ
岳
は
ど
の
方
向
に

い
っ
て
い
い
の
や
ら
因
っ
た
こ
と
｡
そ
の
頃
は
徳
沢

か
ら
先
の
梓
川
の
右
岸
に
､
穂
苅
新
道
と
い
う
道
が

あ
っ
て
､
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
る
と
そ
ち
ら
の
道
の

方
が
静
か
で
良
い
と
い
う
の
を
鵜
希
に
し
､
笹
に
覆

わ
れ
た
そ
の
細
い
道
に
入
り
'
横
尾
に
着
-
ま
で
一

人
の
登
山
者
に
も
出
会
う
こ
と
な
く
､
心
細
い
思
い

を
し
た
こ
と
｡
殺
生
小
屋
付
近
で
は
霧
に
ま
か
れ
東

鎌
尾
根
に
出
て
し
ま
い
､
初
め
て
岩
積
と
強
風
で
恐

怖
感
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
､
数
え
切
れ
な

い
ほ
ど
の
思
い
出
が
残
っ
た
｡

そ
し
て
今
思
う
に
､
そ
の
時
心
配
で
あ
っ
た
ろ
う

に
'
槍
ガ
岳
に
登
る
こ
と
を
許
し
て
-
れ
た
両
親
に

は
本
当
に
感
謝
し
て
い
る
｡

ピ
ッ
ケ
ル
の
思
い
出

昭
和
三
十
八
年
四
月
､
大
町
高
校
へ
入
学
｡
入
学

式
が
済
ん
で
二
日
後
-
ら
い
だ
っ
た
と
思
う
が
､
山

岳
部
の
部
室
を
訪
ね
入
部
を
申
し
込
ん
だ
｡
高
校
に

入
っ
た
ら
山
岳
部
に
入
っ
て
山
に
登
ろ
う
と
､
檜
ガ

岳
か
ら
帰
っ
て
か
ら
へ
更
に
山
へ
の
想
い
が
強
-
な

り
心
に
決
め
て
い
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
｡

入
部
が
許
可
さ
れ
る
と
同
時
に
'
登
山
靴
だ
け
は

自
分
の
も
の
を
買
う
よ
う
に
言
い
渡
さ
れ
た
｡
そ
し

て
父
に
頼
み
込
み
買
っ
て
も
ら
っ
た
七
千
円
の
革
製

登
山
靴
は
夢
の
よ
う
な
靴
で
あ
っ
た
｡
そ
の
時
の
県

立
高
校
の
授
業
料
は
一
か
月
六
百
円
で
あ
っ
た
か
ら
､

そ
の
登
山
靴
の
い
か
に
高
か
っ
た
こ
と
か
｡
ま
た
へ

今
に
比
べ
る
と
'
他
の
登
山
用
品
の
種
類
も
少
な
-

素
材
も
良
-
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
｡

ピ
ッ
ケ
ル
も
ど
う
し
て
も
欲
し
か
っ
た
の
だ
が
へ

現
金
収
入
の
少
な
い
農
業
を
営
む
両
親
に
は
言
い
出

す
こ
と
が
で
き
ず
'
父
の
友
人
の
ピ
ッ
ケ
ル
を
借
り

て
使
､
つ
こ
と
に
な
っ
た
｡

四
月
の
燕
岳
､
六
月
の
針
ノ
木
雪
渓
で
の
雪
上
訓

練
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
､
当
時
大
町
駅
前
に
あ
っ
た
ス

ポ
ー
ツ
店
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
に
､
そ
の
頃
で
は
非

常
に
珍
し
い
形
の
ピ
ッ
ケ
ル
が
飾
ら
れ
て
い
た
｡
そ

の
ピ
ッ
ケ
ル
に
は
穴
が
あ
い
て
い
て
､
そ
こ
が
真
っ

赤
に
色
付
け
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡

今
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
そ
の
斬
新
な
形
と
い
い
､

そ
の
赤
色
と
い
い
私
の
心
を
捕
ら
え
る
の
に
は
十
分

で
あ
っ
た
｡
し
か
し
定
価
六
千
円
は
前
述
し
た
様
に
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[作者略歴]　　　古幡利敵(ふろばた　わけい)

1947年　　　長野県　雨安曇郡　穂高町　政　に生まれる｡

1959年　　　学校登山で初めて常念岳の頂上に立つ｡ (小学六年)

1962年　　　槍ヶ岳に薫る｡ (単独･中学三年)

1963年　　　大町高蘭こ入学､山岳部に入部｡北アの山々をめくるc

l966年　　　初めて手にいれたカメラで山岳写真を撮りはじめる0

1967年一68年　長野県山岳遭難防止対策協会北アルプス南部地区常駐隊

員として槍･穂高連峰で登山補導､遭難救助にあたる｡

1969年　　　長野別｣岳総合センター職員となる｡以降現在まで山岳

総合センター主催の登山講習会等の指導にあたる｡

1976年　　　この頃より本格的に山岳写真に取り組む｡

現　在　　　日体協B級スポーツ指導員(山岳)

日赤救急法指導員

長野県山岳遊離防止対策協会北アルプス北部地区補導員

大町山案内人組合員

鰭物焉日
日と山

大
変
高
額
で
､
お
い
そ
れ
と
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で

き
ず
､
朝
夕
の
通
学
途
中
に
眺
め
る
だ
け
の
日
々
が

つ
づ
い
て
い
た
｡

夏
休
み
も
間
近
に
迫
り
夏
山
合
宿
で
穂
高
に
行
-

こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
ろ
､
｢
よ
し
､
合
宿
前
に
ア
ル

バ
イ
ト
を
し
て
で
も
手
に
入
れ
て
や
ろ
う
｡
｣
と
思

っ
た
の
だ
が
､
こ
れ
ま
た
お
い
そ
れ
と
良
い
働
き
口

な
ど
な
い
時
代
で
も
あ
っ
た
｡

幸
い
家
の
近
-
に
'
常
念
小
屋
で
使
う
物
資
を
荷

揚
げ
を
し
て
い
る
寺
島
さ
ん
と
い
う
方
が
い
て
､
夏

は
つ
か

休
み
に
入
っ
た
一
週
間
だ
け
歩
荷
を
や
ら
せ
て
も
ら

え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

い
よ
い
よ
夏
休
み
､
弁
当
を
持
っ
て
午
前
五
時
三

十
分
家
を
出
て
､
そ
の
寺
島
さ
ん
宅
に
行
-
｡
二
十

キ
ロ
の
荷
を
背
負
子
に
つ
け
て
も
ら
っ
て
六
時
に
出

発
｡
現
在
の
林
道
終
点
ま
で
約
二
時
間
｡
そ
こ
か
ら

常
念
小
屋
ま
で
四
時
間
｡
常
念
小
屋
で
昼
食
を
済
ま

せ
､
午
後
一
時
に
下
山
を
始
め
帰
宅
す
る
の
が
五
時

頃
で
､
夕
食
が
済
む
と
疲
れ
が
ど
っ
と
出
て
睡
魔
に

襲
わ
れ
目
が
覚
め
る
と
も
う
翌
朝
､
と
い
う
生
活
が

一
週
間
続
い
た
｡

そ
の
時
の
歩
荷
料
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
五
十
円
｡
七

千
円
の
大
金
が
手
に
入
っ
た
｡

早
速
そ
の
金
を
持
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
席
に
と
ん
で
行

き
'
念
願
の
ピ
ソ
ケ
ル
を
手
に
入
れ
た
の
で
あ
る
｡

残
り
の
千
円
は
夏
山
合
積
の
費
用
に
回
し
た
｡

誰
で
も
好
き
な
道
で
飯
が
喰
え
た
ら
ど
ん
な
に
い

い
か
と
思
う
｡
け
れ
ど
そ
の
道
に
実
際
入
っ
て
み
る

と
'
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
大
変
な
こ
と
だ
｡
し
か
し
､

私
も
好
き
な
山
に
関
わ
り
な
が
ら
'
生
活
で
き
な
い

も
の
か
と
い
う
気
持
ち
が
強
-
､
槍
･
穂
高
連
峰
で

遭
対
協
の
常
駐
隊
員
と
し
て
登
山
補
導
や
遭
難
救
助

に
当
た
っ
た
り
､
昭
和
四
十
四
年
に
開
所
と
な
っ
た

山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
な
り
､
登
山
諦
智
会

や
研
修
会
の
指
導
な
ど
に
携
わ
り
な
が
ら
､
二
十
六

年
が
過
ぎ
た
｡

わ
が
心
の
師

÷
十
数
年
続
い
て
い
る
山
と
の
関
わ
り
の
中
で
､

私
に
と
っ
て
点
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
､
ま
た
私
が

山
の
写
真
を
撮
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
一
冊
の
本
が

あ
る
｡
そ
れ
は
､
田
淵
行
男
写
真
集
｢
尾
根
路
｣
で

あ
る
｡槍

を
登
っ
て
か
ら
山
へ
の
興
味
は
そ
こ
は
か
と
な

く
ふ
-
れ
上
が
り
､
高
校
の
図
書
室
に
行
っ
て
は
山

の
本
を
さ
が
し
'
ま
た
書
店
に
｢
岳
人
｣
や
｢
山
と

渓
谷
｣
の
新
し
い
号
が
で
る
と
手
に
入
れ
た
｡
中
に

載
っ
て
い
る
写
真
は
'
今
の
様
に
カ
ラ
ー
グ
ラ
ビ
ア

が
主
流
で
な
く
､
ほ
と
ん
ど
が
印
刷
技
術
も
悪
-
鮮

明
度
に
欠
け
た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
写
真
で
あ
っ
た
が
､

新
し
い
本
を
求
め
初
め
て
開
-
時
の
イ
ン
ク
の
匂
い

と
'
ま
だ
見
た
こ
と
も
な
い
､
登
っ
た
こ
と
も
な
い

山
容
に
思
い
を
馳
せ
､
胸
を
と
き
め
か
せ
な
が
ら
読

ん
だ
記
憶
が
あ
る
｡

そ
し
て
､
そ
の
図
書
室
の
数
少
な
い
山
岳
図
書
の

中
に
へ
そ
の
｢
尾
根
路
｣
が
あ
っ
た
｡
桑
畑
を
前
景

に
し
た
残
雪
の
常
念
岳
の
美
し
い
写
真
､
槍
や
穂
高

の
岩
核
が
追
っ
て
い
た
｡
田
淵
先
生
は
牧
に
住
ん
で

お
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
'
顔
は
知
っ
て
い
た
が

写
真
と
の
出
合
い
は
そ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
｡
以

後
､
貸
出
禁
止
の
そ
の
写
真
集
を
幾
度
と
な
-
図
書

室
に
足
を
運
ん
で
は
見
た
も
の
だ
｡

数
年
た
っ
て
カ
メ
ラ
を
手
に
入
れ
写
真
を
撮
る
様

に
な
っ
て
､
一
度
だ
け
先
生
に
写
真
を
見
て
い
た
だ

い
た
こ
と
が
あ
る
｡
穂
高
町
の
カ
メ
ラ
ク
ラ
ブ
の
集

ま
り
が
あ
り
､
私
は
会
員
で
は
な
か
っ
た
が
そ
こ
に

出
席
さ
せ
て
も
ら
っ
た
｡
先
生
は
そ
の
会
の
顧
問
を

さ
れ
て
い
た
｡
二
枚
の
写
真
を
差
し
出
す
と
'
空
言

で
し
ば
ら
く
見
て
い
た
後
'

｢
い
い
で
す
ね
え
'
い
い
で
す
ね
え
-
-
で
も
こ

こ
を
こ
う
す
る
と
も
っ
と
い
い
で
す
よ
｡
｣

そ
の
も
の
瀞
か
で
は
あ
る
が
説
得
力
の
あ
る
口
調

を
､
今
で
も
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
｡
写
真
を
見
て

い
た
だ
い
た
の
は
'
そ
れ
が
最
初
で
最
後
で
あ
っ
た
｡

残
念
な
こ
と
に
､
先
生
は
数
年
前
に
他
界
さ
れ
て
し

ま
っ
た
が
､
写
真
集
｢
尾
根
路
｣
と
の
出
合
い
以
来
､

私
の
写
真
の
心
の
師
と
仰
い
で
い
る
｡

写
真
展
開
催
に
あ
た
っ
て

山
岳
写
真
に
限
ら
ず
写
真
は
､
撮
影
す
る
こ
と
は

手
段
で
あ
っ
て
､
目
的
は
撮
影
し
た
も
の
を
プ
リ
ン

ト
な
り
印
刷
を
し
て
､
誰
か
に
『
見
せ
る
』
　
こ
と
だ

と
田
3
1
つ
｡

私
が
写
真
を
始
め
た
こ
ろ
は
､
カ
ラ
ー
写
真
は
ま

だ
ま
だ
は
し
り
の
時
代
で
､
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
写
真
の

全
盛
期
で
あ
っ
た
｡
だ
か
ら
私
の
使
用
し
た
フ
イ
ル

ム
も
ほ
と
ん
ど
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は

自
分
で
プ
リ
ン
ト
す
る
こ
と
も
簡
単
で
､
引
き
伸
ば

し
を
し
て
は
一
人
悦
に
入
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡

し
か
し
十
数
年
前
項
よ
り
'
写
真
に
の
め
り
込
め

ば
込
む
ほ
ど
､
何
ら
か
の
形
で
表
す
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
か
と
思
い
始
め
､
個
展
を
漠
然
と
だ
が
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
｡

し
か
し
本
来
の
怠
け
癖
な
ど
も
手
伝
っ
た
り
'
限

ら
れ
た
日
程
で
撮
影
に
出
か
け
て
も
､
天
候
が
悪
-

一
枚
も
掘
れ
な
か
っ
た
り
､
紅
葉
に
狙
い
を
定
め
て

登
っ
て
行
っ
て
見
る
と
台
風
で
色
づ
い
た
葉
が
飛
ん

で
し
ま
っ
て
い
た
り
な
ど
で
､
作
品
作
り
は
遅
々
と

し
て
進
ま
ず
､
今
回
の
写
真
展
を
迎
え
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
｡

力
量
不
足
で
あ
り
､
ま
た
数
少
な
い
ネ
ガ
の
中
か

ら
苦
労
し
て
六
十
八
点
を
選
び
､
プ
リ
ン
ト
の
た
め

現
像
所
に
送
っ
た
が
､
あ
の
写
真
で
良
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
な
ど
心
配
は
つ
き
な
い
も
の
だ
｡

四
季
折
々
､
そ
し
て
刻
々
と
表
情
を
変
え
る
岳
｡

奥
深
く
雄
大
で
'
繊
細
で
美
し
い
岳
｡
私
が
聞
い
た

そ
の
岳
の
鼓
動
を
､
写
真
を
通
し
て
少
し
で
も
感
じ

て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
｡

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
写
真
展
を
開
く
に
あ
た
り

大
変
お
世
話
を
お
か
け
し
ま
し
た
山
岳
博
物
館
の
職

員
の
皆
様
方
に
心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
｡
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館物博と山

ラ
イ
チ
ョ
ウ
保
護
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て

野
生
動
植
物
は
自
然
環
境
の
構
成
要
因
の
み
な
ら

ず
'
私
達
人
類
が
社
会
生
活
を
営
む
上
で
も
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
｡
し
か
し
今
､
多
-
の
種

が
絶
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
､
保
護
に
対
す

る
強
い
要
望
と
と
も
に
内
容
も
多
様
化
･
高
度
化
し

て
お
り
ま
す
｡

こ
の
た
め
､
希
少
な
野
生
動
植
物
の
保
護
管
理
を

積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
に
､
平
成
四
年
に
｢
絶
滅

の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す

る
法
律
｣
　
(
以
下
｢
種
の
保
存
法
｣
)
　
が
制
定
さ
れ
ま

し
た
｡

林
野
庁
で
は
こ
れ
を
受
け
平
成
六
年
度
現
在
十
四

種
に
つ
い
て
保
護
管
理
事
業
を
実
施
へ
　
長
野
営
林
局

で
は
､
｢
ラ
イ
チ
ョ
ウ
｣
　
に
つ
い
て
平
成
五
年
度
か

ら
松
本
営
林
署
管
内
の
白
馬
岳
･
穂
高
岳
等
で
保
護

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
｡

保
護
事
業
の
内
容
は

一
'
高
山
植
物
保
護
事
業
も
包
括
し
､
職
員
及
び
ラ

有
　
井
　
寿
美
男

イ
チ
ョ
ウ
の
精
通
者
に
よ
り
繁
殖
地
及
び
登
山
道

以
外
へ
の
立
入
禁
止
柵
の
設
置
と
そ
の
維
持
管
理
｡

二
'
生
息
個
体
確
認
｡

三
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
生
態
･
生
息
状
況
､
取
り
巻
-

環
境
等
を
掲
載
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
｡

啓
蒙
看
板
を
設
置
す
る
な
ど
の
普
及
･
啓
発
活
動
｡

四
､
巡
視
結
果
に
基
づ
き
生
息
地
･
生
育
地
等
の
環

境
の
維
持
整
備
'
採
餌
場
の
確
保
等
の
環
境
管
理

等
で
す
が
､
保
護
管
埋
事
業
を
行
う
中
で
､
よ
り

効
果
的
な
保
護
管
理
を
実
施
し
て
い
-
た
め
､
登
山

者
が
ラ
イ
チ
ョ
ウ
に
対
し
､
ど
の
程
度
の
知
識
を
持

っ
て
い
る
か
､
ま
た
､
保
護
活
動
に
対
し
て
ど
の
よ

う
な
意
見
･
要
望
を
持
っ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が

必
要
だ
と
考
え
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
り
調
査
を
す
る
こ

と
と
し
た
｡

調
査
に
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
登
山
者
の
数
は
､

二
一
六
九
人
と
多
-
へ
　
そ
の
内
容
は
男
性
七
八
二
人
､

女
性
四
八
七
人
'
年
齢
は
二
〇
歳
未
満
　
二
一
九
人
､

二
〇
-
三
九
殻
　
五

三
六
人
､
四
〇
-
五

九
歳
　
四
四
三
人
､

六
〇
歳
以
上
　
七
一

人
で
し
た
｡

登
山
歴
は
一
年
末

満

　

一

五

六

人

'

一

-
五
年
　
四
四
三
人
へ

六
-
一
〇
年
　
二
七

七
人
､
一
〇
年
以
上

三
九
三
人
と
な
っ
て

お
り
ま
す
｡

ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
法

的
に
保
護
さ
れ
て
い

る
か
の
問
い
で
は
､

特
別
天
然
記
念
物
で

あ
る
こ
と
は
九
二
%
と
ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
っ
て
い

ま
し
た
が
､
種
の
保
存
法
の
指
定
に
つ
い
て
は
四

七
%
と
'
制
定
さ
れ
て
か
ら
､
二
年
の
経
過
と
い
う

こ
と
か
半
数
以
下
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
｡

ラ
イ
チ
ョ
ウ
の
生
息
地
･
食
べ
物
･
天
敵
等
の
生

活
形
態
の
問
い
で
は
､
生
息
地
･
食
べ
物
･
天
敵
等

す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
と
答
え
た
人
は
､
全
体
の
二

一
%
に
と
ど
ま
り
､
特
に
二
〇
歳
未
満
で
は
八
%
'

二
〇
歳
台
で
は
一
六
%
と
低
い
数
値
と
な
り
ま
し
た
｡

天
敵
と
し
て
人
間
と
答
え
た
人
が
二
五
%
お
り
'

人
間
の
及
ぼ
す
悪
影
響
を
感
じ
て
い
る
人
が
意
外
と

多
い
こ
と
が
判
り
ま
し
た
｡

ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
道
営
鳥
で
あ
る
こ
と
･
生
息
数
･

ヒ
ナ
の
成
育
率
に
つ
い
て
の
問
い
で
は
､
三
間
と
も

知
っ
て
い
た
人
は
全
体
の
九
%
と
少
な
か
っ
た
で
す

が
､
六
〇
歳
以
上
で
は
ニ
ー
%
と
五
人
に
一
人
が
知

っ
て
い
る
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
､
ラ
イ
チ
ョ
ウ
が
法
的
に
保
護

さ
れ
て
い
て
貴
重
な
鳥
で
あ
る
こ
と
は
漠
然
と
承
知

は
し
て
い
る
も
の
の
､
生
息
数
･
ヒ
ナ
の
成
育
率
な

ど
の
詳
細
な
部
分
ま
で
は
知
ら
な
い
状
況
で
あ
る
こ

と
が
判
り
ま
し
た
｡

次
に
現
地
の
環
境
に
対
す
る
意
識
調
査
の
問
い
で
'

保
護
パ
ト
ロ
ー
ル
貝
を
知
っ
て
い
ま
す
が
で
は
､
以

前
か
ら
知
っ
て
い
る
と
答
え
た
人
は
五
九
%
､
今
回

知
っ
た
が
一
七
%
と
登
山
者
の
多
く
が
パ
ト
ロ
ー
ル

員
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
｡

こ
れ
を
登
山
歴
別
で
見
る
と
登
山
歴
一
〇
年
以
上

で
は
約
九
〇
%
が
以
前
か
ら
又
は
､
今
回
知
っ
た
と

答
え
て
い
ま
す
｡

登
山
歴
一
年
未
満
で
も
四
四
%
の
人
が
今
回
の
登

山
で
知
っ
た
と
答
え
て
お
り
､
パ
ト
ロ
ー
ル
員
の
活

動
が
登
山
者
に
ほ
ぼ
理
解
さ
れ
､
効
果
が
上
が
っ
て

い
る
も
の
の
'
登
山
を
し
な
い
人
に
は
保
護
活
動
の

p
R
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
反
省
さ
せ
ら
れ
た
｡

採
餌
･
天
敵
の
侵
入
に
も
係
わ
り
の
あ
る
､
現
地

の
ゴ
ミ
処
理
状
況
を
ど
う
思
い
ま
す
か
の
問
い
で
は
､

大
変
良
い
と
答
え
た
人
は
三
三
%
､
良
い
は
四
二
%
'

ま
あ
良
い
は
二
〇
%
'
良
く
な
い
は
五
%
で
し
た
｡

ゴ
ミ
処
理
の
方
法
の
問
い
で
は
個
々
が
持
ち
帰
る

べ
き
八
七
%
で
､
特
に
五
〇
歳
以
上
･
登
山
歴
一
〇

年
以
上
の
人
に
多
か
っ
た
｡

そ
の
他
､
山
小
屋
が
処
理
す
べ
き
､
ゴ
ミ
捨
て
場

を
設
置
す
べ
き
､
国
や
地
方
公
共
団
体
が
責
任
を
持

つ
べ
き
等
の
意
見
が
あ
り
､
こ
れ
ら
の
場
合
は
有
料

で
も
良
い
と
答
え
る
人
が
大
半
を
占
め
ま
し
た
｡

そ
の
他
の
意
見
と
し
て
は

､
保
護
に
つ
い
て
も
っ
と
P
R
を
す
べ
き
｡

､
大
林
者
の
人
数
規
制
を
す
べ
き
｡

､
大
林
料
を
徴
収
す
べ
き
｡

四
､
違
反
者
へ
の
罰
則
を
も
っ
と
厳
し
-
す
べ
き
｡

五
､
立
入
り
禁
止
区
域
の
明
確
化
を
図
る
べ
き
｡

等
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
｡

今
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
か
ら
現
地
の
保

護
活
動
も
重
要
で
す
が
､
一
般
の
人
達
へ
の
p
R
が

不
足
し
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
｡

最
後
に
今
回
の
調
査
結
果
を
考
慮
し
､
登
山
者
は

も
と
よ
り
､
平
地
で
も
工
夫
し
た
p
R
活
動
も
含
め
､

な
お
.
層
充
実
し
た
ラ
イ
チ
ョ
ウ
保
護
管
理
事
業
を

行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
､
皆
様

の
更
な
る
ご
指
導
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
｡

(
松
本
営
林
署
　
大
町
森
林
管
理
セ
ン
タ
ー
副
所
長
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