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山岳総合センターから望む北アルプスの山並み

山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー

指
定
管
理
で
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す

杉
田
　
浩
康

山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
は
､
こ
の
4
月
か
ら
指
定
管
理
者
の
運
営

に
な
り
ま
し
た
｡
こ
れ
ま
で
通
り
､
県
の
施
設
で
す
が
､
運
営
を

委
託
さ
れ
て
､
長
野
県
山
岳
協
会
と
､
N
P
O
法
人
信
州
ま
つ
も

と
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
や
ま
た
み
が
凸
面
で
行
い
ま
す
｡

事
業
の
柱
は
､
安
全
登
山
の
普
及
と
野
外
活
動
の
普
及
､
施
設

の
利
用
事
業
の
3
つ
で
す
｡

安
全
登
山
の
普
及
は
､
こ
れ
ま
で
も
っ
と
も
力
を
入
れ
て
き
た

と
こ
ろ
で
登
山
技
術
･
知
識
の
講
習
を
行
い
ま
す
｡
回
数
を
増

や
し
内
容
も
見
直
し
て
幅
広
-
だ
れ
で
も
参
加
し
て
頂
け
る
よ
う

に
し
ま
し
た
｡
5
月
連
休
の
白
馬
岳
三
国
境
で
の
大
量
遭
難
が
記

憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
､
あ
の
よ
っ
な
事
故
を
起
こ
さ
な
い
よ

う
な
登
山
の
方
法
を
多
＼
の
人
に
伝
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

野
外
活
動
の
普
及
は
､
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
が
発
足
し
た
4
0
年

前
に
は
や
っ
て
い
ま
し
た
が
､
最
近
は
少
し
離
れ
て
い
た
テ
ー
マ

で
す
｡
信
州
各
地
の
山
の
自
然
を
見
て
歩
-
｢
"
信
州
"
山
の
自

然
楽
講
座
｣
と
､
小
学
生
向
け
の
｢
こ
ど
も
の
た
め
の
自
然
教
室
｣

を
計
画
し
ま
し
た
｡
そ
の
山
の
動
植
物
の
こ
と
､
歴
史
や
文
化
ま

で
も
知
っ
て
登
れ
ば
山
の
違
っ
た
姿
が
見
え
て
き
ま
す
｡
そ
う
す

る
と
山
登
り
が
も
っ
と
も
っ
と
楽
し
-
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
｡
自
然
と
人
間
が
ど
の
よ
う
に
折
り
合
っ
て
い
-
の
か
と
い

え
7
日
的
な
課
題
に
も
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
｡

利
用
事
業
は
､
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
の
施
設
を
多
-
の
人
に

使
っ
て
頂
-
こ
と
で
す
｡
宿
泊
で
き
る
研
修
施
設
､
人
工
岩
場
と

ボ
ル
ダ
リ
ン
グ
壁
で
の
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
が
柱
で
す
｡

大
町
か
ら
見
上
げ
る
爺
ケ
岳
と
鹿
島
槍
ヶ
岳
は
圧
倒
的
な
迫
力

で
す
｡
岡
山
県
で
生
ま
れ
な
だ
ら
か
な
山
し
か
知
ら
な
か
っ
た
私

は
と
が
っ
た
白
い
山
と
青
い
空
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
感
動
し
､
見

上
げ
る
山
の
高
さ
に
驚
き
ま
し
た
｡
山
丘
嚢
ロ
セ
ン
タ
ー
は
こ
の

よ
う
な
地
の
利
を
生
か
し
､
多
-
の
人
に
山
の
魅
力
と
安
全
に
登

る
知
識
･
技
術
を
伝
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
｡

(
長
野
県
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
所
長
)
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写真3　台伐りによって形成されたあがりこ型サ

ワラこの個体は二段からなる台伐りが行われた｡

写真1有明山の馬羅尾川沿いに分布する
｢あがりこ型樹影サワラ｣の巨木群

∴ ∴∴ ∴∴ 

写真2　日本海側多雪地帯に見られるブナの
あがりこ(福島県只見町)

館物博と山

有
明
山
山
麓
に
分
布
す
る
あ
が
り
こ
型
樹
形
の
サ
ワ
ラ
林

サ
ワ
ラ
の
巨
木
林
に
墓
否
つ

2
0
年
ほ
ど
前
に
な
る
が
､
当
時
私
が
所
属
し
て
い

た
農
林
水
産
省
林
業
試
験
場
の
木
曽
試
験
地
(
木
曽
福

島
)
に
､
有
明
山
北
登
山
道
沿
い
に
風
変
わ
り
な
樹
形

の
サ
ワ
ラ
の
存
在
に
つ
い
て
､
地
元
､
安
曇
野
市
壁
同

町
の
河
守
豊
滋
氏
か
ら
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
｡
当
時
､

キ
イ
チ
ゴ
属
の
生
活
史
の
研
究
を
行
っ
て
い
た
私
は
､

キ
ソ
キ
イ
チ
ゴ
や
ハ
ス
ノ
ハ
イ
チ
ゴ
､
ミ
ヤ
マ
モ
ミ
ジ

イ
チ
ゴ
と
い
っ
た
キ
イ
チ
ゴ
類
の
観
察
､
採
取
に
木
曽

地
方
を
訪
れ
た
際
に
､
こ
の
サ
ワ
ラ
林
に
立
ち
寄
り
､

そ
の
奇
怪
な
樹
形
と
巨
大
さ
に
驚
か
さ
れ
た
｡
そ
し

て
､
そ
の
樹
形
は
人
間
活
動
と
深
く
結
び
つ
い
て
形
成

さ
れ
た
こ
と
を
直
感
し
た
｡
そ
の
後
､
こ
の
サ
ワ
ラ
林

を
調
査
す
る
援
本
の
な
い
ま
ま
､
時
間
が
過
ぎ
て
い
た

が
､
2
0
0
0
隼
代
に
入
り
､
環
境
省
の
公
募
研
究
課

題
で
､
希
少
樹
種
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
採
用
さ
れ
､
長

野
､
岐
阜
県
境
に
あ
る
恵
那
山
を
中
心
に
す
る
隔
離
的

そ
の
成
立
過
程
と
史
的
考
察
-

鈴
木
　
和
次
郎

に
分
布
す
る
カ
エ
デ
の
仲
間
で
あ
る
ハ
ナ
ノ
キ
の
生
態

学
的
研
究
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
こ
の
ハ
ナ
ノ

キ
の
隔
離
集
団
が
長
野
県
大
町
市
の
居
杏
里
湿
原
に
分

布
し
､
そ
の
調
査
の
た
め
に
､
度
々
､
大
町
を
訪
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
こ
で
､
兼
ね
て
よ
り
関
心
の
あ
っ

た
サ
ワ
ラ
の
巨
木
林
を
つ
い
で
に
調
査
し
て
み
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
｡

"
あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
"
と
は
何
か
?

あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
は
､
根
元
か
ら
数
メ
ー
ト
ル
の
高

い
位
置
で
､
多
数
の
枝
分
か
れ
し
､
需
状
を
呈
し
､

枝
分
か
れ
部
分
が
肥
大
化
し
た
樹
形
を
言
う
(
写
真
I

l
)
｡
も
と
も
と
､
"
あ
が
り
こ
〟
と
は
､
東
北
地
方
の

多
雪
地
帯
の
ブ
ナ
二
次
林
に
見
ら
れ
る
特
異
な
樹
形
の

ブ
ナ
を
指
す
地
方
名
で
､
薪
材
生
産
を
目
的
と
し
た
雪

上
伐
採
(
春
木
伐
り
"
と
呼
ば
れ
る
)
と
そ
の
後
の
萌

芽
幹
を
育
成
し
､
繰
り
返
し
利
用
し
た
結
果
生
ま
れ
た

樹
形
で
あ
る
(
写
真
1
2
)
｡
有
明
山
登
山
道
沿
い
に

見
ら
れ
る
サ
ワ
ラ
が
同
じ
よ
う
な
樹
形
を
し
て
い
る
こ

と
か
ら
､
便
宜
的
に
"
あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
"
と
呼
ぶ
こ

と
に
す
る
が
､
正
式
の
呼
び
方
で
は
な
い
｡
有
明
山
の

あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
ほ
､
枝
分
か
れ
の
部
分
が
､
一
段
に

止
ま
ゝ
喜
ノ
､
主
幹
と
な
っ
た
枝
が
数
メ
ー
ト
ル
上
っ
た

場
所
で
枝
分
か
れ
を
行
い
､
さ
ら
に
そ
の
上
部
で
も
枝

分
か
れ
が
見
ら
れ
､
最
大
4
段
の
枝
分
か
れ
が
見
ら
れ

る
の
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
｡
第
一
段
目
は
平
均
し
て

根
元
か
ら
2
m
～
3
m
の
位
置
に
あ
り
､
そ
の
後
3
m

ご
と
に
枝
分
か
れ
が
生
じ
､
枝
分
か
れ
の
最
大
高
は
8

m
に
及
ん
だ
(
写
真
1
3
)
｡
分
岐
し
た
枝
の
数
は
､

低
い
ほ
ど
多
幹
に
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
､
最
大
で
6
本

ほ
ど
で
あ
っ
た
｡
こ
の
ほ
か
､
枯
れ
幹
の
痕
跡
も
見
ら

れ
る
｡
あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
､
根

元
部
分
よ
り
も
枝
分
か
れ
の
部
分
で
､
幹
サ
イ
ズ
が
最

大
と
な
り
､
し
か
も
一
般
の
単
幹
の
サ
ワ
ラ
よ
り
は
る

か
に
巨
木
化
す
る
点
で
あ
る
｡
大
き
な
も
の
で
は
､
胸

古
畳
径
が
3
m
を
越
え
る
も
の
も
あ
る
｡

"
あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
林
"
の
分
布
と
群
集
組
成

有
明
山
山
麓
に
分
布
す
る
あ
が
り
こ
型
樹
形
の
サ
ワ

ラ
は
､
馬
羅
尾
林
道
終
点
か
ら
馬
羅
尾
沢
に
沿
っ
た
登

山
道
周
辺
に
連
続
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡
分
布
の

最
上
流
は
､
馬
羅
尾
沢
が
滝
沢
と
前
ソ
タ
ル
沢
に
分
岐

し
､
登
山
道
が
有
明
山
に
急
登
す
る
標
高
1
 
,
4
0
0

m
付
近
で
､
主
に
右
肩
線
の
斜
面
に
分
布
す
る
｡
こ
の

右
肩
の
斜
面
は
サ
ワ
ラ
の
あ
が
り
こ
林
と
カ
ラ
マ
ツ
の

人
工
林
が
交
互
に
現
れ
る
が
､
こ
れ
は
戦
後
､
岩
石
地

を
除
き
､
サ
ワ
ラ
林
が
伐
探
さ
れ
､
カ
ラ
マ
ツ
の
人
工

林
化
が
進
め
ら
れ
た
た
め
で
､
あ
が
り
こ
樹
形
の
サ
ワ

ラ
の
埴
立
木
の
存
在
か
ら
も
伺
え
る
｡
つ
ま
り
､
サ
ワ

ラ
の
あ
が
り
こ
林
は
､
植
林
の
対
象
か
ら
外
れ
た
急
傾

斜
地
や
岩
石
地
に
伐
り
残
さ
れ
た
林
分
と
言
う
こ
と
が

出
来
る
｡
サ
ワ
ラ
の
生
育
立
地
は
､
斜
面
下
部
の
や
や

湿
っ
た
岩
石
地
に
あ
り
､
あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
も
こ
の
よ

う
な
場
所
に
分
布
す
る
｡
林
分
を
構
成
す
る
樹
種
は
､

サ
ワ
ラ
が
圧
倒
的
で
､
そ
の
他
､
､
､
＼
ズ
メ
､
ウ
ダ
イ
カ

シ
バ
と
い
っ
た
カ
ン
パ
類
､
､
＼
＼
ズ
ナ
ラ
､
そ
し
て
サ
ワ

グ
ル
､
､
＼
な
ど
の
広
葉
樹
が
混
交
す
る
｡
い
ず
れ
立
石
石

地
に
生
育
で
き
る
樹
種
で
あ
る
｡

"
あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
"
の
成
生
血
ち

そ
れ
で
は
､
こ
の
よ
う
な
独
特
の
サ
ワ
ラ
は
､
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
背
景
に
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
?
こ
う

し
た
筆
墨
樹
形
の
形
成
に
は
､
二
通
り
の
シ
ナ
リ
オ
が

考
え
ら
れ
る
｡
一
つ
は
､
雪
崩
や
斜
面
崩
壊
､
強
い
季

節
風
な
ど
の
厳
し
い
自
然
環
境
の
中
で
､
幹
折
れ
が
生

じ
､
複
数
の
側
枝
が
立
ち
上
が
り
､
主
軸
化
し
て
篇
状

の
樹
形
を
形
成
す
る
場
合
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
樹
形

は
､
北
ア
ル
プ
ス
の
オ
オ
シ
ラ
ビ
ソ
林
の
雪
崩
被
堂
屡

で
､
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
(
新
田
隆
三
氏
､
私
信
)
｡

も
う
一
つ
が
台
伐
萌
芽
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
樹
形
で
あ

る
｡
芸
茂
り
萌
芽
"
は
､
樹
木
の
主
軸
を
地
際
か
ら
2

-
4
m
ほ
ど
の
高
さ
で
伐
採
し
､
そ
の
部
位
か
ら
発
生

す
る
彊
牙
枝
を
育
成
し
､
そ
れ
ら
が
利
用
サ
イ
ズ
に
達

し
た
ら
､
伐
採
利
用
し
､
そ
れ
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と

で
､
樹
木
の
個
体
を
維
持
し
っ
つ
､
木
材
生
産
を
行

う
施
業
法
で
､
"
頭
木
更
新
"
と
呼
ば
れ
る
｡
そ
の
代
表

的
な
も
の
は
､
広
葉
樹
で
は
ブ
ナ
の
薪
炭
林
施
業
で
あ
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写真4　アシユウスギの巨木｡これもまた台伐り
萌芽施業の結果である(京都市北山) ｡

写真5　残した主幹化した側板が枯
れたため､全体が枯死したサワラの株

り
､
そ
れ
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
た
独
特
の
樹
形
が
"
ち

が
り
こ
"
で
あ
る
｡
一
方
､
針
葉
樹
で
は
ス
ギ
の
磨
き

丸
太
生
産
の
た
め
の
言
ス
ギ
"
や
用
材
生
産
を
目
的

と
す
る
"
株
ス
ギ
"
が
有
名
で
あ
る
(
写
真
1
4
)
｡

こ
れ
ら
樹
形
の
特
徴
は
､
地
上
数
m
の
位
置
で
幹
が

多
数
の
枝
分
か
れ
を
し
､
そ
の
部
分
が
肥
大
化
す
る
こ

と
､
さ
ら
に
個
体
と
し
て
も
巨
木
と
な
る
こ
と
で
あ
る
｡

松
川
村
有
明
山
登
山
道
沿
い
の
サ
ワ
ラ
林
に
つ
い
て

み
る
と
､
巨
木
化
し
た
"
あ
が
り
こ
樹
形
"
の
サ
ワ
ラ

に
は
､
何
ち
か
の
人
の
手
を
加
え
ら
れ
た
痕
跡
が
見
ち

れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
れ
ら
サ
ワ
ラ
は
､
台
伐
り
璽
牙

利
用
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
"
あ
が
り
こ
樹
型
"
の
サ

ワ
ラ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡

置
が
積
雪
探
す
ノ
な
わ
ち
､
雪
に
埋
も
れ
た
幹
の
高
さ
に

な
る
｡
ブ
ナ
の
あ
が
り
こ
な
ど
が
そ
の
粗
壁
で
あ
る
｡

し
か
し
､
有
明
山
の
サ
ワ
ラ
の
場
合
､
第
一
段
目
は
､

確
か
に
こ
の
地
域
の
積
雪
深
に
合
致
す
る
が
､
台
伐
り

位
置
は
､
こ
こ
だ
け
に
止
ま
ら
ず
､
そ
の
上
に
､
ほ
ぼ

2
m
ご
と
に
数
段
存
在
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
現
象
が
何

故
起
こ
る
の
か
が
疑
問
の
一
つ
で
あ
る
｡
そ
の
回
答
の

一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
か
､
サ
ワ
ラ
の
繭
芽
特
性
で
あ

る
｡
ヒ
ノ
キ
属
樹
木
は
一
般
に
頭
牙
性
が
低
い
｡
そ
の

た
め
､
主
幹
を
伐
採
し
た
場
合
､
残
さ
れ
た
枝
が
主
幹

化
し
､
個
体
を
維
持
し
､
成
長
を
続
け
る
｡
し
か
し
､

残
さ
れ
た
幹
部
に
枝
が
な
い
場
合
は
､
璽
牙
に
よ
り
新

た
な
枝
を
発
生
せ
ず
､
個
体
は
死
亡
す
る
｡
反
対
に
､

多
数
の
枝
が
存
在
す
る
場
合
は
､
多
数
の
枝
が
主
幹
化

し
､
多
幹
性
と
な
る
｡
こ
う
し
た
成
長
特
性
が
､
サ
ワ

ラ
の
あ
が
り
こ
樹
形
の
形
成
を
可
能
に
す
る
｡
一
方
､

サ
ワ
ラ
の
あ
が
り
こ
は
､
側
枝
の
存
在
が
不
可
欠
で
､

同
じ
場
所
で
台
伐
り
を
続
け
る
と
側
枝
を
失
い
､
結
果

的
に
個
体
自
体
が
枯
れ
て
し
ま
う
｡
そ
こ
で
､
多
幹
化

し
た
場
合
で
も
､
全
て
の
幹
を
伐
採
利
用
す
る
の
で
は

な
-
､
1
本
は
確
実
に
残
し
､
そ
の
先
に
枝
を
発
生
さ

せ
､
台
伐
り
位
置
の
幹
が
無
-
な
る
と
､
今
度
は
残
さ

れ
た
幹
に
発
生
し
た
枝
の
上
で
伐
採
し
､
側
板
を
主
幹

化
し
､
そ
れ
を
育
て
て
材
を
利
用
す
る
こ
と
を
繰
り
返

す
｡
そ
の
結
果
､
多
段
か
ち
な
る
あ
が
り
こ
樹
形
が
形

成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
こ
う

サ
ワ
ラ
の
｡
あ
が
り
こ
樹
形
"
の
形
成
と
特
徴

有
明
山
登
山
道
沿
い
に
分
布
す
る
あ
が
り
こ
型
サ
ワ

ラ
に
は
､
数
段
の
台
伐
り
位
置
が
存
在
す
る
｡
通
常
､

林
業
的
に
台
伐
り
彊
牙
施
業
を
行
っ
場
合
､
そ
の
台
伐

り
位
置
を
決
定
す
る
も
の
と
し
て
､
そ
の
地
域
の
積
雪

深
が
関
係
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
材
の

搬
出
の
利
便
性
か
ら
冬
季
雪
上
が
考
え
ろ
れ
､
伐
採
位

し
た
施
業
は
､
い
つ
で
も
成
功
す
る
と
は
隈
与
ノ
､
中

に
は
個
体
が
枯
死
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
｡
実
際
､

林
内
に
は
､
多
-
の
立
ち
枯
れ
た
あ
が
り
こ
型
サ
ワ
ラ

が
存
在
す
る
(
写
真
1
5
)
｡

あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
､
巨
木
化
の
謎
S
:

一
般
に
サ
ワ
ラ
は
､
ヒ
ノ
キ
よ
り
は
肥
大
成
長
が
速

く
直
径
サ
イ
ズ
が
大
き
い
｡
し
か
し
､
そ
の
サ
イ
ズ
は

3
0
0
年
生
の
天
然
サ
ワ
ラ
で
あ
っ
て
も
､
胸
高
直
径

は
せ
い
ぜ
い
1
m
ほ
ど
で
あ
る
｡
し
か
し
､
あ
が
り
こ

サ
ワ
ラ
の
元
幹
は
そ
れ
以
上
の
サ
イ
ズ
で
､
巨
木
化
す

る
｡
そ
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
?
台
伐
り
さ
れ
た
元

幹
と
台
伐
り
位
置
か
ら
成
長
し
た
幹
の
コ
ア
を
採
取

し
､
成
長
解
析
を
し
て
み
る
と
､
側
枝
が
主
幹
化
し
た

も
の
は
､
肥
大
成
長
が
通
常
の
単
幹
の
個
体
と
変
わ

り
な
い
成
長
パ
タ
ー
ン
を
示
す
の
に
対
し
､
元
幹
は
5

年
間
に
2
0
m
以
上
の
肥
大
成
長
を
示
す
な
ど
の
異
常
成

長
が
見
ら
れ
る
｡
即
ち
､
あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
の
巨
木
化

は
､
台
伐
り
轟
牙
(
サ
ワ
ラ
の
場
合
は
側
枝
の
主
軸
化
)

が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
強
-
示
唆
さ
れ
る
｡
主
幹
の

枝
を
残
し
た
形
で
の
台
伐
り
と
そ
の
側
枝
が
主
軸
化
し

成
長
す
る
過
程
で
､
主
幹
(
元
株
)
は
そ
う
し
た
幹
(
主

軸
化
し
た
側
枝
)
を
物
理
的
に
支
え
る
た
め
の
支
持
組

織
と
し
て
肥
大
成
長
を
加
速
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
､

そ
の
支
え
る
べ
き
幹
が
多
け
れ
ぼ
多
-
な
る
ほ
ど
､
異

常
成
長
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
加
え

て
､
伐
採
跡
の
傷
を
修
復
す
る
過
程
で
も
､
異
常
成

長
､
肥
大
を
生
む
と
思
わ
れ
る
｡
そ
う
し
た
こ
と
が
､

あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
に
お
け
る
巨
木
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で

あ
り
､
ブ
ナ
や
ス
ギ
を
は
じ
め
､
そ
の
他
の
樹
種
に
お

け
る
台
伐
り
萌
芽
に
共
通
す
る
特
徴
で
も
あ
る
｡

何
を
目
的
と
し
た
台
罷
り
な
の
か
?

-
そ
の
利
用
と
歴
史
を
探
る

そ
れ
で
は
､
サ
ワ
ラ
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
施
業

(
頭
木
憂
新
)
の
目
的
は
何
た
っ
た
の
だ
ろ
う
か
?
サ

ワ
ラ
は
長
野
県
を
含
む
中
部
地
方
で
､
ヒ
ノ
キ
､
ネ
ズ

コ
､
ア
ス
ナ
ロ
､
コ
ウ
ヤ
マ
キ
と
共
に
､
"
黒
木
"
と
呼

ば
れ
る
有
用
な
針
葉
樹
の
一
つ
で
､
主
に
桶
の
材
料
や

屋
根
を
ふ
-
木
羽
根
と
し
て
広
ノ
＼
利
用
さ
れ
て
き
た
｡

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
､
藩
政
時
代
､
こ
う
し
た
樹
木
は

幕
府
､
藩
の
厳
格
な
資
源
谷
口
理
､
保
護
下
に
置
か
れ
､

農
民
は
､
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
厳
し
い
制
限
が
か

け
ち
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
考
え
付
い

た
の
か
､
幹
で
は
な
く
枝
葉
で
あ
れ
ば
お
目
こ
ぼ
し
さ

れ
る
だ
ろ
う
と
の
抜
け
道
的
利
用
で
､
サ
ワ
ラ
本
体
を

殺
す
こ
と
な
-
､
木
材
生
産
を
行
ゝ
左
口
理
的
な
施
業
法

と
言
え
る
｡
で
は
実
際
に
､
こ
の
林
分
に
お
い
て
､
ど

の
よ
う
な
利
用
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
?
サ
ワ

ラ
の
各
部
位
で
､
幹
の
齢
を
成
長
錐
を
用
い
､
コ
ア
を

抜
い
て
調
べ
て
み
る
と
､
幹
齢
は
0
0
年
-
1
0
0
年
生

に
ピ
ー
ク
を
持
ち
､
さ
ら
に
1
6
0
年
生
ま
で
見
ら
れ

た
｡
こ
の
結
果
か
ら
明
確
な
答
え
は
見
出
せ
な
い
も
の

の
､
こ
の
林
分
に
お
け
る
伐
採
利
用
は
少
な
-
と
も

1
6
0
年
前
に
は
行
わ
れ
て
お
り
､
最
後
の
伐
採
利

用
は
､
0
0
～
1
0
0
年
前
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
｡
ま
た
､
そ
の
間
の
伐
採
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
は
､
お

よ
そ
2
0
年
程
と
推
定
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
で
は
､

ど
れ
ほ
ど
の
サ
イ
ズ
の
丸
太
材
が
生
産
さ
れ
､
そ
の
利

用
目
的
は
何
か
に
つ
い
て
全
-
明
ら
か
で
は
な
い
｡
そ

こ
で
､
地
方
史
の
文
献
調
査
を
行
っ
た
が
､
こ
の
あ
が

り
こ
林
に
つ
い
て
の
記
述
を
発
見
す
る
に
は
至
ら
ず
､

さ
ら
に
地
元
住
民
の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
が
､
こ

ち
ら
か
ら
も
有
力
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
｡
有
明
山
は
､
こ
の
地
方
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
山
で
あ

り
､
信
仰
の
山
で
も
あ
る
｡
そ
の
登
山
道
に
沿
っ
て
分

布
す
る
サ
ワ
ラ
林
の
利
用
に
つ
い
て
､
何
ら
伝
承
が
見

ら
れ
な
い
の
は
､
何
と
も
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
｡
た

だ
､
こ
の
林
分
に
お
け
る
伐
採
利
用
が
0
0
年
前
に
終
了

し
た
こ
と
は
､
幕
藩
体
制
の
崩
壊
と
新
政
府
の
下
で
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写真6　天蚕飼育を目的とした台伐り萌芽により形成された｢あがりこ樹形の

クヌギ｣ (A :山梨県北杜市)と現在の天蚕の飼育風景(B :安曇野市穂高地区)

写真7　有明山周辺と同じあがりこ樹影のサワラの

巨木群が見られる金峰山系小烏山(山梨県山梨市)

この｢山と博物館｣は再生紙を使用し､石油溶剤の代わりに大豆油を使用した大豆インキで印刷しています｡
健三-i::=-=-_:_-==睡董萱-

館物悼と山

の
富
民
有
区
分
(
宮
地
編
入
)
"
が
従
来
の
地
元
民
の

入
会
慣
行
を
断
ち
切
り
､
結
果
と
し
て
土
地
利
用
の
伝

承
が
絶
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
彊
い

周
期
で
の
伐
採
で
は
､
サ
ワ
ラ
の
大
径
材
生
産
は
難
し

く
､
そ
の
利
用
目
的
は
謎
で
あ
る
｡

そ
れ
で
も
有
利
な
林
業
的
利
用

幕
藩
体
制
下
の
厳
し
い
針
輩
繭
の
利
用
統
制
の
抜
け

道
的
利
用
と
し
て
始
ま
っ
た
サ
ワ
ラ
の
台
伐
り
蘭
芽
施

業
で
あ
っ
て
も
､
そ
の
利
用
法
は
極
め
て
合
理
的
で
あ

る
｡
す
な
わ
ち
､
雪
上
伐
珠
は
､
搬
出
技
術
が
未
発
達

な
時
代
に
は
､
木
材
の
搬
出
に
有
利
で
あ
り
､
台
伐
り

作
業
は
､
植
栽
と
言
う
更
新
作
業
を
必
要
と
せ
ず
､
天

然
更
新
の
不
確
実
性
も
心
配
し
な
い
で
済
む
｡
ま
た
､

元
株
が
生
き
残
る
こ
と
で
､
林
地
保
全
上
も
有
利
で
あ

で
あ
る
｡
特
異
な
例
と
し
て
は
､
旧
穂
高
町
で
行
わ
れ

て
い
る
よ
う
な
天
蚕
の
飼
育
法
か
ら
派
生
し
た
"
ク
ヌ

ギ
の
あ
が
り
こ
"
も
あ
る
(
写
真
-
6
)
｡
一
方
､
針
葉

樹
で
は
､
日
本
海
側
の
多
雪
地
帯
を
中
心
と
す
る
"
株

ス
ギ
"
と
呼
ば
れ
る
台
伐
り
萌
芽
施
業
で
､
も
っ
と
も

岨
塾
的
な
の
は
､
京
都
の
北
山
林
業
の
台
ス
ギ
の
原
型

と
も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
ス
ギ
の
台
伐
り

萌
芽
施
業
に
よ
り
萌
芽
幹
を
利
用
す
る
ば
か
り
で
な

-
､
異
常
成
長
で
肥
大
化
し
た
元
幹
か
ら
幅
広
の
板
材

を
挽
き
出
す
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
た
(
写
真
1
4
)
｡

岐
阜
県
園
巾
板
取
地
区
の
地
名
は
､
こ
こ
か
ら
来
て
い

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
加
え
て
､
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
台

伐
り
彊
牙
(
P
o
こ
a
r
d
と
呼
ば
れ
る
)
は
､
元
々
､
放

牧
し
た
家
畜
に
枝
葉
を
飼
料
と
し
て
提
供
し
､
ま
た
､

同
時
に
轟
牙
枝
を
家
畜
の
採
食
か
ら
守
る
鼓
術
と
し
て

る
｡
加
え
て
､
萌
芽
幹
の
成
長

は
､
実
生
よ
り
速
い
た
め
､
木
材

の
生
産
期
間
が
短
-
な
る
と
言
う

利
点
も
あ
る
｡
た
だ
し
､
彊
牙
性

の
低
い
サ
ワ
ラ
の
場
合
は
､
側
枝

の
発
生
に
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
､
台
伐
り
位
置
が
上
昇
す
る
と

い
う
問
題
が
あ
る
｡
実
際
､
有
明

山
の
あ
が
り
こ
樹
形
の
サ
ワ
ラ
の

最
善
同
い
台
伐
り
位
置
は
地
上
8

m
に
も
お
よ
び
､
積
雪
期
の
伐
採

で
あ
っ
て
も
相
当
危
険
な
高
所
作

業
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
台
伐
り

萌
芽
を
利
用
し
た
林
業
(
頭
木
更

新
)
は
､
ブ
ナ
や
サ
ワ
ラ
､
ス
ギ

に
留
ま
ら
ず
､
広
葉
樹
で
は
コ
ナ

ラ
や
ケ
ヤ
キ
､
ク
ヌ
ギ
な
ど
で
見

ろ
れ
､
い
ず
れ
も
薪
炭
材
生
産
を

目
的
に
行
わ
れ
て
い
る
｡
中
で
も

茶
道
用
の
"
菊
炭
"
生
産
は
有
名

堕
止
し
て
き
た
｡
今
日
､
日
本
で
は
野
生
の
シ
カ
が
繁

殖
し
､
植
栽
木
の
被
害
が
深
刻
化
し
て
い
る
｡
そ
う
し

た
中
で
､
台
伐
り
彊
牙
を
利
用
し
た
林
業
は
､
野
生
動

物
に
よ
る
被
害
回
避
に
役
立
つ
可
能
性
が
あ
る
｡

あ
が
り
こ
サ
ワ
ラ
は
有
明
山
だ
け
に
分
布
す
る
の
か
?

あ
が
り
こ
型
樹
形
の
サ
ワ
ラ
は
､
有
明
山
松
川
登
山

道
沿
い
ば
か
り
か
､
そ
の
反
対
側
の
塾
吊
登
山
道
の
入

り
口
周
辺
に
も
分
布
寸
ノ
る
｡
し
か
し
､
こ
ち
ら
は
サ
ワ

ラ
そ
の
も
の
分
布
が
狭
い
た
め
､
あ
が
り
こ
型
樹
形
の

サ
ワ
ラ
も
小
規
模
で
あ
る
｡
あ
が
り
こ
型
樹
形
の
サ
ワ

ラ
は
､
有
明
山
周
辺
に
限
ら
れ
た
存
在
な
の
か
､
調
査

を
進
め
て
み
る
と
､
山
梨
県
金
峰
山
系
の
子
馬
山
に
分

布
す
る
と
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ
た
｡
早
速
､
出
向
い
て

み
る
と
確
か
に
､
有
明
山
と
同
じ
よ
う
な
岩
石
地
に
､

同
じ
樹
形
の
サ
ワ
ラ
か
ら
な
る
林
分
が
見
ち
れ
た
(
写

真
-
7
)
｡
有
明
山
と
同
様
の
調
査
を
行
っ
た
が
､
林

分
構
造
や
樹
形
､
齢
構
成
な
ど
両
者
に
極
め
て
類
似
性

が
見
ら
れ
た
｡
1
0
0
田
近
ノ
＼
離
れ
た
サ
ワ
ラ
林
で
､

同
じ
よ
う
な
サ
ワ
ラ
の
利
用
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

驚
か
さ
れ
た
｡
し
か
し
､
山
梨
は
少
雪
地
帯
で
､
雪
上

伐
採
で
も
､
台
伐
り
高
ま
で
は
達
し
な
い
｡
つ
ま
り
台

伐
り
位
置
は
､
積
雪
深
に
影
響
さ
れ
て
い
な
い
｡

サ
ワ
ラ
は
､
日
本
の
中
部
山
岳
を
中
心
に
北
開
事
ま

で
広
-
分
布
す
る
温
帯
性
針
葉
樹
で
､
そ
の
材
の
利
用

も
､
建
具
や
桶
作
り
の
材
料
な
ど
地
方
に
よ
っ
て
ほ
ぼ

丑
邁
す
る
｡
と
す
れ
ば
､
あ
が
り
こ
型
樹
形
の
サ
ワ
ラ

林
は
､
こ
の
両
地
区
以
外
に
も
存
在
す
る
可
能
性
が
あ

る
｡
サ
ワ
ラ
の
台
伐
り
施
業
は
､
お
よ
そ
5
0
年
前
に
途

絶
え
て
い
る
｡
そ
う
し
た
利
用
法
が
､
ど
の
様
な
目
的

で
､
ど
の
様
な
時
代
北
里
只
の
下
に
行
わ
れ
た
の
か
を
明

ち
か
に
す
る
た
め
に
は
､
さ
ら
に
多
-
の
事
例
を
探
し

出
し
､
調
査
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､

過
去
の
林
業
技
術
と
利
用
の
歴
史
が
今
日
の
特
異
な
サ

ワ
ラ
の
樹
形
を
生
み
出
し
た
事
実
を
認
識
し
て
お
-
必

要
が
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
こ
う
し
た
林
分
は
､
ま
さ
し

く
単
な
る
奇
妙
な
見
出
場
で
は
な
-
､
過
去
の
人
々
の

生
活
の
痕
跡
を
留
め
る
､
生
き
た
"
歴
史
遺
産
"
 
､
産

業
遺
産
"
と
し
て
保
護
･
保
全
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡
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