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仕
事
は
、
麓
に
住
む
私
達
の
安
全
と
深
い
関
わ

り
が
あ
っ
た
。」「
人
々
の
た
め
に
危
険
な
場
所

で
作
業
し
て
い
る
人
は
、
ほ
ん
と
に
格
好
良
く

見
え
て
自
分
も
少
し
や
っ
て
み
た
い
と
感
じ
ま

し
た
。」「
私
も
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
も
人
の

役
に
立
て
る
仕
事
を
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。」

と
い
っ
た
感
想
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　

当
署
と
し
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
高
校
生
の
森

林
土
木
に
関
す
る
興
味
と
関
心
を
高
め
理
解
を

深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
治
山
工
事
の
現

場
を
見
て
い
た
だ
く
取
り
組
み
を
重
ね
て
い
く

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

 

［
富
山
署
］
五
月
十
六
日
、
富
山
森
林
管
理
署

に
お
い
て
国
民
の
森
林
づ
く
り
推
進
功
労
者
へ

の
林
野
庁
長
官
感
謝
状
の
伝
達
式
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

富
山
署
管
内
で
は
、
砺
波
市
利
賀
村
を
拠
点

と
し
て
活
動
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
利
賀
飛
翔
の

会
」
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

同
会
は
、
平
成
九
年
に
設
立
さ
れ
、
水
無
国

有
林
の
水
無
湿
性
植
物
群
落
保
護
林
に
お
い

て
、
湿
性
植
物
を
守
る
た
め
の
湿
原
保
全
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、
地
域
の
里
山
登
山
道
整

備
、
自
然
観
察
、
散
策
ガ
イ
ド
を
行
い
、
地
域

に
根
ざ
し
た
森
林
環
境
保
護
に
貢
献
さ
れ
た
功

労
に
対
し
て
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
た
も
の
で

す
。

　

加
藤
署
長
か
ら
同
会
に
感
謝
状
が
贈
ら
れ
た

後
、「
富
山
県
西
部
地
区
の
国
有
林
で
湿
性
植

物
を
保
護
す
る
た
め
の
取
組
な
ど
が
認
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
同
会
の
活
動
に

改
め
て
感
謝
し
ま
す
。
引
き
続
き
、
地
域
と
連

携
し
た
森
林
づ
く
り
に
ご
活
躍
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。」
と
式
辞
が
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

　

利
賀
飛
翔
の
会
の
中
西
理
事
長
か
ら
は
「
こ

れ
ま
で
の
活
動
が
評
価
さ
れ
表
彰
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
地
域
、
国
有
林
と
連
携
し
て
今
後
も

森
林
づ
く
り
に
が
ん
ば
っ
て
い
き
ま
す
。」
と

受
賞
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

　

富
山
署
は
、
こ
れ
か
ら
も
地
域
と
連
携
し
た

森
林
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

 

［
岐
阜
署
／
森
林
技
術
・
支
援
セ
ン
タ
ー
］
四

月
二
十
三
日
、
岐
阜
署
管
内
の
高
天
良
国
有
林

に
お
い
て
「
ヒ
ノ
キ
コ
ン
テ
ナ
苗
見
学
会
」
を

開
催
し
た
と
こ
ろ
県
内
の
地
方
公
共
団
体
や
林

業
団
体
等
約
三
〇
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　

コ
ン
テ
ナ
苗
は
、
植
付
作
業
の
省
力
化
に
よ

り
、
コ
ス
ト
縮
減
が
図
れ
る
と
し
て
近
年
、
全

国
的
に
そ
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
ス
ギ
を
導
入
し
た
事
例
が
多
く
、
当
地
域

の
主
要
樹
種
で
あ
る
ヒ
ノ
キ
の
事
例
が
少
な
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

は
じ
め
に
コ
ン
テ
ナ
苗
の
特
徴
や
国
有
林
で

の
導
入
状
況
、
岐
阜
県
の
試
験
研
究
の
状
況
等

を
説
明
し
、
そ
の
後
、
コ
ン
テ
ナ
苗
用
に
開
発

さ
れ
た
様
々
な
植
付
器
具
を
使
っ
て
植
付
作
業

を
体
験
し
て
い
た
だ
き
、
参
加
者
か
ら
は
「
植

え
や
す
い
。」、「
扱
い
が
容
易
だ
。」、「
植
付
器

具
の
違
い
が
よ
く
わ
か
っ
た
。」
等
の
感
想
が

あ
り
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
見
学
会
を
開
催
し
た
高
天
良
国
有

林
に
お
い
て
、
岐
阜
県
森
林
研
究
所
と
共
同
で

実
証
試
験
に
着
手
し
、
林
地
傾
斜
や
植
栽
器

具
ご
と
の
作
業
効
率
、
育
苗
履
歴
・
植
付
時
期

の
違
い
に
よ
る
成
長
状
況
等
の
試
験
研
究
を
行

い
、
地
域
に
適
し
た
コ
ン
テ
ナ
苗
の
育
苗
や
コ

ン
テ
ナ
苗
を
導
入
し
た
造
林
技
術
の
普
及
に
取

り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

 

［
木
曽
署
］
五
月
二
十
三
日
、
木
曽
官
材
市
売

協
同
組
合
坂
下
事
務
所
に
お
い
て
原
木
市
が
開

催
さ
れ
、
国
有
林
か
ら
委
託
材
と
し
て
高
齢
級

人
工
林
ヒ
ノ
キ
を
は
じ
め
人
工
林
サ
ワ
ラ
等
約

五
十
立
法
㍍
を
出
品
し
ま
し
た
。
今
回
、
出
品

し
た

木
曽
ひ
の
き
の
高
齢
級
人
工
林
ヒ

ノ
キ
の
う
ち
二
本
は
通
直
で
隣
接
二
材
面
が
無

節
の
「
極
印
押
印
材
」
で
、
そ
の
う
ち
一
本
が

加藤署長（右）から感謝状を贈呈

説明を受ける参加者

植付器具を使用しての植付作業

「
利
賀
飛
翔
の
会
」
へ
贈
呈

ヒ
ノ
キ
コ
ン
テ
ナ
苗
見
学
会
を
開
催

「
　 

　
木
曽
ひ
の
き
」最

高
値
を
更
新

高 

国
○
○
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一
立
法
㍍
当
た
り
二
十
七
万
五
千
円
で
落
札
さ

れ
ブ
ラ
ン
ド
化
の
取
り
組
み
以
降
最
高
値
と
な

り
ま
し
た
。

　

落
札
さ
れ
た
ヒ
ノ
キ
は
、
南
木
曽
支
署
管
内

の
阿
寺
国
有
林
か
ら
生
産
さ
れ
た
百
十
六
年
生

の
丸
太
で
、
長
級
四
㍍
、
径
級
四
十
四
㌢
㍍
、

材
積
〇
・七
七
四
立
法
㍍
で
す
。
落
札
さ
れ
た

の
は
愛
知
県
の
業
者
で
、
こ
こ
数
年
木
曽
谷
の

国
有
林
か
ら
生
産
さ
れ
た
高
齢
級
人
工
林
ヒ
ノ

キ
材
を
使
用
し
、
板
・
建
具
等
の
製
作
を
手
掛

け
て
お
り
、「
木
曽
産
ヒ
ノ
キ
の
製
品
は
年
輪

が
緻
密
で
色
味
が
良
く
、
節
が
少
な
く
良
質
で

あ
る
。」
と
、
お
客
様
か
ら
の
評
判
も
非
常
に

良
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

全
体
的
に
需
要
動
向
が
落
ち
着
き
、
ヒ
ノ
キ

並
材
価
格
が
弱
含
み
の
な
か
、
良
材
の
品
薄
感

か
ら
か
、
こ
れ
ま
で
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
向
け
た

取
り
組
み
と
木
曽
産
の
優
良
材
が
高
い
評
価
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　

今
後
も
Ｐ
Ｒ
活
動
等
ブ
ラ
ン
ド
化
の
取
り
組

み
を
継
続
し
、
地
域
・
木
材
関
連
産
業
の
活
性

化
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

 

［
東
濃
署
］
五
月
十
七
日
、
恵
那
市
内
の
国
有

林
「
ア
ラ
イ
ダ
シ
自
然
観
察
教
育
林
」
に
お
い

て
、
地
元
の
町
づ
く
り
委
員
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
市

役
所
と
と
も
に
ナ
ラ
枯
れ
被
害
対
策
に
関
す
る

取
組
を
行
い
ま
し
た
。

　

ア
ラ
イ
ダ
シ
自
然
観
察
教
育
林
は
、
恵
那
市

上
矢
作
町
の
北
東
部
に
位
置
す
る
一
〇
㌶
の
針

葉
樹
と
広
葉
樹
が
混
じ
っ
た
自
然
林
で
、
自

然
観
察
や
森
林
浴
を
楽
し
む
場
と
し
て
多
く
の

方
々
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
遊
歩
道

入
口
に
あ
る
ミ
ズ
ナ
ラ
の
大
木
や
園
内
中
央
の

共
生
木
（
ミ
ズ
ナ
ラ
と
サ
ワ
ラ
が
癒
合
し
一
体

と
な
っ
て
い
る
）
は
、
教
育
林
の
シ
ン
ボ
ル
的

な
樹
木
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
昨
年
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
カ
シ
ノ

ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
に
幹
を
穿
孔
さ
れ
た
ミ
ズ
ナ

ラ
等
が
七
～
八
月
に
か
け
て
集
団
的
に
枯
死
す

る
被
害
（
ナ
ラ
枯
れ
）
が
教
育
林
で
も
確
認
さ

れ
た
た
め
、
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
が
活
発

化
す
る
初
夏
を
前
に
、
ナ
ラ
枯
れ
に
関
す
る
学

習
と
対
策
を
地
域
の
方
々
と
行
う
こ
と
に
し
ま

し
た
。

　

当
日
は
、
ナ
ラ
枯
れ
研
究
の
第
一
人
者
で
あ

る
衣
浦
晴
生
氏
（（
独
）
森
林
総
合
研
究
所
関

西
支
所
生
物
被
害
研
究
グ
ル
ー
プ
長
）
を
講
師

に
招
き
、
ま
ず
、
ナ
ラ
枯
れ
の
被
害
発
生
状
況

や
枯
死
の
原
因
と
な
る
菌
を
媒
介
す
る
カ
シ
ノ

ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
の
生
態
等
に
つ
い
て
講
演
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
新
緑
が
眩
し
い
日
差
し
の

中
で
し
た
が
、
総
勢
一
五
名
の
参
加
者
か
ら
多

く
の
質
問
が
な
さ
れ
、
予
定
し
た
一
時
間
を

三
〇
分
も
オ
ー
バ
ー
す
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

講
演
に
続
い
て
、
昨
年
被
害
に
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
遊
歩
道
入
口
の
ミ
ズ
ナ
ラ
大
木
に
、
樹

幹
内
で
羽
化
し
た
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
の

飛
散
を
防
止
す
る
た
め
、「
カ
シ
ナ
ガ
ホ
イ
ホ

イ
」（
粘
着
シ
ー
ト
）
を
地
際
か
ら
高
さ
三
㍍

ま
で
巻
き
付
け
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
被
害
を
受
け
て
い
な
い
共
生
木
に
つ

い
て
は
、
予
防
策
と
し
て
根
元
に
ド
リ
ル
で
深

さ
五
㌢
㍍
ほ
ど
の
穴
を
二
〇
㌢
㍍
間
隔
で
あ
け

て
殺
菌
剤
「
ケ
ル
ス
ケ
ッ
ト
」
を
注
入
し
ま
し

た
。
ど
ち
ら
の
作
業
も
ち
ょ
っ
と
し
た
コ
ツ
を

衣
浦
講
師
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、

手
際
よ
く
作
業
が
で
き
ま
し
た
。

　

休
養
林
を
訪
れ
、
作
業
風
景
を
目
に
し
た

市
民
の
方
々
か
ら
は
、「
大
変
な
作
業
で
森
林

を
守
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
、
ご
苦
労
様
で
す
。」

（元口）最高値となった人工林ヒノキ（末口）

講演を聴く参加者

ミズナラに粘着シートを巻く作業

ナ
ラ
枯
れ
被
害
対
策
に
関
す
る
取
組
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と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
作
業
に
参
加
し
た
地
元
の
方
々
か
ら

は
、「
ナ
ラ
枯
れ
被
害
対
策
に
つ
い
て
こ
の
よ

う
な
機
会
を
設
け
て
い
た
だ
き
大
変
あ
り
が
た

い
。」
と
感
謝
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
、
地
元
と
共
同
し
て
、
地
域
が
大
切
に

し
て
い
る
自
然
林
の
保
全
に
努
め
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
木
曽
ヒ
ノ
キ
や
天
然
広
葉
樹
を
運
材

し
、
地
域
住
民
に
愛
さ
れ
続
け
て
き
た
森
林
鉄

道
に
係
る
思
い
出
や
楽
し
い
出
来
事
な
ど
を
、

Ｏ
Ｂ
の
皆
様
か
ら
、
ご
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

国
有
林
の
歴
史
を
示
す
貴
重
な
財
産
と
し
て

こ
こ
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

昭
和
二
十
年
四
月
、
名
古
屋
よ
り
母
の
故
郷

の
坂
下
へ
疎
開
し
て
き
た
紅
顔
の
美
少
年
？

（
一
五
才
）
が
、
当
時
の
木
曽
地
方
帝
室
林
野

局
坂
下
出
張
所
田
立
伐
採
事
業
所
へ
採
用
と
な

り
ま
し
た
。
戦
争
中
の
為
、
働
き
盛
り
の
人
達

は
軍
隊
に
行
き
、
山
の
中
の
現
場
は
私
達
の
よ

う
な
幼
年
か
、
老
年
の
者
が
殆
ど
で
し
た
。

　

与
え
ら
れ
た
仕
事
は
、
森
林
鉄
道
の
作
業
軌

道
の
保
守
で
、
旦
那
（
指
導
員
）
に
連
れ
ら
れ

て
山
の
中
に
敷
設
さ
れ
て
い
る
作
業
軌
道
の
保

守
に
従
事
し
て
い
ま
し
た
。

　

戦
時
の
特
別
増
産
計
画
で
出
材
が
割
り
当
て

ら
れ
た
、
二
台
あ
っ
た
ガ
ソ
リ
ン
機
関
車
の
う

ち
一
台
は
運
転
手
が
居
な
く
て
休
車
、
こ
の

車
を
動
か
し
て
目
標
達
成
を
考
え
た
主
任
さ

ん
が
、
私
に
「
機
関
車
の
運
転
を
し
て
み
な

い
か
。」
と
勧
め
、
私
は
、
機
関
車
の
事
は
何

も
知
ら
な
い
も
の
の
、
好
奇
心
丸
出
し
で
承

諾
。
専
任
の
運
転
手
さ
ん
よ
り
動
か
し
方
を
習

い
、
怖
い
物
知
ら
ず
で
、
助
手
も
無
く
乗
り
出

し
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
作
業
軌
道
は
、
写
真

に
あ
る
よ
う
に
沢
を
蛇
行
し
な
が
ら
上
流
へ
延

長
さ
れ
て
、
集
材
機
に
よ
る
積
み
込
み
盤
台
に

至
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
作
業
軌
道
た
る
や

木
材
を
割
っ
た
材
料
で
組
み
立
て
た
も
の
が
多

く
、
所
ど
こ
ろ
土
道
も
あ
り
ま
し
た
が
、
危
険

極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
若
気
の
至

り
か
？
あ
ま
り
恐
い
と
も
思
わ
ず
、
空
車
の
引

き
あ
げ
、
材
木
の
積
載
車
を
連
結
し
て
の
乗
り

下
げ
に
も
従
事
し
、
時
々
脱
線
事
故
も
あ
り
ま

し
た
が
目
標
達
成
に
努
力
い
た
し
ま
し
た
。　

　

ま
た
、
田
立
森
林
鉄
道
一
級
・
二
級
線
で
中

継
駅
の
奥
屋
ま
で
材
木
の
積
載
車
を
、
奥
屋
か

ら
は
空
車
を
牽
引
し
て
く
る
生
活
で
し
た
。

　

ま
た
、
そ
の
頃
坂
下
に
夜
間
高
校
が
開
設
さ

れ
た
の
で
応
募
し
入
学
、
仕
事
が
終
わ
っ
て
か

ら
約
五
㌔
㍍
の
道
を
徒
歩
で
の
通
学
は
だ
い
ぶ

堪
え
、
一
学
期
を
頑
張
り
ま
し
た
が
と
う
と
う

尻
尾
を
巻
い
て
退
学
、
今
思
え
ば
も
う
少
し
環

境
の
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
？

　

六
九
年
前
の
青
春
の
一
頁
で
し
た
。

　　

森
林
鉄
道
の
起
点
に
架
か
る
橋
、
鬼
淵
鉄

橋
。

　

我
が
家
は
鬼
淵
鉄
橋
の
袂
で
あ
り
家
の
前

は
、
蒸
気
機
関
車
の
車
庫
や
鋳
物
工
場
な
ど
が

あ
る
森
林
鉄
道
の
中
心
地
で
、
子
ど
も
の
頃
は

林
鉄
と
共
に
生
活
を
し
て
い
た
よ
う
な
も
の

で
、
当
時
の
上
松
運
輸
営
林
署
は
森
林
鉄
道
の

レ
ー
ル
を
除
き
、
森
林
鉄
道
に
関
わ
る
資
材
の

大
半
は
直
営
で
製
作
し
て
い
た
。

　

午
後
の
三
時
頃
に
な
る
と
王
滝
や
赤
沢
の
奥

か
ら
蒸
気
機
関
車
が
、
丸
太
を
積
ん
だ
台
車

二
〇
台
ほ
ど
を
連
ね
鬼
淵
鉄
橋
手
前
の
操
作
場

へ
入
っ
て
く
る
勇
姿
は
壮
観
な
も
の
で
、
上
松

の
町
も
活
気
に
満
ち
て
い
た
が
、
今
と
な
れ
ば

あ
の
賑
わ
い
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
思
う
。

　

当
初
、
蒸
気
機
関
車
の
燃
料
は
木
曽
ヒ
ノ
キ

の
枝
を
一
五
㌢
㍍
程
度
に
切
っ
た
木
片
で
あ
っ

た
。
鉄
橋
の
近
く
に
直
営
の
製
材
所
が
あ
り
、

そ
の
二
階
で
生
産
し
て
い
た
。
二
階
で
生
産
し

て
い
た
の
は
、
木
片
を
蒸
気
機
関
車
に
積
む
た

め
で
あ
っ
た
。
木
材
の
オ
ガ
コ
を
捨
て
る
場
所

で
沢
山
の
カ
ブ
ト
ム
シ
を
捕
っ
た
こ
と
が
思
い

出
だ
。

　

い
つ
の
日
か
蒸
気
機
関
車
の
燃
料
は
石
炭
に

変
わ
っ
た
。

　

昔
は
、
ト
ン
ト
ン
葺
き
（
屋
根
板
）
の
屋
根

の
家
が
多
く
、
蒸
気
機
関
車
の
煙
突
か
ら
出
る

火
の
粉
が
屋
根
に
点
い
て
ボ
ヤ
騒
ぎ
に
な
る
こ

殺菌剤を注入している様子と参加者の皆さん

作業軌道の様子

森
林
鉄
道
と
の
出
会
い

元
坂
下
営
林
署
　
宮
下 

幸
彦
氏

鬼
淵
鉄
橋

元
長
野
局
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー 

杉
本 

利
次
氏

寄
　
稿
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中
信
署
に
お
い
て
も
二
十
六
年
度
か
ら
ア
ツ

モ
リ
ソ
ウ
の
保
護
を
目
的
に
電
気
柵
の
設
置
を

行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
高
原
の
植
物
等
保
護
の
呼
び
か
け
を

六
月
～
一
〇
月
ま
で
の
期
間
、
高
山
植
物
等
保

護
対
策
協
議
会
（
高
植
協
）
と
グ
リ
ー
ン
・

サ
ポ
ー
ト
・
ス
タ
ッ
フ
（
Ｇ
Ｓ
Ｓ
）
と
協
力

し
な
が
ら
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
、
梅
雨

と
も
多
々
あ
っ
た
。

　

木
曽
川
か
ら
鉄
橋
の
最
上
部
ま
で
一
〇
〇
㍍

く
ら
い
は
あ
る
。
こ
の
鉄
橋
の
ア
ー
チ
を
酒
に

酔
っ
た
勢
い
で
裸
足
で
登
っ
た
強
者
が
居
た
。

し
ば
ら
く
足
跡
が
ア
ー
チ
に
付
い
て
い
た
。

　

あ
る
時
、
鬼
淵
鉄
橋
修
理
の
光
景
を
見
た
。

　

橋
の
袂
で
焼
い
た
ボ
ー
ト
を
長
い
ハ
サ
ミ
で

掴
ん
で
橋
の
上
に
居
る
作
業
員
を
目
掛
け
て
投

げ
、
上
の
人
が
ジ
ョ
ウ
ゴ
の
よ
う
な
物
で
受
け

て
、
リ
ベ
ッ
ト
打
ち
す
る
作
業
で
あ
っ
た
。
赤

く
熱
し
た
ボ
ー
ト
が
橋
の
上
の
作
業
者
を
目
指

し
て
正
確
に
飛
ん
で
い
く
様
と
受
け
取
る
技

は
、
さ
す
が
プ
ロ
と
子
供
心
に
思
っ
た
。

　

森
林
鉄
道
に
関
す
る
思
い
出
の
一
コ
マ
を
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 ［
中
信
署 

松
本
森
林
事
務
所
］

 

中
村 

英
昭
　
首
席
森
林
官

　

松
本
森
林
事
務
所
は
、
長
野
県
の
中
央
部
の

松
本
市
に
位
置
し
、
日
本
百
名
山
の
美
ヶ
原
高

原
を
含
む
一
帯
と
松
本
盆
地
の
西
側
の
日
本

百
名
山
の
蝶
ヶ
岳
・
常
念
岳
を
管
理
し
て
い
ま

す
。

　

約
二
、〇
〇
〇
㍍
前
後
の
美
ヶ
原
高
原
か
ら

の
眺
望
は
、
北
に
は
北
信
五
岳
・
東
に
浅
間
連

峰
、
西
に
北
ア
ル
プ
ス
・
御
嶽
山
を
一
望
し
、

南
に
八
ヶ
岳
・
富
士
山
・
中
央
ア
ル
プ
ス
・

南
ア
ル
プ
ス
を
一
望
で
き
る
景
観
に
富
ん
で
い

る
と
と
も
に
、
あ
の
深
田
久
弥
に
し
て
「
そ
の

高
さ
に
、
広
さ
を
加
え
る
と
ま
さ
に
日
本
一
か

も
し
れ
な
い
」
と
、
い
わ
し
め
た
広
大
な
溶
岩

台
地
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
の
中
央
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら

近
年
は
無
線
の
重
要
な
中
継
地
と
し
て
、
頂
上

付
近
の
王
ヶ
頭
・
王
ヶ
鼻
に
は
放
送
各
局
の
電

波
塔
も
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
と
も
と
、
美
ヶ
原
高
原
は
二
七
〇
年
前
の

元
禄
時
代
か
ら
農
閑
期
の
牛
馬
の
休
養
場
と
し

て
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
近
年
、
ニ
ホ
ン

ジ
カ
の
増
殖
に
よ
り
、
牧
場
に
牛
な
ら
ぬ
シ
カ

が
住
み
、
ま
た
夏
に
な
る
と
高
原
を
覆
い
尽
く

し
て
い
た
、
ヤ
ナ
ギ
ラ
ン
・
ク
ガ
イ
ソ
ウ
・
テ

ガ
タ
チ
ド
リ
な
ど
の
高
山
植
物
も
食
害
を
受

け
、
残
る
の
は
シ
カ
も
食
べ
な
い
レ
ン
ゲ
ツ
ツ

ジ
の
一
群
の
み
で
す
。

　

稀
少
な
高
原
の
植
物
の
回
復
を
期
し
て
美
ヶ

原
自
然
環
境
保
護
協
議
会
で
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ
対

策
の
電
気
柵
の
設
置
を
行
っ
て
い
ま
す
。

の
時
期
を
迎
え
、
急
激
な
天
候
の
変
化
や
雷
等

に
注
意
し
て
、
安
全
対
策
を
確
実
に
行
い
、
業

務
を
遂
行
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

◎
長
野
林
政
協
議
会
・
林
政
連
絡
会
議

　

７
月
８
日　

中
部
局

◎
国
有
林
観
光
施
設
協
議
会
総
会
及
び

　�

全
国
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協
会
長
野
支
部
総

会

　

７
月
10
日　

長
野
市

◎
高
山
植
物
等
保
護
対
策
協
議
会
総
会

　

７
月
16
日　

中
部
局

◎
岐
阜
県
・
愛
知
県
合
同
林
政
連
絡
会
議

　

７
月
28
日　

岐
阜
市

◎
夏
休
み
子
ど
も
ふ
れ
あ
い
デ
ー

　

７
月
31
日　

中
部
局

シ
リ
ー
ズ

美ヶ原にある電波塔を望む

牧場内で群れるニホンジカ

高山植物等の保護の呼びかけ
（高植協とＧＳＳの合同で）

ニホンジカ対策の電気柵の設置
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定
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
建
造
物
も
多
く
あ
り
ま

す
。

◆
前
宮
（
ま
え
み
や
）（
茅
野
市
）

　

諏
訪
信
仰
発
祥
の
地
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
昔
は
諏
訪
大
社
の
祭
祀
を
司
る
大
祝
の
居

館
を
は
じ
め
、
多
く
の
建
物
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
本
殿
を
取
り
囲
む
よ
う
に
建

つ
四
本
の
御
柱
が
よ
く
見
え
ま
す
。

◆
下
社
（
し
も
し
ゃ
）

　
　
秋
宮
（
あ
き
み
や
）　（
下
諏
訪
町
）

　

樹
齢
八
百
年
の
杉
の
巨
木
や
、
御
柱
の
年
に

新
調
さ
れ
る
神
楽
殿
の
大
注
連
縄
な
ど
が
荘
厳

な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
ま
す
。
春
宮
と
共

に
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
幣
拝
殿
は

二
重
楼
門
造
り
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

◆
春
宮
（
は
る
み
や
）（
下
諏
訪
町
）

　

下
馬
橋
と
呼
ば
れ
る
木
造
の
太
鼓
橋
を
眺
め

な
が
ら
直
進
す
る
と
、
境
内
に
辿
り
着
き
ま

す
。
社
殿
の
奥
に
そ
び
え
る
杉
の
老
木
が
ご
神

木
で
す
。
正
面
に
神
楽
殿
、
そ
の
奥
に
幣
拝
殿

と
片
拝
殿
、
更
に
奥
に
は
宝
殿
が
あ
り
ま
す
。

◆
御
柱
祭
（
お
ん
ば
し
ら
さ
い
）

　
「
天
下
の
大
祭
」
と
し
て
全
国
に
知
ら
れ
て

い
る
諏
訪
大
社
最
大
の
神
事
で
す
。
正
式
名
称

は
「
式
年
造
営
御
柱
大
祭
」
と
い
い
、
宝
殿
の

立
て
替
え
、
ま
た
社
殿
の
四
隅
に
「
御
柱
」
と

呼
ば
れ
る
モ
ミ
の
巨
木
を
曳
建
て
る
神
事
で
七

年
に
一
度
、
寅
と
申
の
年
に
行
わ
れ
ま
す
。
上

社
、
下
社
そ
れ
ぞ
れ
に
直
径
約
一
㍍
、
長
さ
約

一
七
㍍
、
重
さ
一
〇
㌧
以
上
に
も
な
る
御
柱
を

山
か
ら
伐
り
出
し
、
木
遣
り
に
合
わ
せ
て
人
力

の
み
で
曳
き
、
各
お
宮
の
四
隅
に
建
て
ま
す
。

四
月
の
「
山
出

し
」
と
五
月
の

「
里
曳
き
」
が

あ
り
、
山
出
し

で
は
、
巨
木
の

御
柱
が
次
々
と

坂
を
下
る
「
木

落
し
」
や
、
上

社
で
は
冷
た
い

水
が
流
れ
る
川

を
曳
き
渡
る

「
川
越
し
」
が

あ
り
、
そ
の
豪

壮
な
情
景
は
他
に
類
を
見
ま
せ
ん
。
里
曳
き
で

は
、
曳
行
の
合
間
に
長
持
ち
、
騎
馬
行
列
な
ど

時
代
絵
巻
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
が
終
わ
る
と
、

諏
訪
地
方
の
各
地
区
に
あ
る
小
宮
の
御
柱
祭
が

行
わ
れ
、
御
柱
年
の
諏
訪
地
方
は
一
年
を
通
じ

て
御
柱
一
色
と
な
り
ま
す
。

　

次
回
は
平
成
二
十
八
年
（
申
年
）

ア
ク
セ
ス

上
社
本
宮　
Ｊ
Ｒ
中
央
本
線	

上
諏
訪
駅
下
車

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

茅
野
駅
下
車

　
　
　
　
　

車　
　

	

諏
訪
Ｉ
Ｃ
か
ら
約
３
㎞

上
社
前
宮　
Ｊ
Ｒ
中
央
本
線	

茅
野
駅
下
車

　
　
　
　
　

車　
　

諏
訪
Ｉ
Ｃ
か
ら
約
２
㎞

下
社
春
宮　
Ｊ
Ｒ
中
央
本
線	

下
諏
訪
駅
下
車

　
　
　
　
　

車　
　

岡
谷
Ｉ
Ｃ
か
ら
約
５
㎞

下
社
秋
宮　
Ｊ
Ｒ
中
央
本
線	

下
諏
訪
駅
下
車

　
　
　
　
　

車　
　

岡
谷
Ｉ
Ｃ
か
ら
約
６
㎞

　

諏
訪
大
社
は
、
長
野
県
中
央
の
諏
訪
湖
を
は

さ
ん
で
南
に
上
社
（
本
宮
・
前
宮
）、
北
に
下

社
（
春
宮
・
秋
宮
）
に
分
か
れ
二
社
四
宮
が
鎮

座
し
て
い
ま
す
。

　

全
国
各
地
に
あ
る
諏
訪
神
社
の
総
本
社
で
あ

り
、
日
本
最
古
の
神
社
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
歴
史
は
大
変
古
く
、「
古
事
記
」
に
そ

の
起
源
が
、「
日
本
書
紀
」
に
は
持
統
天
皇
が

勅
使
を
派
遣
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
祀

ら
れ
て
い
る
「
お
諏
訪
さ
ま
」「
諏
訪
明
神
」

は
、
古
く
は
風
の
神
、
水
の
神
、
狩
猟
・
農
耕

の
神
、
武
士
の
時
代
に
は
軍
神
、
現
在
で
は
産

業
や
交
通
安
全
、
縁
結
び
の
神
と
し
て
信
仰
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

七
年
に
一
度
、
寅
と
申
の
年
に
行
わ
れ
る
御

柱
祭
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
上
社
（
か
み
し
ゃ
）

　
　
本
宮
（
ほ
ん
み
や
）（
諏
訪
市
）

　

片
拝
殿
が
幣
拝
殿
の
左
右
に
並
ぶ
独
特
の

「
諏
訪
造
り
」
で
、
建
造
物
も
四
社
中
で
最
も

多
く
を
残
し
て
い
ま
す
。
現
在
の
建
物
は
江
戸

時
代
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
徳
川
家
康
の
寄
進

に
よ
る
四
脚
門
な
ど
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指

上社本宮上社前宮御柱

御柱が下る木落し坂

（
上
）下
社
秋
宮
神
楽
殿

（
左
）下
社
春
宮
幣
拝
殿


