
諾撃
=趣

群ξ:ヽビil島票:」]ギ奪こ[ヽ予「編ダf導た.
平成 7年 1月 15日   第 319号′ヾ 喪ス ‐書↑モ♭t、 ■■埓電´ 土 地 理 院 広

オ l■

'
よζtt  il 08‐ こ ギ

国
土
地
理
院
に
は
、
歴
史
あ
る
博
物
館
等
に

べ
れ
ば
ま
こ
と
に
少
数
な
が
る
、
世
に
第

一

級
品
と
誇
る
に
ふ
さ
わ
し
い
古
地
図

・
地
理
史

料
が
保
有
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
時
に
賓

客
に
対
し
て
開
披
す
る
ほ
か
、
関
係
職
員
以
外

が
目
に
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
。
地
図
情
報
館

（仮
称
）
の
建
設
工
事
が
よ
う
や
く
に
始
ま

っ

た
今
、
古
地
図
の
世
界
に
親
し
ん
で
戴
く
た
め

に
も
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
興
味
を
牽
き
そ
う
な

も
の
に
つ
い
て
、
紙
上
に
て
披
露
す
る
こ
と
と

な

っ
た
。＊

　
　

　
　

　

　
　

　

＊

こ
の
図
の
製
作
者
浪
華
子
と
は
、
京
洛
華
巖

寺
の
開
創
鳳
渾
の
雅
号
で
あ
る
。
図
は

一
色
木

版
刷
り
で
、
横
幅

一
．
五
メ
ー
ト
ル
の
ま
こ
と

に
力
強
い
存
在
感
に
満
ち
た
地
図
で
あ
る
。

図
の
内
容
は
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
世
界

観
を
引
継
い
だ
仏
教
的
世
界
観
を
表
現
し
た
も

の
で
あ
る
。
標
題
の
左
に
は

「此
圃
所
檬
内
外

典
目
」
と
し
て
、
多
く
の
仏
典
の
ほ
か
、史
記
、

講
藤
≠
”
迎
嵯
貯
詢
恥
酬
貯
触
割
鑢
轄
渤
脚
剣

見
聞
記
等
、
総
計

一
〇
二
部
の
古
典
籍
名
が
示

さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
そ
の
ト
ン
、
多
く
の
仏
典
を
も
た
ら

性
に畷調
鮮
曜鵜
搾
≒

こ
の
周
囲
を
七
つ
の
山
と
七
つ
の
海
と
が
環
状

に
取
り
巻

い
て
、
こ
れ
ら
の
外
海
に
人
の
住
む

四
大
洲
が
あ
る
。
そ
の
南
の
も
の
が
謄
部
洲
で
、

そ
の
中
央
に
鴎
緑
遣
池ち
（チ
ベ
ッ
ト
の
カ
イ
ラ

ス
山
麓
マ
ナ
サ
ロ
ワ
ー
ル
湖
に
比
定
、
阿
褥
達

は
ア
ル
テ
ィ
ン

・
タ
ー
グ
）
と
い
う
湖
水
が
あ

り
、
こ
こ
か
ら
、
恒
河

（
ガ
ン
ジ
ス
）、
信
度

河

（イ
ン
ダ
ス
）
等
の
、
ア
ジ
ア
の

（古
代
イ

ン
ド
に
お
い
て
は
世
界
の
）
四
大
河
川
が
流
れ

出
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
掲
載
図
の
ほ
ぼ
中

央
に
目
立
つ
渦
巻
き
の
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。

例
を
今

一
つ
。
紀
元
前
二
世
紀
、
漢
の
武
帝

胆
西
籠
嗜
ψ
す
匈
奴
挟
撃
の
使
節
と
し
て
、
張

春
を
大
月
氏
に
派
遣
し
た
。
張
審
は
所
期
の
目

的
こ
そ
果
た
せ
な
か
っ
た
も
の
の
、　
一
〇
年
以

上
に
わ
た
っ
た
困
難
な
旅
は
、
パ
ミ
ー
ル
の
彼

方
の
西
域
諸
国
の
知
識
を
も
た
ら
し
、
こ
こ
に

東
西
交
流
が
本
格
化
し
た
。
彼
の
奏
上
、
「
千

間
の
東
、
水
は
東
流
し
て
塩
澤
に
注
ぐ
。
塩
澤

は
地
下
に
潜
行
し
、
そ
の
南
は
則
ち
河
源
出

ず
、
玉
石
多
し
。
河
は
中
国
に
注
ぐ
。
而
し
て

楼
蘭
″
輔
獅

の
邑
は
城
郭
あ
り
。
塩
澤
に
臨
む
」

（史
記
大
宛
伝
）ま
た
、
「蒲
昌
海
は

一
に
塩
澤
と

い
う
。
…
広
一柔
三
〇
〇
里
。
そ
の
水
は
止
り
、

夏
冬
水
量
は
同
じ
で
、
水
は
皆
地
下
に
潜
行
し

て
南
方
の
積
石
山
に
出
で
、
黄
河
の
源
に
な
る
。

」

（漢
書
西
域
伝
）タ
ク
ラ

マ
カ
ン
沙
漠
の
水
が
ロ

プ
ノ
ー
ル
に
集
ま
り
、
そ
れ
が
伏
流
し
て
星
宿

海
に
湧
き
出
で
て
黄
河
の
源
と
な
り
、
河
源
に

は
古
来
珍
重
さ
れ
た
玉
を
産
す
る
と
い
う
、

そ
の
後
も
長
く
伝
承
さ
れ
た
壮
大
な
黄
河
河
源

伝
説
の
も
と
で
あ
り
、
こ
の
図
の
前
述
の
渦
巻

き
の
右
に
、
雲
に
ま
ご
う
よ
う
な
表
現
の
流
沙

を
よ
ぎ
る
よ
う
に
し
て
、
こ
の
こ
と
が
そ
れ
ら

の
地
名
と
と
も
に
簡
潔
に
描
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
で
は
、
こ
の
図
の
成
立

に
先
立
つ
桃
山
時
代
以
降
に
は
、
当
時
の
西
欧

に
お
け
る
地
理
的
知
識

（五
大
陸
等
の
概
形
は

既
知
）
を
反
映
し
た
、
華
麗
な
南
蛮
世
界
図
屏

風
が
各
種
製
作
さ
れ
、
諸
大
名
や
富
裕
層
の
居

室
を
飾

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
知
識
人
の
間
に

は
地
理
的
世
界
観
が
普
及
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。　
一
方
、
日
本
列
島
の
形
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

そ
の
概
形
が
姿
を
現
わ
し
た
幕
府
撰
慶
長
日
本

図
か
ら
ほ
ぼ

一
世
紀
、
民
間
で
も
同
様
の
日
本

図
が
出
版
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

こ
に
紹
介
し
た
図
に
見
る
日
本
列
島
は
、
行
基

図
の
世
界
か
ら
そ
う
進
歩
は
し
て
い
な
い
。

こ
の
図
の
成
立
の
七
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
鎖
国

政
策
は
厳
し
い
も
の
と
な

っ
て
い
た
が
、　
一
方

で
は
西
欧
の
諸
科
学
は
蘭
学
と
し
て
わ
が
国
に

も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
地
理
的
知
識
も
例
外
で

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
渡
航
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
外
の
世
界
は
知
識
と
し
て
は
存
在
し
て

も
現
実
観
に
乏
し
く
、
仏
説
の
説
く
と
こ
ろ
の

世
界
観
が

一
般
に
は
受
け
容
れ
や
す
か
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
西
欧
の
新
知
識
を
無
視

す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
、
言
訳
の

よ
う
に
、
図
の
左
端
に
は
エ
ウ
ロ
パ
そ
の
他

い

く
つ
か
の
国
名
が
、
日
本
の
南
に
は
亜
黒
利
加

が
島
と
し
て
描
示
さ
れ
て
い
る
。
　

（こ
）

今
日
の
我
々
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
荒
唐
無
稽

の
感
は
否
め
ぬ
も
の
の
、
前
二
列
の
よ
う
に
、

古
典
籍
の
数
々
に
述
べ
ら
れ
た
往
時
の
知
識
と

こ
の
図
を
対
照
し
つ
つ
歴
史
地
理
の
世
界
に
想

い
を
馳
せ
る
と
き
、
た
ち
ま
ち
に
時
の
経
過
を

忘
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
地
図
の

一
つ
で
あ
る
。

参
　
考

週
刊
朝
日
百
科

『世
界
の
地
理
８２
」
（織
田
武
雄
）

金
子
民
雄

『宮
沢
賢
治
と
西
域
幻
想
』
中
公
文
庫

Ａ
・
ヘ
ル
マ
ン
（松
田
寿
男
訳
ヽ
楼
蘭
」
東
洋
文
庫

史
記
と
漢
書
の
訳
文
は
長
澤
和
俊
に
よ
る
も
の

（長
岡
正
利
）

賓永7(1710)年 ,浪華子

(原寸×009)
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本
書
は
、
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
地
理
学
者
で
中
央
ア
ジ
ア
探

検
の
第

一
人
者
、
Ｓ

・
ヘ
デ
ィ
ン
に
よ
る
第
三
次
探
検
の
記

録
で
あ
り
、
九
巻
の
ほ
か
地
図
三
巻
か
ら
な
る
大
著
で
あ
る
。

ヘ
デ
ィ
ン
は
、　
一
八
九
二
年
か
ら
単
独
で
二
回
に
わ
た
っ

て
広
く
中
央
ア
ジ
ア
、
今
日
で
い
う
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
地
を

探
検
し
、

「
さ
ま
よ
え
る
湖
」

ロ
プ
ノ
ー
ル
や

「楼
蘭
」
遺

址
の
発
見
な
ど
、
数
々
の
業
績
と
不
朽
の
名
著
を
残
し
た
。

そ
の
後
は
、
一
九
二
七
年
か
ら
西
北
科
学
考
査
団
等
を
組
織
し

て
、
こ
の
地
域
の
科
学
的
探
検
を
指
揮
し
た
。
晩
年
は
ナ
チ

ス
ド
イ
ツ
拾
頭
下
の
東
欧
に
あ

っ
て
外
交
活
動
に
没
頭
し
、

八
七
歳
で
ス
ト

ッ
ク
ホ
ル
ム
の
自
宅
で
逝
去
し
た
。

以
下
に
、
本
書

の
探
検
の
帰
途
、
日
露
戦
争
後
の
日
本
に

お
け
る
講
演
の
最
後
の
部
分
を
、
少
々
長
い
が
転
載
す
る
。

な
お
、　
ヘ
デ
ィ
ン
は
、
こ
の
探
検
で
は
南
チ
ベ
ッ
ト
の
広

大
な
地
理
的
空
白
地
帯
を
横
断
し
て
、
ト
ラ
ン
ス
ヒ
マ
ラ
ヤ

山
脈
を
発
見

（
山
脈
を
計
八
回
横
断
）
し
た
ほ
か
、
イ
ン
ダ

ス
河
、
ブ
ラ
ー

マ
プ
ト
ラ
河
等
の
河
源
の
発
見
な
ど
、
多
く

の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

「
…
予
は
こ
の
學
術
的
の
探
検
に
就
て
は
終
始
予

一
人
で

こ
れ
を
遂
行
し
た
の
で
あ
る
、
別
に
こ
れ
に
つ
い
て
は
助
手

を

つ
れ
て
あ
る
い
た
の
で
は
な
い
、
従
つ
て
旅
行
中
予
の
忙

し
き
こ
と
は
又

一
通
り
で
な
か
つ
た
。
先
づ
予
は
線
て
予
の

探
検
線
路
の
地
固
を
出
来
得
る
だ
け
精
密
に
作

ら
ん
と
試
み
た
の
で
あ
る
、
即
ち
是
等
の
前
人

未
踏
の
地
を
踏
査
し
こ
れ
を
世
に
紹
介
す
る
に

付
て
は
、
地
圃
の
製
作
は
も
つ
と
も
肝
要
な
る

こ
と
で
あ
る
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
、
子
は
探

検
線
路
の
大
部
分
は
平
板
測
量
を
も
つ
て
測
固

し

つ
ゝ
進
ん
だ
、
先
づ
行
程
の
距
離
を
測
る
に

は
、あ
ら
か
じ
め
二
百
メ
ー
ト
ル
の
直
線
上
を
、

或
は
略
駐
に
乗
り
或
は
馬
に
乗
つ
て
行
進
し
、

こ
の
全
距
離
を
進
む
に
幾
歩
を
要
せ
し
か
、
又

何
秒
時
を
要
せ
し
か
を
測
り
、
幾
回
か
こ
の
方

法
を
繰
返
し
て
其
の
平
均
敷
を
求
め
、
こ
れ
を

常
に
標
準
と
し
て
行
程
を
測
り
な
が
ら
歩
を
進

め
た
。
ま
た
其
の
行
進
線
路
の
方
向
は
磁
針
に
　
　
しか

よ
つ
て

一
々
精
細
に
測
り

つ
ゝ
進
ん
だ
の
で
あ
る
、
然
し
な
が
ら
こ
れ
だ
け
で
は
誤
差
の
あ
る
こ
と
は

免
れ
な
い
、
殊
に
日
を
重
ぬ
る
に
従

つ
て
其
の
差
も
多
く
加
わ

つ
て
来
る
か
ら
、
予
は
時
々

一
ケ
所
に

滞
在
し
て
晴
夜
に
天
測
を
試
み
、
其
の
地
黙
の
経
緯
度
を
精
細
に
測
量
し
て
固
上
の
訂
正
を
行
ひ
、
そ

し
て
こ
の
行
進
中
に
は
、
線
路
上
の
地
物
は
勿
論
そ
の
雨
側
に
あ
る
所
の
も
の
は
、
出
来
得
る
だ
け
こ

れ
を
精
密
に
記
録
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
つ
た
、
即
ち
遠
方
の
山
で
あ
れ
ば
其
の
頂
黙
の
方
位
を

一
々

測
定
し
、
或

い
は
湖
水
で
あ
れ
ば
其
の
周
旧
に
あ
る
種
々
の
地
物
を
目
標
と
し
て
そ
の
形
を
蓋
き
、
ま

た
其
の
水
の
淡

・
鍼
…

（中
略
）
…
、　
一
の
山
ヽ
つ
い
て
も
、
其
の
名
稽
は
虎
に
よ

っ
て
違
ふ
の
で
あ

る
か
ら
、
各
方
面
の
土
人
に
聞
き
正
し
て
其
の
名
稗
を
記
録
し
て
置
い
た
の
で
あ
る
、
ま
た
途
上
に
於

て
屡
々
種
々
の
種
族
の
住
民
に
出
逢
つ
た
が
、
な
る
べ
く
彼
等
と
言
葉
を
交

へ
、
其
の
土
地
の
種
々
の

地
名
な
ど
を
聞
き
正
し
、
ま
た
其
の
風
俗

・
習
慣
等
を
知
る
こ
と
に
注
意
し
た
。
ま
た
山
を
越
え
る
場

合
等
に
於
て
は
、　
一
々
其
の
標
高
を
測
定
し
た
、
…

（中
略
）
…
ま
た
峠
の
頂
か
ら
は
常
に
出
来
得
る

限
リ
パ
ノ
ラ
マ
的
展
望
固
の
ス
ケ
ツ
チ
を
作
り
、
是
に
は
主
要
な
る
山
岳
の
方
位
等
を

一
々
測
定
し
て

記
入
し
て
お
い
た
、
…

（中
略
）
…

然
も
諸
君
が
予
の
講
演
に
向
つ
て
清
聴
せ
ら
れ
た
の
は
、
子
の
最
も
光
榮
と
す
る
所
で
あ
る
。
ま
た

若
し
青
年
諸
君
等
の
中
に
本
席
の
講
演
を
聞
き
、
予
と
志
を
同
し
て
ア
ジ
ア
大
陸
中
猶
残

つ
て
居
る
他

の
未
稜
の
地
方
を
探
検
さ
れ
ん
と
す
る
人
が
出
来
た
な
ら
ば
、
こ
は
予
の
最
も
幸
福
と
す
る
次
第
で
あ

る

（拍
手
大
喝
朱
）
」

（
山
崎
直
方
訳
述
に
よ
る
も
の
を
原
文
の
ま
ま
転
載
）

文
中
に
、
地
図
作
成

へ
の
意
気
込
み
と
真
摯
な
態
度
、
当
日
の
会
場
で
の
歓
呼
と
熱
気
が
伺
わ
れ
る
。

ヘ
デ
ィ
ン
の
地
図
は
、
明
治
か
ら
戦
前
に
か
け
て
日
本
の
陸
地
測
量
部
が
ア
ジ
ア
内
奥
部
を
含
め
て

作
成
し
て
い
た
東
亜
輿
地
図
等
の
原
資
料
と
し
て
も
使
わ
れ
、
戦
後
も
米
国
Ａ
Ｍ
Ｓ
が
作
成
し
た
百
万

分

一
地
図
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
で
利
用
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
、
地
理
的

・
民
俗
的
資
料
と
し
て
の
価
値
の

ほ
か
、
今
日
の
衛
星
測
量
の
時
代
と
な

っ
て
も
、
地
図
入
手
の
困
難
な
地
域
の
故
に
、
な
お
現
地
を
知

る
に
唯

一
の
も
の
と
し
て
の
存
在
価
値
を
持

っ
て
い
る
。

参
　
考
　
深
田
久
弥
ほ
か
監
修

『
ヘ
デ
ィ
ン
全
集
』
全

一
一
巻

・
白
水
社

（
一
九
六
四
）

金
子
民
雄
監
修

『
ス
ウ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
と
楼
蘭
王
国
展
」
（図
録

。
一
九
八
八
）

長
岡
正
利

「百
万
分

一
東
亜
輿
地
固
」

（
一
九
九

一
・
『地
図
』
三
回
連
載
）
　

　

（長
岡
正
利
）
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地図史料展観

(XXXXⅦ 。最終 )

新京都市計蓋固
内題 :満洲國新京國都建設計菫固

付,『新京都市計董概要』(満鐵経済調査會,昭和7年 )

國務院回都建設局発行,大同2年 (1933)

2万分 1,印刷図,109× 89cm(× 011)

基図は1万分 1空中写真測量図の縮図,

等高線は中華民国製 5万分 1地形図による。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
わ
が
国
が
外
邦
地
域

に
つ
い
て
作
成
し
て
き
た
各
種
の
地
図
に
つ
い

て
は
ま
だ
説
明
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
最
終

回
と
し
て
そ
の
例
を

一
点
。

紹
介
の
図
は
、　
一
九
三
二
（昭
和
七
）
年
に
、

現
在
の
中
国
東
北
地
方
に
建
国
さ
れ
、
十
三
年

間
だ
け
存
在
し
た
幻
の
よ
う
な
国
、
満
洲
国
の

首
岡
に
動
は
「
螂
肺
婦
鰤
嘲
債
』
』
が

れ
始
め

た
民
族
名
で
あ
り
、
後
に
地
方
名
と
し
て
も
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
は
、
満
洲
事
変

（
一
九
三

一
）を
契
機
と
し
て
、
こ
の
国
を
擁
立

し
た
が
、
関
東
軍
司
令
官
が
政
治
と
軍
事
の
全

権
を
握
る
植
民
地
的
愧
儡
国
家
で
あ
っ
た
。
そ

の
現
地
事
情
は
、
建
国
の
理
想

「
五
族
協
和
」

と
は
裏
腹
の
も
の
と
な
っ
た
た
め
、
中
国
全
土

に
お
け
る
民
族
的
屈
辱
感
か
ら
く
る
排
日
運
動

は
、　
一
九
二
七
年
の
事
変
後
に
一
層
厳
し
く
、

さ
ら
に
歴
史
は
日
米
開
戦
に
と
続
い
て
、
そ
の

国
家
は
日
本
の
敗
戦
と
と
も
に
消
滅
し
た
。

建
国
に
あ
た
っ
て
の
首
都
は
、
当
時
の
中
心

都
市
で
軍
閥
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
奉
天

（現

・

藩
陽
）
を
離
れ
た
長
春
と
さ
れ
、
新
京
と
改
称

さ
れ
た
。
そ
の
頃
の
長
春
は
、
帝
政
ロ
シ
ア
が

建
設
し
た
東
清
（支
）鉄
道

（
ハ
ル
ピ
ン
経
由
で

シ
ベ
リ
ア
鉄
道
へ
続
き
モ
ス
ク
ヮ
に
至
る
）と
、

日
本
が
日
露
戦
争
後
に
割
譲
さ
れ
て
い
た
南
満

洲
鉄
道
と
の
接
続
点
に
あ
た
る
人
口
十
万
人
程

度
の
街
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ

（図
中
央
部
や
や

上
の

一
角
）
を
含
む
約
八
十
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
大
地
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
に
お
け
る

よ
う
な
円
形
広
場
と
格
子
状
の
街
路
を
組
み
合

わ
せ
た
五
十
万
人
都
市
の
計
画
が
描
か
れ
た
。

計
画
図
の
概
要
を
見
れ
ば
、
既
成
市
街
地
に

接
し
て
、
北
東
に
工
業
地
域
、
南
西
に
行
政

・

商
業

・
住
居
な
ど
の
地
域
を
お
き
、
広
大
な
緑

地

・
公
園
を
配
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
凡
例
に

見
る
よ
う
に
、
十
二
種
の
用
途
地
域
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
日
本
国
内
で
は
珍
し
か
っ
た
下
水

道
も
計
画
さ
れ
、
市
内
交
通
は
、
騒
音
に
考
慮

し
て
無
軌
道
電
車
（ト
ロ
リ
ー
バ
ス
）
と
さ
れ
て

い
る
な
ど
、
斬
新
な
試
み
が
読
み
と
れ
る
。

ま
た
、
新
京
の
ほ
か
、
奉
天

・
大
連

・
ハ
ル

ピ
ン
な
ど
の
諸
都
市
に
お
い
て
も
同
様
に
、
日

本
国
内
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
大
規
模
な

都
市
計
画
に
基
づ
き
、
莫
大
な
資
金
と
資
材
、

人
材
を
投
じ
て
国
土
の
建
設
が
進
め
ら
れ
、
国

の
威
信
を
か
け
た
よ
う
な
壮
大
な
官
衛
な
ど
の

建
築
が
進
め
ら
れ
た
。

上
述
の

「理
想
」
は
空
虚
な
も
の
で
あ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
地
に
渡

っ
た
日
本
人

の
中
に
は
、
国
内
で
は
も
う
瑞
一К̈
に

，
１と
お
難
し

く
な
っ
て
い
た
夢
を
求
め
、
満
洲
の
理
想
を
信

じ
て
新
し
い
国
の
建
設
に
あ
た

っ
た
人
も
多

か
つ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
善
意
が
軍
に
利
用

さ
れ
、
結
果
と
し
て
侵
略
に
荷
担
し
て
挫
折
し

て
い
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
は
あ
る
が
。

そ
れ
ら
の
希
望
を
抱
い
た
人
々
の
、
見
果
て

ぬ
夢
の
結
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
現
在
の
こ

の
地
は
、
豊
富
な
資
源
を
利
用
し
た
工
業
と
農

業
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
る
。
往
時
の
都
市
計

画
は
そ
の
ま
ま
現
在
の
市
街
と
な
り
、
荘
重
な

建
造
物
が
今
も
健
在
の
例
も
多
い
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
明
治
中
期
以
降
、
日
本
が
近
隣

諸
国
へ
の
侵
略
的
政
策
を
と
る
と
と
も
に
、
軍

の
作
戦
や
統
治
上
の
必
要
か
ら
作
ら
れ
た
厖
大

な
各
種
地
図
が
あ
る
。
そ
の
作
成
範
囲
は
、
日

本
周
辺
に
始
ま
っ
て
ア
ジ
ア
大
陸
内
奥
部
に
ｃ

さ
ら
に
対
外
政
策
の
変
化
と
と
も
に
、
西
太
平

洋
周
縁
の
広
域
に
及
ん
だ
。
外
邦
図
と
し
て

一

括
さ
れ
る
ご
れ
ら
の
地
図
は
、
秘
図
扱
い
の
も

の
も
多
か
っ
た
た
め
、
そ
の
全
貌
は
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
。
敗
戦
時
に
三
宅
坂
の
参
謀

本
部
に
あ
っ
た
も
の
は
、
陸
軍
士
官
学
校
若
手

教
官
ら
が
、
軍
機
密
書
類
焼
却
の
煙
火
の
中
を

大
八
車
で
搬
出
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
占

領

（進
駐
）
軍
の
接
収
を
免
れ
た
そ
れ
ら
の
地

図
は
東
北
大
学
に
現
存
す
る
が
、
複
数
部
数

あ
っ
た
も
の
は
近
年
に
な
っ
て
国
立
国
会
図
書

館
や
国
土
地
理
院
な
ど
に
譲
与
さ
れ
た
。

今
は
静
誰
の
中
に
あ
る
こ
れ
ら
の
厖
大
な
地

図
群
の
存
在
を
想
う
と
き
、
あ
の
秒
漠
と
し
た

大
陸
に
あ
っ
て
、
落
日
の
美
し
さ
に
見
と
れ
つ

つ
苛
酷
な
条
件
下
で
地
図
作
成
を
進
め
、
或
い

は
散
華
し
た
人
々
の
こ
と
、
内
地
に
あ
っ
て
は

明
日
を
も
知
れ
な
い
敗
戦
後
の
惨
苦
と
荒
廃
の

中
で
、
こ
れ
ら
の
地
図
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と

し
た
人
々
の
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は

ゆ
か
な
い
。

参
　
　
考

児
島
襄
『満
州
帝
国
』
文
藝
春
秋
（
一
九
七
五

七
六
）

小
峰
和
夫
『満
洲
（
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
）
―
起
源
・植
民
・

覇
権
』
お
茶
の
水
書
房

（
一
九
九
一
）

長
岡
正
利
「陸
地
測
量
部
外
部
図
作
成
の
記
録
」
「地

図
』
３‐
巻
４
号

（
一
九
九
二
）

大
平
洋
戦
争
研
究
会
『図
説
―
満
州
帝
国
』
河
出
書
一房

新
社

（
一
九
九
六
）

（長
岡
正
利
）
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小屋便り

犀川上流にはかつて倉谷4ヶ村があつた。現在はそのすべてが無人となつた。

:|

ここがどこか分かるでしょうか?

中央に吊り橋が見えます。両脇に岩が突
き出ています。
そうです。ここが犀川ダムの建設地点で
す。犀川ダムができる前はこんな所だつ
たのです。

ここは二又地区。

中央下のほうに橋が見える。

二又は倉谷川と二又川が落ち合う場所に
あつた部落である。この地区がダムの底
に沈み、倉谷部落は沈まないものの孤立
してしまうためやむなく全員部落を放棄し
た。

ここは二俣新町。

かなりの個数の家がみえる。これはすべ

て犀川ダム建設によリダムの底に沈ん
だ。その沈む直前の村の様子っ当時200
人ほど住んでいたらしい。

ダムの水が渇水でほとんどなくなると、今
でもその家屋の一部を見ることができる。

1丁丁丁丁丁T下丁丁丁丁丁

-70-
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「自然人」NO.48(橋 本確文堂)の コピーです。

p.78か らご覧下さい。

「魔
の
滝
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
コ

ー
ス
の
大
半
は
沢
沿
い
に
歩
＜
の
で
、

が
な
り
の
登
出
経
験
が
必
要
だ
。

高
三
郎
Ш
へ
の
登
出
道
で
あ
る
長
尾

根
を
登
り
、
ロ
ボ
ツ
ト
雨
量
観
測
所
へ

の
道
へ
入
り
、
下
り
切
っ
た
場
所
が
ら

左
手
へ
入
る
。
イ
ワ
ナ
釦
り
の
人
が

入
っ
て
お
り
、
そ
の
踏
み
跡
を
た
ど
っ

て
卜
谷
へ
下
る
。
滑
り
や
す
い
谷
な
の

で
注
意
し
て
下
ろ
う
。
滝
が
か
が
っ
て

い
る
場
所
は
右
側
を
巻
く
。

三
又
川
に
出
る
と
川
の
中
を
歩
く
こ

と
が
多
＜
な
る
。
滑
り
流
れ
る
よ
う
な

滝
が
続
き
、
淵
を
巻
き
終
え
る
と
七
月

で
も
残
雪
が
あ
る
。
と
き
に
は
雪
橋
の

下
を
く
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
懐
中

電
灯
を
用
意
し
て
い
く
と
よ
い
。
こ
こ

ま
で
＜
る
と
犀
滝
は
近
い
。

●
大
門
山
と
奈
良
岳

登
出
□
は
富
出
県
福
光
町
と
上
平
村

と
の
境
に
あ
た
る
ブ
ナ
オ
峠
に
あ
る
。

ブ
ナ
オ
峠
へ
の
県
道
は
通
行
止
め
が

多
い
道
な
の
で
、
道
路
の
状
態
を
福
光

町
役
場
が
上
平
村
役
場
へ
問
い
合
わ
せ

て
か
ら
行
動
す
る
。

峠
か
ら
ブ
ナ
の
本
が
茂
る
尾
根
道
を

赤
摩
木
古
出
と
の
分
岐
ま
で
た
ど
る
。

そ
こ
で
右
手
の
道
へ
入
る
と
大
門
山
頂

上
へ
と
導
い
て
＜
れ
る
。

写真 2 犀川の山はどこを向いてもブナばかり。新緑と秋の

紅葉がよい (撮影/中村和男)

奈
良
岳
へ
は
先
ほ
ど
の
分
岐
ま
で
戻

り
、
尾
根
筋
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
道
を

た
ど
る
。
最
初
の
ピ
ー
ク
の
赤
摩
本
古

山
は
眺
望
が
よ
い
。　
一
般
の
登
Ш
者
は

こ
こ
で
引
き
返

し
た
ほ
う
が
よ

い
。急

坂
を
下
っ

た
と
こ
ろ
の
右

側
、
倉
谷
川
源

流
部
の
バ
シ
ョ

バ
平
に
は
ミ
ズ

バ
シ
ョ
ウ
の
群

落
が
見
ら
れ
、

ニ
ッ
コ
ウ
キ
ス
ゲ
や
コ
バ
イ
ケ
イ
ソ
ウ

も
多
い
。

続
＜
見
越
出
ま
で
の
間
は
、
石
川
県

側
は
ブ
ナ
林
だ
が
富
出
県
側
は
視
界
づ

開
け
る
。
見
越
出
に
近
づ
＜
と
花
も
多

＜
な
り
、
眺
望
も
よ
＜
な
る
。

奈
良
岳
へ
は
い
っ
た
ん
下
っ
て
か
ら

登
り
直
す
。
急
な
下
り
が
あ
っ
て
チ
シ

マ
ザ
サ
づ
茂
る
道
を
登
る
。
登
り
が
緩

く
な
る
と
ほ
ど
な
＜
し
て
石
仏
を
ま

つ
っ
て
あ
る
Ш
頂
に
着
＜
。
大
笠
出
や

自
由
な
ど
の
眺
望
が
よ
い
。

※
犀
奥

「犀
奥
」
と
は
、
山
岳
会
グ
ル
ー
プ

・
ナ
カ
オ

（現
、
金
沢
ナ
カ
オ
山
岳
会
）
が
昭
和
四
十
八

年

（
一
九
七
三
）
に

「な
か
お
犀
奥

（犀
川
源

流
）
特
集
」
を
発
行
し
て
以
来
、
使
わ
れ
だ
し

た
言
葉
で
あ
る
。
厳
密
な
犀
川
源
流
域
よ
り
広

い
範
囲
を
さ
す
呼
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
。

写真 3 犀奥の盟主・奈良岳の頂上。
奥に大笠山と白山が見える

(撮 影/中村和男)

ワ
ー

◆
金
大
ワ
ン
グ
ル
と

澤
奥
の
出

金
大
ワ
ン
グ
ル

（金
沢
大
学
ワ
ン
ダ

ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
）
が
結
成
さ
れ
た
の

は
昭
和
三
十
三
年

（
一
九
五
八
）、設
立

当
初
は
医
王
出
や
白
出
に
目
を
向
け
て

い
た
よ
う
だ
。
医
王
出
や
白
出
に
そ
れ

ぞ
れ
ワ
ン
グ
ル
道
を
開
設
し
て
い
る
。

金
大
ワ
ン
ゲ
ル
が
犀
奥
の
出
に
関
心

を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
三
十

八
年
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
医
王
出
が
有

料
化
さ
れ
活
動
の
場
を
犀
奥
に
求
め
た

の
が

一
因
で
あ
る
。
そ
の
拠
点
と
な
る

出
小
屋
を
倉
谷
に
昭
和
三
十
九
年
に
設

置
、
翌
年
に
高
三
郎
出
へ
登
る
新
道
（長

尾
根
～
ク
ラ
コ
シ
尾
根
）
を
開
設
し

た
。
以
後
、
犀
滝
ル
ー
ト
や
、
高
三
郎

山
～
見
越
出
間

（現
在
、
廃
道
）、奈
良

岳
～
大
門
出
間

（現
在
、
富
出
県
が
整

備
）
の
登
出
道
を
開
設
、
山
小
屋

・
ベ

ル
ク
ハ
イ
ム
も
三
度
改
築
し
て
い
る
。

金
沢
市
域
が
ら
登
れ
る
唯

一
の
犀
奥

の
出
、
高
三
郎
由
へ
の
登
出
道
整
備
を

．現
在
も
行
っ
て
い
る
。

林
　
正

一

（金
沢
ナ
カ
オ
山
岳
会
）

雷 ヒ基讐雲 ,`.鍵 こ:ふ二套嘉 二 tξ∫:0た違|.声′二

F会を設■ 姜
=lt表

会晏。環境
=自

然公糧指導蔓 石i県議然公ESi境員

を
=方

をも '豊■1を■くJなど自然関篠 書か多修ある。
⑪
審



金
沢
の
市
街
地
を
流
れ
る
犀
川
の
源

流
域
に
は
、
最
高
峰
の
奈
良
岳
を
中
出

に
し
て
富
士
出
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が

ら
「加
賀
富
士
」
と
い
わ
れ
る
大
門
山
、

三
つ
峰
の
ア
ル
ベ
ン
的
Ш
容
の
高
三
郎

出
な
ど
の
出
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
出
を

総
称
し
て

「
犀
奥
の
出

（
※
と
と
称
し

て
い
る
。
が
つ
て
は

「
秘
境
の
出
」
で

あ
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
全
国
の
登

山
者
の
目
に
と
ま
る
よ
う
に
な
り
、
登

山
□
に
県
外
ナ
ン
バ
ー
の
車
を
見
か
け

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

●
倉
谷
集
落
跡
と
高
三
郎
山

犀
川
沿
い
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
車
は

犀
川
ダ
ム
で
行
き
止
ま
り
に
な
る
。
以

後
、ダ
ム
湖
の
右
岸
（向
が
っ
て
左
側
）

に
あ
る
歩
道
を
た
ど
る
。
道
の
両
側
は

夕
ニ
ウ
ツ
ギ
が
並
ぶ
の
で
五
月
の
花
ど

き
は
美
し
い
。
途
中
の
ブ
ナ
林
は
、
ダ

ム
湖
に
沈
ん
だ
二
又
集
落
を
雪
崩
か
ら

守
っ
て
き
た
林
の
名
残
で
あ
る
。
足
場

の
悪
い
崩
壊
箇
所
を
通
る
の
で
、
足
元

に
注
意
し
て
ほ
し
い
。

ダ
ム
湘
に
架
か
る
つ
り
橋
を
渡
り
、

左
手
へ
行
＜
と
ほ
ど
な
＜
し
て
倉
谷
の

集
落
跡
に
出
る
。
石
垣
や
石
碑
に
集
落

の
名
残
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

集
落
跡
よ
り
上
流
へ
少
し
行
く
と
金
沢

大
学
ワ
ン
ダ
ー
フ
オ
ー
ゲ
ル
部
の
出
小

屋

・
ベ
ル
ク
ハ
イ
ム

（非
公
開
）
が
あ

る
。
こ
の
下
あ
た
り
は
広
場
に
な
っ
て

い
る
の
で
憩
う
の
に
よ
い
。
ハ
イ
カ
ー

は
、
こ
の
あ
た
り
で
引
き
返
し
て
い

る
。倉

谷
川
沿
い
に
さ
ら
に
さ
が
の
ぼ

る
。
金
Ш
谷
を
渡
っ
た
所
に
長
尾
根
と

ク
ラ
コ
シ
尾
根
を
経
由
し
て
の
高
三
郎

出
登
出
道
が
あ
る
が
＼
こ
の
先
に
あ
る

コ
シ
ア
ゲ
谷
を
渡
っ
た
所
の
シ
ャ
ク
ナ

ゲ
尾
根
に
つ
け
ら
れ
た
道
の
ほ
う
が
登

り
や
す
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
急
坂

の
箇
所
ざ
か
な
り
あ
る
。

ホ
ン
シ
ヤ
ク
ナ
ゲ
の
群
落
び
見
ら
れ

る
の
が
高
三
郎
山
の
魅
力
、
標
高
九
〇

〇
厨
を
超
え
る
あ
た
り
か
ら
目
に
入

る
。
ク
ラ
コ
シ
尾
根
を
経
由
し
て
き
た

道
と
合
流
す
る
と
登
り
は

一
層
急
坂
と

な
る
。
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
開
花
期
で
あ
る

五
月
中
旬
こ
ろ
は
雪
上
歩
き
で
あ
る
。

着
い
た
頂
上
は
雪
で
覆
わ
れ
て
い
る
と

き
は
広
い
が
、
夏
が
ら
秋
に
が
け
て
は

三
角
点
の
周
囲
は
背
丈
以
上
の
チ
シ
マ

ザ
サ
に
囲
讀
れ
て
い
て
眺
望
は
よ
＜
な

い
。下

出
は
合
流
点
ま
で
一戻
っ
て
在
の
ワ

ラ
コ
シ
尾
根
の
道
へ
入
る
。
こ
の
尾
根

も
ホ
ン
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
ど
多
い
。
岩
が
露

出
し
て
い
る
場
所
も
あ
る
の
で
足
元
に

十
分
注
意
し
て
ほ
し
い
。
ブ
ナ
林
に
入

る
と
長
尾
根
と
の
含
流
点
づ
近
い
、
砺

倉
に
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
雨
量
観
測
所
へ

の
分
岐
で
右
へ
入
る
。
し
ば
ら
＜
は
ブ

ナ
林
の
下
り
が
続
き
、
ユ
キ
ツ
バ
キ
が

目
立
っ
て
＜
る
よ
う
に
な
る
と
急
坂
Ｅ

変
わ
る
。
こ
の
下
り
は
疲
れ
た
足
に
は

こ
た
え
る
。

金
Ш
谷
へ
下
っ
た
後
は
来
た
道
を
戻

る
。

●
犀
滝

犀
川
の
源
流
の
ひ
と
つ
で
あ
る
二
又

川
に
な
が
る
滝
で
藩
差
三
十
厨
ほ
ど
あ

る
。
遭
難
者
を
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
て

◆
倉
谷
の
歴
史

寿
永
三
年

（
一
一
八
三
）、
砺
波
出

の
合
戦
で
敗
れ
た
平
家
の
落
武
者
が
住

ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
倉
谷
が
記

録
に
登
場
し
て
＜
る
の
は
、
前
田
利
家

が
金
沢
城
へ
入
城
し
て
が
ら
。
利
家
に

氷
を
献
上
し
＼
佐
マ
と
の
戦
い
の
際
に

陣
屋
設
営
に
あ
た
っ
た
と
あ
る
。
そ
し

て
三
百
年
も
の
間
、
金
銀
を
産
出
し
た

鉱
出
の
歴
史
が
倉
谷
Ｅ
花
を
そ
え
る
。

慶
長
十
三
年

（
Ｉ
ハ
〇
八
）
に
最
初

の
発
掘
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
数
度
の

体
鉱
と
経
営
者
の
交
替
が
あ
っ
た
が
明

治
四
十
三
年
２

九

一
〇
）ま
で
続
き
、

最
盛
時
に
は
四
百
戸
も
の
家
が
並
ん
だ

と
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
十
六
年

（
一
九
四

一
）

一
月
、

倉
谷
鉱
山
再
興
の
試
掘
が
始
試
っ
た
も

の
の
七
人
が
雪
崩
の
犠
牲
に
あ
い
死

亡
、
そ
の
葬
儀
の
場
へ
も
雪
崩
が
押
し

寄
せ
十
四
名
圧
死
と
い
う
惨
事
に
見
舞

わ
れ
た
。鉱
出
の
再
興
は
な
ら
な
が
っ
た
。

犀
川
を
せ
き
止
め
て
の
多
目
的
ダ
ム

建
設
が
進
み
、
昭
和
三
十
八
年

（
一
九

六
三
）
十
月
、
住
み
慣
れ
た
古
里
を
離

れ
全
戸
が
金
沢
へ
出
た
。

林
　
正

一

（金
沢
ナ
カ
オ
山
岳
会
）

写真 1 犀川ダムに近づくと前方に形のよい高三郎山がそびえ
る (撮影/舟田節子)
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繁
殖
期
に
あ
た
る
五
月
が
ら
六
月
に

は
、
寺
津
が
ら
倉
谷
ま
で
の
範
囲
で
は

ホ
オ
ジ
ロ
と
ヒ
ョ
ド
リ
が
非
常
に
多

く
、
全
個
体
数
の
約
二
分
の

一
を
占

め
、
次
い
で
ウ
グ
イ
ス
、
ヤ
ブ
サ
メ
、

オ
オ
ル
リ
が
多
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

ま
た
高
三
郎
出
の
登
山
道
で
は
＼
コ

ル
リ
と
ウ
グ
イ
ス
が
比
較
的
多
＜

（全

個
体
数
の
約
三
割
）＼
次
い
で
シ
ジ
ュ
ウ

カ
ラ
、
ヒ
ガ
ラ
、
カ
ケ
ス
の
順
と
な
っ

て
い
た
。
ホ
シ
ガ
ラ
ス
、
ウ
ソ
＼
コ
マ

ド
リ
、
ビ
ン
ズ
イ
、
ク
ロ
ジ
な
ど
、
本

来
は
よ
り
標
高
の
高
い
と
こ
ろ
を
中
心

に
す
ん
で
い
る
鳥
も
見
つ
か
っ
た
。

∧
イ
ヌ
ワ
シ
と
の
出
会
い
∨

鳥
類
個
体
数
調
査
の
中
で
何
度
が
見

て
い
た
イ
ヌ
ワ
シ
だ
づ
、　
一
九
七
四
年

の
五
月
の
出
会
い
は
、
そ
の
後
の
私
の

進
路
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
巣
の
発
見
と
雛
の
巣
立
ち
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の

三
年
後
が
ら
、
県
の
調
査
と
し
て
こ
の

鳥
を
調
べ
る
こ
と
に
な
り
、
多
＜
の
後

輩
の
協
力
を
得
て
、
こ
の
地
域
に
二
つ

が
い
い
る
こ
と
や
、
そ
れ
ら
の
行
動
範

囲
を
つ
ガ
む
こ
と
で
で
き
た
。

イ
ヌ
ワ
シ
の
存
在
は
、
そ
れ
を
支
え

る
餌
と
な
る
動
物

（
ノ
ウ
サ
ギ
、
ヤ
マ

ド
リ
、
ヘ
ビ
類
な
ど
）
、
そ
し
て
そ
れ
ら

の
動
物
を
支
え
る
生
き
物
な
ど
、
こ
の

地
域
の
自
然
の
豊
か
さ
の
証
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
見
つ
け
た
い
方
は
、
犀
川
ダ

ム
が
ら
周
辺
の
出
の
稜
線
を
注
意
深
く

観
察
し
て
い
る
と
出
会
え
る
は
ず
で
あ

る
。

∧
ニ
ホ
ン
ザ
ル
∨

こ
の
地
域
で
は
、
昭
和
の
初
め
が
ら

記
録
が
な
が
っ
た
が
、　
一
九
七

一
年
こ

ろ
成
ヶ
峰
付
近
で
発
見
さ
れ
、
私
の
鳥

類
調
査
時
期

（
一
九
七
三
～

一
九
七
六

年
）
に
、
高
三
郎
出
の
ク
ラ
コ
シ
尾
根

で
糞
や
姿
を
何
度
が
見
て
お
り
、　
一
九

八

一
年
五
月
に
は
同
じ
と
こ
ろ
で
少
な

＜
と
も
九
頭
を
確
認
し
た
。　
一
九
九
二

年
六
月
と

一
九
九
三
年
六
月
に
は
、
犀

滝
の
上
流
お
よ
び
奈
良
岳
や
見
越
Ш
周

辺
で
姿
や
糞
、
食
べ
跡
を
複
数
確
認
し

た
。
ま
た
、　
一
九
九
六
年
五
用
に
は
高

三
郎
山
の
ナ
ガ
尾
根
で
、
連
続
し
て
新

し
い
糞
を
見
て
い
る
。

一
九
九
八
年
二
月
に
は
、
滝
澤
均
氏

（
い
し
か
わ
動
物
園
）
に
よ
り
犀
川
ダ

ム
下
流
の
左
岸
で
四
十
二
頭
が
数
え
ら

れ
て
い
る
。
犀
川
源
流
地
域
に
複
数
の

群
れ
ど
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

∧
そ
の
他
の
動
物
∨

カ
モ
シ
カ
は
こ
こ
三
十
年
で
数
が
増

え
、
近
年
は
ダ
ム
よ
り
は
る
が
下
流
の

集
落
周
辺
で
普
通
に
み
ら
ね
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
は
＼
缶
年
、
春
の
有

害
鳥
獣
駆
除
の
時
期
に
何
頭
が
捕
獲
さ

れ
て
あ
り
、
ブ
ナ
に
つ
け
ら

れ
た
爪
痕
な
ど
が
ら
判
断
す

る
と
、
こ
の
地
域
全
域
に
す

ば
　
　
　
ん
で
い
る
が
、
数
は
あ
ま
り

飾
た。　
　
多
＜
な
い
よ
う
だ
。

鋼
れ
　
　
　
つ」の
他
、
希
少
な
動
物
と

に
報
　
　
し
て
は
ヽ
ヤ
マ
ネ
（
一九
七

泥
姿ヽ
　
　
一二年
ク
ラ
コ
シ
尾
根
）、オ
コ

∝
力
に
　
　
ジ
∃

（
一
九
七
三
年
五
月
シ

勤
クヽ
釧　
　
ャ
ワ
ナ
ゲ
尾
根
）、カ
ワ
ネ
ズ

や
田
発　
　
ミ
（倉
谷
）
を
目
撃
し
て
い

二
月
た
　
る
。

『
ｍ
動

　

牡
鴻
箱
燿
一
白
山
自
然
保
護

◆
犀
川
源
流
自
然

環
境
保
全
地
域

犀
川
源
流
域

一
帯
は
、
昭
和
五
十
三

年

（
一
九
七
八
）
に
県
の
自
然
環
境
保

全
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
面
積
は

八

一
一　
五
粉
で
、
全
域
が
特
別
地
区

と
な
っ
て
お
り
、
土
地
の
形
状
変
更
や

本
竹
の
伐
採
等
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

区
域
は
五
十
二
ぺ
―
ジ
の
国
の
と
お
り

で
あ
る
が
、
自
出
国
立
公
園
区
域
と
は

奥
三
万
出
と
奈
良
岳
を
結
ぶ
尾
根
お
よ

び
見
越
山
Ｅ
が
け
て
の
石
川

・
富
出
県

莞
稜
線
で
接
し
て
い
る
。

ま
た
、
薫
成
十
年

（
一
几
几
八
）
に

は
、
人
坂
三
林
局
が
自
然
環
境
保
全
地

域
を
含
む

一
τ
九
四
診
の
国
有
林
を

「犀
ｉｌｌ
源
流
森
林
生
物
遺
伝
資
源
保
存

林
ご
ｒ
一設
定
し
た
。
こ
れ
は
、
生
物
合
（

源
を
保
存
す
る
た
め
、
良
好
な
自
然
林

を
そ
の
ま
ま
残
そ
う
と
い
う
も
の
で
、

一
九
九
九
年
五
用
現
在
、
全
国
で
十
カ

所
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の

区
域
は
＼
環
境
庁
が
指
定
す
る
自
上
国

設
鳥
獣
保
護
区
の

一
部
で
あ
る
ほ
か
、

千
粉
以
上
の
源
流
域
Ｅ
人
工
物
や
伐
採

地
が
な
い

「原
生
流
域
」
に
も
な
っ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
犀
川
源
流
地
域
は
、

自
由
地
域
と

一
体
で
あ
り
、
県
内
で
最

も
原
生
的
な
自
然
が
残
る
極
め
て
重
要

な
地
域
で
あ
る
と
い
え
る
。

（石
川
県
環
境
安
全
部
自
然
保
護
課
）
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1   崇饗幸7

ま
た
が
る
自
然
度
の
高
い
ブ
ナ
林
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
高
三
郎
出
や
県

境
稜
線
の
痩
せ
た
岩
が
ち
の
尾
根
に

は
、
ヒ
ノ
キ
や
ク
ロ
ベ

（ネ
ズ
コ
）、キ

タ
ゴ
∃
ウ
な
ど
が
ら
な
る
ク
ロ
ベ
ー
ヒ

メ
コ
マ
ツ
林
が
成
立
し
、
林
床
に
ア
カ

ミ
ノ
イ
ヌ
ツ
ゲ
や
ホ
ン
シ
ヤ
ク
ナ
ゲ
の

群
落
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。

さ
ら
に
、
奈
良
岳
や
見
越
出
の
出
頂

付
近
を
は
じ
め
、
局
所
的
に
ダ
ケ
カ
ン

バ
や
オ
オ
シ
ラ
ビ
ツ
な
ど
の
亜
高
山
帯

檀
生
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の

植
生

（ブ
ナ
林
、
ク
ロ
ベ
ー
ヒ
メ
コ
マ

ツ
林
、
ダ
ケ
カ
ン
バ
林
）
は
、
環
境
庁

の
自
然
環
境
保
全
基
礎
調
査
に
よ
る

「
保
護
上
重
要
な
植
物
群
落

（特
定
植

物
群
落
ン
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

渓
谷
部
に
は
、
ト
チ
ノ
キ
や
サ
ワ
グ

ル
ミ
が
優
占
す
る
出
地
渓
畔
林
が
み
ら

れ
、
シ
シ
ウ
ド
や
イ
タ
ド
リ
な
ど
が
ら

な
る
出
地
高
茎
草
原
も
発
達
し
て
い

る
。ま

た
、
特
筆
す
べ
き
植
生
と
し
て
、

赤
摩
本
古
出

・
見
越
出
間
の
湿
地
に
み

ら
れ
る
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
、
リ
ュ
ウ
キ
ン

カ
な
ど
の
群
落
や
見
越
出
Ш
頂
付
近
の

湿
っ
た
岩
場
に
み
ら
れ
る
ニ
ツ
コ
ウ
キ

ス
ゲ
、
コ
バ
イ
ケ
イ
ソ
ウ
、
ヒ
メ
シ
ャ

ガ
、
イ
ワ
シ
∃
ウ
ブ
、
カ
ラ
イ
ト
ソ
ウ

な
ど
が
ら
な
る
群
落
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
の
ほ
が
犀
川
源
流
域
で
は
、
キ
ヤ
ラ

ボ
ワ
、
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
、
オ
オ
バ
ツ

ツ
ジ
な
ど
の
稀
少
な
植
物
が
確
認
ま
た

は
記
録
さ
れ
て
い
る
。

栂
　
典
雅

（石
川
植
物
の
会
）

※
チ
シ
マ
ザ
サ
ー
プ
ナ
群
集

植
生
区
分
の
ひ
と
つ
で
、
県
内
の
白
山
山
系
に

多
い
ブ
ナ
林
の
タ
イ
プ
。
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
、

ミ
ネ
カ
エ
デ
、オ
オ
カ
メ
ノ
キ
、チ
シ
マ
ザ
サ
、

ト
ク
ワ
カ
ソ
ウ
、
ツ
バ
メ
オ
モ
ト
な
ど
の
植
物

か
ら
な
る
。

●
動
物

犀
川
源
流
地
域
は
、
気
象
、
地
形
、

植
生
と
も
に
尾
添
川
流
域
な
ど
白
出
北

部
の
自
然
環
境
に
類
似
し
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
人
工
物
づ
ほ
と
ん
ど
な
＜

幾
度
と
な
く
通
っ
た
。
犀
川
上
流
の
寺

津
町
か
ら
歩
い
て
、
犀
川
ダ
ム
、
倉
谷

を
通
り
、
高
三
郎
出
の
出
頂
ま
で
の
間

の
鳥
類
個
体
数
調
査
は
、
四
十
数
回

行
っ
た
。

そ
の
結
果
、
九
十
六
種
を
記
録
し
、

写真 4 コゼンタチバナ
見越山から奈良岳にかけては、亜高山性の植物がみられる

人
の
入
出
も
限
ら

れ
て
い
る
こ
と
な

ど
が
、
現
在
の
良

好
な
自
然
の
存
在

に
結
び
つ
い
て
い

る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
こ
で
は
、

比
較
的
調
査
の
で

き
て
い
る
鳥
類
全

般
と
イ
ヌ
ワ
シ
、

そ
し
て
ニ
ホ
ン
ザ

ル
を
中
心
に
お
話

し
よ
う
。

∧
繁
殖
期
の
代
表

的
な
鳥
∨

金
沢
大
学
の
学

生
で
あ
っ
た

一
九

七
〇
年
代
、
私
は

ワ
ン
ダ
ー
フ
オ
ー

ゲ
ル
部
の
出
行

や
、
卒
業
研
究
の

鳥
類
調
査

の
た

め
、
こ
の
地
域
へ

は
季
節
を
問
わ
ず

炉 琴治
乙 頸

写真 5 イヌワシ
犀川源流地域には 2つがいがすんでいる(

54
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写真 6 イヌワシ若鳥
5月下旬～ 6月 に巣立つ



●
位
置
と
地
形

犀
川
は
、
自
出
出
系
の
北
端
に
あ
た

る
出
々
に
源
を
発
し
、
金
沢
市
街
を
貫

流
し
て
日
本
海
に
注
ぐ
全
長
約
四
十
五

麟
、
流
域
面
積
約
二
百
五
十
平
万
版
の

二
級
河
川
で
あ
る
。
白
出
の
主
峰
、

御
前
峰

（二
七
〇
二
肝
）
か
ら
北
Ｅ
延

び
る
石
川

・
岐
阜
の
県
境
稜
線
は
、
北

部
自
由
地
域
と
も
称
さ
ね
る
三
万
岩
岳

（
一
ｔ
三
六
厨
）
や
笈
ヶ
岳

（
一
八

四

一
暦
）
を
経
て
、
石
川

・
富
出
県
境

と
な
り
、
次
第
に
標
高
を
下
げ
な
が
ら

医
王
Ш
に
連
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
金
沢
市
域
の
最
高
地
点
で
あ
る
奈

良
岳

（
一
六
四
四
研
）
や
大
門
出

（
一

五
七

一
厨
）
な
ど
の
出
岳
が
犀
川
の
源

流
域
を
成
し
て
お
り
、
西
は
手
取
川
水

系
の
瀬
波
川
お
よ
び
直
海
谷
川
、
東
は

小
矢
部
川
お
よ
び
浅
野
川
と
の
分
水
讀

で
囲
ま
れ
た
区
域
の
水
を
集
め
て
い

る
。ま

た
、
見
越
出

（
一
六
二

一
暦
）
が

ら
高
三
郎
出

（
一
四
二

一
暦
）
に
至
る

尾
根
に
よ
っ
て
源
流
域
は
三
分
さ
れ
、

西
を
流
れ
る
本
流
の
二
又
川
と
東
を
流

れ
る
倉
谷
川
ガ
犀
川
ダ
ム
湖
の
上

流
部
で
含
流
し
て
い
る
。

一
帯
は
、
浸
食
の
進
ん
だ
深
い

Ｖ
字
渓
谷
と
痩
せ
た
尾
根
か
ら
な

る
急
崚
な
地
形
ガ
大
半
を
占
め

る
。
二
叉
川
の
源
流
部
は
、
落
差

約
三
十
厨
の
犀
滝
を
除
い
て
比
較

的
穏
や
が
な
渓
相
で
あ
り
、
鉤
り

人
も
か
な
り
入
っ
て
い
る
が
、
倉

谷
川
の
源
流
部
は
、滝
や
〃廊
下
〃

と
呼
ば
れ
る
両
岸
ガ
切
り
立
っ
た

絶
壁
が
続
き
、
容
易
に
人
を
寄
せ

つ
け
な
い
険
谷
で
あ
る
。

き
た
＼
熊
走
大
橋
が
架
が
る
あ

た
り
は
小
規
模
な
が
ら
峡
谷
と

な
っ
て
お
り
、
上
寺
津
発
電
所
が

ら
下
流
に
か
け
て
み
ら
れ
る
河
成

段
丘
の
段
丘
面
は
集
落
や
水
田
に
利
用

さ
ね
て
い
る
。

●
植
生

こ
の
区
域
の
標
高
は
、
駒

帰

町
の

一
ｔ
Ｏ
暦
が
ら
犀
川
源
流
域
の
最
高
峰

で
あ
る
奈
良
岳
の

一
六
四
四
暦
ま
で
の

幅
を
持
っ
て
い
る
ど
、
植
生
帯
別
の
面

積
と
し
て
は
、
大
部
分
が
ブ
ナ
帯

（三

五
〇
～

一
六
〇
〇
暦
）
に
属
す
る
。

犀
川
ダ

ム
が
ら
下
流
域

で
は
、

水
葉
出

（八
九

一
厨
）
や
吉
次
山

（八

〇
〇
滸
）
な
ど
の
出
頂
付
近
に
ブ
ナ
林

が
残
る
ほ
か
は
、
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
二

次
林
や
ス
ギ
檀
林
が
多
＜
、
河
川
部
分

に
は
ケ
ヤ
キ
や
オ
ニ
グ
ル
ミ
な
ど
の
峡

谷
林
も
み
ら
ね
る
。

犀
川
ダ
ム
が
ら
上
流
域
で
は
＼
ダ
ム

に
よ
っ
て
廃
村
と
な
っ
た
倉
谷

・
三
叉

の
両
集
落
で
炭
燒
や
林
業
が
営
ま
れ
て

い
た
た
め
、
集
落
の
周
辺
が
ら
標
高
八

〇
〇
暦
あ
た
り
ま
で
は
、
ミ
ズ
ナ
ラ
な

ど
の
二
次
林
や
ス
ギ
檀
林
と
な
っ
て
い

る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
が
し
、
源
流
域

の
大
半
は
チ
シ
マ
ザ
サ
ー
ブ
ナ
群
集

（
※
）
が
占
め
、
直
海
谷
川
源
流
域
に

痩せた岩尾根にクロベーヒメコマツ林が成立する (左下)  _75-

写真 1 犀川 (二又川)源頭部 7月 まで雪が残る (6月 27日 撮影)

写真 2 高二郎山ナガ尾根のブナ林 (チシマザサーブナ群集)

写真 3 高三郎山クラコシ尾根
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秀麗な姿で知られる「加賀富士J大 門山(高 三郎山から)(T) 二又|の大淵 (T)

見越山山I頁付近に咲 くニ ッコウキ

スゲ [右 ]と コバイケイソウ[左](T)

高三郎山クラコシ尾根を登る (T)

五月の高三郎山を彩るホンシヤクナゲ (高 三郎山クラコシ尾根)(T)



栂 典雅 (19期 )中村

上馬 康生 (15期 )舟田

和男 (金沢ナカオ山岳会 )

節子 (金沢ナカオ山岳会・ 15期 )

身近な自然再発見ガイ ド01

犀

川

源
流

大桑橋から望む犀川源流の山々

左から高二郎山、奈良岳 (右は大笠山)

手前の山は、左が吉次山、右が挙原

山 (T)

撮影/栂 典雅 (T)

中村和男 (N)

初
夏
の
こ
ろ
、
金
沢
の
市
街
地
か
ら
犀
川
の
上
流
の
方
を
眺

０

め
る
と
、緑
に
染
ま
る
山
並
み
の
奥
に
、ま
だ
雪
を
頂
く
白
い
峰
々

が
目
に
つ
く
。犀
川
は
、
そ
う
い
つ
た
山
を
源
流
と
す
る
川
で
あ
る
。

”
流
れ
ゆ
た
け
き
犀
川
や
影
静
か
な
る
浅
野
川
”と
「金
沢
市
民

の
歌
」
に
唄
わ
れ
る
と
お
り
、
穏
や
か
な
浅
野
川
を
女
川
と
表
現

す
る
の
に
対
し
、
犀
川
は
男
川
と
さ
れ
る
。
フ」
の
よ
う
な
二
つ
の

川
の
風
情
や
性
格
を
特
徴
づ
け
る
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
源
流
域

の
違
い
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

今
回
の
特
集
で
は
、
犀
川
流
域
の
う
ち
、
金
沢
市
の
駒
帰
町
や

熊
走
町
よ
り
上
流
の

一
帯
（内
川
を
除
く
）
を
対
象
と
し
て
、
そ

の
豊
か
な
自
然
や
登
山
コ
ー
ス
な
ど
を
紹
介
し
よ
う
。
（栂
　
典
雅
）

熊走大橋付近の

犀川と水葉山 (T)

-78-

順尾山から望む犀‖源流の山  々 左 :大門山 中 :見越山 右 :高三郎山 (T)

残雪の犀 |1源 流の山 々 左 :高 三郎山 中 :奈 良岳 右 :見 越山 (大 笠山から五月上旬 )(T)
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