
と力

動舌
◎
◎
'

山 脈 の 魅

ンクラブの

高

ア

日

フ

健橋高

た か は し ・た け し

埼玉県生 まれ。 立 正 大学

(自然地理学)卒 業後 、北

海道 に移 り日高町教育委員

会に社会教育主事 として勤

務。 日高山脈 ファンクラブ
を設立、事務局を担当。

本
文
の
趣
旨

自
然
を
売
り
物
に
し
な
が
ら
も
、
日
本
で
も

っ
と

も
開
発
行
政
を
進
あ
て
い
る
北
海
道
に
あ

っ
て
、
日

高
山
脈
は
日
本
の
中
で
原
始
性
を
有
す
る
優
れ
た
自

然
の
ひ
と

つ
で
す
。
し
か
し
、
開
発
は
山
の
奥
深
く

ま
で
進
ん
で
い
ま
す
。
旦
局
山
脈
の
自
然
を
市
民
の

手
で
次
世
代
に
引
継
い
で
い
く
た
め
に

「
旦
口同
山
脈

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」
が
設
立
さ
れ
、
活
動
を
は
じ
め
ま

し
た
。

1

は
じ
め
に

旦
局
山
脈
は
、
十
勝
岳
の
南
に
あ
る
サ
ホ
ロ
岳
か
ら
襟

裳
岬
ま
で
約

一
四
〇
㎞
に
わ
た

っ
て
続
く
日
本
を
代
表
す

る
長
大
な
山
脈
の
ひ
と

つ
で
す
。
「写
真
①
」
「
写
真
②
」

旦
口同
山
脈

で
は
和
人
に
よ
る
開
拓
以
降
、
山
に
広
が
る

原
生
林
を
切
り
林
業
が
栄
え
、
ま
た
水
力
発
電
所
、
鉄
道

や
道
路
建
設

に
よ

っ
て
山
麓
の
町
は
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
は
日
本
各
地
の
山
村
同
様
、
森
林
資
源
の
枯
渇

や
資
源
の
海
外
か
ら
の
流
入
に
よ
り
産
業
が
衰
退
し
、
急

激
な
人
口
減
少
が
続
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
常
に

山
や
川
は
開
発
の
対
象
と
な
り
公
共
的
な
開
発
事
業
が
途

切
れ
な
く
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
方

で
、
北
海
道
は

「観
光
立
県
」
と
し
て

「雄
大
な
、

原
始
的
な
自
然
環
境
」
を
売
り
に
し
て
国
内
外
か
ら
観
光

客
を
誘
致
し
て
い
ま
す
。
旦
口同
山
脈
の
一
帯
も
同
様
で
す
。

し
か
し
、
果
た
し
て
山
麓
に
住
む
者
が
、
旦
局
の
自
然

の
魅
力
を
感
じ
、
原
始
性
を
残
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
住
民
の
意
識
が
開
発

一
辺
倒
か
ら
変
化
し

て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
山
村
の
生
活
が
開
発

事
業
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が

一
因
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
す
。

写真① 最高峰ポロシリ岳 「北カール」
深田久弥の日本百名山として登山者
が増えつつある

ポロシリ岳登山のメインルー トは川の
渡渉を繰 り返 して山荘にたどり着 く・
(ヌカビラ川)

②真写
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山
村
の
生
活
基
盤
と
し
て
自
然
と
共
存
し
な
が
ら
成
り

立

つ
産
業
(生
業
)
を
育
て
て
い
か
な
い
限
り
、
開
発
問
題

は
解
決
し
な
い
と
考
え
ま
す
。

旦
局
山
脈

の
自
然
を
次
世
代
に
引
継
い
で
い
く
た
め
に

は
、
住
民
も
登
山
者
も
研
究
者
も

「市
民
」
と
い
う
共
通

の
立
場

で
学
習
し
、
体
験
し
、
行
動
し
て
い
く
事
が
必
要

で
す
。
そ
の
中
か
ら
自
然
と
共
存
で
き
る
産
業
や
生
活
を

考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
、
二
〇
〇
〇
年
五
月

「
旦
局
山

脈

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

こ
の
報
告
で
は
、
旦
局
山
脈
の
自
然
の
魅

力
と
開
発
、

そ
し
て
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の
活
動
と
そ
の
方
向
性
に

つ
い
て

の
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

2

日
高
山
脈
の
自
然
の
魅
力
と
開
発

(
一
)
自
然

の
特
異
性
と
魅
力

山
脈
の
最
高
峰
は
ポ

ロ
シ
リ
岳

(
ア
イ
ヌ
語
で
大
き
い

山
)
の
二
、
〇
五
二
m
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
山
々

で
す
。

ま
た
山
麓
に
は
ア
イ
ヌ
民
族
が
暮
ら
し
、
彼
ら
の
さ
ま

ざ
ま
な
伝
説
が
残
り
、
ほ
と
ん
ど
の
山
や
川

の
名
前
は
ア

イ
ヌ
語
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

日
本
の
多
く
の
山
が
火
山
活
動
に
よ
っ
て

つ
く
ら
れ
た

な
か
で
、
旦
局
山
脈
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
と
同
様

に
プ
レ
ー

ト
の
衝
突
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
た
珍
し
い
山
脈

で
す
。
現

在
の
夕
張
付
近
に
あ

っ
た
陸
地

(西
)
に
千
島
列
島
付
近

か
ら
移
動
し
て
き
た
プ
レ
ー
ト

(東
)
が
衝
突
し
山
脈
に

な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
あ
左
右
が
非
対
称

に
な

っ
て
お
り
、
東
側
は
十
勝
平
野
か
ら
急
激
に
孤
立
し
、

西
側
は
延
々
と
山
並
み
が
続
い
て
い
ま
す
。
地
層
が
反
転

し
、
ふ

つ
う
地
上
で
見
る
事
の
で
き
な
い
地
下
深
く
の
岩

石
を
観
察
で
き
る
非
常
に
貴
重
な
山
な
の
で
す
。
そ
の
た

め
地
球
の
な
ぞ
を
調
べ
る
た
あ
に
海
外
か
ら
も
多
く
の
研

究
者
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
植
物
に
と

っ
て
有
害
な
成
分
が
含
ま
れ
る
岩
石
も

あ
り
、
特
異
な
高
山
植
物
が
生
育
し
て
い
ま
す
。

氷
河
期
に
は
主
稜
線
の
東
側
に
二
十
数
個
の
カ
ー
ル
が

つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
氷
河
期
の
生
き
残
り
と
い
わ
れ
る

ナ
キ
ウ
サ
ギ
が
低
山
か
ら
最
高
峰
ま
で
分
布
し
、
生
き
続

け
て
い
ま
す
。
ま
た
ヒ
グ

マ
や
エ
ゾ
シ
カ
と
い
っ
た
大
型

動
物
も
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

一
部
の
山
を
除
く
と
登
山
道
や
標
識
は
整
備
さ
れ
て
お

ら
ず
、
自
然

の
原
始
性
を
求
め
る
全
国
の
登
山
者
に

「
日

本
の
残
さ
れ
た
秘
境
」
と
呼
ば
れ
、
憧
れ
の
山
々
と
し
て

多
く
の
人
び
と
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
特
異
な
自
然
景
観
と
多
く
の
動
物
が
暮
ら

す
山
脈
で
あ
り
ま
す
が
、
山
深
く
ま
で
原
生
林
は
伐
採
さ

れ
て
い
ま
す
。
森
林
伐
採
な
ど
開
発
を
し
て
う
ま
み
の
な

い
山
脈
中
央
部
と
ア
ポ
イ
岳
、
襟
裳
岬
周
辺
が

「
旦
局
山

脈
襟
裳
国
定
公
園
」
と
し
て
、
さ
ら
に
主
稜
線
周
辺
が

「
旦
局
山
脈
中
央
部
森
林
生
態
系
保
護
地
域
」

に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

国
定
公
園
と
し
て
は
日
本
最
大
の
規
模

(約

一
〇
万
㎏
)
を
誇

っ
て
い
ま
す
が
、
自
然

の
優
位
性

を
考
え
る
と
国
定
公
園

レ
ベ
ル
の
管
理

(都
道
府
県
が
管

理
)
で
良

い
の
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

(二
)
日
高
の
資
源
と
開
発

今
か
ら

一
五
〇
年
前
の
旦
局
山
脈
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
狩

猟
場

で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
明
治
以
降
、
旦
筒
の
針
葉

樹
の
原
生
林
は
紙
の
原
料
と
し
て
注
目
さ
れ
伐
採
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。
植
民
地
を
失

っ
た
戦
後
、
加
速
度
的
に
伐

採
は
す
す
み
、
ふ
も
と
の
町
に
は
営
林
署
が
置
か
れ
、
多

く
の
製
材
や
チ
ッ
プ
工
場
が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
し
て
わ
ず
か

一
〇
〇
年
で

「無
尽
蔵
な
森
林
資
源
」
と

い
わ
れ
た
諺
そ
う
と
し
た
原
生
林
は
消
え
去
り
ま
し
た
。

ま
た
北
海
道
開
発
の
た
め
旦
局
地
方
中
西
部
の
河
川
に

は
水
力
発
電
用
に
多
く
の
ダ
ム
と
発
電
所
が

つ
く
ら
れ
、

山
の
奥
地
に
向
か

っ
て
森
林
伐
採
と
電
源
開
発
の
た
め
の

道
路
が
伸
び
て
い
き
ま
し
た
。
ポ
ロ
シ
リ
岳
の
頂
上
直
下

に
見
え
る
湖
は
ダ
ム
湖
な
の
で
す
。
「写
真
③
」

水
量
を
確
保
す
る
た
あ
小
さ
な
沢
に
さ
え
取
水
ダ
ム
が

築
か
れ
水
路
ト
ン
ネ
ル
で
結
ば
れ
て
し
ま
い
、
沢
の
水
量

は
激
減
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
旦
局
山
脈
は
、
日
本
発
展
の
た
め
の

「資

源
供
給
地
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
す
。

ま
た
山
脈
を
東
西
に
結
ぶ
道
と
し
て
北
か
ら
狩
勝
峠

・

日
勝
峠

・
天
馬
街
道

・
黄
金
道
路
が
あ
り
ま
す
。
山
脈
特

有
の
も
ろ
い
地
質
帯
を
通
る
日
勝
峠
で
は
毎
年
改
修
工
事

が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
高
速
道
路
網
と
し
て
札
幌

・

苫
小
牧
と
帯
広
を
結
ぶ
道
東
自
動
車
道
や
苫
小
牧
と
旦
局

写真③ 山奥の水力発電用のダム湖
ダムまで管理用の林道が伸びている
(幌尻湖)
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3

日
高
山
脈
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の
活

動(
一
)

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の
設
立

こ
の
よ
う
に
開
発
行
為
が
す
す
む

自
然
を
毎
日
眺
め
な
が
ら

「
こ
の
ま

ま
だ
と
自
然
は
ど
う
な

っ
て
し
ま
う

の
だ
ろ
う
」
と
い
う
不
安
感
に
か
ら

れ
な
が
ら
生
活
し
て
い
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
中
で
山
の
仲
間
や
地
域
の

博
物
館
建
設
に
絡
ん
で
知
り
合

っ
た

若
い
研
究
者
な
ど

一
〇
人
と
共
に
フ
ァ

ン
ク
ラ
ブ
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

地
方

・
帯
広
と
南
十
勝
地
方
を
結
ぶ

高
規
格
道
路
の
建
設
も
着
々
と
進
ん

で
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
開
発
尽
く
さ
れ
た
感

が
あ
り
ま
す
が
、
山
麓
に
は
目
的
の

は
っ
き
り
し
な
い
ダ
ム
が
完
成
し
、

今
だ
計
画
中
の
ダ
ム
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
山
脈
の
中
央
部
を
貫
く
道
路
計

画
も
あ
り
ま
す
。
(図
)

他
の
長
大
山
脈
で
あ
る
北

・
南

ア

ル
プ
ス
と
比

べ
て
も
こ
れ
ほ
ど
東
西

の
道
路
網
が
整
備
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
も
長
大
な
山
脈
は
生
活

・

経
済

・
行
政
圏
の
境
界
線
と
な

っ
て

お
り
、
主
要
な
物
流
ル
ー
ト
さ
え
あ

れ
ば
よ
く
、
東
西
に
あ
る
自
治
体
を

ひ
と

つ
ひ
と

つ
道
路
で
結
ぶ
必
要
性

が
ま

っ
た
く
な
い
か
ら
で
す
。

日 高 山 脈 全 体 図
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写
真
④

ポ
ロ
シ
リ
岳
の
ト
イ
レ
の
状
況
①

登
山
道
脇
の
ち
ょ
う
ど
い
い
窪
み
に
テ
ッ
シ
ュ
が
点

在
し
て
い
る

写
真
⑤

ポ
ロ
シ
リ
岳
の
ト
イ
レ
の
状
況
②

頂
上
付
近
に
は
テ
ッ
シ
ュ
が
高
山
植
物
の
間
に
散
乱

し
て
い
る

近年まで日本の残された秘境 と呼ばれていた日高山脈は奥地

まで開発が進み、さらに全国的な百名山ブームなどにより登山

者が急増 し高山植物の盗掘や登山者の排泄が問題視されるよう

になってきました。

さらに21世紀を目前に控え、 この日高山脈をどう次世代に伝

えていくのか日高山脈の山懐に住み、山脈を愛する者として考

え行動する必要性を痛感 しています。

そこで日高山脈を愛するあらゆる人びとがみずから発想 し、

ともに学びあい行動する市民団体 としてファンクラブを設立 し

ましょう!

こ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
に
よ
り
二
〇
〇
〇
年

五
月
二
十
七
日
に
は
設
立
総
会
を
十
八
名
の
参

加
者

で
行
う
事
が
で
き
ま
し
た
。
(
二
〇
〇
〇

年
十
二
月
現
在
、

一
般
会
員
六
十
名

・
家
族
会

員
四
家
族
)

(
二
)

フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
の
活
動

今
ま
で
以
下
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
き
ま
し

た
。

二
〇
〇
〇
年
五
月

植勇

一
[旦
昌子
習

ム
五

一
[口
古
同
の
白
」
鉄
…-こ

エ
コ

ツ
!

11
・

ズ

ム
」

(十

五
名

参

加

)

①

旦

局
の
里

山

ウ

オ

ッ
チ

ン
グ

(
案

内

・
熊

井

康

子

さ

ん
/

エ

コ

・
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
)

②

旦

口同
山

脈

と

エ

コ
ツ
ー

リ
ズ

ム

(
講

師

・

宮

本

英

樹

さ

ん

・
北
海

道

の

エ

コ

ッ
ー

リ
ズ

ム
を

考

え

る

会

)

二
〇

〇

〇

年

七

月

ポ

ロ
シ

リ
岳
幌

尻
山

荘

周

辺

の
水

質

調
査

と
登

山

者

意
識

調
査

実

施

。

(
三
名

参

加

)

登

山

者

意

識

調
査

ア

ン
ケ

ー

ト
用

紙

を

幌

尻
山

荘

に
設

置

。

二
〇

〇

〇
年

九

月

ポ

ロ
シ
リ
岳

調

査

登

山

実

施

(十

六

名

参

加

)

ポ

ロ
シ
リ
岳

登

山

道

の
清

掃
、

状

況

確

認

、

幌

尻

山
荘

周

辺

の
水

質

調

査

、

ア

ン
ケ

ー

ト
用

紙手にゴミ袋写真⑥ 調査登山参加者
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幌尻山荘周辺の水質調査風景①
山荘の飲料水 と排水 ・屋外 トイ
レ下の沢水について調査

⑦真写

を
回
収
。
「
写
真
⑥
」

学
習
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
実
際
に
体
験
し
実
感
し
考
え
る

事
を
基
本
に
し
て
活
動
を
し
て
き
ま
し
た
。

今
年
の
メ
イ
ン
の
活
動
は
、
幌
尻
山
荘
周
辺

で
の
水
質

調
査
と
登
山
者
の
意
識
調
査
を
実
施
し
た
こ
と

で
す
。

水
質
調
査
は
、
全
国
規
模
で
実
施
さ
れ
て
い
る

「山
の

ト
イ
レ
さ
わ
や
か
運
動
」
(田
部
井
淳
子
氏
代
表

・
道
内

窓
口
は
北
大
農
学
部
の
愛
甲
哲
也
氏
)
の

一
環
で
あ
り
、

天

候

・
気

温

・
水

温

・
E

C

・
ア

ン

モ

ニ
ア
性

窒

素

・
硝

酸
性
窒
素

・
亜
硝
酸
性
窒
素

・
C
O
D

・
大
腸
菌

・
水
量

に

つ
い
て
調
査
を
し
ま
し
た
。
「
写
真
⑦
」
「写
真
⑧
」

登
山
者
の
意
識
調
査
は
、
大
雪
山
な
ど
で
行
わ
れ
て
い

る
意
識
調
査
を
参
考
に
し
て
作
成
し
ま
し
た
。
基
本
的
属

性

・
登

山

行

程

・
楽

し

み

に
し

て

い

る
場

所

と

内
容

・
体

験

の
状

況

・
不
快

に
感

じ

る
限

界

・
オ

ー

バ

ー

ユ
ー

ス

・

ト
イ

レ
と

ゴ

ミ

の
調

査

項

目

に

つ
い

て
幌

尻
山

荘

に
設

置

し

た

ア

ン
ケ

ー

ト
用

紙

に
記

入

し

て
も

ら

う
方

法

で
実

施

写真⑧ 幌尻山荘周辺の水質調査風景②
このようにパ ックテス トを使 っ
て調査

を
し
ま
し
た
。

川
の
増
水
で
調
査

に
行
け
な
か

っ
た
り
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答

率
が
低
か

っ
た
り
な

ど
の
問
題
点
は
あ
り

ま
す
が
、
方
法
な
ど

を
改
良
し
て
今
後
も

継
続
し
て
実
施
し
、

山
岳
環
境
整
備
の
基

礎
資
料
と
し
て
役
立

て
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

(
三
)

こ

れ

か
ら

の

フ

ァ

ン
ク

ラ
ブ

こ
れ

か

ら

も
単

な

る
開

発

に
対

す

る
反

対

運

動

で

は
な

く

、

「
旦

局
山

脈

を

ど

う
次

世

代

に
引

継

ぐ

の
か

」

と

い

う

こ
と

を
会

員

が

と

も

に
体

験

し
、

考

え
、

学

び

、

行

動

す

る

な

か

か

ら
答

え
を

見

つ
け
出

せ

る

よ
う

な

活

動

を

し

て

い
き

た

い
と

考

え

て

い
ま

す
。

そ

の
た
め

の
調

査

や

学

習
登

山

、

エ

コ

ツ
ア

ー
や

エ
コ

ミ

ュ
ー
ジ

ア

ム
、

世

界

遺
産

と

い

っ
た

幅

広

い
視
点

か

ら

山

を
見

つ
め

直

し

て

い
き

ま
す

。

旦

口同
山

脈

を

共

有

す

る
十

勝

・
旦

局

の
住

民

が

も

っ
と

関

心

を

持

っ
て
欲

し

い

の

で
す

が

、

急

が

ず

だ

ん

だ

ん
と

輪

を

広

げ

て

い
け

れ

ば

と
思

い
ま

す
。

行

政

に
依

存

す

る

こ
と

な

く

「
市

民
」
と

し

て
で
き
る

こ
と

は
何

か
、
住

民

・

登

山

者

・
研
究

者

が
、

手

を

組

ん

で
活
動

を

し

て
い
ま
す
。

ま

だ

出
来

た

て
の
若

い
ク

ラ
ブ

で
す
。

み
な

さ
ん
も

い

っ

し

ょ

に
活

動

を

し

て

み
ま

せ

ん

か
。
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