
　
昭
和
49
年
、
世
界
各
国
の
植

物
学
者
た
ち
が
高
隈
山
の
原
生

林
を
調
査
に
訪
れ
た
。
22
カ
国

54
人
の
外
国
人
学
者
。
バ
ス
か

ら
降
り
て
き
た
学
者
た
ち
は
、

タ
ブ
や
シ
イ
、
カ
シ
な
ど
の
原

生
林
を
み
て
口
々
に
感
嘆
の
声

を
あ
げ
た
。

　
ウ
イ
ー
ン
大
学
学
長
は
「
地

球
上
で
照
葉
樹
林
の
原
生
林
は

も
う
絶
滅
し
て
い
る
と
思
っ
て

い
た
が
、
こ
こ
高
隈
山
に
来
て

み
て
す
っ
か
り
驚
い
た
。
こ
れ

は
大
変
な
遺
産
だ
。
世
界
最
後

の
照
葉
樹
林
と
し
て
ぜ
ひ
と
も

保
護
し
て
欲
し
い
」。

　
ま
た
、
マ
ル
チ
ン
ル
タ
ー
大

学
の
博
士
は
「
し
か
も
、
都
市

の
近
く
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
自

体
が
実
に
素
晴
ら
し
い
。
私
も

こ
れ
は
人
類
の
宝
だ
と
思
う
」

と
述
べ
た
。

高
隈
山

特
集

高隈山特集
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横
岳

御岳平
岳

二子岳

妻
岳

小箆柄岳
大箆柄岳

高
隈
山
の
特
徴

　

高
隈
山
は
、
鹿
屋
市
と
垂
水
市

と
の
境
界
付
近
に
横
た
わ
り
大
隅

半
島
中
央
部
に
位
置
す
る
、
鹿
児

島
県
内
で
屋
久
島
、
霧
島
に
次
ぐ

第
３
の
高
山
群
で
す
。

　

標
高
１
，
２
３
７
ｍ
の
大
箆
柄

岳
を
主
峰
に
、
標
高
１
，
０
０
０

ｍ
を
超
え
る
七
つ
の
峰

○
御
岳
：　
　

１
，
１
８
２
ｍ

○
小
箆
柄
岳
：
１
，
１
４
９
ｍ

○
妻
岳
：　
　

１
，
１
４
７
ｍ

○
二
子
岳
：　

１
，
１
０
７
ｍ

○
平
岳
：　
　

１
，
１
０
５
ｍ

○
横
岳
：　
　

１
，
０
９
４
ｍ

が
連
な
っ
て
い
ま
す
。

　

と
ん
が
っ
た
妻
岳
や
平
べ
っ
た

い
平
岳
、
山
が
横
に
傾
い
て
見
え

る
横
岳
な
ど
急
峻
で
変
化
に
冨

み
、
ま
た
万
滝
・
白
滝
・
赤
松
滝

と
い
っ
た
大
き
な
滝
や
美
し
い
沢

が
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

　

学
術
的
に
も
貴
重
な
山
で
、
高

隈
山
単
独
の
森
林
生
態
系
を
形
成

し
て
お
り
、
全
国
で
12
箇
所
し
か

な
い
「
森
林
生
物
遺
伝
資
源
保
存

林
」
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

植
物
で
は
、よ
く
知
ら
れ
た「
タ

カ
ク
マ
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
い
っ
た

「
タ
カ
ク
マ
」
の
名
が
付
く
植
物

が
存
在
し
ま
す
。

高
隈
山
と
の
関
わ
り

　　

大
箆
柄
岳
の
「
箆
」
は
、「
ス

ズ
タ
ケ
」
の
意
味
で
地
元
で
は
ス

ズ
タ
ケ
の
こ
と
を
柄
（
ガ
ラ
）
と

も
呼
び
、
一
帯
が
ス
ズ
タ
ケ
に
覆

わ
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
し
て
い

ま
す
。
古
く
か
ら
の
霊
山
で
修
験

道
の
本
山
と
し
て
山
伏
た
ち
の
修

行
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
民
衆
の

岳
参
り
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
名

残
と
し
て
各
峰
に
は
今
も
多
く
の

石
祠
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
で
も
各
山
へ
お
参
り
す
る

行
事
が
残
っ
て
い
る
ほ
か
、
自
然

体
験
の
場
と
し
て
、
沢
登
り
、
雪

山
体
験
、
遠
足
な
ど
で
活
用
す
る

な
ど
多
く
の
人
が
高
隈
山
と
関
わ

り
を
持
っ
て
い
ま
す
。

高
隈
山
は

生
き
た
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

坂
元 

二
三
夫

　

高
隈
山
に
は
１
，
３
７
２
種

の
植
物
が
生
え
て
い
ま
す
。
ま

さ
に
、
植
物
の
宝
庫
で
す
。

　

今
か
ら
約
１
万
年
前
ま
で
氷

河
期
が
大
隅
半
島
ま
で
達
し
、

そ
れ
ま
で
日
本
本
土
に
分
布
し

て
い
た
ブ
ナ
な
ど
の
落
葉
広
葉

樹
や
常
緑
広
葉
樹
な
ど
の
植
物

が
大
隅
半
島
ま
で
南
進
し
避
難

し
て
き
ま
し
た
。
氷
河
期
が
終

わ
り
、
温
暖
化
が
始
ま
る
と
植

物
は
再
び
日
本
列
島
を
北
進
し

ま
し
た
。
高
隈
山
に
ブ
ナ
・
ミ

ズ
ナ
ラ
な
ど
の
南
限
種
が
多
い

の
も
そ
の
た
め
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
氷
河
期
や
現

在
進
行
し
て
い
る
地
球
温
暖
化

の
こ
と
を
知
る
う
え
で
、
高
隈

山
の
植
生
は
貴
重
で
す
。
ま
さ

に
、
生
き
た
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル

と
い
え
ま
す
。

　

高
隈
山
で
は
御
岳
登
山
を
お

勧
め
し
ま
す
。
カ
メ
ラ
を
持
っ

て
、
親
子
で
植
物
観
察
し
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
地
球

環
境
の
こ
と
な
ど
多
く
の
こ
と

を
植
物
た
ち
が
教
え
て
く
れ
ま

す
。 ｉｎ

ｔ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉｅ
ｗ

●

 

高
隈
山
の
整
備

　

戦
後
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
た
大

箆
柄
岳
登
山
道
が
整
備
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
古
道
の
復
活
に
よ
り
、
大

箆
柄
岳
ル
ー
ト
に
選
択
肢
が
広
が

り
、
よ
り
充
実
し
た
登
山
が
楽
し

め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

大
箆
柄
岳
登
山
道
の
魅
力
に
つ

い
て
、
高
隈
山
の
ほ
か
大
隅
半
島

の
自
然
を
ガ
イ
ド
す
る
江
口
智
昭

さ
ん
は
「
大
箆
柄
岳
登
山
道
は
、

春
に
は
新
緑
や
ア
ケ
ボ
ノ
ツ
ツ

ジ
、
夏
に
は
沢
伝
い
に
歩
く
山
の

冷
気
、
秋
に
は
紅
葉
を
見
る
楽
し

み
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
季
節
に

よ
っ
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
高

山
植
物
も
大
変
豊
富
で
す
。

　

健
脚
コ
ー
ス
で
も
あ
る
の
で
、

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
に
と
っ
て
体
力

面
・
精
神
面
の
鍛
練
に
も
活
用
で

き
ま
す
し
、
中
央
ア
ル
プ
ス
に
登

る
方
の
練
習
に
も
適
し
て
い
ま

す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

登
山
道
は
、
山
麓
で
あ
る
大
隅

湖
か
ら
片
道
５
時
間
と
長
い
行
程

に
な
り
ま
す
が
、
渓
流
伝
い
か
ら

開
け
た
古
道
の
展
望
岩
、
さ
ら
に

山
頂
部
一
帯
で
は
１
万
年
前
の

ヴ
ュ
ル
ム
氷
期
の
植
物
で
あ
る
ブ

ナ
・
イ
チ
イ
等
の
植
物
が
隔
離
・

遺
存
さ
れ
た
状
態
の
森
林
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
整
備
さ
れ
た
大

箆
柄
岳
登
山
ル
ー
ト
と
、
ハ
イ
キ

ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
人
気
の
高
い

御
岳
ル
ー
ト
を
特
集
で
紹
介
し
ま

す
。

【
問
い
合
わ
せ
】　

　
市
商
工
観
光
課

　
☎
０
９
９
４ｰ
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