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青
木
湖
東
側
の
花
々
の
こ
と

青
木
湖
周
辺
の
美
し
き
と
い
え
ば
水
の
清
さ
､
冷

た
さ
､
そ
し
て
静
か
さ
を
ど
誰
に
で
も
知
ら
れ
て
お

り
ま
す
が
､
案
外
誰
に
も
知
ら
れ
ず
東
山
に
咲
-
四

季
折
々
の
花
の
あ
る
こ
と
を
お
知
ら
せ
し
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
｡

春
の
雪
解
け
を
待
ち
二
が
れ
残
雪
の
ち
ら
ほ
ら
見

え
る
小
川
の
缶
に
咲
き
出
す
｢
姫
々
袴
｣
松
本
の
縄

手
か
ら
北
海
道
の
｢
雪
割
草
｣
　
と
い
わ
れ
買
っ
て
大

切
に
冬
越
し
を
し
て
咲
か
せ
た
ら
こ
の
花
だ
っ
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
あ
る
花
で
す
｡
又
杉
小
五
の
中

に
ひ
っ
そ
り
と
嘆
-
｢
-
人
し
す
か
｣
　
｢
か
た
-
り

の
花
｣
　
｢
春
り
ん
ど
う
｣
又
大
き
素
柴
の
上
に
ぽ
っ

か
り
と
気
高
い
う
す
紫
の
花
を
咲
か
せ
る
｢
し
ら
ね

葵
｣
 
､
｢
は
い
け
い
革
｣
｡
等
々
高
山
植
物
を
含
め

本
当
に
文
字
通
り
の
お
花
畑
で
す
｡

初
夏
の
声
を
聞
け
ぽ
か
ん
林
の
中
で
は
｢
ど
う
だ

ん
つ
つ
じ
｣
　
｢
れ
ん
げ
つ
つ
し
｣
　
｢
い
わ
や
ま
つ
つ

じ
｣
　
｢
う
ら
じ
ろ
ど
う
だ
ん
｣
等
々
つ
つ
じ
の
種
類

が
一
面
に
咲
き
､
せ
せ
ら
ぎ
の
音
そ
の
も
の
の
よ
う

な
か
の
こ
革
が
そ
の
あ
で
や
か
を
姿
を
水
鏡
に
う
つ

せ
ば
負
け
じ
と
木
立
の
中
に
｢
岩
鏡
｣
が
噴
き
出
し

答
一
つ
へ
た
で
た
草
原
の
中
に
は
｢
鈴
蘭
｣
　
の
か
わ

い
い
群
が
そ
こ
は
か
と
な
い
香
り
を
た
だ
よ
れ
せ
て

い
ま
す
｡

木
立
の
巾
に
｢
さ
さ
ゆ
り
｣
が
咲
き
匂
い
､
又

や
ぶ
か
ん
ぞ
｣
の
咲
く
の
も
こ
の
頃
で
し
ょ
う
か
｡

夏
も
盛
り
と
な
れ
ば
｢
日
光
き
す
げ
｣
 
'
｢
山
ゆ
り
｣

｢
や
な
ぎ
ら
ん
｣
　
｢
女
邦
柁
｣
　
｢
ね
と
こ
へ
L
L
等

数
え
れ
ば
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん
｡
少
し
足
を
の
ば
し

て
｢
お
わ
た
沢
｣
と
い
う
と
こ
ろ
の
た
ん
ば
の
あ
ぜ

に
は
｢
あ
ず
ま
菊
｣
　
の
原
種
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
'

野
生
と
い
い
ま
す
か
群
生
し
て
咲
い
て
い
ま
す
｡
こ

の
頃
も
知
人
と
話
し
合
っ
た
の
で
す
が
'
こ
の
｢
女

郎
花
｣
が
た
ん
　
-
　
姿
を
見
せ
を
ノ
＼
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
｡
秋
の
｢
松
虫
背
.
T
L
　
｢
我
毛
細
｣
｢
り
ん
ど
う
｣

｢
ほ
た
る
袋
｣
等
々
数
え
れ
ば
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん

が
､
こ
ん
在
美
し
い
花
々
が
折
々
に
眺
め
ら
れ
る
場

所
は
あ
の
白
鳴
三
川
の
眺
め
と
共
に
捨
て
が
た
い
も

の
が
あ
り
ま
す
｡
こ
の
花
々
の
生
命
が
閏
発
の
爪
に

た
た
れ
な
い
こ
と
を
ひ
た
す
ら
祈
り
つ
つ
ペ
ン
を
お

き

ま

す

｡

　

　

(

中

博

協

議

会

委

員

　

励

磁

絹

子

)
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焼
岳
の
噴
煙

焼
岳
が
大
爆
発
し
て
梓
川
を
堰
止
め
大
正
池
を
つ

-
っ
た
の
は
'
大
正
四
年
六
月
六
日
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
爆
発
を
目
撃
し
た
の
が
前
岡
次
市
と
い
う
猟

師
で
､
上
高
地
の
清
水
崖
に
い
た
と
こ
ろ
'
｢
そ
の

朝
七
時
半
ご
ろ
､
ド
ー
ン
と
い
う
大
音
響
と
と
も
に

焼
岳
が
噴
火
､
ぐ
ら
ぐ
ら
と
前
後
三
回
に
わ
た
る
上

下
動
の
地
震
が
起
こ
っ
た
｡
も
の
す
ご
い
黒
煙
が
天

に
昇
っ
て
そ
の
中
に
赤
い
火
花
が
ち
ら
ち
ら
し
た
｡

黒
煙
は
も
く
も
く
と
ひ
ろ
が
っ
て
中
天
を
お
お
う
と
､

あ
た
り
は
夜
の
よ
う
に
暗
く
な
り
､
夕
立
ち
の
よ
う

に
音
を
た
で
て
灰
が
降
り
は
じ
め
た
｣
｡
(
可
上
高

地
の
大
将
』
　
)
と
い
う
｡
そ
し
て
､
白
骨
温
泉
に
逃

げ
こ
ん
だ
と
き
に
は
､
全
身
傷
だ
ら
け
で
あ
っ
た
｡

松
本
測
候
所
の
記
録
に
は
､
こ
の
と
き
の
噴
火
を

次
の
よ
う
に
託
し
て
い
る
へ
し

｢
七
時
三
十
五
分
爆
発
.
こ
の
爆
発
の
三
十
分
ほ

ど
前
か
ら
ひ
ん
ぽ
ん
に
地
震
が
起
っ
た
｡
こ
と
に
七

時
三
十
三
分
の
地
震
は
強
-
'
土
語
地
､
白
骨
で
は

推
-
家
屋
を
振
動
し
た
｡

こ
の
噴
火
の
た
め
､
焼
岳
の
東
側
の
下
堀
･
中
堀

両
沢
の
中
間
台
地
(
海
抜
.
九
〇
〇
m
)
か
ら
ほ
ぼ

西
に
向
う
長
さ
約
一
k
m
の
大
地
裂
を
生
じ
､
そ
の
端

は
ほ
と
ん
ど
中
頃
束
側
壁
に
適
し
て
い
た
｡
こ
の
大

館
裂
の
深
さ
は
約
二
十
m
も
あ
り
､
と
こ
ろ
に
よ
っ

て
は
そ
の
幅
が
百
二
十
m
に
も
お
よ
ん
で
い
た
｡
爆

風
の
た
め
､
根
抜
き
に
さ
れ
た
樹
木
も
あ
り
ま
た
へ

泥
流
を
生
じ
て
梓
川
に
入
り
'
水
面
上
に
約
五
m
の

突
堤
を
築
い
て
一
時
流
水
を
堰
き
止
め
､
忽
ち
決
壊

し
て
洪
水
と
在
り
下
流
沿
岸
に
氾
濫
し
た
｣
｡

湖
水
が
で
き
た
こ
と
を
聞
い
た
湖
沼
字
者
田
中
阿

歌
麿
が
上
高
地
に
着
い
た
と
き
に
は
､
す
で
に
大
正

池
の
名
が
あ
っ
た
と
い
う
｡
爆
発
の
翌
日
'
こ
こ
に

調
査
に
来
た
松
本
測
候
所
の
松
本
秀
雄
が
命
名
し
た

三

　

井

　

嘉

　

雄

と
も
い
か
れ
る
し
､
そ
れ
は
松
本
営
林
署
員
が
名
付

け
た
と
も
い
わ
れ
る
｡
一
説
に
よ
れ
ば
'
は
じ
め
梓

湖
と
仮
称
し
て
い
た
の
を
､
大
正
と
改
元
さ
れ
た
の

を
記
念
し
て
大
正
池
に
な
っ
た
と
も
い
う
｡

し
か
し
､
実
際
は
大
爆

ま
り
か
え
っ
て
い
る
が
､
こ
の
時
に
は
直
径
数
間
も

あ
る
火
口
一
杯
か
ら
白
煙
を
噴
き
上
げ
､
そ
の
鳴
動

は
立
っ
て
い
る
足
に
伝
わ
っ
て
来
て
物
凄
く
､
捲
き

上
げ
る
煙
が
風
に
の
っ
て
｣
　
へ
　
『
槍
ヶ
岳
と
共
に
四

十
年
』
　
)
登
山
者
を
驚
か
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
｡

そ
れ
と
同
じ
頃
へ
　
焼
岳
の
頂
上
に
来
た
板
倉
勝
宣

も
､
｢
噴
火
口
に
着
く
と
臭
い
煙
が
襲
っ
て
く
る
｡

足
下
は
底
知
れ
ぬ
穴
と
な
る
｡
左
右
は
ぐ
っ
と
高
い

岩
で
い
ま
立
っ
て
い
る
所
は
鞍
部
の
中
央
で
あ
る
｡

黄
色
の
煙
が
藻
々
と
わ
い
て
左
の
岩
を
越
え
て
風
に

な
び
-
｡
我
ら
は
右
の
岩
に
と
よ
じ
た
｡
穴
が
や
や

発
前
日
の
五
日
の
小
噴
火

で
梓
川
は
一
時
堰
止
め
ら

れ
､
こ
の
大
噴
火
で
周
囲

二
里
の
湖
水
が
生
じ
た
の

で
あ
っ
た
｡

六
日
の
爆
発
は
'
山
麓

ま
で
臭
気
を
と
ど
け
た
し

降
灰
に
よ
っ
て
柔
の
楽
が

つ
め
な
く
を
っ
て
蚕
に
大

韻
書
を
出
し
た
し
へ
　
爆
発

音
に
よ
っ
て
鶏
は
卵
を
生

ま
な
く
な
っ
て
し
ま
い
､

里
で
も
無
関
心
で
は
い
ら

れ
な
か
っ
た
｡

こ
の
年
の
七
月
中
旬
に

焼
岳
に
登
頑
し
た
穂
刈
三

芳
経
に
よ
る
と
､
｢
私
た

ち
は
そ
の
道
か
ら
中
堀
沢

の
新
噴
火
口
へ
登
る
と
､

中
腹
か
ら
士
は
噴
火
当
時

の
降
雨
に
よ
り
溶
け
た
灰

の
為
に
熊
笹
な
ど
の
青
さ

も
の
は
す
っ
か
り
あ
お
れ

れ
て
灰
一
色
に
な
り
､

(
中
略
)
新
噴
火
口
は
中
堀

沢
を
登
り
つ
め
た
焼
岳
の

八
合
目
の
辺
に
あ
り
､
今

は
青
々
と
水
を
湛
え
て
静

中
ま
で
見
え
る
｡
｣
　
(
『
雪
と
岩
の
日
記
』
　
)
と
証

言
す
る
｡
さ
ら
に
そ
の
案
内
人
が
､
こ
こ
に
は
で
か

い
木
が
あ
っ
た
ん
だ
が
､
と
い
う
｡
高
山
な
の
で
､

こ
こ
に
大
木
が
育
っ
た
と
い
う
こ
と
は
､
か
な
り
長

い
間
､
焼
岳
に
大
爆
発
が
在
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
｡ま

た
へ
　
大
阪
朝
日
新
聞
の
七
月
十
三
日
付
に
は
火

山
学
の
大
森
房
吉
に
つ
い
て
､
｢
大
森
博
士
の
一
行

が
島
々
の
宿
を
立
っ
て
､
篠
本
峠
に
爆
発
後
の
焼
岳

探
険
に
上
っ
た
と
い
う
八
日
の
朝
､
記
者
も
同
じ
島

々
の
宿
を
立
っ
て
一
足
違
い
に
徳
本
峠
へ
出
た
｡
博

士
の
一
行
は
柳
沢
松
本
測
候
所
長
､
大
久
保
同
所
技

師
等
を
始
め
､
各
村
長
警
察
官
小
学
校
帝
大
生
を
ど

二
十
七
､
八
人
､
神
高
地
(
上
高
地
と
も
書
く
=
原

荏
)
　
の
温
泉
場
に
滞
在
し
て
十
日
か
ら
倍
々
と
連
日

研
究
に
移
る
予
定
た
そ
う
だ
｡
記
者
は
徳
本
峠
で
は
､

焼
岳
見
て
釆
ま
し
た
と
い
う
､
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
梯

浜
の
英
国
人
一
行
に
も
逢
っ
た
｣
｡
と
伝
え
て
い
る
｡

お
ま
け
に
記
者
が
松
本
に
着
い
た
と
き
に
は
､
焼
岳

上
り
の
乗
合
い
が
出
る
と
の
呼
び
ご
み
も
目
撃
し
て

い
る
｡
今
日
と
通
っ
て
､
火
山
の
爆
発
は
登
山
禁
止

に
つ
な
が
る
ど
こ
ろ
か
､
見
物
登
山
の
誘
発
し
て
い

た
の
だ
っ
た
｡

慶
応
大
学
山
岳
部
は
七
月
下
旬
'
二
斑
に
わ
た
っ

て
焼
岳
登
山
を
し
､
第
二
隊
の
班
長
は
接
有
恒
た
っ

た
し
､
同
じ
頃
へ
京
都
一
中
山
岳
会
が
十
五
人
､
八

月
上
旬
に
は
東
京
高
等
師
範
付
属
中
学
の
山
岳
会
一

行
三
十
二
人
が
焼
岳
に
登
っ
た
｡
お
ま
け
に
､
朝
日

新
聞
後
援
､
大
阪
市
教
育
会
主
催
の
日
本
ア
ル
プ
ス

踏
破
団
が
合
計
六
十
人
の
団
体
で
焼
岳
に
登
頂
し
て

い
る
｡
も
っ
と
も
'
こ
の
踏
破
団
は
'
別
に
白
馬
岳

に
登
る
団
体
も
募
集
し
た
か
ら
､
偶
然
､
時
期
が
重

な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
し
､
は
か
の
学
生
た
ち
も

例
年
踏
襲
の
焼
岳
登
山
で
あ
っ
た
｡

焼
岳
の
爆
発
は
､
天
正
十
三
年
(
一
五
八
五
)
　
の

噴
火
で
飛
騨
の
中
尾
部
落
三
百
戸
を
埋
め
つ
く
し
た

と
伝
え
ら
れ
る
し
､
安
政
五
年
(
一
八
五
八
)
大
地

震
を
起
こ
し
た
と
い
お
れ
る
｡

そ
し
て
へ
　
長
い
間
沈
黙
し
て
い
た
の
た
が
､
明
治

二
十
二
年
十
二
月
に
な
っ
て
鳴
動
が
は
じ
ま
り
'
二



山　　と　　博　物　　館　　　　　　　　　　　　第3種郵便物揮I (昭椰昨7月26日)
③　1979･3･25

十
五
年
境
か
ら
そ
の
数
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
｡
爆

発
が
起
こ
っ
た
の
は
明
治
四
十
年
十
二
日
の
こ
と
で

高
山
に
一
セ
ン
チ
の
灰
を
降
ら
せ
た
の
だ
っ
た
｡

明
治
三
十
九
年
八
月
に
蒲
田
か
ら
中
尾
峠
を
越
え

た
林
並
木
は
､
焼
岳
噴
火
の
前
兆
を
感
じ
て
い
た
一

人
で
あ
っ
た
｡

｢
数
十
歩
に
し
て
そ
の
頂
に
至
る
､
見
渡
せ
ば
絶

頂
よ
り
少
し
く
東
に
下
り
た
る
数
箇
所
の
岩
隙
よ
り
､

盛
に
白
色
の
瑞
気
を
噴
出
し
､
濯
々
と
し
て
立
昇
る

有
様
､
雲
の
如
-
砲
畑
の
姐
-
､
(
中
略
)
そ
の
噴

出
の
勢
立
山
地
獄
谷
の
そ
れ
の
如
-
猛
烈
な
ら
ず
､

何
等
の
爆
音
な
く
､
悪
臭
の
甚
だ
し
き
在
-
｣
　
(
冒岳

笠
ケ
岳
焼
岳
穂
高
岳
紀
行
』
　
)
｡

と
こ
ろ
が
､
中
尾
峠
で
ゴ
ザ
を
敷
い
て
休
ん
で
い

る
と
'
｢
忽
ち
我
腰
部
に
当
り
で
焼
-
が
如
き
禰
あ

り
､
驚
き
で
立
ち
上
り
て
ご
産
の
下
に
手
を
入
る
れ

ば
敷
き
こ
と
甚
し
く
｣
 
'
焼
岳
の
温
度
が
年
々
上
昇

し
て
い
る
こ
と
を
知
る
｡
上
高
地
温
泉
に
来
て
そ
の

こ
と
を
話
す
と
､
皆
が
近
々
噴
火
が
あ
る
の
で
は
を

い
か
と
い
う
の
だ
っ
た
｡

河
野
齢
蔵
も
三
十
八
年
に
､
｢
焼
岳
の
北
面
と
硫

黄
岳
の
南
面
と
は
無
数
の
噴
気
孔
あ
り
で
常
に
深
々

白
煙
を
噴
出
し
て
壮
観
を
極
む
｣
　
と
記
し
て
い
る
｡

こ
の
と
き
は
河
野
は
､
南
安
曇
郡
梓
組
合
の
教
師
を

大
勢
引
率
し
て
の
焼
岳
登
山
で
あ
っ
た
｡

焼
岳
の
噴
火
の
記
録
は
統
-
｡
明
治
四
十
一
年
に

三
回
､
四
十
二
年
に
は
十
回
､
四
十
三
年
三
回
､
四

十
四
年
は
十
一
回
'
四
十
五
年
に
十
二
回
｡

焼
岳
噴
火
を
心
配
し
た
日
本
山
岳
会
は
､
明
治
四

十
一
年
八
月
に
状
況
を
調
べ
る
た
め
会
員
七
人
が
焼

岳
に
登
り
､
頂
上
に
登
山
記
念
の
標
柱
を
建
て
て
き

た
｡
そ
の
二
日
後
に
は
､
南
安
曇
記
者
倶
楽
部
の
主

催
し
た
焼
岳
探
検
隊
の
一
行
四
十
数
人
が
登
っ
て
い

る
｡
一
行
は
白
骨
温
泉
か
ら
出
発
し
て
､
細
池
あ
た

り
か
ら
尾
根
を
直
登
し
た
｡
こ
の
ル
ー
ト
は
､
の
ち

に
道
が
開
か
れ
た
一
時
期
が
あ
る
が
､
こ
の
時
は
か

燦
　
な
り
ヤ
プ
を
こ
い
で
登
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

噴
火
の
規
模
に
つ
い
て
は
､
明
治
四
十
二
年
に
山

頂
に
来
た
保
科
五
無
斉
の
記
述
に
詳
し
い
｡

｢
頂
上
附
近
に
於
で
は
､
直
径
一
尺
五
寸
位
の
富

士
岩
塊
を
捌
け
出
し
置
き
候
得
共
､
頂
上
よ
り
半
里

程
な
る
蒲
田
峠
の
頂
上
附
近
に
於
て
は
､
直
径
三
寸

位
の
も
の
が
大
関
に
御
座
候
｡
更
に
半
里
許
り
下
り

た
る
麓
の
辺
に
で
は
へ
直
径
三
分
位
の
も
の
に
で
､

上
高
地
温
泉
に
て
け
'
直
径
一
分
位
を
る
は
､
其
最

大
な
る
物
に
御
座
候
｡
｣
　
(
｢
五
無
斉
保
科
百
助
全

集
｣
　
)
｡

保
科
に
よ
れ
ば
､
そ
の
頃
さ
か
ん
に
噴
煙
を
上
げ

て
い
た
浅
間
山
に
比
べ
れ
ば
'
焼
岳
は
中
底
を
た
れ

た
程
度
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
後

四
十
四
年
の
爆
発
の
と
き
に
は
火
柱
が
見
え
た
し
､

そ
の
翌
年
二
月
に
は
､
東
京
や
千
葉
に
ま
で
灰
を
降

ら
せ
た
の
だ
っ
た
｡

さ
て
､
明
治
四
十
年
に
焼
岳
が
は
じ
め
て
噴
火
し

た
と
き
に
は
､
そ
の
報
道
は
新
聞
に
よ
っ
て
焼
岳
と

す
る
も
の
､
硫
黄
岳
と
記
し
た
も
の
な
ど
山
名
が
ま

ち
ま
ち
で
あ
っ
た
｡
そ
の
後
も
'
新
聞
に
よ
っ
て
両

方
の
名
が
出
て
き
て
混
乱
し
､
お
ま
け
に
浅
間
山
の

噴
火
も
加
わ
っ
て
､
お
り
か
ら
新
聞
は
爆
発
の
記
事

で
に
ぎ
わ
っ
た
｡

一
つ
の
山
を
信
州
側
で
は
焼
岳
と
呼
び
､
飛
騨
側

で
は
硫
黄
岳
と
い
っ
て
い
た
た
め
で
､
こ
れ
は
近
代

測
量
に
よ
る
い
く
つ
か
の
地
図
に
も
別
々
の
山
と
し

て
採
用
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
こ
と
は
'
江
戸
時
代
で

も
同
じ
だ
っ
た
よ
う
で
､
信
州
側
の
出
版
で
あ
る
『

信
府
親
許
-
や
､
飛
騨
側
の
『
斐
太
後
風
土
軍
で

も
'
や
は
り
別
々
の
山
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
｡
し
か
し
､
中
に
は
同
山
異
名
を
承
知
し
て

い
た
も
の
も
あ
り
､
天
保
六
年
の
｢
信
濃
国
大
給
図
m

で
は
､
焼
岳
の
名
の
隣
り
に
､
｢
此
焼
岳
飛
騨
国
二

テ
ハ
硫
黄
岳
卜
唱
フ
｣
　
と
注
釈
を
入
れ
て
い
る
｡

た
だ
､
厳
密
に
い
う
と
焼
岳
と
硫
黄
岳
は
実
は
別

の
山
な
の
で
あ
る
｡
硫
黄
岳
と
い
う
の
は
中
尾
峠
に

あ
る
小
隆
起
の
こ
と
で
､
旧
中
尾
峠
は
そ
の
南
側
を
､

新
中
尾
峠
は
そ
の
北
側
を
通
っ
て
い
る
｡
河
野
船
蔵

は
､
｢
硫
黄
岳
は
少
し
-
低
-
し
て
其
(
焼
岳
の
)

北
に
通
り
中
間
に
飛
騨
に
通
ず
べ
き
峠
あ
り
､
｡

(
｢
硫
黄
岳
の
噴
気
孔
)
と
述
べ
て
い
て
'
こ
れ
が

正
し
い
｡
こ
れ
を
区
別
し
て
い
た
の
は
､
信
州
側
だ

け
で
あ
る
｡

た
び
重
な
る
焼
岳
の
爆
発
に
よ
っ
て
､
山
を
は
さ

ん
た
両
側
の
地
域
の
人
び
と
の
呼
び
方
の
相
違
に
気

づ
さ
へ
そ
れ
を
報
じ
る
新
聞
も
次
第
に
焼
岳
の
名
に

統
一
さ
れ
て
い
っ
た
｡
そ
し
て
､
明
治
末
ま
で
に
は

焼
岳
と
し
て
山
名
が
定
著
し
た
の
だ
っ
た
｡

大
正
八
年
十
一
月
一
日
の
焼
岳
の
噴
火
を
伝
え
る

東
京
朝
日
新
聞
は
､
｢
上
高
地
に
て
は
遠
雷
の
如
き

音
響
を
聞
き
､
松
本
よ
り
は
二
日
常
よ
り
太
さ
噴
煙

を
望
み
得
た
り
､
同
地
一
語
は
雪
降
り
積
り
､
真
申

に
黒
煙
濡
々
と
立
ち
'
頗
る
奇
観
壮
観
な
り
｡
｣
　
と

述
べ
て
い
る
｡

(
登
山
史
研
究
)
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表4　シテムシ類の実生期間

種T.離間開 度ﾈ��8月 祷ﾈ��lo居 

ピ口ウドヒラタシテムシ �� �� 

- �� ��

ヒロオピモンシテムシ �� �� 

表5　シテムシ類の嚢生場所の紗動

｢

山
の
甲
虫

シ
デ
ム
シ
類
の
分
布
を
追
っ
て
ー

次
に
､
山
の
シ
デ
ム
シ
は
'
ど
の
よ
う
に
発
生
を

繰
り
返
し
て
い
る
か
を
み
る
と
､
表
4
の
よ
う
な
状

態
が
み
ら
れ
る
｡
こ
こ
に
あ
げ
た
の
け
敷
種
に
つ
い

て
で
あ
る
が
､
全
体
的
に
み
て
､
各
種
が
一
斉
に
発

生
し
て
い
な
い
こ
と
が
お
か
る
｡

ま
た
年
間
を
通
じ
て
､
一
回
発
生
す
る
も
の
と
､

二
期
に
あ
た
っ
て
発
生
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
｡
無
論
こ
の
表
の
様
に
線
の
切
れ
た
と
た

ん
に
発
生
が
止
ま
り
､
切
れ
て
い
る
間
は
絶
対
に
発

生
が
停
止
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
巌
も
多
く
発
生

す
る
時
期
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
け
､
食

性
を
共
に
す
る
吉
同
志
の
生
活
に
は
､
極
め
て
重
要

を
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
考
え
る
｡
つ
ま
り
ど
の
種
に

つ
い
て
も
､
他
の
種
と
の
発
生
ピ
ー
ク
時
が
重
な
ら

な
い
こ
と
は
､
食
生
活
の
安
全
を
確
保
で
き
る
か
ら

で
あ
る
｡

ま
た
み
か
た
に
よ
っ
て
､
発
生
期
が
二
回
あ
る
こ

と
は
､
そ
の
種
が
年
間
二
回
の
発
生
を
す
る
｡
つ
ま

り
二
化
性
で
あ
ろ
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
､
こ
れ

輿

　

水

　

太

　

仲

に
つ
い
て
は
'
各
種
の
条
件
飼
育
に
よ
る
坐
活
史
の

調
査
を
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
､
こ
こ
で

判
断
を
く
だ
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
｡

次
に
こ
れ
ら
の
発
生
ピ
ー
ク
が
ど
の
辺
で
ね
こ
患

わ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
と
､
衰
5
の
よ
う
に
な

る
｡

表
中
､
ク
ロ
シ
デ
ム
シ
の
よ
う
な
も
の
は
､
あ
る

時
期
二
足
の
と
こ
ろ
に
発
生
す
る
と
､
そ
の
年
は
再

び
別
を
と
こ
ろ
で
は
発
生
を
み
る
こ
と
な
く
､
次
の

ホ
ソ
ヒ
ラ
タ
シ
デ
ム
シ
の
よ
う
に
､
線
が
二
本
重
な

っ
て
上
下
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
､
場
所
を
ち
が

え
で
二
回
発
生
す
る
場
所
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ

の
よ
う
に
二
回
発
生
す
る
も
の
を
､
そ
の
発
生
期
に

合
わ
せ
て
み
る
と
､
下
位
の
線
の
区
間
の
発
生
時
期

と
､
上
位
の
線
の
発
生
期
闇
と
は
'
上
位
の
線
の
方

が
あ
る
時
期
お
く
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
こ
れ
ら
の

シ
デ
ム
シ
は
､
画
す
そ
の
方
で
-
ら
す
も
の
は
､
適

期
に
な
る
と
活
動
を
は
じ
め
る
が
､
高
所
の
も
の
は

不
活
動
で
い
る
｡
や
が
て
高
所
の
も
の
が
適
期
を
迎

〓
日
日
　
=
　
H
H

J

･

-

-

え
活
動
す
る
頃
に
は
低
所
　
(
下
位
の
線
の
区
間
)
　
の

も
の
は
そ
の
ー
生
を
終
え
る
と
言
う
こ
と
が
'
あ
た

か
も
表
の
中
で
は
､
二
ヶ
所
の
発
生
区
間
を
持
つ
極

に
表
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡

何
れ
に
し
て
も
､
高
度
に
対
し
順
応
性
の
広
範
を

種
は
'
こ
の
様
に
発
生
か
所
を
､
時
を
ち
が
え
て
繰

り
返
し
'
下
の
方
か
ら
上
の
方
に
､
こ
き
上
げ
る
様

に
発
生
地
を
移
動
し
な
が
ら
､
結
果
的
に
そ
の
中
で

の
全
体
数
を
増
す
｡
つ
ま
り
は
優
位
左
位
置
を
占
め

る
の
で
は
な
い
か
と
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
｡

(
こ
の
ほ
か
の
昆
虫
)

中
で
の
シ
テ
ム
･
ン
の
生
活
､
活
動
の
概
椿
は
､
以

上
の
様
で
あ
る
が
､
ト
ラ
ノ
ブ
の
中
に
は
こ
れ
以
外

に

'

セ

ン

チ

コ

ガ

ネ

や

イ

ン

タ

ケ

グ

ロ

ナ

カ

オ

サ

ム

シ

や

'

ヒ

メ

マ

-

マ

1

万

ワ

リ

の

よ

う

な

甲

山

も

た

-
さ
ん
入
る
｡
そ
こ
で
､
こ
れ
ら
の
甲
良
の
う
ち
､

オ
ン
タ
ケ
グ
ロ
ナ
ガ
オ
サ
ム
シ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み

る
と
､
最
初
こ
の
点
の
発
見
地
は
､
木
曽
御
岳
山
で

あ
り
､
北
ア
ル
プ
ス
で
も
発
見
さ
れ
､
高
向
に
す
む

-
云
々
と
多
く
の
若
宮
に
記
さ
れ
て
い
る
ー
J
　
而
し
浅

間
で
も
'
立
科
で
も
､
ご
ノ
＼
あ
り
ふ
れ
た
虫
が
如
く

に
､
面
も
一
〇
〇
〇
m
国
外
の
と
こ
ろ
で
辛
気
に
み

ら
れ
る
｡
長
野
県
は
全
体
が
高
所
に
あ
る
か
ら
､
他

と
比
べ
る
と
高
所
か
も
知
れ
な
い
が
､
"
0
0
0
m

帯
は
､
当
県
と
す
れ
ば
､
高
向
と
は
云
え
な
い
｡
そ

ん
な
い
わ
ば
当
地
に
普
通
状
態
で
み
ら
れ
る
広
で
あ

る
か
､
ら
'
今
後
の
記
事
に
は
修
止
す
る
こ
と
が
必
要

の
よ
う
に
考
え
る
｡

(
ま
と
め
と
し
て
)

長
ら
-
調
査
を
休
ん
で
い
た
が
､
再
び
佐
久
地
方

の
向
で
'
シ
デ
ム
シ
鰯
の
調
査
を
は
じ
め
､
い
つ
果

て
る
と
も
な
く
続
け
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
が
､

い
く
つ
か
の
新
知
見
を
縛
る
こ
と
が
出
来
た
｡

こ
こ
に
話
し
た
こ
と
こ
と
は
､
非
常
に
端
折
っ
た

こ
と
で
の
み
あ
る
が
､
要
は
'
川
の
昆
虫
の
生
活
様

式
の
巧
妙
さ
を
記
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

生
物
-
昆
頭
-
は
山
野
に
冥
わ
け
も
な
く
生
活
し

て
い
な
い
と
言
う
こ
と
が
､
シ
デ
ム
シ
の
敦
の
上
か

ら
も
多
少
な
り
わ
か
る
だ
ろ
う
こ
と
を
願
っ
て
膏
い

て
み
た
｡
　
　
(
佐
久
前
古
'
中
込
小
幸
枝
･
放
論
)

博
物
館
だ
よ
り

た
て
わ
き

帯
刀
千
仁
さ
ん
逝
去

親
切
を
動
物
飼
育
係
の
お
じ
さ
ん
と
し
て
､
串
良

は
じ
め
､
小
中
辛
生
､
登
両
者
､
観
光
客
ら
か
ら
親

し
ま
れ
て
い
た
帯
刀
十
仁
さ
ん
　
(
5
5
)
　
が
､
‥
目
し

日
に
･
 
'
J
-
在
り
､
帯
刀
さ
ん
を
知
る
人
か
ら
惜
し
ま

れ
て
い
ま
す
｡

昭
和
田
上
∴
年
同
月
か
ら
当
博
物
館
で
飼
育
さ
れ

て

い

る

カ

モ

シ

カ

や

タ

ヌ

キ

､

イ

ヌ

ワ

シ

'

キ

ッ

ネ

二
ホ
ン
サ
ル
な
ど
の
飼
育
係
と
し
て
十
年
余
に
わ
た

り
世
話
を
し
て
い
ま
し
た
｡

ラ
イ
チ
ョ
ウ
寄
付
金

五
〇
〇
〇
円
　
東
京
都
線
罵
区
南
天
泉
五
四
〇

線
問
い
さ
を

.
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