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特集『梓川』一季節の流れのなかで一穂苅貞雄山岳写真展4/18-5/9

I,f ��勢 

､ ���� 剿S∴FT,.≡ ･ii:a.-, 偃8ｶ�kidC停竄ﾈ傀ｶi����

` 凵_),/莞∴一一JrJ.J〆,, 

● ��ﾂ�､∴∴◆一 言. 捜索 唳L冖�ｸy�ｹвﾒ�
◆ �� ��� ���Cｲﾂﾉ�8蔗������v����

殺一1-詫 

I,dS園田星 唳���ｨｵｸ耳ﾛrrrﾒﾈ6ﾖ����｢�ﾖﾈ�ﾂ���ﾂ･�+�ﾈ爾鶉ｲ�

. �� ��陳竄��

一一一 辻ﾒ篥｢ﾃｦ傚8ｽ簗H�h�洩h���

●: 鰐 ��

や､ ー● ��Err-- 劔 �+JJH�H耳璽��8耳ﾋ�,ﾂ��

千 機J..- 稚b�-b籀繒�--a,i,#L 

ヽ← ��響関 gi喜 一ヽ �8�����e��追/ 淋′-ジ ↑∴ Ar/ih ･あー �2��ペ�ﾅ�ﾒ簫ﾂ�

ノ譲 千 ‡霊,,dヽ 鐙�"��r�G唐ﾂﾒ粫痛Lr���芥�育�.sｨ5h�ぼB�

ノ∴擬_ ヽ∴ i,-瞳 鎚�"��ⅲ�逮 俟��YJ�����.(���,(ﾜx������

∴ ��

槍ヶ岳と梓IiI源流　撮影　穂苅貞雄

写
真
展
開
催
に
あ
た
っ
て

穂
苅
貞
雄

｢
ア
ズ
サ
｣
､
そ
れ
は
さ
れ
や
か
で
美
し

い
響
き
を
持
っ
た
言
葉
で
あ
る
｡
梓
川
は
そ

の
名
前
の
通
り
の
清
流
で
､
槍
ヶ
岳
を
源
流

と
し
､
穂
高
へ
常
念
岳
を
ど
か
ら
流
れ
出
る

支
流
と
合
流
し
て
上
高
地
を
流
れ
､
大
正
池

に
し
ば
し
休
み
､
更
に
い
-
つ
か
の
支
流
の

水
を
集
め
て
梓
湖
に
注
ぎ
､
そ
の
水
は
発
電

に
利
用
さ
れ
て
い
る
｡
安
曇
野
に
流
れ
出
た

梓
川
は
松
本
市
郊
外
で
奈
良
井
川
と
合
流
し

て
犀
川
と
な
る
｡
そ
の
距
雛
約
七
十
キ
ロ
｡

私
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
梓
川
沿
い
の
道
を

槍
ヶ
岳
へ
登
り
､
そ
の
後
'
山
小
屋
を
経
営

す
る
よ
う
に
在
っ
た
の
で
､
梓
川
と
の
出
合

い
は
六
十
年
以
上
に
も
在
る
｡
そ
の
間
､
梓

川
の
四
季
折
々
の
美
し
い
姿
を
眺
め
続
け
て

き
て
､
い
つ
か
そ
の
姿
を
写
真
集
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
た
｡
し
か
し
､
最
近
上
高
地
で

は
上
流
か
ら
の
土
砂
の
流
入
で
､
川
底
が
上

り
洪
水
に
見
舞
お
れ
る
よ
う
に
在
っ
た
の
で
､

岸
に
姥
純
が
積
ま
れ
た
り
､
そ
の
上
流
で
も

治
水
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
下
流
の
梓
川

で
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
護
岸
壁
が
多
く
在
り
､

私
の
求
め
る
自
然
の
姿
は
大
変
少
な
く
在
っ

て
し
ま
っ
た
｡
い
ま
梓
川
の
自
然
を
写
真
に

残
さ
な
い
と
悔
い
を
千
載
に
残
す
と
の
思
い

で
､
こ
こ
数
年
梓
川
通
い
を
し
て
撮
影
に
取

り
組
ん
だ
｡

安
曇
節
の
一
節
に
｢
槍
で
別
れ
た
高
瀬
と

梓
､
め
ぐ
り
合
う
の
が
押
野
崎
｣
と
唄
わ
れ

て
い
る
が
､
私
は
源
流
よ
り
押
野
崎
の
間
の
､

本
支
流
を
対
象
と
し
て
写
真
集
に
す
る
と
共

に
､
大
町
山
岳
博
物
館
の
ご
好
意
で
梓
川
の

写
真
展
を
開
催
す
る
次
第
で
あ
る
｡
本
写
真

展
が
梓
川
の
自
然
保
護
の
一
助
と
在
れ
ば
幸

い
で
あ
る
｡
ご
高
覧
の
上
ご
批
評
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
｡
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簡約博ど山

梓
川
-
季
節
の
流
れ
の
な
か
で
-

穂
苅
　
貞
雄

梓
川
の
流
域

日
本
ア
ル
プ
ス
の
名
峰
､
槍
ヶ
岳
を
源
流
と
す
る

梓
川
は
'
槍
沢
の
U
字
谷
を
下
り
二
の
俣
谷
､
一
の

俣
谷
､
横
尾
谷
を
ど
の
支
流
の
水
を
合
わ
せ
て
'
上

高
地
を
横
断
し
て
大
正
池
に
し
ば
し
休
み
､
更
に
狭

谷
を
下
り
途
中
い
-
つ
か
の
支
流
と
合
流
し
て
梓
湖

に
そ
そ
ぐ
｡
そ
の
水
は
発
電
に
利
用
さ
れ
'
更
に
島

々
谷
川
､
黒
川
を
ど
の
水
を
集
め
て
安
曇
野
に
流
れ

出
て
､
松
本
市
郊
外
で
奈
良
井
川
と
合
流
し
て
犀
川

と
な
る
｡
そ
の
距
離
約
七
十
メ
ー
ト
ル
｡
そ
の
末
は

信
濃
川
の
大
河
と
在
り
日
本
海
に
至
る
｡

そ
の
流
域
に
は
､
天
下
の
景
勝
地
上
高
地
を
は
じ

め
､
槍
穂
高
を
ど
三
千
米
の
高
山
の
大
景
観
が
あ
る
｡

ま
た
支
流
の
大
野
川
を
遡
る
と
乗
鞍
高
原
が
開
け

る
な
ど
､
他
の
支
流
に
も
多
彩
な
景
色
が
広
が
っ
て

い
る
｡

椿
川
の
由
来

梓
川
の
名
称
の
由
来
は
､
は
っ
き
り
し
な
い
が
へ

そ
の
流
域
に
梓
の
木
が
沢
山
あ
っ
た
こ
と
か
ら
名
付

け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
｢
ア
ズ
サ
｣
そ

れ
は
い
か
に
も
美
し
-
さ
わ
や
か
を
響
き
を
持
っ
て

い
る
の
で
､
人
名
'
地
名
､
J
R
の
特
急
列
車
の
名

前
を
ど
色
々
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
ア
ズ
サ
は
成
長
す

る
と
十
米
以
上
も
の
大
木
に
な
る
｡
カ
バ
ノ
キ
科
の

落
葉
喬
木
で
粘
り
強
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
で
､

昔
は
梓
弓
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
い
う
が
､
現
在
は

家
具
な
ど
の
材
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
｡
ミ
ズ

メ
と
も
言
い
､
ま
た
ヨ
グ
ッ
ミ
ネ
バ
リ
と
も
言
う
｡

昔
の
梓
川

私
の
父
は
大
正
年
代
よ
り
槍
ヶ
岳
で
山
小
屋
を
経

営
し
て
い
た
の
で
'
私
は
小
学
校
の
低
学
年
の
頃
よ

り
梓
川
沿
い
の
道
を
遡
り
槍
ガ
岳
へ
登
っ
た
｡
そ
の

後
父
の
跡
を
継
ぎ
山
小
屋
を
経
営
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
､
梓
川
と
の
出
合
い
は
六
十
年
以
上
に
も
な

り
へ
　
そ
の
色
々
の
姿
を
眺
め
続
け
て
き
た
｡

昔
の
バ
ス
道
路
は
梓
川
の
川
岸
す
れ
す
れ
の
低
い

所
を
走
っ
て
い
た
の
で
､
車
中
か
ら
梓
川
渓
谷
が
手

に
取
る
よ
う
に
眺
め
ら
れ
た
｡
し
か
し
道
路
は
狭
く

舗
装
も
さ
れ
て
い
を
か
っ
た
の
で
､
雨
が
降
る
と
よ

-
不
通
に
な
っ
た
｡
途
中
に
は
雷
岩
､
百
聞
長
屋
､

天
然
開
峡
な
ど
の
名
所
が
あ
っ
た
が
､
今
日
で
は
電

源
開
発
工
事
に
よ
り
昔
の
バ
ス
道
路
の
大
半
は
ダ
ム

湖
に
水
浸
し
､
現
在
の
道
は
数
多
く
の
ト
ン
ネ
ル
を

通
過
す
る
の
で
､
残
念
な
が
ら
途
中
の
景
色
は
あ
ま

り
眺
め
ら
れ
な
-
在
っ
た
｡
昔
の
大
正
池
は
満
々
と

水
を
湛
え
へ
そ
の
中
に
枯
木
が
林
立
し
て
い
た
｡
ま

た
河
童
橋
の
下
は
川
底
が
深
く
､
大
岩
に
水
が
砕
け

散
っ
て
い
た
｡

梓
川
の
変
遷

梓
川
は
太
古
以
来
い
-
た
び
の
変
遷
を
経
て
今
日

の
姿
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

梓
川
の
源
流
に
は
､
氷
河
の
時
代
､
槍
沢
へ
天
狗

原
､
南
岳
'
洞
沢
な
ど
い
-
つ
か
の
カ
ー
ル
群
が
つ

く
ら
れ
､
氷
河
の
流
れ
た
槍
沢
に
は
U
字
谷
が
で
き
'

横
尾
で
本
谷
の
氷
河
と
合
流
し
て
'
そ
れ
が
上
高
地

ま
で
続
い
た
と
い
う
｡
そ
し
て
当
時
の
梓
川
は
上
高

地
か
ら
岐
阜
県
側
の
高
原
用
に
流
れ
て
､
神
通
川
に

入
り
富
山
湾
へ
注
い
で
い
た
と
の
説
が
あ
る
｡
そ
れ

は
焼
岳
の
噴
火
に
よ
り
多
量
の
火
山
灰
､
溶
岩
を
ふ

き
出
し
て
､
梓
川
を
せ
き
止
め
て
し
ま
っ
た
の
で
､
上

高
地
の
U
字
谷
が
上
流
か
ら
流
入
す
る
土
砂
に
よ
り

埋
め
ら
れ
て
､
今
日
の
よ
う
を
上
高
地
が
で
き
た
と

い
わ
れ
る
｡

そ
の
後
梓
川
は
狭
谷
を
中
の
湯
方
面
へ
流
れ
て
Ⅴ

字
谷
を
つ
く
り
'
現
在
の
よ
う
な
川
筋
と
な
っ
た
｡

こ
の
こ
と
は
ま
だ
十
分
に
実
証
さ
れ
て
い
な
い
が
､

や
が
て
専
門
家
に
よ
り
解
明
さ
れ
よ
う
｡
と
に
か
-

長
い
年
月
を
経
て
現
在
の
梓
川
が
で
き
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
｡

昔
の
梓
川
流
域
に
は
現
在
と
比
べ
も
の
に
な
ら
を

い
程
の
美
称
が
生
い
茂
っ
て
い
た
｡
江
戸
時
代
の
寛

文
年
間
(
一
六
六
一
～
)
よ
り
､
上
高
地
一
帯
で
は

松
本
薄
に
よ
る
森
林
伐
採
が
行
わ
れ
て
'
太
平
衡
平

よ
り
上
流
の
二
の
俣
附
近
ま
で
の
流
域
に
､
常
時
十

二
個
所
も
の
柵
小
屋
が
設
置
さ
れ
､
多
い
時
は
二
百

五
十
人
以
上
も
の
机
人
が
､
春
か
ら
秋
ま
で
伐
採
に

従
事
し
切
り
出
さ
れ
た
は
材
は
､
冬
の
来
る
前
に
梓

川
の
流
水
を
利
用
し
て
松
本
郊
外
ま
で
運
び
出
さ
れ

く

れ

き

て
い
た
｡
そ
れ
は
薪
､
屋
根
板
用
の
柏
木
で
あ
っ
た

が
時
に
は
川
を
荒
ら
し
た
り
､
附
近
の
風
景
に
悪
影

響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

ば
i
ん

ま
た
江
戸
末
期
に
は
､
槍
ヶ
岳
の
初
登
拳
を
左
し

遂
げ
た
播
隆
上
人
が
､
梓
川
沿
い
に
檎
沢
登
山
道
を

切
り
開
い
た
｡
彼
は
文
政
九
年
の
檎
ガ
岳
の
偵
察
登

山
以
来
五
回
に
わ
た
り
槍
ガ
岳
に
登
っ
て
い
る
｡
当

時
二
の
俣
附
近
ま
で
は
柵
道
が
通
じ
て
い
た
が
､
そ

の
上
流
は
人
跡
未
踏
で
あ
っ
た
｡
森
林
を
切
り
倒
し

て
進
み
'
或
時
は
川
を
渡
渉
す
る
を
ど
幾
多
の
苦
難



ヽ一°,M ~二Tや 棉 子′∴∴∵ 

S,r,.,(.＼/宣 ㍍/ ∴子 ����"�停ﾒﾂﾔｧ&r�

鵬'案.t謡 ��� 

類 ��∴∴:十∴ ∴▲∴ '･,,し､愛懸 偃B�蕊/ ��

_,hl卜 一驚閏1発 � �� 

｢顕, ��遜蓬∴/""_一二二二/ 剪� ･一三∴∵∴∴三重圭三一.二言 __γ__一.こ塑__ ∴∴空二重主==ミニ- 劔､( 

ニ●:∴∴∴ 劔� 

河童縄と穂高

借用源流

鰭物請と山
-.､J

2.4-399③

の
末
槍
ヶ
岳
登
頂
に
成
功
し
､
そ
の
頂
上
に
三
体
の

仏
像
を
安
置
し
'
後
に
は
槍
の
岩
壁
に
鉄
鎖
を
か
け

た
｡
そ
し
て
各
地
か
ら
槍
ヶ
岳
念
仏
溝
の
人
々
が
槍

へ
登
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
そ
の
頃
､
明
神
池
畔
の
穂
高
神
社
奥
社
へ
参

詣
す
る
人
々
も
あ
っ
た
の
で
'
江
戸
時
代
既
に
上
高

地
の
梓
川
流
域
に
か
な
り
の
人
が
入
っ
て
い
た
の
で

あ
る
｡更

に
文
政
三
年
頃
よ
り
､
安
曇
郡
岩
岡
村
の
庄
屋

伴
次
郎
や
､
播
隆
を
槍
ヶ
岳
へ
案
内
し
た
小
倉
村
の

又
重
邸
等
が
主
謀
老
と
な
り
､
信
州
と
飛
騨
を
結
ぶ

最
短
の
道
､
飛
摺
新
道
の
開
拓
が
行
わ
れ
て
､
明
神

の
下
流
に
与
九
郎
大
橋
が
か
け
ら
れ
た
｡
上
高
地
最

初
の
橋
で
あ
る
｡

明
治
年
代
に
な
る
と
'
新
政
府
に
雇
わ
れ
た
外
国

人
技
師
､
学
者
達
が
梓
川
流
域
の
山
を
め
ざ
し
た
｡

特
に
イ
ギ
リ
ス
人
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
ウ
ォ
ル

タ
ー
･
ウ
ェ
ス
ト
ン
は
日
本
人
に
大
き
を
影
響
を
与

え
た
｡
彼
は
明
治
二
十
五
年
､
当
時
日
本
第
二
の
高

山
で
あ
っ
た
槍
ヶ
岳
登
頂
に
成
功
し
､
そ
の
後
各
地

の
山
へ
登
り
'
ロ
ン
ド
ン
で
｢
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登

山
と
探
険
｣
を
出
版
し
て
､
日
本
ア
ル
プ
ス
を
世
界

に
紹
介
し
た
｡

日
本
人
で
は
明
治
三
十
五
年
､
小
島
烏
水
が
そ
の

友
人
等
と
槍
ガ
岳
へ
登
り
､
そ
の
後
偶
然
の
機
会
か

ら
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
著
書
に
出
合
い
'
彼
ら
と
ウ
ェ
ス

ト
ン
と
の
親
交
が
は
じ
ま
り
､
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
す
す

め
で
日
本
山
岳
会
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ

れ
以
来
日
本
の
近
代
登
山
は
隆
盛
の
一
途
を
た
ど
る

よ
う
に
在
っ
た
｡
作
家
､
画
家
達
が
上
高
地
は
じ
め

梓
川
流
域
の
山
へ
も
登
り
､
山
岳
や
梓
川
の
美
観
を

世
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
｡
梓
川
の
清
流
は
今
も
昔

と
変
り
を
く
四
季
折
折
に
美
し
い
姿
を
見
せ
て
い
る

の
で
'
上
高
地
を
は
じ
め
そ
の
流
域
へ
訪
れ
る
人
は

数
え
切
れ
な
い
程
多
い
｡

借
用
の
四
季

早
春
の
安
曇
野
の
川
岸
に
ま
ず
登
場
す
る
の
は
､

ネ
コ
ヤ
ナ
ギ
の
銀
色
の
芽
で
あ
る
｡
陽
気
が
春
め
-

と
､
桜
'
山
吹
な
ど
い
ろ
い
ろ
の
花
が
咲
き
一
度
に

華
や
か
に
な
る
｡
山
の
春
は
五
月
｡
檜
穂
高
は
ま
だ

冬
の
姿
だ
が
'
川
岸
の
ニ
リ
ン
ソ
ウ
が
咲
-
頃
､
カ

ラ
マ
ツ
の
薄
緑
の
芽
ぶ
さ
が
は
じ
ま
り
､
白
い
コ
ナ

シ
の
花
が
咲
き
､
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
の
綿
毛
が
そ
よ

風
に
誘
わ
れ
て
雪
解
川
の
上
を
飛
ん
で
行
-
｡
や
が

て
木
々
の
新
緑
が
萌
え
､
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
花
の
咲
-

頃
梅
雨
に
入
る
｡
そ
し
て
梅
雨
の
末
期
に
在
る
と
大

雨
が
降
り
洪
水
と
在
る
こ
と
が
あ
る
｡
数
年
前
の
こ

と
､
連
日
の
大
雨
で
梓
川
は
川
一
面
に
茶
色
の
水
が

あ
ふ
れ
て
'
上
流
か
ら
大
き
い
石
が
押
し
流
さ
れ
て

ぶ
つ
か
り
合
い
､
す
さ
ま
じ
い
音
を
立
て
て
い
た
｡

夜
に
な
る
と
'
そ
れ
は
暗
闇
の
中
で
パ
テ
パ
テ
火
花

を
散
ら
し
'
ま
る
で
地
獄
を
見
る
よ
う
な
恐
し
い
川

と
な
っ
た
｡
そ
ん
を
思
い
出
も
あ
る
が
上
流
の
槍
穂

高
が
岩
山
で
あ
る
の
で
一
度
に
水
が
出
る
が
､
ま
た

す
ぐ
水
が
引
き
元
の
清
流
に
戻
る
の
で
あ
る
｡

夏
が
来
る
と
源
流
地
帯
の
高
山
植
物
が
咲
き
乱
れ

雪
渓
の
雪
解
け
水
が
音
を
立
て
て
流
れ
出
す
｡
下
流

の
河
童
橋
の
上
に
は
老
若
男
女
が
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り

に
群
が
り
'
雄
大
を
穂
高
岳
や
梓
川
の
清
流
に
見
と

れ
て
い
る
｡
し
か
し
山
の
夏
は
短
く
九
月
に
入
る
と
､

何
時
の
間
に
か
秋
め
い
て
高
い
所
で
は
､
赤
黄
色
の

木
々
が
目
立
ち
は
じ
め
､
九
月
末
に
は
源
流
地
帯
の

ナ
ナ
カ
マ
ド
'
ダ
ケ
カ
ン
バ
の
､
絢
欄
豪
華
な
紅
葉

が
山
を
彩
り
草
も
み
じ
が
は
じ
ま
る
｡
そ
し
て
カ
ラ

マ
ツ
の
黄
葉
が
秋
の
終
末
を
告
げ
へ
そ
の
枯
葉
が
バ

ラ
バ
ラ
と
梓
川
に
疑
う
頃
に
は
､
槍
穂
高
連
峰
に
白

雪
が
覆
う
｡
紅
葉
は
下
流
に
移
り
安
曇
野
は
そ
の
最

盛
期
を
迎
え
る
｡
や
が
て
雪
線
が
下
り
て
上
高
地
に

も
雪
が
き
て
､
日
毎
に
寒
気
を
増
し
自
一
色
の
銀
世

界
の
中
に
川
の
流
れ
は
紬
-
在
る
が
､
川
霧
が
立
ち

こ
め
た
り
川
岸
の
樹
林
に
霧
氷
が
で
き
冬
は
川
を
幻

想
的
に
さ
え
し
て
-
れ
る
｡
あ
る
年
の
二
月
､
上
高

地
に
撮
影
に
入
っ
た
日
の
夕
刻
､
梓
川
下
流
よ
り
か

す
か
に
風
の
う
在
り
声
が
聞
こ
え
た
と
思
う
問
に
､

ゴ
ー
と
い
う
龍
宮
と
共
に
､
あ
た
り
一
面
に
雪
煙
を

ま
き
上
げ
て
上
流
へ
吹
き
ぬ
け
て
行
っ
た
｡
そ
れ
は

広
野
を
雪
煙
を
上
げ
て
走
り
行
-
列
車
に
似
て
い
る

の
で
､
あ
る
上
高
地
の
住
人
は
､
こ
の
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
を
光
景
を
風
雪
列
車
と
い
っ
た
｡
そ
れ
は
今
も
目

に
焼
き
つ
い
て
忘
れ
ら
れ
を
い
｡

梓
川
の
保
護

一
昔
前
の
梓
川
の
自
然
は
豊
か
で
あ
っ
た
が
､
最

近
の
上
高
地
で
は
上
流
か
ら
の
土
砂
の
流
入
に
よ
り
､

川
底
が
上
が
り
た
び
た
び
洪
水
に
見
舞
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
､
川
岸
に
姥
等
が
積
ま
れ
､
ま
た
大

正
池
も
土
砂
で
埋
ま
り
年
々
小
さ
-
在
り
､
池
と
は

名
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
下
流
の
安
曇
野
の

梓
川
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
護
岸
壁
が
や
た
ら
に
多
-

在
り
､
人
為
的
に
川
の
流
れ
を
変
え
た
り
し
て
い
る

の
で
､
ム
シ
ト
リ
ナ
デ
シ
コ
や
､
月
見
草
な
ど
の
群

落
が
少
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡
最
近
で
は
小
さ
い
支

流
で
も
工
事
が
行
わ
れ
て
自
然
の
姿
は
少
-
在
っ
て

い
る
｡
そ
し
て
川
原
の
林
の
中
に
'
テ
レ
ビ
､
自
転

車
な
ど
が
捨
て
ら
れ
て
い
た
り
､
川
の
中
に
も
空
ビ

ン
､
空
缶
を
ど
ゴ
ミ
が
投
げ
捨
て
ら
れ
て
い
る
｡
昔

の
こ
と
は
い
ざ
知
ら
ず
と
も
'
今
も
川
を
ゴ
ミ
捨
場

に
し
て
い
る
不
心
得
者
が
い
る
こ
と
は
残
念
で
あ
る
｡

川
は
こ
れ
ま
で
人
間
の
生
命
と
暮
ら
し
を
守
っ
て

き
た
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
共
に
､
そ
の
美
し
い
姿

で
私
達
の
心
を
豊
か
に
し
て
き
た
｡
貴
い
自
然
を
残

す
た
め
'
合
こ
そ
効
率
優
先
の
治
水
工
事
を
見
直
す

べ
き
時
で
な
い
か
､
川
岸
の
樹
木
を
保
護
し
､
そ
の

傾
斜
地
に
柳
を
ど
木
を
植
え
た
り
､
護
岸
に
蛇
管
な

ど
を
利
用
す
る
な
ど
､
ま
た
生
態
系
に
配
慮
し
て
で

き
る
限
り
自
然
を
残
す
よ
う
を
工
法
を
進
め
て
貰
い

た
い
も
の
で
あ
る
｡
梓
川
源
流
や
小
さ
い
支
流
に
は

ま
だ
太
古
の
ま
ま
の
自
然
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
私
達

は
残
り
少
い
自
然
を
大
切
に
す
る
と
共
に
､
人
間
の

英
知
を
以
っ
て
梓
川
の
自
然
を
豊
か
に
し
て
､
後
世

に
伝
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
｡

日
本
山
岳
写
真
協
会
会
員

槍
岳
山
荘
･
槍
沢
口
ッ
ヂ

雷

鳥

ヒ

ュ

　

ッ

テ

経

営

松
本
市
在
住
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白鳥村産ガロアムシ　雌

尾端には長い居宅(尾肢)と産卵管を備える

鰭物檀ど山

北
安
曇
郡
白
馬
村
で

ガ
ロ
ア
ム
シ
を
採
集

宮

　

田

　

渡

昨
年
の
秋
に
白
馬
村
猿
倉
付
近
に
お
い
て
'
ガ
ロ

ア
ム
シ
を
採
集
し
た
の
で
記
録
し
て
お
き
た
い
｡

記

　

録

種
名
G
a
L
l
o
i
s
i
a
n
a
 
n
i
p
p
o
n
e
n
s
i
s
　
(
C
a
u
d
e
t
l

の
〔
K
i
コ
g
)
　
ガ
ロ
ア
ム
シ

産
地
　
長
野
県
北
安
曇
郡
白
馬
村
猿
倉
付
近

採
集
個
体
数
　
-
♀
　
体
長
二
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

採
集
年
月
日
一
九
九
二
年
一
〇
月
八
日

採

集

者

　

　

　

宮

田

　

渡

ガ
ロ
ア
ム
シ
は
ガ
ロ
ア
ム
シ
目
､
ガ
ロ
ア
ム
シ
科

の
直
麹
系
昆
虫
で
あ
る
｡
最
初
へ
　
フ
ラ
ン
ス
の
外
交

官
の
ガ
ロ
ア
(
中
G
a
〓
°
i
s
)
と
い
う
人
が
､
日
光
中

禅
寺
で
採
集
し
た
こ
と
か
ら
ガ
ロ
ア
ム
シ
の
和
名
が

つ
け
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
｡
直
麹
系
昆
虫
で
あ
る
が

超
が
な
い
｡
筆
者
が
初
め
て
こ
の
昆
虫
を
見
た
の
は

軽
井
沢
町
の
白
糸
の
滝
付
近
の
山
中
で
あ
る
｡
石
を

起
す
と
､
一
見
シ
ロ
ア
リ
を
思
わ
せ
る
虫
が
難
を
-

採
集
で
き
た
｡
実
は
白
っ
ぽ
い
の
は
す
べ
て
幼
虫
で

あ
っ
た
｡
こ
の
ガ
ロ
ア
ム
シ
多
産
地
は
ナ
ス
科
の
ハ

●

シ
リ
ド
コ
ロ
S
c
o
p
o
l
i
a
 
i
a
p
o
n
i
c
a
M
a
x
i
m
.
の
産

地
で
も
あ
っ
た
｡
成
虫
は
体
長
が
二
〇
ミ
リ
前
後
で

淡
黄
褐
色
を
し
て
い
る
｡
石
を
起
す
と
す
ば
や
-
土

の
中
に
も
ぐ
ろ
う
と
す
る
｡
明
る
い
と
き
に
地
表
面

を
歩
き
ま
わ
る
こ
と
ば
を
い
の
で
､
人
の
目
に
つ
き

に
く
い
｡
複
眼
は
退
化
的
で
あ
る
が
､
地
中
の
小
昆

虫
を
巧
み
に
捕
え
て
食
べ
る
肉
食
性
昆
虫
で
あ
る
｡

ガ
ロ
ア
ム
シ
の
成
育
環
境
は
､
白
馬
村
で
は
コ
ケ

の
つ
い
た
石
の
あ
る
湿
っ
た
北
向
き
の
斜
面
で
､
標

高
が
二
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
付
近
で
あ
る
｡
ガ
ロ
ア
ム

シ
は
年
平
均
気
温
が
摂
氏
1
 
2
度
以
下
の
と
こ
ろ
を
好

む
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
2
5
度
以
上
に
な
る
と
死

ぬ
と
い
う
か
ら
飼
育
は
難
し
い
｡

ガ
ロ
ア
ム
シ
の
仲
間
は
長
野
県
に
三
種
類
分
布
し

て
い
る
こ
と
が
分
っ
て
い
る
｡
す
を
わ
ち
､
ガ
ロ
ア

ム
シ
､
ヒ
メ
ガ
ロ
ア
ム
シ
'
オ
オ
ガ
ロ
ア
ム
シ
の
三

種
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
ガ
ロ
ア
ム
シ
類
と

い
う
｡
ガ
ロ
ア
ム
シ
頬
は
､
胸
部
筋
肉
の
配
列
､
消

化
管
や
心
臓
の
構
造
な
ど
が
原
始
的
で
あ
る
こ
と
か

ら
｢
生
き
て
い
る
化
石
｣
と
呼
ぶ
人
も
い
る
｡

末
筆
な
が
ら
､
種
の
同
定
で
お
世
話
に
在
っ
た
安

藤
裕
･
長
島
孝
行
両
先
生
に
深
謝
す
る
｡

文
献

>
s
a
手
8
-
S
.
へ
富
①
)
　
D
e
s
室
p
二
｡
つ
S
O
〓
w
O
蓋
W

C
r
y
-
一
o
b
一
a
t
t
手
e
f
r
o
m
J
a
p
m
.
K
o
n
t
y
u
.
2
7
:
2
4
9
･
2
5
2
.

朝
比
奈
正
二
郎
(
一
九
七
一
)
　
ガ
ロ
ア
ム
シ
類
｢
動

物
系
統
分
類
学
､
七
(
下
B
)
'
一
九
五
-
二
〇
四

山
崎
柄
根
(
一
九
九
二
)
　
ガ
ロ
ア
ム
シ
は
氷
河
期
の

生
き
残
り
､
週
間
朝
日
百
科
7
4(

山
岳
博
物
館
嘱
託
員
)

博
物
館
だ
よ
り

4
月
と
5
月
の
特
別
展
等
の
ご
案
内

o
｢
梓
川
L
 
I
季
節
の
流
れ
の
な
か
で
-

4
月
1
8
日
㈲
1
5
月
9
日
㈲
　
教
室
･
講
堂
で

穂
苅
貞
雄
先
生
の
撮
影
さ
れ
ま
し
た
'
槍
ヶ
岳
､

梓
川
の
新
作
飢
点
を
一
堂
に
展
示
｡

自
然
の
厳
し
さ
､
美
し
き
を
カ
メ
ラ
と
い
う
目
で

見
事
に
捕
ら
え
て
い
る
作
品
を
是
非
ご
鑑
賞
下
さ

い

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

入

場

通

常

料

金

)

○
動
物
写
生
国
会

5
月
5
日
㈲
雨
天
の
場
合
は
5
月
9
日
㈲

山
岳
博
物
館
付
属
園
で
､
大
町
市
内
の
保
育
･
幼

稚
園
児
と
小
中
学
生
を
対
象
｡

優
秀
作
品
は
､
中
部
地
方
動
物
園
水
族
館
写
生
コ

ン
ク
ー
ル
に
出
品
し
ま
す
｡
　
　
(
参
加
無
料
)

〇
番
の
草
花
と
山
菜
展

5
月
2
2
日
的
～
5
月
2
5
日
㈹
　
講
堂
で

春
の
野
草
･
山
菜
の
鉢
植
え
､
生
け
花
な
ど
を
展

示

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

入

場

無

料

)

平
成
5
年
度
そ
の
他
の
企
画
展
予
定

○
大
町
美
術
会
屡
　
%
㈲
1
%
㈲

(
教
室
･
講
堂
･
入
場
無
料
)

○
動
物
写
生
画
展
　
鬼
的
1
%
㈲(

講
堂
･
入
場
無
料
)

○
斉
藤
清
展
　
党
側
-
%
㈲

(
ホ
ー
ル
･
特
別
展
示
室
等
･
通
常
料
金
)

○
秋
の
草
花
と
キ
ノ
コ
展
　
%
㈲
1
%
㈲

(
講
堂
･
入
場
無
料
)

○
黒
部
渓
谷
の
歴
史
と
自
然
展
　
%
㈲
1
%
㈲

(
ホ
ー
ル
･
特
別
展
示
室
等
･
通
常
料
金
)

人
事
異
動

4
月
1
日
付
で
降
旗
ち
と
せ
主
任
が
民
生
部
福
祉

事
務
所
児
童
館
へ
転
出
､
福
井
ま
き
よ
主
任
が
総
務

部
税
務
課
資
産
税
係
か
ら
当
館
へ
転
入
い
た
し
ま
し

た
｡
ま
た
4
月
5
日
付
で
臨
時
職
貝
と
し
て
北
沢
栄

子
さ
ん
が
勤
務
し
ま
し
た
｡

友
の
会
だ
よ
り

平
成
5
年
度
主
な
行
事
予
定

○
姫
川
源
流
と
居
谷
里
湿
原
自
然
観
察
会4

月
2
5
日

○

春

の

写

生

大

会

　

　

　

　

　

　

　

　

5

月

5

日

○
小
鳥
の
声
を
聞
く
会
　
　
　
　
5
月
8
･
9
日

○
小
谷
温
泉
周
辺
自
然
観
察
会

○
長
野
･
小
布
施
博
物
館
め
ぐ
り

○
キ
ノ
コ
学
習
会

○
黒
部
下
廊
下

○
黒
部
渓
谷
探
勝
会

○
こ
ね
鉢
作
り
と
そ
ば
打
ち
講
習
会

○
歩
く
ス
キ
ー
の
会

6
月
2
0
日

7
月
日
日

9
月
2
6
日

1
0
月
中
旬

1
0
月
1
6
日

日
月
1
4
日

2
月
6
日

詳
し
く
は
博
物
館
内
友
の
会
事
務
局
へ
｡

山

と

博

物

館

第

3

8

巻

第

4

号

一
九
九
三
年
四
月
二
十
五
日
発
行

発
行
新
刊
長
野
県
大
町
市
T
E
L
8
三
一

大

　

町

　

山

　

岳

　

博

　

物

　

館

印
刷
所
　
長
野
県
大
町
市
俵
町

大

糸

　

タ

イ

ム

　

ス

　

印

刷

都

定
　
価
　
年
額
一
､
二
三
〇
円
(
送
料
共
)
(
切
手
不
可
)

郵
便
振
替
口
座
番
号
へ
長
野
四
-
一
三
二
九
三
)


