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一輪の花(キヌガサソウ)　　　　　　撮影　　峯村　　陸

遭
難
慰
霊
に
思
う

峯

村

　

隆

黒
部
川
下
廊
下
を
し
ば
し
ば
歩
-
こ
と
が
あ
る
｡

黒
四
ダ
ム
に
よ
っ
て
水
量
こ
そ
制
御
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
､
そ
の
深
い
Ⅴ
字
谷
は
未
だ
原
初
の
姿
を

と
ど
め
て
威
圧
的
で
あ
り
､
ス
リ
リ
ン
グ
な
旧
日
電

歩
道
の
谷
筋
は
特
に
'
残
雪
や
落
石
'
土
砂
崩
落
の

た
め
に
二
年
と
同
じ
状
況
に
は
な
い
｡

し
ん
二
し

あ
る
秋
の
雨
上
が
り
､
私
は
新
越
沢
出
合
か
ら
内

ら
の
す
け

蔵
効
谷
出
合
に
向
か
っ
て
い
た
｡
荷
は
重
く
､
絶
壁

に
穿
た
れ
た
道
も
滑
り
や
す
く
､
落
石
の
不
安
か
つ

き
ま
と
う
ガ
ラ
場
と
尾
根
の
小
き
ざ
み
な
登
り
下
り

に
疲
れ
て
い
た
｡

ふ
っ
と
脇
に
目
を
や
る
と
､
そ
こ
に
は
仏
壇
然
と

し
て
石
が
積
ま
れ
､
菊
の
花
や
タ
バ
コ
が
供
え
ら
れ

て
い
た
｡
そ
れ
は
　
｢
生
き
生
き
｣
と
い
う
よ
り
は

｢
生
々
L
 
L
-
'
こ
こ
二
三
日
の
も
の
と
容
易
に
判

断
で
き
た
｡
し
か
も
そ
れ
ら
は
'
万
一
の
時
､
二
人

-
ら
い
は
雨
を
し
の
げ
る
屋
根
状
の
岩
の
下
'
つ
ま

り
絶
好
の
ビ
バ
ー
ク
地
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

ど
こ
か
に
死
の
危
険
が
つ
き
ま
と
う
登
山
と
い
う

行
為
｡
そ
の
途
中
で
出
合
う
慰
霊
の
諸
物
に
元
気
づ

け
ら
れ
る
者
は
皆
無
に
近
い
だ
ろ
う
｡
黒
部
で
は
な

お
さ
ら
で
あ
る
｡

私
は
い
ち
早
く
通
過
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
が
､
そ
の
光
景
は
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
離
れ
な
い
｡

ご
遺
族
､
関
係
者
の
心
中
は
察
す
る
に
あ
ま
り
あ

る
と
こ
ろ
だ
が
'
生
前
こ
よ
な
く
山
や
谷
を
愛
さ
れ

た
方
の
'
も
し
霊
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
な
ら
ば
'

そ
れ
は
遭
難
現
場
を
去
り
'
よ
り
高
-
よ
り
深
-
最

愛
の
地
に
向
か
っ
た
か
'
愛
す
る
ご
遺
族
を
見
守
っ

て
い
る
の
だ
と
信
じ
た
い
｡

黒
部
の
あ
の
岩
屋
は
､
い
つ
ま
で
死
を
に
お
わ
せ
､

い
つ
ま
で
生
身
の
登
山
者
の
ビ
バ
ー
ク
を
拒
む
こ
と

だ
ろ
う
｡

山
に
咲
く
一
輪
の
花
'
一
本
の
木
､
あ
の
峰
こ
の

岩
-
-
｡
そ
こ
に
一
片
の
人
を
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
､

私
な
ら
十
二
分
に
本
望
で
あ
る
｡

(
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)
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校門から徒歩にて出発

館物悼ど山

大
町
高
校
全
校
登
山
誕
生
の
こ
ろ

全
校
登
山
が
生
ま
れ
る
ま
で

鹿
島
槍
ヶ
岳
を
主
峰
と
す
る
後
立
山
連
峰
が
'
私

達
大
町
高
校
の
庭
か
ら
､
校
舎
の
窓
か
ら
遮
る
も
の

も
な
く
壮
麗
に
堂
々
と
眺
め
ら
れ
る
｡
そ
の
姿
は
形

容
で
き
な
い
程
美
し
く
立
派
だ
｡
生
徒
達
は
毎
日
見

慣
れ
て
い
る
せ
い
か
､
殆
ど
関
心
は
示
さ
な
か
っ
た

二

う

じ

が
､
あ
る
時
､
山
岳
写
真
家
の
塚
本
閤
治
さ
ん
を
招

い
て
山
岳
映
画
会
を
催
し
た
｡
学
校
か
ら
見
え
る
山

や
ま
が
映
し
出
さ
れ
た
時
､
思
わ
ず
生
徒
か
ら
万
雷

の
拍
手
が
湧
き
起
こ
っ
た
｡
彼
ら
の
心
の
中
に
山
や

丸

　

山

　

　

　

彰

胞
関

ま
が
誇
り
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
が
解
っ
た
｡

学
校
に
は
､
日
本
山
岳
会
々
貝
で
積
雪
期
の
単
独

行
を
し
て
は
､
い
つ
も
会
誌
に
発
表
す
る
著
名
な
登

山
家
小
池
文
雄
先
生
が
､
物
理
の
教
師
と
し
て
勤
め

て
い
た
｡
私
は
時
折
理
科
教
室
を
訪
ね
て
は
､
山
の

こ
と
を
教
わ
っ
て
い
た
｡

昭
和
十
九
年
五
月
十
二
日
､
小
池
先
生
の
提
案
で

生
徒
を
連
れ
て
'
鹿
島
槍
登
山
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
｡
生
徒
か
ら
五
十
名
の
希
望
者
が
あ
り
へ
先
生
側

か
ら
中
村
教
頭
を
は
じ
め
寺
島
へ
小
林
へ
大
貫
へ
安

田
の
各
先
生
と
'
小
池
リ
ー
ダ
ー
と
私
､
用
務
員
の

西
沢
さ
ん
が
申
し
出
て
来
た
｡

五
月
と
言
え
ば
山
は
ま
だ
冬
の
装
い
で
あ
る
｡
横

雪
も
多
く
､
気
温
も
夜
な
ど
相
当
冷
え
る
こ
と
が
予

け
ん
こ
う

想
さ
れ
た
が
､
皆
意
気
軒
昂
で
あ
っ
た
｡
私
は
山
に

経
験
が
あ
る
三
人
の
生
徒
を
連
れ
て
先
発
隊
と
し
て

本
隊
よ
り
早
く
出
発
し
た
｡
大
冷
沢
の
出
合
で
架
橋

作
業
で
手
間
ど
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
本
隊
が
到
着
｡

こ
こ
で
小
池
先
生
が
今
晩
の
炊
事
に
必
要
な
大
鍋
を

忘
れ
て
き
た
こ
と
に
気
付
き
'
先
発
隊
の
三
名
に
鹿

島
集
落
ま
で
借
り
に
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
'

先
の
西
股
小
屋
へ
十
時
ま
で
に
清
く
よ
う
に
指
示
さ

れ
､
間
に
合
わ
な
け
れ
ば
西
股
で
泊
ま
り
､
翌
朝
出

発
す
る
よ
う
に
と
い
う
約
束
だ
っ
た
｡
鍋
は
到
蕃
し

た
が
､
約
束
の
十
時
を
十
分
過
ぎ
て
い
た
｡
谷
を
本

隊
が
一
列
で
登
る
姿
を
見
て
､
三
人
は
是
非
後
を
追

っ
て
登
り
た
い
と
懇
願
し
た
｡
願
い
を
聞
き
入
れ
､

早
速
後
を
追
う
こ
と
に
な
り
'
鍋
な
ど
は
そ
の
ま
ま

に
出
発
し
た
｡
本
隊
と
の
差
は
な
か
な
か
詰
ま
ら
な

た
ど

か
っ
た
｡
本
隊
の
歩
い
た
踏
み
跡
を
辿
る
の
だ
が
､

と
げ
り

夜
の
帳
が
あ
た
り
を
覆
い
始
め
た
｡
踏
み
跡
も
凍

り
は
じ
め
､
探
っ
て
歩
く
の
が
次
第
に
困
難
に
な
っ

た
｡
幸
い
A
君
持
参
の
カ
ン
テ
ラ
に
助
け
ら
れ
る
｡

カ
ン
テ
ラ
が
歩
く
､
他
の
三
人
は
斜
面
へ
へ
ば
り
つ

く
｡
次
に
カ
ン
テ
ラ
で
足
許
を
照
ら
し
て
も
ら
い
な

が
ら
一
人
ず
つ
動
く
の
で
時
間
は
四
倍
か
か
る
｡
稜せ

っ

線
が
近
く
な
る
と
､
い
よ
い
よ
斜
度
は
き
つ
く
'
雪

び庇
が
立
ち
は
だ
か
る
｡
闇
が
あ
た
り
を
包
み
､
深
い

谷
へ
落
ち
て
い
る
｡
振
り
返
る
と
'
は
る
か
下
に
大

町
の
灯
が
ま
た
た
い
て
い
る
｡

ピ
ッ
ケ
ル
で
雪
庇
を
切
る
｡
雪
片
が
閥
の
谷
へ
落

ち
て
ゆ
く
｡
僅
か
の
油
断
も
許
さ
れ
な
い
｡
緊
張
の

よ
ラ
や

時
間
が
続
き
､
漸
く
稜
線
へ
出
た
｡
後
続
を
案
じ

て
本
隊
か
ら
数
人
が
稜
線
ま
で
出
迎
え
て
く
れ
る
｡

数
人
が
｢
わ
っ
｣
と
喚
声
を
あ
げ
て
抱
き
つ
い
て
く

る
｡
危
険
を
の
り
こ
え
だ
喜
び
が
湧
き
あ
が
る
｡

i

ヽ

〕

｣

漸
-
安
全
な
道
を
降
る
｡
冷
池
小
屋
へ
清
く
｡
時

刻
は
午
後
十
二
時
を
過
ぎ
て
い
た
｡
シ
ラ
ピ
ソ
の
枝

を
切
っ
て
焚
い
て
い
る
の
で
煙
で
眼
を
あ
け
て
い
ら

れ
な
い
｡
ま
ん
じ
り
と
し
な
い
夜
が
明
け
て
､
朝
食

も
そ
こ
そ
こ
に
頂
上
へ
向
か
う
｡
広
い
雪
庇
の
上
を

歩
け
る
の
で
楽
だ
｡
登
頂
を
す
ま
せ
､
い
よ
い
よ
下

山
だ
｡
雪
庇
を
切
っ
て
ザ
イ
ル
を
お
ろ
し
､
小
池
先

生
と
私
が
､
一
人
ず
つ
ザ
イ
ル
に
つ
か
ま
ら
せ
て
お

ろ
し
て
ゆ
く
｡
好
天
の
た
め
下
方
の
小
さ
い
沢
か
ら

雪
崩
が
時
々
落
ち
る
｡
小
池
先
生
は
後
を
私
に
任
せ

下
へ
降
り
て
ゆ
-
｡
最
後
は
先
生
方
で
最
後
尾
は
西

沢
さ
ん
だ
｡
ザ
イ
ル
を
巻
い
て
西
沢
さ
ん
と
一
緒
に

下
る
｡
小
さ
い
雪
崩
が
次
々
と
出
る
｡
逃
げ
る
よ
う

に
下
で
待
つ
本
隊
に
追
い
つ
く
｡
西
股
へ
出
る
と
道

は
平
坦
で
楽
だ
｡
大
町
に
清
く
､
冒
険
の
鹿
島
槍
登

山
は
終
わ
っ
た
｡
翌
年
小
池
先
生
は
他
校
へ
転
任
し

た
｡
私
の
二
十
七
歳
の
春
で
あ
っ
た
｡

全
校
登
山

私
は
か
ね
が
ね
､
札
幌
一
中
の
雪
合
戦
と
､
甲
府

中
学
の
二
十
四
時
間
歩
き
続
け
る
強
歩
が
憧
れ
の
行

事
だ
っ
た
｡
わ
が
校
で
こ
れ
に
匹
敵
す
る
行
事
と
い
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し近畿穫

え
は
登
山
だ
と
考
え
て
い
た
｡
一
年
に
一
度
､
山
へ

連
れ
て
ゆ
き
､
大
自
然
の
空
気
を
吸
わ
せ
て
や
り
た

か
っ
た
｡

前
記
の
鹿
島
槍
登
山
で
､
生
徒
の
山
に
対
す
る
対

応
の
仕
方
と
体
力
と
は
'
尋
常
の
も
の
で
な
い
こ
と

が
解
っ
た
｡

学
校
か
ら
見
え
る
山
の
ど
こ
か
に
登
ら
せ
て
や
り

た
か
っ
た
｡
そ
れ
に
加
え
て
各
山
頂
の
気
温
へ
風
速
､

風
向
､
渓
流
の
水
温
､
地
温
等
々
の
科
学
的
調
査
を

実
施
す
れ
ば
､
興
味
あ
る
結
果
が
出
る
だ
ろ
う
と
考

え
､
当
時
の
生
物
教
師
だ
っ
た
羽
田
健
三
先
生
に
相

談
し
た
と
こ
ろ
､
先
生
は
即
座
に
賛
成
し
協
力
し
て

く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
調
査
は
物
象
部
､
生
物
部

な
ど
が
担
当
す
れ
ば
よ
い
等
､
夢
は
広
が
っ
て
い
っ

た
｡
計
画
の
大
綱
を
職
員
会
で
承
認
を
う
け
､
実
施

へ
と
塗
偏
を
進
め
た
｡
目
的
地
は
､
白
馬
岳
､
鹿
島

槍
ヶ
岳
､
蓮
華
岳
､
烏
帽
子
岳
､
燕
岳
と
し
､
身
体

の
弱
い
者
の
た
め
に
黒
沢
と
揚
俣
水
俣
､
八
方
の
キ

ャ
ン
プ
班
を
作
っ
た
｡
戦
争
の
傷
跡
が
残
る
こ
の
時

キ
な
ど
名
家
で
殆
ど
用
意
が
で
き
た
｡

な
か
に
は
ピ
ッ
ケ
ル
の
銘
刀
ま
で
が
用

意
さ
れ
驚
か
さ
れ
た
｡

服
装
は
通
常
登
校
の
服
と
帽
子
が
大

半
で
'
履
物
は
'
軍
隊
払
下
げ
の
軍
隊

わ

ら

じ

靴
､
地
下
足
袋
が
あ
り
､
草
鞋
も
あ
っ

'
)
の
は
ん

た
｡
脚
の
保
護
に
は
巻
脚
絆
､
ゲ
ー
ト

あ
末
ら
が
み

ル
が
使
わ
れ
た
｡
雨
具
は
油
紙
や
蕃

ゴ
ザ
が
あ
り
､
多
様
な
服
装
と
用
具
だ

っ
た
｡い

よ
い
よ
実
施
の
日
が
来
た
｡
決
行

の
日
と
も
い
え
た
｡
鹿
島
槍
隊
と
蓮
華

岳
隊
へ
烏
帽
子
岳
隊
だ
け
は
集
合
は
学

校
で
あ
っ
た
｡
全
員
を
校
庭
に
集
め
へ

激
励
と
注
意
事
項
を
伝
え
た
｡
他
の
隊

は
最
寄
り
の
駅
等
で
同
じ
よ
う
な
集
い

と
な
っ
た
｡

私
は
鹿
島
槍
隊
を
率
い
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
校
庭
で
注
意
事
項
を
話
す
間
､

み
ん
な
真
剣
に
聞
い
て
く
れ
る
｡

い
よ
い
よ
出
発
と
な
っ
た
｡
遥
か
に

そ
び

西
の
空
に
準
え
る
鹿
島
槍
頂
上
に
続
く

尾
根
ま
で
､
バ
ス
が
な
い
の
で
自
分
の

代
の
計
画
は
､
世
間
の
反
響
を
呼
び
､
各
新
聞
社
が

取
材
に
訪
れ
た
｡

実
施
の
日
は
､
昭
和
二
十
三
年
六
月
三
日
と
き
め

た
｡

参
加
者
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
｡

白
馬
岳
　
　
三
六
名

鹿
島
槍
ヶ
岳
四
人
名

烏
帽
子
岳
　
二
四
名

黒
沢
　
　
　
五
五
名

八
方
　
　
四
一
名

蓮
華
岳
　
六
九
名

燕
岳
一
一
五
名

湯
俣
水
俣
三
四
名

合
計
四
二
二
名

積
雪
の
残
る
登
山
だ
け
に
装
備
が
心
配
だ
っ
た
が
'

さ
す
が
古
い
山
の
町
だ
け
に
､
金
剛
杖
へ
金
力
ン
ジ

脚
で
登
る
の
で
あ
る
｡
ニ
ッ
屋
へ
鹿
島
の
集
落
を
経

て
､
山
ふ
と
こ
ろ
に
入
っ
た
｡
大
谷
原
､
西
股
を
越

え
て
長
ザ
ク
尾
根
を
登
る
｡
急
坂
で
あ
る
｡
雪
も
相

当
多
く
な
っ
た
｡
今
日
の
終
弟
が
眼
の
前
に
あ
る
｡

漸
-
最
後
の
登
り
を
終
り
､
稜
線
に
出
た
｡
剣
･
立

山
の
雄
峰
が
眼
の
前
に
輩
え
て
い
る
｡
思
わ
ず
感
嘆

の
溜
め
息
が
出
る
｡
連
れ
て
来
て
よ
か
っ
だ
と
､
感

慨
が
深
い
｡

こ
こ
か
ら
は
安
全
に
下
っ
て
冷
池
小
屋
に
着
く
｡

持
っ
て
き
た
炊
事
用
具
で
米
へ
味
噌
の
主
食
を
作
り
､

そ
れ
ぞ
れ

副
食
は
夫
々
が
持
参
の
物
を
あ
て
る
｡
待
望
の
夕
食

で
あ
る
｡
陽
は
ま
だ
あ
た
り
を
照
ら
し
'
夜
ま
で
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(昭和23年6月4日)

徳物悼ど山

し

ゴ

ら
乾
く
時
間
が
あ

る
｡
パ
テ
る
者
､

弱
音
を
吐
く
者
な

ど
一
人
も
な
く
よ

く
早
く
着
い
た
も

の
だ
｡
驚
く
べ
き

少
年
た
ち
で
あ
る
｡

小
屋
の
中
や
外
で

和
気
あ
い
あ
い
の

食
事
で
あ
る
｡
空

は
晴
れ
て
明
日
の

好
天
を
約
束
し
て

い
る
よ
う
だ
｡
持

参
の
毛
布
な
ど
を

利
用
し
て
寝
に
つ

岳
会
員
･
信
陽
新
聞
社
)
　
は

〝
大
町
南
高
の
山
を
教
室
と
し
た
集
団
登
山
が
､

日
本
の
新
し
い
登
山
の
ゆ
き
か
た
を
示
し
て
く
れ
た

こ
と
は
事
実
だ
｡
私
は
鹿
島
槍
登
は
ん
の
一
行
に
加

え
さ
せ
て
貰
っ
た
が
､
長
ザ
ク
尾
根
の
登
り
に
一
人

の
弱
音
を
吐
く
者
も
な
く
､
二
八
八
九
米
の
山
頂
に

若
き
エ
ー
ル
を
聞
い
た
と
き
は
､
う
れ
し
か
っ
た
｡

今
度
の
登
山
が
全
国
の
高
校
に
与
え
た
影
響
は
大
き

い
が
､
そ
れ
以
上
に
日
本
山
岳
界
へ
の
影
響
は
大
き

ヽ

　

○

.>〃

と
各
方
面
か
ら
賛
辞
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
｡

(
日
本
山
岳
会
々
貝
･
大
町
山
岳
博
物
館
顧
問
)

く
｡
他
の
向
の
様
子
が
少
々
気
に
な
る
｡

翌
日
は
小
屋
か
ら
頂
上
を
往
復
す
る
｡
稜
線
は
厚

い
雪
庇
が
続
い
て
歩
き
易
い
｡
時
間
に
余
裕
が
あ
る

の
で
､
雪
上
漫
歩
を
楽
し
む
｡
物
象
班
が
地
温
の
測

定
に
余
念
が
な
い
｡
実
は
昨
日
の
登
り
の
際
､
高
千

穂
平
を
過
ぎ
て
稜
線
へ
ト
ラ
バ
ー
ス
の
箇
所
で
生
徒

が
一
人
滑
落
し
た
｡
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
瞬
間
､
シ

ェ
ル
ン
ド
で
止
ま
っ
た
｡
好
運
だ
っ
た
｡
二
度
と
過

ち
の
な
い
よ
う
､
生
徒
か
ら
綱
引
を
集
め
て
､
こ
れ

を
な
っ
て
ザ
イ
ル
代
り
に
し
た
｡
戦
後
で
ザ
イ
ル
は

ま
だ
間
に
合
わ
な
か
っ
た
｡

帰
り
は
､
登
頂
成
功
の
喜
び
も
あ
っ
て
足
取
り
は

軽
い
｡
長
ザ
ク
尾
根
を
無
事
過
ぎ
て
､
平
坦
な
道
へ

ま
た
た

入
る
と
尚
早
い
｡
瞬
く
間
に
鹿
島
集
落
を
過
ぎ
る
｡

学
校
へ
は
間
も
な
く
蕃
-
｡
終
わ
り
の
挨
拶
を
交
わ

し
'
そ
れ
ぞ
れ
が
家
路
に
蕃
い
た
｡

大
事
業
は
終
わ
っ
た
｡
他
の
隊
は
ど
う
か
と
少
々

心
配
に
な
る
が
､
満
足
感
は
隠
せ
な
い
｡
遥
か
に
遠

い
道
に
も
'
弱
音
を
吐
く
者
は
一
人
も
な
か
っ
た
｡ね

き
ら

元
気
な
生
徒
に
敬
意
を
表
し
'
一
人
ひ
と
り
を
労

っ
て
あ
げ
た
い
気
持
ち
が
湧
い
て
く
る
｡

終
っ
て
各
新
聞
社
は
戦
後
の
壮
挙
だ
と
評
価
し
､

紙
面
を
飾
っ
て
く
れ
た
｡

斯
界
の
大
御
所
､
槙
有
恒
先
生
は
､
生
徒
会
新
聞

に
次
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
く
だ
さ
っ
た
｡

〝
よ
い
意
味
の
伝
統
が
､
戦
後
あ
ら
ゆ
る
方
面
に

荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
｡
こ
れ
は
登
山
に
お
い
て
も
言

え
る
が
こ
う
い
う
時
に
大
町
南
高
校
の
全
校
登
山
は

よ
き
伝
統
を
保
つ
意
味
で
大
変
結
構
な
計
画
だ
っ
た

と
考
え
る
｡
よ
い
伝
統
は
こ
う
し
た
真
面
目
な
気
持

ち
で
自
然
を
求
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
｡
今
度
の
成
功

を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
〟

ま
た
大
町
の
登
山
家
百
瀬
慎
太
郎
氏
は

て
ん
よ

〟
今
度
の
計
画
は
'
天
輿
に
恵
ま
れ
た
位
置
に
あ

る
特
殊
な
学
校
で
あ
っ
て
こ
そ
､
非
常
な
成
功
を
収

め
得
た
の
で
あ
る
と
思
う
｡
僅
か
十
七
名
の
不
参
加

で
全
員
が
登
り
得
た
と
い
う
こ
と
は
感
嘆
に
価
す
る

こ
と
で
､
私
は
今
後
も
是
非
毎
年
実
行
し
て
貰
い
た

い
と
考
え
て
い
る
｡
〟

ま
た
丸
山
尚
一
氏
(
鹿
島
檜
斑
へ
同
行
､
日
本
向
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写具2　密を求めて訪れたピロウドッリアブ

館物情ど山

松
本
市
と
大
町
市
の
サ
ク
ラ
ソ
ウ

千

　

葉

　

悟

　

志

一
.
｢
危
険
種
｣
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
現
状

一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
我
が
国
に
お
け
る

保
護
上
重
要
な
植
物
種
の
現
状
』
　
(
通
称
‥
植
物
レ

ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
)
　
で
は
､
日
本
に
生
育
す
る
約

五
三
〇
〇
種
の
維
管
束
植
物
の
う
ち
､
今
や
六
分
の

一
(
八
九
五
種
)
が
｢
絶
滅
｣
｢
絶
滅
危
惧
｣
｢
危

険
｣
｢
現
状
不
明
｣
に
区
分
さ
れ
て
い
る
｡

同
書
で
重
点
調
査
種
七
種
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
さ

れ
て
い
る
サ
ク
ラ
ソ
ウ
は
､
か
つ
て
北
海
道
南
部
か

ら
鹿
児
島
県
ま
で
の
湿
っ
た
草
原
や
川
岸
'
春
に
陽

光
が
射
す
林
床
に
生
育
し
て
い
た
が
､
現
在
は
二
四

都
県
一
〇
一
の
生
育
地
の
う
ち
一
人
の
生
育
地
で
絶

滅
､
二
一
の
生
育
地
で
絶
滅
寸
前
と
さ
れ
て
い
る
｡

長
野
県
で
は
､
こ
れ
ま
で
に
一
七
市
町
村
で
生
育

が
報
告
さ
れ
(
長
野
県
植
物
誌
編
纂
委
員
会
‥
一
九

九
五
)
､
松
本
市
や
大
町
市
で
は
､
湿
性
林
下
や
湿

地
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
手
厚

い
保
護
を
受
け
て
い
る
場
所
を
除
け
ば
松
本
市
で
は

〟
ち
ら
　
ほ
ら
〟
 
､
大
町
市
で
は
〟
ち
ょ
こ
ん
〟
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
､
こ
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
消
え
て

し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
｡

二
.
春
が
来
た
ら

木
立
を
透
け
る
木
漏
れ
日
が
､
冷
え
き
っ
て
い
た

大
地
を
包
み
春
を
告
る
こ
ろ
､
サ
ク
ラ
ソ
ウ
は
ひ
ょ

っ
こ
り
地
上
に
現
れ
る
｡

七
へ
八
枚
の
葉
は
斜
状
に
展
開
さ
れ
､
そ
の
中
心

か
ら
は
､
一
本
の
花
茎
が
大
空
に
向
か
っ
て
伸
び
は

じ
め
る
｡
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
花
芽
が
ほ
こ
ろ
び
､
つ

あ
で

ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
ピ
ン
ク
の
花
が
艶
や
か
に
咲
き
誇

る
　
(
写
真
1
)
｡

天
気
の
良
い
日
に
は
､
蜜
を
求
め
て
ハ
ナ
バ
チ
や

ゼ
わ

ハ
ナ
ア
ブ
の
仲
間
が
忙
し
-
訪
れ
る
｡

や
が
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
花
に
は
二
ミ
リ
程
度
の
種

子
が
四
､
五
〇
個
ほ
ど
つ
く
ら
れ
､
押
し
寄
せ
る
夏

の
気
配
と
と
も
に
散
布
さ
れ
る
｡

初
夏
､
サ
ク
ラ
ソ
ウ
は
繁
茂
し
て
き
た
植
物
に
覆

い
隠
さ
れ
､
い
つ
し
か
地
上
か
ら
そ
の
姿
を
消
す
｡

ち

か

け

い

来
春
ま
で
地
下
茎
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
｡

≡
.
そ
の
巧
妙
か
つ
密
か
な
る
戦
略

サ
ク
ラ
ソ
ウ
が
種
子
を
つ
く
る
た
め
に
は
ま
ず
昆

虫
た
ち
に
蜜
を
提
供
し
て
､
花
粉
を
運
ん
で
も
ら
わ

力

と

う

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
蜜
は
花
筒
の
底
近

こ
う
ふ
ん

く
に
あ
り
､
短
い
口
(
口
吻
)
　
の
昆
虫
は
蜜
を
吸
う

こ
と
が
で
き
な
い
｡
し
た
が
っ
て
､
ハ
ナ
バ
チ
類
や

ハ
ナ
ア
ブ
類
へ
　
チ
ョ
ウ
類
と
い
っ
た
ス
ト
ロ
ー
の
よ

う
に
長
い
口
吻
を
持
つ
昆
虫
は
種
子
を
つ
く
る
上
で

欠
か
せ
な
い
存
在
と
な
る
(
写
真
2
)
｡

こ
の
昆
虫
た
ち
に
効
率
よ
く
花
粉
を
運
ん
で
も
ら

い

け

い

か

ち

C

･

-

せ

い

う
た
め
に
サ
ク
ラ
ソ
ウ
は
異
型
花
柱
性
と
い
う
特

徴
を
持
っ
て
い
る
｡

サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
異
型
花
柱
性
は
､
大
き
く
分
け
る

や
く

と
蔚
(
花
粉
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
)
　
の
位
置

ち

ゅ

っ

と

っ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ち

ふ

う

　

か

●

っ

C

.

つ

　

か

が
柱
頭
よ
り
も
低
い
長
花
柱
花
と
蔀
の
位
置
が

i

)

ん

か

ち

e

う

か

柱
頭
よ
り
も
高
い
短
花
柱
花
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に

分
け
る
こ
と
が
で
る
(
図
1
)
｡

例
え
ば
､
蜜
を
吸
い
に
き
た
ビ
ロ
ウ
ド
ッ
リ
ア
ブ

が
短
花
柱
花
に
口
吻
を
差
し
込
ん
だ
と
し
よ
う
｡
花

に
と
ま
っ
て
蜜
の
あ
り
か
を
探
し
て
い
る
う
ち
に
口

吻
の
根
元
周
辺
に
(
顔
に
ち
か
い
ほ
う
)
花
粉
が
つ

く

○
次
に
そ
の
ビ
ロ
ウ
ド
ッ
リ
ア
ブ
が
長
花
柱
花
に
訪

れ
て
口
吻
を
差
し
込
む
と
､
付
清
し
て
い
た
花
粉
は

ち
ょ
う
ど
長
花
柱
花
の
柱
頭
あ
た
り
に
く
る
｡
ビ
ロ

ウ
ド
ッ
リ
ア
ブ
が
蜜
の
あ
り
か
を
探
し
は
じ
め
る
と

口
吻
は
柱
頭
に
触
れ
､
花
粉
が
渡
さ
れ
る
｡

逆
に
､
長
花
柱
花
に
訪
れ
た
際
に
は
'
花
粉
が
口

吻
の
先
端
の
ほ
う
に
つ
く
か
ら
､
短
花
柱
花
の
柱
頭

へ
効
率
よ
く
花
粉
が
運
ば
れ
､
種
子
が
つ
く
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
｡

じ

か

ム

れ

こ

う

せ

い

ま
た
､
サ
ク
ラ
ソ
ウ
に
は
自
家
不
和
合
性
と
い
っ

て
､
長
花
柱
花
と
短
花
柱
花
の
間
で
よ
く
種
子
が
つ

く
ら
れ
､
自
ら
の
花
粉
や
同
じ
花
の
タ
イ
プ
の
間

(
長
花
柱
花
と
長
花
柱
花
､
短
花
柱
花
と
短
花
柱

花
)
で
は
､
実
を
綻
ば
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
｡
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軍費3　二木ントリパの成虫

表1　ニホントリパによる食害率と結実率

(1995. 6)

食害率(%) 俔�ﾉzb３��

伐採された生育地 田b縒�19.0 

林床にある生育地 都B繧�16.0 

※

結実率は小花茎数を100とし､そこから食害された

ものと種子がつくられていなかったものを差し引

いて示した｡

実
に
､
適
応
的
で
､
他
殖
の
効
果
を
促
進
す
る
機

能
で
は
あ
る
が
'
実
際
に
は
､
駒
や
柱
頭
の
位
置
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
､
な
に
よ
り
も
昆
虫
が
い
て
は
じ

め
て
こ
れ
ら
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

言
い
換
え
れ
ば
､
花
粉
を
運
ん
で
く
れ
る
昆
虫
が

い
な
い
生
育
地
で
は
､
そ
れ
は
い
ず
れ
〝
消
滅
〟
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
た
め
､
サ
ク
ラ
ソ
ウ

に
と
っ
て
昆
虫
は
必
要
不
可
欠
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

四
.
せ
っ
か
く
で
き
た
種
子
な
の
に

ょ
う
や
く
受
粉
し
､
｢
さ
あ
､
こ
れ
か
ら
｣
と
い

う
と
き
に
､
松
本
市
と
大
町
市
で
は
ニ
ホ
ン
ト
リ
バ

と
い
う
ガ
の
幼
虫
が
発
生
す
る
　
(
写
真
3
)
｡
幼
虫

は
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
子
房
や
種
子
に
な
り
か
け
て
い
る

部
分
を
好
ん
で
食
べ
る
｡
サ
ク
ラ
ソ
ウ
か
ら
見
れ
ば

ま
さ
に
害
虫
で
あ
る
｡
こ
の
う
ち
､
松
本
市
で
は
か

な
り
の
割
合
で
幼
虫
に
食
害
さ
れ
て
い
る
　
(
表
1
)
｡

こ
れ
が
原
因
に
つ
な
が
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
､

種
子
に
よ
る
繁
殖
を
確
認
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難

み

し

ふ

う

し
い
｡
も
ち
ろ
ん
'
群
落
内
で
定
着
す
る
実
生
も

あ
れ
ば
'
雨
水
や
小
川
に
流
さ
れ
て
新
た
な
場
所
で

定
義
す
る
実
生
も
あ
る
だ
ろ
う
｡
土
の
中
に
埋
も
れ

て
発
芽
す
る
好
機
を
う
か
が
っ
て
い
る
種
子
も
中
に

は
あ
る
に
ち
が
い
な
い
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
､
種
子
は
新
天
地
を
求
め
る
た
め
､

群
落
を
維
持
す
る
た
め
の
大
事
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

五
.
サ
ク
ラ
ソ
ウ
は
か
つ
て
身
近
な
植
物
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
と
い
う

-
松
本
市
の
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
場
合
-

長
野
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
松
本
市
の
中
山

地
区
で
､
か
つ
て
､
湿
性
林
下
に
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
大

群
落
が
あ
っ
た
と
い
う
が
､
近
年
､
有
用
樹
種
の
植

林
を
目
的
と
し
て
､
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
生
育
地
や
周
辺

で
の
大
規
模
な
皆
伐
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

そ
の
結
果
､
湿
性
土
壌
は
一
変
し
て
乾
燥
し
'
伐

採
の
た
め
に
搬
入
し
た
重
機
は
､
辺
り
を
踏
み
固
め
'

生
育
し
て
い
た
サ
ク
ラ
ソ
ウ
群
落
は
大
打
撃
を
受
け

た
｡
春
に
な
る
と
辺
り
一
面
が
サ
ク
ラ
ソ
ウ
に
覆
わ

れ
て
い
た
と
い
う
林
床
も
'
現
在
で
は
二
五
×
一
〇

m
の
範
囲
内
の
群
落
を
除
い
て
は
点
在
す
る
の
み
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

こ
こ
で
は
'
保
全
の
た
め
の
調
査
･
研
究
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
が
､
い
ま
は
現
存
の
群
落
を
維
持
す

る
こ
と
す
ら
難
し
い
状
況
と
な
っ
て
き
て
い
る
｡

-
大
町
市
の
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
場
合
-

す

北
ア
ル
プ
ス
を
正
面
に
見
据
え
る
こ
と
が
で
き
る

大
町
市
の
東
山
地
籍
に
も
､
一
昔
前
へ
　
サ
ク
ラ
ソ
ウ

の
大
群
落
が
あ
っ
た
と
い
う
｡

比
較
的
､
人
里
に
近
く
へ
定
期
的
に
下
草
刈
り
や

手
入
れ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
､
い

ま
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
サ
ク

ラ
ソ
ウ
群
落
は
､
い
つ
し
か
背
丈
の
高
い
サ
サ
や
ス

ス
キ
の
群
落
へ
と
移
り
変
り
､
そ
の
中
で
ポ
ッ
リ
ポ

ッ
リ
と
生
育
す
る
の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

今
年
､
花
を
着
け
た
個
体
は
す
べ
て
長
花
柱
花
で
､

わ
ず
か
五
個
体
｡
結
実
は
見
ら
れ
な
い
｡

し
か
し
､
よ
-
見
る
と
花
を
薫
け
て
い
な
い
個
体

を
あ
る
程
度
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

し
た
が
っ
て
､
こ
の
地
に
は
群
落
を
回
復
さ
せ
る

可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
か
つ
て
の
よ
う
な
大
群

落
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
､
試
み
を
す
る
だ
け
の
価

値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
｡

江
戸
時
代
よ
り
数
多
く
の
園
芸
品
種
が
生
み
出
さ

れ
､
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
サ
ク
ラ
ソ
ウ
｡
し
か

し
､
い
つ
し
か
野
生
種
の
生
育
地
は
各
地
で
失
わ
れ
､

そ
の
存
亡
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
'
サ
ク
ラ
ソ
ウ
に
つ
い
て
述
べ
た
が
､

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
る
種
は
な
に
も

サ
ク
ラ
ソ
ウ
だ
け
で
は
な
い
｡
保
全
の
急
務
を
要
す

4､

る
自
然
は
全
国
各
地
に
多
く
あ
る
｡
し
か
し
､
希
少

種
や
絶
滅
危
惧
種
だ
け
を
守
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
｡
そ
の
種
を
維
持
す
る
た
め
に
は
へ
　
そ
の

土
地
に
あ
っ
た
植
生
の
保
全
､
復
元
が
必
要
で
あ
り
､

さ
ら
に
は
そ
れ
ら
に
関
わ
る
昆
虫
や
動
物
､
植
物
を

も
維
持
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
た
め

に
は
､
詳
細
な
分
析
や
情
報
収
集
を
お
こ
な
い
'
そ

れ
に
基
づ
く
管
理
が
必
要
と
な
る
｡
ま
た
､
そ
の
後

の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
保

全
や
復
元
に
は
長
い
年
月
や
多
大
な
労
力
を
必
要
と

す
る
こ
と
が
多
い
が
､
な
に
よ
り
も
人
々
の
関
心
が

常
に
自
然
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
大
切
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)
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