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パノラマ制作中の筆者画室(中央はマッターホルン)

パ
ノ
ラ
マ
を
描
く

牧
　
潤
一

深
田
久
弥
先
生
の
名
著
｢
日
本
百
名
山
｣
に
つ
づ
く
｢
世
界

百
名
山
｣
　
(
こ
れ
は
先
生
急
逝
の
た
め
残
念
な
が
ら
完
成
は
み

な
か
っ
た
)
　
に
刺
激
を
受
け
､
絵
に
な
る
､
絵
に
描
き
た
い
､

と
い
う
こ
と
を
条
件
に
い
れ
て
'
自
分
な
り
に
選
ん
だ
世
界
百

名
山
を
描
-
｣
た
め
､
多
年
ア
ル
プ
ス
､
ヒ
マ
ラ
ヤ
'
ア
ン
デ

ス
は
じ
め
方
々
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
歩
い
て
い
る
｡

そ
の
な
か
で
､
こ
こ
だ
け
は
三
六
〇
度
ゲ
ル
リ
と
パ
ノ
ラ
ミ

ッ
ク
に
描
き
た
い
と
思
っ
た
場
所
が
世
界
に
三
カ
所
あ
る
｡

第
一
番
は
ネ
パ
ー
ル
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
､
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
山
は
じ

め
八
〇
〇
〇
m
峰
が
一
度
に
四
つ
ほ
か
へ
一
九
六
四
年
に
長
野

県
山
岳
連
盟
隊
が
初
登
頂
し
た
ギ
ヤ
チ
ユ
ン
･
カ
ン
｡
カ
ン

(
七
九
五
二
m
)
　
な
ど
､
ク
ー
ン
ブ
山
辞
の
名
峰
が
望
め
る

ゴ
ー
キ
ョ
･
ピ
ー
ク
　
(
五
三
六
〇
m
)
｡
次
が
ア
ル
プ
ス
の
盟

主
マ
ッ
タ
-
ホ
ル
ン
　
(
四
四
七
八
m
)
　
ほ
か
ヴ
ア
リ
ザ
ー
･
ア

ル
ペ
ン
の
山
ほ
と
ん
ど
が
眺
望
で
き
る
ゴ
ル
ナ
ー
ダ
ラ
ー
ト
｡

こ
こ
は
ツ
ェ
ル
マ
ッ
ト
か
ら
登
山
電
車
で
も
行
け
る
と
こ
ろ
だ
｡

そ
し
て
第
三
が
わ
が
日
本
の
北
穂
高
岳
山
頂
で
あ
る
｡
こ
こ

か
ら
は
北
ア
ル
プ
ス
全
域
の
み
な
ら
ず
､
南
･
中
央
ア
ル
プ
ス

の
ほ
か
遠
く
は
富
士
山
､
加
賀
白
山
ま
で
が
構
図
よ
-
見
わ
た

せ
る
｡人

を
魅
き
つ
け
る
展
望
と
は
そ
の
構
図
の
好
さ
と
共
に
'
あ

る
程
度
の
ポ
ピ
ユ
ラ
リ
テ
-
(
特
に
山
に
詳
し
-
な
い
人
で
も

名
前
だ
け
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
山
が
い
く
つ
か
あ
る

こ
と
)
　
が
必
要
で
あ
る
｡

｢
自
選
･
世
界
百
名
山
を
描
-
｣
の
達
成
は
ま
だ
相
当
の
年

月
を
を
要
す
る
し
､
自
分
の
健
康
状
態
'
世
界
の
政
治
情
勢
さ

え
か
ら
ん
で
く
る
の
で
な
か
な
か
難
し
い
が
､
以
上
に
述
べ
た

三
カ
所
の
パ
ノ
ラ
マ
制
作
だ
け
は
実
現
し
た
い
と
つ
と
め
て
き

た
と
こ
ろ
､
最
初
の
構
想
よ
り
は
相
当
小
さ
-
な
っ
た
が
　
(
希

望
は
各
作
品
の
全
長
一
二
-
一
五
m
｡
今
回
出
品
作
は
各
作
品

パ
ネ
ル
六
枚
つ
な
ぎ
で
全
長
七
･
二
m
)
　
何
と
か
無
事
に
完
成
｡

大
町
山
岳
博
物
館
と
い
う
絶
好
の
場
所
で
お
披
露
目
で
き
る
こ

と
に
な
り
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
｡

更
な
る
今
後
の
大
作
作
成
の
た
め
に
も
　
(
た
と
え
ば
高
原
の

四
季
と
題
し
て
美
ヶ
原
か
ら
の
三
六
〇
度
の
パ
ノ
ラ
マ
)
多
-

の
方
に
見
て
頂
き
､
ご
叱
正
'
ご
激
励
を
賜
わ
れ
れ
ば
幸
い
で

あ
る
｡

(
日
本
山
岳
画
協
会
会
員
)
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松本･穂高あたりからとは形を変えて見える常倉岳｡

池田町立美術館付近にて｡

大町山岳博物館付近から鹿島槍ヶ岳
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館物情と山

大
糸
沿
線
ス
ケ
ッ
チ
ポ
イ
ン
ト
案
内

牧

　

　

潤

一

い
と
い
が
♪

松
本
市
か
ら
日
本
海
沿
岸
の
糸
魚
川
ま
で
走
る
I

R
大
糸
線
は
､
日
本
の
鉄
道
の
中
で
も
よ
い
風
景
や

歴
史
･
ロ
マ
ン
に
も
恵
ま
れ
た
路
線
の
一
つ
で
あ

る
｡
　
特
に
山
が
好
き
で
絵
も
描
-
と
い
う
方
々
に

は
松
本
か
ら
南
小
谷
　
(
み
な
み
お
た
り
と
読
み
､
松

本
か
ら
の
直
通
電
車
の
最
終
点
｡
)
　
の
三
つ
手
前
の

し
な
の
も
り
う
え

駅
'
信
濃
森
上
ま
で
が
よ
い
｡

も
ち
ろ
ん
そ
れ
か
ら
先
に
も
姫
川
温
泉
な
ど
が
あ

り
､
山
間
を
抜
け
て
糸
魚
川
に
出
て
'
太
平
洋
と
は

風
情
の
異
な
る
日
本
海
を
望
ん
だ
時
の
感
慨
も
捨
て

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
念
の
た
め
に
付
け
加
え
て

お
く
｡

最
初
に
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
､
松
本
か
ら
こ
の

線
に
乗
る
時
は
で
き
れ
ば
進
行
方
向
に
向
か
っ
て
左

側
　
(
西
側
)
　
に
席
を
占
め
る
こ
と
だ
｡
そ
れ
と
筆
者

は
よ
く
電
車
の
窓
か
ら
で
も
外
の
風
景
を
ス
ケ
ッ
チ

す
る
が
､
そ
れ
に
は
特
急
列
車
は
速
す
ぎ
る
｡
通

勤
･
通
学
時
間
帯
を
は
ず
し
た
空
い
て
い
る
鈍
行
が

お
す
す
め
で
あ
る
｡
特
急
に
抜
か
れ
る
待
ち
時
間
'

電
車
が
止
ま
っ
て
い
る
間
に
ス
ケ
ッ
チ
に
線
を
描
き

加
え
た
り
'
鉛
筆
を
削
っ
た
り
す
る
｡

つ
い
で
に
言
え
ば
車
内
で
水
彩
で
色
を
塗
る
こ
と

は
不
可
能
だ
か
ら
'
色
鉛
筆
で
カ
ン
ジ
ン
な
と
こ
ろ

に
覚
え
程
度
に
色
を
つ
け
た
り
､
そ
れ
も
で
き
な
け

れ
ば
ス
ケ
ッ
チ
の
上
に
こ
こ
は
　
｢
コ
ケ
茶
｣
と
か

｢
o
G
L
　
(
オ
リ
ー
ブ
･
グ
リ
ー
ン
)
　
と
か
メ
モ
を

入
れ
て
お
く
｡

×

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

×

電
車
が
松
本
を
出
る
と
　
(
出
な

そ
ひ

-
て
も
)
､
西
側
に
堂
々
と
聾
え

て
い
る
の
が
常
念
岳
で
あ
る
｡
鈍

行
で
も
三
〇
分
足
ら
ず
で
穂
高
｡

時
間
の
余
裕
が
あ
れ
ば
こ
こ
で
ま

ず
途
中
下
車
｡
周
辺
の
ス
ケ
ッ
チ

ろ
く
ざ
ん

か
た
が
た
､
礁
山
美
術
館
､
安
曇
野
山
岳
美
術
館
な

ど
を
訪
ね
て
み
た
い
｡
最
近
で
は
　
｢
ち
ひ
ろ
美
術

館
｣
と
い
う
も
の
も
オ
ー
プ
ン
し
た
｡
こ
こ
か
ら
白

馬
に
か
け
て
は
､
ほ
か
に
も
よ
い
美
術
館
'
博
物
館

が
多
い
｡
　
よ
い
絵
を
描
こ
う
と
思
っ
た
ら
､
よ
い

絵
を
た
-
さ
ん
見
る
こ
と
も
大
切
だ
｡

穂
高
か
ら
大
町
山
岳
博
物
館
の
あ
る
大
町
へ
も
電

車
約
三
〇
分
｡
同
博
物
館
は
市
内
東
側
の
高
み
に
あ

り
'
駅
か
ら
徒
歩
約
二
〇
分
｡
タ
ク
シ
ー
な
ら
五
分
､

七
百
円
く
ら
い
｡

晴
れ
て
い
た
ら
館
内
見
学
は
後
ま
わ
し
に
し
て
で

も
､
三
階
の
展
望
室
に
登
っ
て
北
ア
ル
プ
ス
の
大
景

観
を
楽
し
み
へ
　
か
つ
ス
ケ
ッ
チ
し
よ
う
｡
真
正
面
の

蓮
華
岳
が
実
に
立
派
｡
絵
に
は
な
り
に
-
い
か
も
し

れ
な
い
が
山
の
量
感
を
つ
か
む
よ
い
勉
強
に
な
る
だ

ろ
う
｡
蓮
華
の
左
に
は
北
葛
･
船
窪
･
不
動
岳
｡
右

は
三
ツ
頭
の
爺
ケ
岳
'
双
耳
峰
の
鹿
島
槍
ヶ
岳
､
五

竜
岳
'
そ
し
て
白
馬
三
山
と
､
後
立
山
と
呼
ば
れ
る

山
並
み
が
つ
づ
-
｡
こ
の
景
観
は
残
雪
の
た
っ
ぷ
り

あ
る
季
節
が
特
に
よ
い
｡

山
々
の
名
前
が
知
り
た
か
っ
た
ら
展
望
室
に
丁
寧

な
案
内
図
が
あ
る
｡

山
岳
博
物
館
に
は
｢
カ
モ
シ
カ
｣
｢
雷
鳥
｣
な
ど

を
集
め
た
小
動
物
園
も
あ
り
､
動
物
の
好
き
な
人
に

は
そ
れ
ら
の
ス
ケ
ッ
チ
も
愉
し
い
だ
ろ
う
｡
こ
の
博

物
館
は
そ
れ
ら
の
飼
育
で
も
有
名
な
と
こ
ろ
で
あ

る
｡
　
大
町
か
ら
は
黒
部
ダ
ム
･
立
山
ケ
ー
ブ
ル
へ

と
観
光
ル
ー
ト
を
訪
ね
る
の
も
よ
い
が
､
山
の
絵
を

描
-
の
な
ら
ち
ょ
っ
と
苦
労
だ
が
　
(
急
坂
を
約
四
時

間
)
種
池
山
荘
ま
で
登
っ
て
一
泊
へ
　
せ
め
て
爺
ケ
岳

中
腹
ま
で
の
軽
登
山
を
す
す
め
る
｡
こ
の
あ
た
り
か

ら
は
剣
岳
が
私
の
.
番
好
き
な
角
度
で
望
め
る
｡
新

越
乗
越
の
方
へ
少
し
行
け
ば
前
景
と
し
て
手
頃
な
樹

木
　
(
シ
テ
ピ
ソ
な
ど
)
　
も
多
い
｡
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｢大出｣から白馬主峰

｢
山
登
り
は
ど
う
も
｣
と
い
う
人
た
ち
に
は
大
町

か
ら
ま
た
電
車
で
白
馬
の
方
へ
向
い
'
信
濃
木
崎
か

ら
稲
尾
あ
た
り
で
下
車
｡
小
半
日
を
か
け
て
木
崎
･

中
細
･
青
木
の
仁
科
三
湖
湖
畔
の
散
策
が
よ
か
ろ
う
｡

湖
畔
に
は
大
き
な
杉
の
木
な
ど
が
あ
り
へ
山
を
描
-

格
好
な
前
景
と
な
る
｡
山
が
見
え
な
け
れ
ば
森
や
湖

だ
け
で
も
絵
に
な
る
｡

こ
の
あ
た
り
も
私
の
好
き
な
場
所
で
'
今
ま
で
に

相
当
描
い
て
い
る
｡
遠
い
昔
の
こ
と
だ
が
一
水
会
の

故
中
村
琢
二
･
野
村
光
司
両
先
生
を
ボ
ー
ト
に
乗
せ

て
､
夜
の
木
崎
湖
を
漕
ぎ
ま
わ
っ
た
の
も
､
懐
か
し

い
思
い
出
で
あ
る
｡

そ
れ
ぞ
れ
の
湖
畔
に
は
民
福
か
ら
上
等
ま
で
'
宿

も
散
在
し
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
電
車
の
中
か
ら
ボ
ン

ヤ
リ
景
色
を
見
て
い
る
だ
け
で
も
よ
い
と
こ
ろ
で
あ

る
｡

さ
て
'
こ
れ
か
ら
い
よ
い
よ
白
馬
｡
信
濃
四
つ
谷

と
い
う
風
情
の
あ
る
駅
名
も
､
い
つ
の
間
に
か
こ
う

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
｡
そ
し
て
沿
線
に
は
モ
ダ
ン
な

建
物
や
電
柱
な
ど
も
や
た
ら
増
え
た
｡
写
真
家
は
大

変
困
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､
絵
で
は
画
家
の
特
権
で

そ
ん
な
余
計
な
も
の
は
描
か
な
け
れ
ば
よ
い
の
だ
か

ら
幸
い
で
あ
る
｡
お
お
い
に
天
地
創
造
･
構
図
造
成

の
特
権
を
生
か
そ
う
｡
〟
よ
い
絵
〟
　
に
す
る
た
め
な

ら
山
の
形
を
う
ん
と
変
え
て
も
よ
い
の
だ
｡
タ
ダ
シ

そ
ん
な
時
に
は
題
を
｢
何
々
山
｣
と
し
な
い
こ
と
｡

｢
こ
れ
は
山
の
形
が
違
っ
て
い
る
｣
と
難
ク
七
を
つ

け
る
｢
山
通
｣
が
必
ず
い
る
も
の
だ
か
ら
｡

余
談
は
さ
て
お
き
､
白
馬
周
辺

で
絵
描
き
さ
ん
の
一
番
よ
-
行
く

と
こ
ろ
は
､
駅
前
の
広
い
道
を
少

し
北
上
'
右
へ
曲
が
っ
て
踏
切
を

渡
り
､
一
〇
分
ば
か
り
歩
い
て

あ
お
い
で

｢
大
出
｣
　
の
集
落
を
過
ぎ
'
橋
を

渡
っ
た
姫
川
右
岸
の
広
場
｡
ま
だ

b
ら藁

ぶ
き
の
家
も
残
り
､
大
き
な
杉

木
立
の
彼
方
に
白
馬
三
山
　
(
左
か

ら
白
馬
鑓
ケ
岳
･
杓
子
岳
･
白
馬

主
峰
｡
中
で
は
鍵
が
一
番
カ
ッ
コ

い
い
｡
)
　
が
並
ぶ
｡
私
も
ス
ケ
ッ

チ
教
室
の
参
加
者
を
連
れ
て
何
度

か
行
っ
た
け
れ
ど
､
い
つ
も
ウ

イ
ー
ク
エ
ン
ド
は
川
に
而
し
て
董

架
の
行
列
で
あ
る
｡

い
づ
れ
に
し
て
も
白
馬
は
そ
の

名
の
通
り
　
(
本
当
の
山
の
名
の
い

わ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
だ
け
れ

ど
長
-
な
る
の
で
説
明
は
止
め
る

が
､
昔
は
シ
ロ
ウ
マ
岳
と
言
っ
た

こ
と
だ
け
は
覚
え
て
お
い
て
も
ら

い
た
い
｡
)
　
マ
ソ
白
に
見
え
る
冬

が
よ
い
｡
そ
し
て
北
海
道
を
除
く

日
本
で
､
簡
単
に
近
く
か
ら
白
銀

の
山
並
み
を
描
こ
う
と
い
う
の
な
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八方尾根から雪の白馬三山｡主峰は実際より少し大きく描いた｡

一一.∴言 I/～ 

｢信濃｣には｢そば｣のほかおいしい物もたくさんあるが

｢イナゴは難しいぞなモシ｣

ら
是
非
ス
キ
ー

シ
ー
ズ
ン
の
八
方

尾
根
･
兎
平
ま
で

ゴ
ン
ド
ラ
で
､
そ

こ
か
ら
も
う
一
本

リ
フ
ト
で
上
ま
で

あ
が
っ
て
も
ら
い

た
い
｡そ

こ
か
ら
は
三

山
の
み
な
ら
ず
､

五
竜
岳
･
鹿
島
槍

ヶ
岳
も
｢
す
ぐ
そ

こ
｣
に
見
え
る
｡

寒
く
な
っ
た
ら
鬼

平
の
レ
ス
ト
ハ
ウ

ス
の
東
側
の
窓
か

ら
で
も
､
雨
飾
･

高
妻
,
浅
間
な
ど

深
田
さ
ん
の
　
｢
日

本
百
名
山
｣
　
に
入

っ
て
い
る
山
々
が

ス
ケ
ッ
チ
で
き
る
｡

白
馬
の
次
の
駅

が
信
濃
森
上
｡
こ

の
あ
た
り
か
ら
は

晩
秋
の
､
新
雪
を

か
ぶ
っ
た
五
竜
岳

が
形
よ
い
｡
さ
ら

に
も
う
一
つ
先
が

白
馬
大
池
･
高
山

植
物
を
安
直
に
描

こ
う
と
思
っ
た
ら

こ
こ
か
ら
バ
ス
で

つ
が
い
け

栂
池
高
原
に
行
き
'

そ
こ
か
ら
ゴ
ン
ド

ラ
を
乗
り
つ
い
で

栂
池
自
然
園
が
よ

い
｡
多
く
の
花
は

梅
雨
明
け
か
ら
咲

き
だ
す
｡

こ
の
あ
た
り
か
ら
は
　
｢
斜
に
か
ま
え
た

形
｣
　
の
白
馬
主
峰
も
描
け
る
｡
日
本
山
岳

画
協
会
の
大
先
輩
･
故
足
立
真
一
郎
先
生

が
よ
-
題
材
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
だ
｡

今
年
　
(
平
成
九
年
)
　
六
月
初
旬
､
こ
の

原
稿
を
書
-
た
め
に
取
材
･
確
認
か
た
が

た
久
し
ぶ
り
に
大
糸
線
に
乗
り
､
直
通
終

点
の
南
小
谷
ま
で
行
っ
て
み
た
｡
お
そ
ら

く
十
数
年
ぶ
り
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
ま
ず
駅

周
辺
に
家
の
増
え
て
い
る
の
に
驚
い
た
｡

そ
し
て
昔
駅
前
か
ら
北
側
の
山
の
上
に
雲

を
出
し
て
何
と
か
絵
を
ま
と
め
た
の
を
思

い
出
し
た
｡
せ
っ
か
く
来
た
の
だ
か
ら
と

今
度
は
手
前
に
姫
川
を
い
れ
て
ス
ケ
ッ
チ

を
は
じ
め
だ
が
､
あ
い
に
く
小
雨
が
降
り

出
し
た
の
で
途
中
で
止
め
て
次
の
松
本
行

き
で
ト
ン
ボ
帰
り
し
た
｡

と
い
う
わ
け
で
久
し
ぶ
り
の
大
糸
線
で

缶
ビ
ー
ル
を
飲
み
飲
み
移
り
ゆ
-
車
窓
風

景
を
楽
し
ん
だ
が
　
(
こ
れ
が
で
き
る
の
が

電

車

の

何

よ

り

よ

い

と

こ

ろ

)

､

マ

イ

カ
ー
族
も
多
い
昨
今
､
ハ
イ
ウ
ェ
イ
　
(
良

野
道
)
　
で
の
ス
ケ
ッ
チ
ポ
イ
ン
ト
も
一
つ
｡

あ
ず
さ
が
h

お
す
す
め
は
梓
川
S
A
の
展
望
台
｡

上
り
で
も
下
り
線
で
も
よ
い
｡
両
方
と
も
丘
の
上
に

屋
根
付
き
の
休
息
所
が
設
け
て
あ
る
｡

残
雪
の
た
っ
ぷ
り
あ
る
頃
の
午
前
中
の
常
会
岳
も

よ
い
が
､
私
は
暮
れ
な
ず
む
爺
ケ
岳
･
鹿
島
槍
ヶ
岳

が
好
き
だ
｡
天
候
さ
え
よ
け
れ
ば
こ
こ
で
山
々
が
濃

紫
の
空
に
沈
ん
で
ゆ
-
ま
で
､
ス
ケ
ッ
チ
の
後
ぼ
ん

や
り
と
し
て
時
を
過
ご
す
｡

車
さ
え
あ
れ
ば
他
に
も
簡
単
に
行
け
る
よ
い
場
所

が
多
い
｡
た
と
え
ば
国
道
四
〇
六
号
を
長
野
方
面
に

向
か
い
､
ピ
ン
カ
ー
ル
の
坂
を
登
り
切
っ
て
ト
ン
ネ

ル
の
手
前
の
平
場
が
ス
モ
モ
平
｡
こ
こ
か
ら
も
や
は

り
夕
刻
'
茜
色
の
空
を
背
に
し
た
五
竜
岳
や
鹿
島
槍

ヶ
岳
が
よ
い
｡

そ
れ
に
し
て
も
よ
い
ス
ケ
ッ
チ
ポ
イ
ン
ト
を
得
よ

う
と
し
た
ら
地
図
や
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
だ
け
で
な
-
'

そ
の
地
域
の
写
真
集
を
参
考
に
す
る
こ
と
だ
｡
安
曇

一
/

〟

/

'

一

イ

)

　

へ

二
二
､

～

ニ

率

言

え

萄

レ

野
周
辺
で
は
槍
岳
山
荘
の
穂
刈
さ
ん
や
燕
山
柾
の
赤

沼
さ
ん
の
も
の
な
ど
､
よ
い
も
の
が
た
く
さ
ん
出
版

さ
れ
て
い
る
｡

八
方
尾
根
か
ら
よ
り
更
に
五
竜
岳
を
大
き
-
､
描

か
み
し
ろ

こ
う
と
す
る
な
ら
､
白
馬
の
一
つ
手
前
､
神
城
で
下

車
｡
そ
こ
か
ら
徒
歩
約
三
〇
分
､
ス
キ
ー
場
に
行
き
､

テ
レ
キ
ャ
ビ
ン
　
(
約
一
〇
分
)
　
で
地
蔵
平
に
登
っ
て

み
る
と
よ
い
｡
八
方
尾
根
越
し
に
頭
を
出
す
白
馬
三

山
も
よ
い
の
で
'
こ
こ
も
一
度
ス
ケ
ッ
チ
教
室
の
人

た
ち
を
連
れ
て
行
っ
た
ら
｢
ア
ラ
'
こ
ん
な
い
い
と

こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
か
｣
と
喜
ん
で
い
た
の
で
最
後

に
な
っ
た
が
書
き
添
え
て
お
-
｡
た
だ
し
時
期
に
よ

っ
て
は
テ
レ
キ
ャ
ビ
ン
は
運
行
し
て
い
な
い
の
で
事

前
に
確
認
し
て
も
ら
い
た
い
｡

(
日
本
山
岳
画
協
会
会
員
)
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長
野
県
の
ア
オ
マ
ツ
ム
シ

倉

　

田

　

　

稔

ア
オ
マ
ツ
ム
シ
は
何
者
だ

中
国
南
部
､
抗
州
付
近
が
原
産
地
の
バ
ッ
タ
目
'

コ
オ
ロ
ギ
科
の
夜
行
性
の
鳴
く
虫
で
､
日
本
に
は
生

白
3
し
て
い
な
か
っ
た
｡

そ
ん
な
虫
が
､
お
お
よ
そ
古
年
前
　
(
一
八
九
八

午
)
東
京
の
赤
坂
で
発
見
さ
れ
た
｡
ア
オ
マ
ツ
ム
シ

は
､
卵
､
幼
生
､
幼
虫
と
そ
の
生
涯
を
樹
上
で
生
活

す
る
た
め
､
恐
ら
-
'
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
庭
木

や
街
路
樹
と
共
に
日
本
に
来
た
虫
と
思
わ
れ
る
｡

ア
オ
マ
ツ
ム
シ
は
､
名
前
の
と
お
り
全
身
緑
色
で
､

成
虫
は
体
長
が
二
､
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
､

木
の
葉
に
へ
ば
り
つ
く
よ
う
な
小
さ
め
の
脚
が
六
本

あ
り
､
樹
上
で
葉
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
(
写
真
参

醍
)
｡
そ
し
て
夏
か
ら
初
秋
に
か
け
'
夜
に
樹
上
で

｢

リ

ー

リ

ー

リ

ー

-

｣

又

は

｢

テ

リ

ー

､

チ

リ

-

 

､

チ
リ
1
-
･
｣
と
金
属
的
な
高
音
で
鴫
き
つ
づ
げ
ろ

が
､
そ
の
昔
(
鳴
き
声
)
が
き
わ
め
て
大
き
く
､
騒

音
に
近
い
の
で
､
誰
の
耳
に
も
遥
和
音
と
し
て
聞
こ

え
て
く
る
｡

同
じ
季
節
に
､
コ
オ
ロ
ギ
な
ど
も
夜
に
な
る
と
泣

き
だ
す
が
へ
人
が
近
づ
い
た
り
車
が
近
づ
く
と
コ
オ

ロ
ギ
な
ど
は
鳴
き
止
ん
で
し
ま
う
が
､
こ
の
ア
オ
マ

ツ
ム
シ
は
鴫
き
つ
､
､
つ
け
て
い
る
｡

都
会
型
､
町
型
の
虫
だ

こ
の
ア
オ
マ
ツ
ム
シ
は
､
今
の
と
こ
ろ
街
路
樹
や

人
家
の
周
辺
に
植
え
ら
れ
て
い
る
樹
木
だ
け
に
い
て
'

山
林
に
は
い
な
い
｡

い
わ
ゆ
る
明
る
い
街
や
人
家
の
ま
わ
り
の
樹
木
だ

け
に
住
み
つ
い
て
い
る
｢
都
会
型
の
渡
来
昆
虫
｣
で
'

同
じ
渡
来
昆
虫
の
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
と
､
そ
の

生
憩
は
よ
く
似
て
い
る
｡

ア
オ
マ
ツ
ム
シ
が
､
最
も
よ
く
鳴
く
の
は
八
月
中

下
旬
か
ら
九
月
上
旬
の
､
日
没
一
時
間
後
の
午
後
八

時
か
ら
九
時
半
頃
ま
で
で
､
そ
れ
以
後
は
鳴
く
数
も

減
り
午
後
一
〇
時
す
ぎ
に
な
る
と
､
ピ
タ
ッ
と
鳴
き

止
ん
で
し
ま
う
｡

ア
オ
マ
ツ
ム
シ
も
鳴
く
の
は
雄
だ
け
で
'
鳴
い
て

い
る
雄
は
､
樹
木
の
葉
上
で
､
体
を
少
し
持
ち
上
げ

白

リ

j

-

つ

_

)

る
よ
う
に
し
て
､
画
題
を
背
の
上
に
垂
直
か
ら
八

十
度
位
に
立
っ
て
､
高
速
で
両
辺
を
す
り
合
わ
せ
激

し
い
鳴
き
声
を
発
す
る
｡

ア
オ
マ
ツ
ム
シ
が
鳴
き
は
じ
め
る
と
へ
　
そ
の
鳴
き

声
が
あ
ま
り
に
騒
々
し
い
の
で
､
近
く
で
鳴
い
て
い

る
コ
オ
ロ
ギ
な
ど
の
鳴
き
声
は
､
完
全
に
か
き
消
さ

れ
て
し
ま
う
｡

長
野
県
へ
の
侵
入
が
は
じ
ま
る

こ
ん
な
ア
オ
マ
ツ
ム
シ
が
最
近
長
野
県
内
の
市
街

地
や
住
宅
地
に
棲
み
つ
い
て
､
そ
の
勢
力
を
広
め
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡

そ
の
き
っ
か
け
は
一
九
八
三
年
八
月
二
一
日
の
夜
､

長
野
市
の
川
中
島
地
籍
の
交
叉
点
の
信
号
機
の
す
ぐ

横
で
店
を
開
い
て
い
た
植
木
屋
の
庭
に
置
い
て
あ
っ

た
商
品
の
植
木
(
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ナ
ツ
ツ
バ

辛
)
　
の
葉
上
で
､
激
し
く
鳴
き
つ
づ
け
る
個
体
の
確

認
で
あ
っ
た
｡

私
は
早
々
､
そ
の
鳴
き
声
を
録
音
し
､
一
九
六
六

年
に
東
京
で
録
音
し
た
鳴
き
声
と
比
較
し
て
､
ア
オ

マ
ツ
ム
シ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
｡

そ
の
夜
も
､
信
号
機
が
鳴
ろ
う
が
､
車
の
ク
ラ
ク

シ
ョ
ン
が
鳴
ろ
う
が
､
平
気
で
鴫
き
つ
づ
け
て
い
た

の
で
､
こ
れ
ら
の
雑
音
と
共
に
そ
の
ま
ま
録
音
さ
れ

て
い
る
｡

調
査
は
一
九
六
七
年
よ
り
は
じ
め
た

私
は
一
九
六
六
年
､
東
京
都
立
大
､
理
学
部
で
勉

強
さ
せ
て
も
ら
っ
た
が
'
そ
の
時
の
宿
舎
で
あ
る
目

黒
区
や
大
学
の
あ
る
世
田
谷
区
で
は
､
夜
に
な
る
と

毎
夜
､
本
種
が
け
た
た
ま
し
く
鴫
き
つ
づ
け
て
い
た
｡

私
は
､
は
じ
め
て
聞
く
虫
の
声
で
あ
っ
た
の
で
､
樹

上
に
登
り
､
虫
を
捕
ま
え
､
そ
の
鳴
き
声
の
正
体
を

は
じ
め
て
知
り
へ
　
そ
の
来
歴
も
知
っ
た
｡

一
九
六
七
年
､
松
本
市
へ
帰
っ
て
か
ら
､
私
は

｢
や
が
て
､
こ
の
ア
オ
マ
ツ
ム
シ
も
信
州
へ
来
る
か

も
し
れ
な
い
｣
と
考
え
､
一
八
六
七
年
の
夏
か
ら
'

松
本
市
を
中
心
に
調
査
を
開
始
し
た
｡

調
査
は
､
夜
へ
自
家
用
車
で
松
本
､
塩
尻
'
諏
訪
､

豊
科
と
中
信
地
区
を
ま
わ
り
､
調
査
地
で
は
､
歩
い

て
鳴
き
声
を
求
め
て
町
中
を
歩
い
た
｡

し
か
し
､
何
の
手
か
か
り
も
な
く
､
一
九
七
三
年

に
飯
山
市
へ
移
り
住
ん
だ
｡

そ
れ
か
ら
は
､
飯
山
市
､
長
野
市
､
須
坂
市
､
更

埴
市
を
中
心
に
調
査
を
進
め
た
が
､
一
九
八
二
年
ま

で
は
､
ほ
と
ん
ど
鳴
き
声
を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
｡ア

オ
マ
ツ
ム
シ
は
全
県
に
広
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
､
一
九
八
三
年
の
夏
に
､
つ
い
に
長
野

市
川
中
島
の
国
道
一
八
号
線
の
十
字
路
の
植
木
屋
で
､

前
記
の
と
お
り
､
は
じ
め
て
本
種
の
鳴
き
声
を
記
録

す
る
こ
と
が
で
き
た
｡

そ
れ
ば
か
り
か
､
そ
の
後
の
調
査
で
少
し
つ
つ
分

布
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
き
と
め
る
こ
と
が
で

き
､
急
速
に
全
県
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も
わ
か

っ
た
｡私

の
調
査
を
も
と
に
､
文
献
に
あ
る
分
布
地
(
倭

入
地
)
も
記
入
し
て
示
し
た
の
が
､
図
1
で
あ
る
｡

●
印
は
､
私
が
直
接
'
鳴
き
声
を
確
認
し
た
地
点
で
､

○
印
は
文
献
に
あ
っ
た
地
点
を
示
し
て
い
る
が
､
個

体
数
の
多
少
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

年
度
別
に
'
鳴
き
声
を
確
認
し
た
両
町
村
は
､
つ

ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
｡
文
献
よ
り
拾
っ
た
市
町
村
は

(
文
献
)
　
と
し
た
｡

一
九
八
〇
年

一
九
八
三
年

一
九
八
四
年

一
九
八
五
年

一
九
八
六
年

一
九
八
七
年

一
九
八
八
年

木
曽
郡
南
木
曽
町
(
文
献
)

長
野
市
､
更
埴
市
｡

長
野
市
､
更
埴
市
｡
伊
那
市
(
文

献)長
野
市
､
更
埴
市
｡

調
査
で
き
ず
｡
別
所

長
野
市
､
更
埴
市
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図1.長野県におけるアオマツムシの記録,

雄個体の鳴き声をもとに作成･●は､鳴いていた｢町区｣又は集落を示し,

○は文献よりの記録T,そのまま住みついているとして記入した｡
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っ
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植
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さ
れ
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