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雪
形
発
見
-
そ
の
意
味

写
真
の
中
央
の
山
は
､
梅
雨
時
の
晴
れ
間
に
山
岳
博
物
館
か
ら
望
ん
だ
残
雪
の
南
沢
岳

し
ろ
う
ま

隆
　
(
二
六
二
五
m
)
だ
｡
昨
年
､
私
は
ふ
と
そ
の
残
雪
紋
様
に
白
馬
､
そ
れ
も
天
駆
け
る
ベ
ガ

サ
ス
を
見
て
し
ま
っ
た
｡
そ
う
な
る
と
も
う
馬
に
し
か
見
え
な
く
な
る
の
だ
か
ら
､
人
と
は

困
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

大
町
市
は
本
年
の
春
に
｢
山
岳
文
化
都
市
｣
を
宣
言
し
た
｡
そ
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
的
イ

ゆ
き
が
た

ベ
ン
ト
と
し
て
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
『
第
一
回
　
北
ア
ル
プ
ス
雪
形
ま
つ
り
』
が
開
催

さ
れ
､
実
行
委
員
会
諸
氏
･
団
体
の
活
躍
に
よ
り
芸
術
文
化
関
連
の
多
彩
な
催
し
を
展
開
し

た
｡
そ
の
一
環
と
し
て
｢
雪
形
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
｣
や
｢
雪
形
写
真
展
｣
も
行
わ
れ
､
私
も
手
伝

っ
た
｡ウ

オ
ッ
チ
ン
グ
の
車
中
や
写
真
展
で
の
解
説
の
中
心
は
い
わ
ば
伝
統
的
な
安
曇
野
の
雪
形

で
あ
り
､
山
の
名
前
だ
｡

｢
え
ー
あ
れ
が
種
ま
き
爺
さ
ん
の
雪
形
で
有
名
な
爺
ケ
岳
で
ご
ざ
い
ま
す
∵
え
ー
実
は
爺
さ

ん
も
最
初
は
赤
ん
坊
で
し
て
､
へ
そ
あ
た
り
の
黒
い
点
が
成
長
し
て
立
派
を
爺
さ
ん
に
な
り
､

種
ま
き
の
仕
事
を
終
え
る
六
月
初
句
に
は
野
良
着
姿
で
鍬
を
か
つ
い
で
消
え
て
ゆ
く
ん
で
す

よ
｡
ほ
ら
あ
れ
､
あ
れ
で
す
よ
｡
｣

こ
ん
な
調
子
の
お
し
ゃ
べ
り
を
何
度
と
な
く
す
る
う
ち
に
､
私
の
う
ち
に
一
種
の
後
め
允

い
気
持
ち
が
少
し
ず
つ
沈
殿
し
て
い
っ
た
｡
｢
な
ぜ
雪
形
は
種
ま
き
爺
さ
ん
で
､
山
名
は
爺

ケ
岳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
｡
そ
れ
だ
け
を
一
方
的
に
伝
え
る
ば
か
り
で
よ
い
の
だ
ろ

う
か
｣
と
｡

江
戸
時
代
の
爺
ケ
岳
の
名
は
､
大
町
で
は
北
峰
お
よ
び
中
央
峰
を
｢
五
六
岳
｣
と
し
て
南

峰
が
｢
祖
父
ケ
岳
｣
だ
っ
た
り
､
越
中
側
で
は
｢
栂
山
｣
や
｢
梅
谷
峯
｣
だ
っ
た
り
し
た
｡
眺
め

る
場
所
に
よ
っ
て
山
容
も
風
土
に
根
ざ
し
た
見
る
人
も
異
な
る
の
だ
か
ら
､
信
州
側
に
は
特

に
､
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
名
が
あ
っ
た
は
ず
だ
｡
そ
れ
ほ
ど
の
山
も
同
様
だ
ろ
う
｡

な
れ
し
ろ

ま
た
こ
の
爺
さ
ん
が
苗
代
の
適
期
を
知
ら
せ
る
天
与
の
農
事
暦
た
っ
た
と
し
て
､
実
際
い

つ
ご
ろ
現
役
で
活
躍
し
て
い
た
の
か
走
か
で
は
な
い
｡
江
戸
時
代
も
下
る
ほ
ど
農
業
の
技
術

や
知
識
も
向
上
し
て
雪
形
を
目
安
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
の
見
方
も
あ
る
｡

人
の
名
前
と
同
様
に
､
共
通
理
解
の
た
め
に
山
名
の
由
来
や
言
い
伝
え
の
過
程
を
偲
び
つ

つ
､
吉
名
や
現
在
の
統
一
名
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
は
肝
要
だ
｡

だ
が
ま
た
こ
れ
も
人
名
同
様
に
､
今
を
生
き
る
個
々
人
の
感
性
で
そ
の
特
徴
を
と
ら
え
た

め

ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
つ
け
て
愛
で
れ
ば
､
い
っ
そ
う
山
は
自
己
の
根
っ
こ
に
定
着
し
､
認
識
が

深
ま
る
は
ず
で
あ
る
｡

残
雪
と
岩
肌
の
山
々
に
心
放
ち
目
を
遊
ば
せ
て
自
分
だ
け
の
雪
形
を
見
つ
け
る
こ
と
は
､

し
ろ
う
ま

そ
の
た
め
の
最
も
手
軽
で
良
い
き
っ
か
け
と
な
る
｡
た
だ
し
私
も
｢
南
沢
岳
こ
そ
白
馬
岳
だ
｣

ふ
い
ち
ょ
う

と
酔
っ
て
吹
聴
す
べ
か
ら
ず
､
｢
南
白
馬
岳
く
ら
い
か
な
ぁ
｣
な
ど
と
も
ブ
ツ
ブ
ツ
云
う
べ

さ
が

か
ら
ず
｡
人
の
性
を
肝
に
銘
じ
へ
雪
形
を
愛
好
し
続
け
た
い
も
の
だ
｡

(
大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)
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写真1.交尾中のグロツバメシジミ
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写真2.食草のツメレンゲ

大
町
市
に
お
け
る

ク
ロ
ツ
バ
メ
シ
ジ
ミ
の
生
息
状
況

清

　

水

　

博

　

文

長
野
県
大
町
市
に
は
､
北
ア
ル
プ
ス
槍
ヶ
岳
の
北

側
を
源
と
す
る
高
瀬
川
が
あ
る
｡
高
瀬
川
の
上
流
部

の
勾
配
は
急
流
で
深
い
V
字
谷
を
形
成
し
て
る
が
'

下
流
部
の
広
大
な
氾
濫
原
に
は
ク
ロ
ッ
バ
メ
シ
ジ
ミ

が
生
息
し
て
い
る
｡

深
尾
(
一
九
八
九
)
　
に
よ
る
と
､
高
瀬
川
の
河
原
､

堤
防
に
は
ク
ロ
ッ
バ
メ
シ
ジ
ミ
の
生
息
地
が
あ
り
､

人
為
や
植
生
の
遷
移
に
よ
る
環
境
の
変
化
を
受
け
､

生
息
個
体
数
の
変
動
が
み
ら
れ
て
い
る
と
報
告
さ
れ

て
い
る
｡

大
町
市
で
は
近
年
本
種
の
生
息
地
で
工
事
開
発

が
行
わ
れ
て
お
り
へ
そ
の
影
響
等
本
種
の
お
か
れ

て
い
る
現
状
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発

生
個
体
数
､
生
息
環
境
､
食
草
(
ツ
メ
レ
ン
ゲ
)

の
自
生
状
況
に
つ
い
て
の
調
査
を
実
施
し
た
｡
こ

の
報
告
で
は
ク
ロ
ッ
バ
メ
シ
ジ
ミ
の
生
態
に
つ
い

て
と
あ
わ
せ
紹
介
す
る
｡

調
査
方
法
お
よ
び
調
査
地

大
町
市
に
お
け
る
分
布
調
査
と
し
て
'
生
息
地

の
確
認
と
そ
の
環
境
､
食
草
の
自
生
状
況
に
つ
い

て
観
察
調
査
し
た
｡
二
〇
〇
一
年
は
､
主
に
食
草

の
分
布
と
環
暁
､
生
態
観
察
を
と
お
し
て
発
生
回

数
の
確
認
を
実
施
し
た
｡

大
町
市
平
野
口
か
ら
北
安
曇
郡
池
田
町
ま
で
の

高
瀬
川
河
川
敷
左
岸
を
中
心
に
踏
査
し
た
｡
高
瀬

川
右
岸
に
つ
い
て
の
大
半
と
､
平
地
区
に
つ
い
て

は
未
調
査
域
が
多
い
の
で
再
度
調
査
す
る
計
画
で

あ
る
｡大

町
市
を
調
査
対
象
地
域
と
し
て
い
る
が
､
生
息

地
の
前
後
と
の
関
連
を
み
る
た
め
に
近
隣
町
村
に
わ

た
っ
て
調
査
し
た
｡

調
査
は
筆
者
単
独
で
行
い
へ
調
査
期
間
は
二
〇
〇

一
年
四
月
九
日
よ
り
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
､
休
日

や
勤
務
後
の
時
間
で
の
調
査
の
た
め
､
四
月
に
二
回
､

五
月
三
回
､
六
月
四
回
､
七
月
二
回
､
八
月
三
回
､

九
月
二
回
､
十
月
五
回
､
十
一
月
三
回
､
合
計
二
十

四
回
実
施
し
た
｡

ク
ロ
ッ
バ
メ
シ
ジ
ミ

T
o
n
g
e
i
a
j
i
s
c
h
e
r
i
　
(
E
v
e
r
s
m
a
n
n
)

前
週
長
(
前
ば
ね
の
付
根
か
ら
先
端
ま
で
の
長
さ
)

は
十
二
か
ら
十
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
小
さ
な
シ
ジ
ミ

チ
ョ
ウ
で
､
麹
の
表
は
黒
褐
色
で
後
麹
に
は
短
い
尾

状
突
起
が
あ
る
(
写
真
1
)
｡

環
境
省
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
よ
る
と
'
本

種
は
準
絶
滅
危
惧
(
N
T
)
　
に
指
定
さ
れ
て
い
る
｡

長
野
県
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
　
(
昆
虫
)
は
ま
だ

発
表
さ
れ
て
い
な
い
が
'
県
の
重
要
昆
虫
と
し
て
選

出
さ
れ
て
い
る
｡

分
布

本
州
関
東
以
西
へ
　
四
国
､
九
州
､
壱
岐
､
対
馬
に

分
布
し
て
い
る
が
'
分
布
は
不
連
続
で
生
息
地
は
狭

く
限
ら
れ
て
い
る
｡
特
に
西
日
本
で
は
生
息
地
が
減

少
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
､
新
潟
県
に
も
生
息

地
が
あ
る
が
､
長
野
県
は
北
限
に
近
い
｡

全
国
的
に
み
る
と
特
に
生
息
地
が
多
い
と
い
わ
れ

て
い
る
が
､
近
年
は
減
少
傾
向
に
あ
る
と
い
わ
れ
て

い
る
｡生

息
地

食
草
で
あ
る
ベ
ン
ケ
イ
ソ
ウ
科
の
植
物
が
自
生
し

て
い
る
河
原
や
崖
な
ど
の
露
岩
地
に
生
息
す
る
｡
い

ず
れ
も
日
当
た
り
の
良
い
場
所
に
限
ら
れ
て
い
る
｡

田
下
(
一
九
九
六
)
　
に
よ
る
と
､
本
種
は
草
原
的

な
明
る
い
環
境
の
原
始
段
階
の
環
境
階
級
に
生
息
し

て
い
る
｡
練
石
張
護
岸
(
石
と
石
の
隙
間
に
コ
ン
ク

リ
ー
ト
を
充
填
)
へ
空
石
張
護
岸
に
多
く
見
ら
れ
､

石
を
使
用
し
て
い
て
も
勾
配
四
十
五
度
以
上
で
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
｡
ま
た
､
石
と
石
の
隙
間
に
練

を
し
た
も
の
と
大
き
な
差
は
な
い
｡
緩
い
勾
配
護
岸

で
は
凹
凸
に
適
度
な
土
が
入
り
食
草
が
生
え
や
す
く

な
る
｡
適
度
を
乾
燥
が
他
の
植
物
の
侵
入
を
防
ぐ
｡

一
般
に
他
の
蝶
類
は
森
林
化
が
あ
る
程
度
進
む
と
す

み
易
く
な
る
が
､
本
種
の
場
合
異
な
る
と
い
う
｡

周
年
経
過

年
多
化
性
で
暖
地
で
は
四
月
下
旬
よ
り
第
一
化
が

始
ま
り
へ
十
一
月
下
旬
こ
ろ
ま
で
に
年
回
か
ら
五
回

発
生
し
､
寒
冷
地
で
は
年
三
回
程
度
発
生
す
る
｡
越

冬
は
幼
虫
で
二
輪
か
ら
終
齢
と
一
定
で
な
い
と
い
わ

れ
て
い
る
｡

食
草

本
種
の
幼
虫
の
食
草
(
餌
)
は
ベ
ン
ケ
イ
ソ
ウ
科

の
ツ
メ
レ
ン
ゲ
､
イ
ワ
レ
ン
ゲ
へ
　
オ
ノ
マ
ン
ネ
ン
グ

サ
な
ど
が
あ
る
が
､
大
町
市
付
近
で
は
ツ
メ
レ
ン
ゲ

の
利
用
が
確
認
さ
れ
た
｡
こ

の
ツ
メ
レ
ン
ゲ
も
環
墳
省
お

よ
び
長
野
県
の
レ
ッ
ド
デ
ー

タ
ブ
ッ
ク
で
は
準
絶
滅
危
惧

に
該
当
し
て
い
る
(
写
真
2
)
｡

訪
花
植
物

成
虫
の
蜜
源
植
物
と
し
て

今
回
の
調
査
で
は
､
ノ
ミ
ノ

ツ
ヅ
リ
　
(
ナ
デ
シ
コ
科
)
､

イ
ヌ
ナ
ズ
ナ
(
ア
ブ
ラ
ナ
科
)
､

ツ
メ
レ
ン
ゲ
　
(
ベ
ン
ケ
イ
ソ

ウ
科
)
､
カ
ワ
ラ
サ
イ
コ
(
バ
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写真3.ツメレンゲで吸蜜するクロツバメシソミ
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写真4.ツメレンゲに産卵された卵(白い点)

写真5.線齢幼虫とクロオオアリ
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写真6.越冬場所を探しまわる赤紫色の幼虫(>印)

色
で
､
中
央
部
が
少
し
凹

ん
だ
彩
を
し
て
い
る
｡
葉

の
裏
面
に
一
個
づ
つ
ば
ら

ば
ら
に
産
卵
さ
れ
て
い
る

も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
｡

一
つ
の
食
草
に
多
く
産

卵
さ
れ
て
い
る
場
合
は
､

無
精
卵
が
多
い
よ
う
で

あ
っ
た
一
写
真
四
)
｡

幼
虫

若
齢
幼
虫
は
葉
の
内
部

に
潜
り
込
ん
で
い
る
場
合

な
か
な
か
見
つ
け
に
く
い

が
､
排
出
さ
れ
た
糞
を
日

印
に
探
し
た
｡
ま
た
､
終

齢
幼
虫
の
場
合
､
食
草
の

中
に
潜
り
込
ま
ず
体
を
露

出
さ
せ
て
い
る
個
体
が
多

く
観
察
で
き
た
｡

幼
虫
の
発
見
場
所
は
生

息
地
の
中
心
部
よ
り
周
辺

部
の
方
が
多
く
発
見
さ
れ

る
傾
向
が
見
ら
れ
た
｡

ラ
科
)
､
イ
ブ
キ
ジ
ャ
コ
ウ
ソ
ウ
　
(
シ
ソ
科
)
､
カ
ワ

ラ
ハ
ハ
コ
　
(
キ
ク
科
)
､
ニ
ラ
　
(
ユ
リ
科
)
　
な
ど
の

利
用
が
確
認
さ
れ
た
｡

九
月
か
ら
十
月
に
は
幼
虫
の
食
草
で
も
あ
る
ツ
メ

レ
ン
ゲ
が
良
く
利
用
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
こ
と
は
'

ツ
メ
レ
ン
ゲ
に
対
す
る
依
存
が
高
く
成
虫
が
あ
ま
り

生
息
地
を
離
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
｡
(
写
真
3
)
｡

卯卵
は
〇
･
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
大
き
さ
の
白

幼
虫
の
体
色
は
緑
色
か

ら
赤
紫
色
ま
で
変
異
が
知
ら
れ
て
お
り
､
後
者
は
低

温
期
に
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

ま
た
へ
終
齢
幼
虫
に
は
ア
リ
が
一
緒
に
い
る
こ
と

も
よ
く
観
察
さ
れ
た
｡
共
生
関
係
に
あ
る
よ
う
で
捕

食
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
　
(
写
真
5
)
｡

今
回
の
調
査
で
は
越
冬
場
所
を
探
し
て
い
る
幼
虫

の
観
察
を
す
る
機
会
が
あ
っ
た
｡
二
〇
〇
一
年
十
一

月
十
九
日
に
､
食
草
の
大
半
が
枯
れ
ロ
ゼ
ッ
ト
状
と

な
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
な
っ
た
頃
へ
食
草
よ
り
根

元
付
近
の
地
面
に
降
り
､
さ
か
ん
に
這
い
ま
わ
っ
て

い
た
｡
約
一
時
間
観
察
し
て
い
た
が
､
日
が
か
げ
る

と
枯
れ
木
の
下
に
入
り
込
む
の
か
確
認
で
き
た
(
写

真
"
e
l
m
.

輔食
草
に
踊
化
し
た
場
合
は
緑
色
型
へ
他
の
場
所
の

場
合
は
褐
色
型
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
､
今
回

の
調
査
で
は
食
草
の
根
元
付

近
の
葉
の
隙
間
や
'
茎
に
あ

る
も
の
し
か
発
見
で
き
な

か
っ
た
　
(
写
真
7
)
｡

天
緻

今
回
幼
虫
､
成
虫
が
直
接

天
敵
に
よ
る
捕
食
を
受
け
て

い
る
と
こ
ろ
は
確
認
し
て
い

な
い
が
､
天
敵
の
可
能
性
の

あ
る
も
の
と
し
て
､
キ
イ
ロ

ス
ズ
メ
バ
チ
が
盛
ん
に
ツ
メ

レ
ン
ゲ
の
周
囲
で
餌
を
探
し

飛
翔
し
て
い
る
の
を
観
察
し

た
｡調

査
結
果
の
概
要

*
二
〇
〇
一
年
に
お
い
て
最
も
生
息
環
境
の
良
い
地

厚
に
お
け
る
成
虫
の
発
生
ピ
ー
ク
時
は
五
月
上
旬
と

十
月
上
旬
の
約
五
〇
個
体
が
最
大
で
あ
り
､
六
月
末

か
ら
九
月
中
旬
ま
で
は
常
時
成
虫
が
確
認
さ
れ
た
｡

*
一
-
〇
〇
一
年
の
成
虫
の
発
生
回
数
は
､
確
認
さ
れ

た
個
体
数
の
ピ
ー
ク
よ
り
､
四
月
下
旬
か
ら
五
月
上

旬
､
六
月
下
旬
か
ら
七
月
上
旬
へ
　
八
月
上
旬
､
十
月

上
旬
の
年
四
回
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
発
生
回

数
は
気
候
の
影
響
を
大
き
く
受
け
る
た
め
､
例
年
は

三
回
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
た
｡

*
赤
紫
色
を
帯
び
た
幼
虫
の
出
現
は
九
月
中
旬
よ
り

確
認
さ
れ
た
｡
ま
た
､
こ
の
と
き
緑
色
の
幼
虫
と
両

方
の
型
が
同
時
期
に
確
認
さ
れ
た
｡

*
大
町
市
で
は
､
高
瀬
川
に
沿
っ
て
広
く
生
息
し
て

い
る
が
､
良
好
な
環
境
が
あ
り
発
生
個
体
数
が
多
い

と
こ
ろ
は
限
ら
れ
て
い
た
｡

良
好
な
生
息
場
所
は
､
食
草
の
ツ
メ
レ
ン
ゲ
に

と
っ
て
良
い
生
育
環
境
で
も
あ
り
､
植
生
の
遷
移
が

進
行
し
に
く
い
石
張
や
､
コ
ン
ク
リ
ー
ト
張
の
護
岸
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写真7.ツメレンゲの根元の蛸(緑色型)
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写真8,良好な生息環境
護岸上部から河原の冠水する付近にまで食草が認められる｡
蜜源植物も多い｡
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写真9.

ツメレンゲは認められたが植生の変化によりチョウが牛息

していない地区(過去に生息記録がある)

写真10.葉の先に焼け跡が認められるツメレンゲ

走印

価刷

つ
い
て
古
い
工
事
は
書
類
が

残
っ
て
お
ら
ず
正
確
に
は
判

ら
な
い
が
､
護
岸
の
工
法
に

よ
り
推
定
で
き
る
そ
う
で
､

一
九
九
五
年
こ
ろ
よ
り
自
然

石
が
不
足
し
た
た
め
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
を
使
用
し

始
め
た
｡
一
九
六
五
年
ま
で

は
自
然
石
と
混
在
し
'
そ
れ

以
降
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
フ

ロ
ッ
ク
の
使
用
比
率
が
高
く

な
る
｡
自
然
石
の
み
の
使
用

は
一
九
七
〇
年
こ
ろ
ま
で
と

説
明
を
い
た
だ
い
た
｡

*
過
去
に
生
息
記
録
の
あ
る
場
所
で
､
植
生

の
変
化
に
よ
る
影
響
を
受
け
チ
ョ
ウ
が
生
息

で
き
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
場
所
が
確

認
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
へ
食
草
が
自
生
し
て
い

る
が
､
草
丈
の
あ
る
植
物
が
侵
入
し
て
き
た

た
め
､
食
草
が
覆
わ
れ
て
し
ま
い
､
開
け
た

空
間
を
好
む
本
種
が
生
息
で
き
な
く
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
た
　
(
写
真
9
)
｡

*
人
為
の
影
響
を
受
け
生
息
で
き
な
い
と
考

え
ら
れ
る
場
所
と
し
て
､
野
焼
き
の
影
響
を

受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
所
を
二
カ
所
確

認
し
た
　
(
写
真
1
 
0
)
｡

*
大
町
市
の
現
状
と
し
て
は
､
本
種
は
限
ら

れ
た
環
境
に
し
か
生
息
し
て
い
な
い
た
め
市

民
の
ほ
と
ん
ど
の
方
は
目
に
す
る
こ
と
が
鉦

在
の
よ
う
に
人
工
物
に
よ
り
生
息
地
が
分
断

さ
れ
て
い
る
場
合
へ
開
発
な
ど
大
き
な
環
境

変
化
の
影
響
は
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

今
後
の
課
題

未
調
査
地
の
あ
る
高
瀬
川
右
岸
お
よ
び
こ

の
他
の
河
川
敷
で
の
調
査
｡
幼
虫
の
体
色
に

変
異
が
あ
る
が
そ
の
出
現
に
つ
い
て
の
調
査

研
究
｡ま

た
へ
継
続
的
に
発
生
数
を
把
握
し
､
環

境
変
化
に
よ
る
影
響
の
調
査
を
行
う
必
要
性

を
感
じ
て
い
る
｡(

大
町
山
岳
博
物
館
学
芸
員
)

注
　
本
文
は
｢
ま
る
ご
と
山
博
ふ
れ
あ
い
講

座
｣
(
二
〇
〇
二
年
一
月
十
九
日
開
催
)

の
原
稿
を
基
に
し
た
も
の
で
す
｡

に
多
く
み
ら
れ
た
｡
ま
た
'
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
､
護

岸
工
事
が
行
わ
れ
て
か
ら
二
十
年
か
ら
三
十
年
程
度

は
経
過
し
て
い
る
場
所
と
思
わ
れ
た
(
写
真
8
)
｡

こ
の
建
設
時
期
に
つ
い
て
は
､
長
野
県
大
町
建
設

事
務
所
に
よ
る
と
､
高
瀬
川
の
護
岸
工
事
の
時
期
に

い
と
思
わ
れ
る
が
､
希
少
種
と
ま
で
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
全
国
的
な
規
模
で
見
る

と
ど
ん
な
河
川
や
崖
な
ど
で
も
普
通
に
見
ら
れ
る
と

い
う
種
で
は
な
い
｡

本
程
は
本
来
河
川
の
氾
濫
な
ど
に
よ
り
食
草
の
生

育
環
境
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
､
現

文
献福

田
晴
夫
ほ
か
　
(
一
九
八
四
)
原
色
日
本
蝶
類
生

態
図
鑑
(
Ⅲ
)
.
保
育
社
.

深
尾
哲
夫
(
一
九
八
九
)
長
野
県
安
曇
野
に
お
け

る
ク
ロ
ッ
バ
メ
シ
ジ
ミ
の
衰
亡
.
日
本
産
蝶
類

の
衰
亡
と
保
護
　
第
1
集
‥
1
0
8
-
中
　
日
本
鰹

麹
学
会
.

田
下
昌
志
(
一
九
九
六
)
河
川
護
岸
工
法
と
チ
ョ

ウ
類
群
集
の
多
様
性
`
日
本
産
蝶
類
の
衰
亡
と

保
護
　
第
4
集
‥
捕
-
1
-
9
　
日
本
鱗
麹
学
会
.
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