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昆
虫
少
年
だ
っ
た

　
「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
僕
は
昆
虫
少
年
で
し
た
」

と
語
っ
た
姉
崎
さ
ん
。
は
る
に
れ
を
見
つ
け
る

き
っ
か
け
は
幼
少
期
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
当

時
父
が
作
っ
て
く
れ
た
蝶
の
標
本
が
き
っ
か
け

で
中
学
生
頃
ま
で
昆
虫
が
大
好
き
で
し
た
。
し

か
し
昆
虫
好
き
な
ま
ま
高
校
生
に
な
る
と
、
こ

れ
ま
で
昆
虫
採
集
し
て
い
た
場
所
が
ど
ん
ど
ん

変
わ
り
、
今
ま
で
生
き
物
が
た
く
さ
ん
い
た
雑

木
林
な
ど
が
全
部
つ
ぶ
さ
れ
て
、
住
宅
地
に
な

り
、
自
然
が
消
え
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
現

状
を
目
の
当
た
り
に
し
た
姉
崎
さ
ん
は
「
僕
は

自
然
を
守
る
人
に
な
り
た
い
」
と
思
う
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

大
学
卒
業
後
は
、
日
本
の
壊
さ
れ
て
い
く
自

然
を
取
材
し
、
残
し
て
い
こ
う
と
、
ア
ル
バ
イ

ト
を
し
な
が
ら
全
国
を
歩
き
回
り
ま
し
た
。

象
徴
と
な
る
一
本
の
木

　

そ
う
い
っ
た
、
自
然
保
護
活
動
を
し
て
い
く

中
で
、
姉
崎
さ
ん
が
感
じ
た
「
日
本
の
自
然
の

豊
か
さ
や
す
ば
ら
し
さ
」を
伝
え
た
い
と
思
い
、

象
徴
的
な
大
木
の
一
本
の
木
を
探
し
始
め
ま
し

た
。
東
北
や
北
海
道
を
１
年
半
ほ
ど
か
け
て
巡

り
、
色
々
な
木
を
カ
メ
ラ
で
撮
っ
て
記
録
し
て

い
ま
し
た
が
ど
れ
も
物
足
り
な
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
ん
な
な
か
、
偶
然
は
る
に
れ
に
出

会
い
、
そ
れ
ま
で
見
て
き
た
す
べ
て
の
木
を
忘

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

豊
頃
町
を
見
守
る
「
は
る
に
れ
」

　

豊
頃
町
の
シ
ン
ボ
ル「
は
る
に
れ
」。
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ン
や
町
の
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る「
は

る
に
れ
」
は
町
民
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
道
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
今
や
道
外
か
ら
の
観
光
客
に
も
親

し
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
「
は
る
に
れ
」
が
初
め
て
全
国
へ
紹
介
さ
れ
た
の
が
写
真
絵
本
「
は
る

に
れ
」。
こ
の
本
は
、
自
然
写
真
家
で
絵
本
作
家
の
姉
崎
一
馬
さ
ん
（
山
形
県
）
が
描
い
た
も
の
で
、

９
月
24
日
（
日
）
に
え
る
夢
館
で
開
催
さ
れ
た
「
は
る
に
れ
ト
ー
ク
&
ラ
イ
ブ
」
で
「
は
る
に
れ
」

発
見
秘
話
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
象
徴
的
な
１
本
の
木
を
探
し
全
国
を
回
っ
て
い
た
20
代

の
頃
、
偶
然
は
る
に
れ
を
発
見
し
、
見
た
瞬
間
「
そ
れ
ま
で
見
て
き
た
す
べ
て
の
木
を
忘
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
稲
妻
が
走
り
ま
し
た
」
と
話
し
ま
し
た
。
今
回
は
、「
は
る
に
れ
ト
ー
ク
&
ラ
イ
ブ
」

で
姉
崎
さ
ん
が
発
言
し
た
は
る
に
れ
発
見
秘
話
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

見
た
瞬
間
稲
妻
が
走
っ
た

　

は
る
に
れ
に
出
会
う
前
日
の
晩
は
嵐
の
よ
う

な
雨
で
し
た
。
姉
崎
さ
ん
は
雨
上
が
り
の
十
勝

川
左
岸
堤
防
を
ゆ
っ
く
り
と
海
の
方
か
ら
進
ん

で
い
る
時
に
、
遠
く
に
「
あ
の
は
る
に
れ
」
が

見
え
た
の
で
す
。
見
た
瞬
間
、
稲
妻
が
走
っ
た

そ
う
で
す
。

　

絵
コ
ン
テ
で
思
い
描
い
て
い
た
木
の
イ
メ
ー

ジ
と
ぴ
っ
た
り
で
し
た
。
は
る
に
れ
が
あ
る
河

川
敷
は
も
と
も
と
は
大
森
林
で
、
周
辺
の
木
を

伐
採
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
は
る
に
れ
は
あ

ま
り
に
も
荘
厳
で
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。

　

に
れ
科
の
樹
木
は
人
間
の
寿
命
を
超
え
て
生

き
続
け
ま
す
。
一
度
根
付
い
た
ら
、
一
生
そ
こ

で
過
ご
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

厳
し
さ
や
辛
さ
が
枝
ぶ
り
に
出
て
い
る
の
が
、

こ
の
は
る
に
れ
で
は
な
い
か
と
、
姉
崎
さ
ん
。

地
球
環
境
を
考
え
る
入
口

　

最
後
に
姉
崎
さ
ん
は
、「
こ
れ
か
ら
も
は
る

に
れ
を
訪
れ
る
人
が
増
え
、木
の
由
来
や
自
然
、

地
球
環
境
を
考
え
る
ス
タ
ー
ト
地
点
に
し
て
い

た
だ
き
た
い
」
と
は
る
に
れ
に
対
す
る
思
い
を

語
り
ト
ー
ク
は
幕
を
閉
じ
ま
し
た
。

幌岡のはるにれ

　十勝川左岸河川敷に位置し、豊頃町のはるにれとい

えばこの木が思い浮かぶと思います。樹齢は現在推定

約160年とされており、2本の木が一体化したもので、

扇形の枝ぶりが見事であり、周囲の環境と調和して、

素晴らしい景観をつくっています。平成 28 年の台風

では木の大半が水に浸かってしまいましたがそのよう

な状況でも流されず耐えたこのはるにれは、姉崎さん

の言う「象徴的な 1 本の木」としてふさわしいでしょ

う。

二宮のはるにれ

　幌岡のはるにれの他に忘れてはいけない木のひと

つ。本町開拓の祖である二宮尊親が入植した歴史的土

地柄である二宮地区にたたずむ大きなはるにれ。二宮

構造改善センター前で約 230 年も前から地域を見守

り、そこにとどまり続けている、とても貫禄があるは

るにれ。幌岡のはるにれとは形や雰囲気共にまた違っ

た印象を受ける木です。

町内のはるにれ紹介

姉  崎  一  馬
Profile　あねざき　かずま

1946 年東京生まれ。

自然写真家であり絵本作家。

大学卒業後、自然保護活動に参加し、日本各地の貴重な自

然を写真に収め、自然破壊の現況を取材。自身の著書「は

るにれ」で豊頃町のはるにれを世に発信した。

▲「はるにれトーク&ライブ」ではるにれ発見秘話

を語る姉崎一馬さん（右）と浦島久さん（中央）

▲トーク終了後、スタンディングチェロ奏者の吉川

よしひろさんによるソロ演奏が行われました。


