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こ
の
春
、
埼
玉
県
よ
り
中
津
川
区
の
万
右
衛
門
倉
に
あ
る
県

有
林
の
伐
採
跡
地
２
・
２
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
当
会
の
活
動
の
た
め
に
提

供
さ
れ
ま
し
た
。
中
津
川
区
は
大
滝
村
の
最
奥
に
あ
り
、
群
馬
県
、

長
野
県
、
埼
玉
県
が
接
す
る
三
国
峠
の
す
ぐ
手
前
に
あ
る
人
口
６

７
人
の
集
落
で
す
。
周
囲
は
す
べ
て
森
林
で
す
が
、
落
葉
広
葉
樹
が

多
く
秋
の
紅
葉
の
名
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
は
こ
れ
だ
け
の
ま
と
ま
っ
た
貴
重
な
土
地
を
総
合
的
に

活
用
す
る
た
め
、ま
ず
４
月
２
６
日
〜
２
７
日
「
調
査
植
林
と
森
づ

く
り
の
夢
を
語
る
夕
べ
」を
開
催
し
ま
し
た
。３
７
名
の
参
加
を
得

て
、０
．８
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
に
ブ
ナ
、ミ
ズ
ナ
ラ
、カ
ツ
ラ
、ケ
ヤ

キ
、コ
ナ
ラ
、ヤ
マ
ザ
ク
ラ
な
ど
６
３
０
本
の
苗
木
を
植
栽
し
、そ
の

後
、
木
の
香
溢
れ
る
ふ
れ
あ
い
の
森
学
習
室
で
、
埼
玉
大
学
の
佐
々

木
寧
教
授（
植
物
生
態
学
）
、貝
山
道
博
教
授
（
公
共
経
済
学
）、

本
間
俊
司
助
教
授
（
応
用
化
学
）お
よ
び
小
室
正
人
秩
父
農
林

振
興
セ
ン
タ
ー
所
長
（
森
林
行
政
）の
基
調
講
演
を
聴
講
し
、
質
疑

に
移
り
ま
し
た
が
、
全
員
疲
れ
も
見
せ
ず
討
論
に
加
わ
り
、「
４
０

年
ぶ
り
に
大
学
の
講
義
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
」「
日
頃
疑
問
に

思
っ
て
い
た
こ
と
が
解
消
さ
れ
た
」な
ど
の
嬉
し
い
感
想
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
夜
は
中
津
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
聞
き
な
が
ら
の
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
。
講
師
を
囲
み
、
飲
ん
で
食
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
を
語
り
合
い

ま
し
た
。 

そ
の
後
植
栽
地
の
測
量
（
７
月
１
８
日
）
、
埼
玉
県
高
校
生
物
研

究
会
の
植
生
調
査
（
７
月
３
０
日
〜
８
月
１
日
）
、
下
草
刈
り（
８
月

２
６
日
）を
行
い
、
来
年
度
以
降
の
本
格
実
施
に
向
け
た
準
備
を

完
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
植
林
の
日
に
は
カ
モ
シ
カ
、
測
量

の
日
に
は
ま
む
し
の
出
迎
え
を
受
け
、
植
生
調
査
で
は
ナ
ベ
ナ
な
ど

の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
記
載
さ
れ
る
種
や
自
然
植
生
の
樹
木

を
多
数
発
見
す
る
な
ど
、
百
年
の
森
の
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー
の
環

境
は
十
分
に
備
わ
っ
て
い
ま
す
。 

将
来
的
に
は
こ
こ
に
３
０
人
程

度
収
容
で
き
る
小
屋
を
立
て
、
働
き
、
遊
び
、
学
び
の
拠
点
と
し
、ま

た
登
山
ル
ー
ト
を
開
拓
し
登
山
の
基
地
に
も
し
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。 

来
年
植
栽
す
る
１
・
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
土
地
は
斜
面
も
急
で
作
業

も
大
変
で
す
が
、
多
く
の
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
植
林
お
よ
び

下
草
刈
り
を
無
理
な
く
実
行
し
、
夜
は
キ
ャ
ン
プ
の
火
を
囲
み
、
夢

を
語
り
、
英
気
を
養
い
、「
水
源
の
森
は
み
ん
な
で
守
る
」と
い
う

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
全
国
に
発
信
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
百
年
の
森
づ
く
り
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
和
名
倉
山

中
腹
の
仁
田
小
屋
復
旧
作
業
は
、１
０
月
末
の
竣
工
に
向
け
多
く

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ご
支
援
に
よ
り
着
々
と
進
行
し
て
い
ま
す
が
、

木
材
の
重
量
オ
ー
バ
ー
に
よ
る
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
輸
送
の
追
加
、
プ
ロ

の
職
人
の
投
入
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
当
初
予
算
を
１
０
０
万
円

程
度
超
過
す
る
見
通
し
と
な
り
ま
し
た
。「
お
金
の
あ
る
人
は
お
金

を
、
力
の
あ
る
人
は
力
を
」と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
心
を
仁
田
小

屋
建
設
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 
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中
津
川
植
林
地 

 昨
年
の
大
滝
村
大
陽
寺
の
植
林
に
つ
づ
き
、
群
馬
県
と

県
境
を
接
す
る
大
滝
村
中
津
川
の
県
有
林
で
４
月
２
６

日
・
２
７
日
の
両
日
に
わ
た
り
、
広
葉
樹
６
３
０
本
の
植
林

作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。ス
ギ
の
伐
採
跡
地
２
・
２
ヘ
ク
タ
ー

ル
に
広
葉
樹
を
中
心
に
し
た
森
づ
く
り
構
想
の
手
始
め
の

作
業
に
な
り
ま
す
。
植
林
地
は
お
よ
そ
４
つ
の
特
徴
的
な
区

域
か
ら
な
り
、
上
部
急
斜
面
と
そ
の
下
部
の
緩
斜
面
、
ガ
レ

場
と
沢
沿
い
の
区
域
か
ら
な
り
、
今
回
は
手
前
の
比
較
的

緩
や
か
な
地
域
に
ブ
ナ
・
ミ
ズ
ナ
ラ
・
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
・
ケ
ヤ
キ

な
ど
を
、小
さ
な
沢
す
じ
域
に
カ
ツ
ラ
・
イ
ロ
ハ
モ
ミ
ジ
の

ポ
ッ
ト
苗
を
植
林
し
ま
し
た
。
植
林
面
積
は
、７
月
の
外
周

測
量
の
実
測
で
約
０
・
８
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
な
り
ま
す
。７
月
３

０
日
か
ら
埼
玉
県
生
物
研
究
会
の
高
校
の
先
生
方
に
よ
る

植
生
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
、
特
徴
的
な
４
つ
の
区
域
に
５
ｍ

四
方
と
１
０
ｍ
四
方
の
方
形
調
査
区
を
設
定
し
、
今
後
の
植

生
の
変
化
を
定
期
的
に
調
査
を
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

ナ
ベ
ナ
な
ど
絶
滅
の
お
そ
れ
が
あ
り
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク

に
記
載
さ
れ
た
植
物
も
多
数
見
ら
れ
て
い
ま
す（
調
査
集

計
は
次
号
に
掲
載
予
定
）
。８
月
２
６
日
に
は
、
植
林
地
の

下
草
刈
り
を
苗
木
周
り
だ
け
刈
り
取
る
坪
刈
り
で
行
い
ま

し
た
。
除
伐
や
間
伐
と
い
っ
た
山
林
作
業
に
お
い
て
も
、
植

林
木
よ
り
も
そ
の
地
に
適
し
た
優
占
種
を
大
切
に
残
し
て

育
て
る
よ
う
な
考
え
方
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
が
、坪
刈
り

は
、
自
然
植
生
へ
の
配
慮
と
と
も
に
幼
齢
の
苗
の
保
護
に

と
っ
て
も
適
切
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

植
林
、
測
量
、
調
査
、
下
草
刈
り
と
初
年
度
の
作
業
を
一

応
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
学
ぶ
こ
と
の
非
常
に
多

い
活
動
で
も
あ
り
ま
す
。ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
こ
と
ば
か

り
の
魅
力
に
み
ち
た
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。ス
ギ
の
伐
採
後

地
に
百
種
類
を
越
え
る
植
物
が
一
斉
に
芽
吹
い
て
い
た

り
、カ
モ
シ
カ
を
身
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
自
然
は

尽
き
る
こ
と
の
な
い
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
植
林
と
そ
の

後
の
育
林
と
い
う
長
い
年
月
を
森
と
山
に
関
わ
り
づ
つ
け
、

観
察
と
注
意
深
い
作
業
が
経
験
を
養
い
、さ
ら
に
自
然
に

向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
森
が
生
ま
れ
る
と
し
た

ら
、
森
林
の
作
業
も
楽
し
い
も
の
で
す
。
私
た
ち
が
昨
年
か

ら
植
え
始
め
た
木
々
は
目
に
見
え
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
数
年
後
に
は
若
い
林
と
し
て
一
望

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。そ
の
と
き
に
は
、ま
た
新
た
な
作

業
で
木
々
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
山
や
森
を
私

た
ち
が
見
捨
て
な
い
か
ぎ
り
、私
た
ち
も
本
当
に
豊
か
な
も

の
を
森
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
講
演
に

来
て
く
だ
さ
っ
た
畠
山
氏
は
、
私
た
ち
は
た
だ
山
に
木
を
植

え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
心
の
中
に
木
を
植
え
て
い

る
ん
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
で
は
、多

く
の
方
々
に
森
林
に
接
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。 植

林
一
日
目
、
春
の
浅
い
山
奥
で
の
植
林
作
業
を
終
え

て
、「
森
づ
く
り
の
夢
を
語
る
夕
べ
」と
題
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
開
催
し
ま
し
た
。ど
の
よ
う
な

森
づ
く
り
を
め
ざ
す
の
か
、
森
の
グ

ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
を
テ
ー
マ
に
貴
重

をめざして 
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な
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

佐
々
木
先
生
か
ら
は
、
植
林
の
大
義
に
つ
い
て
、

貝
山
先
生
か
ら
は
、
自
然
環
境
の
経
済
評
価
に

つ
い
て
そ
の
評
価
方
法
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
講

演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、
本
間
先
生
か
ら

は「
リ
サ
イ
ク
ル
は
本
当
に
必
要
か
？
」と
題
し

て
環
境
問
題
の
本
質
を
鋭
く
つ
い
た
提
起
が
あ

り
ま
し
た
。
秩
父
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
の
小
室

所
長
か
ら
は
、１
万
７
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
中

津
川
地
区
の
人
口
９
７
人
の
う
ち
５
０
歳
以
上

の
人
が
８
１
人
、
林
業
従
事
者
は
３
名
、
山
を
守

る
こ
と
の
厳
し
い
現
実
を
指
摘
さ
れ
る
と
と
も
に
、
日
本
初

の
林
学
者
本
多
静
六
博
士
に
由
来
す
る
県
有
林
の
特
徴

に
つ
い
て
適
切
な
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
森
を
育
て

守
っ
て
い
く
こ
と
の
一
様
で
は
な
い
多
く
の
問
題
に
参
加
者

一
同
が
深
く
啓
発
さ
れ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。 

中
津
川
植
林
は
、
来
年
度
の
本
格
的
な
実
施
を
め
ぐ
っ

て
多
く
の
課
題
と
と
も
に
多
く
の
夢
が
あ
り
ま
す
。
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
多
く
の
方
々
の
参
加
と
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

  

新しい森づくりを
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神
と
仏 

我
々
日
本
人
に
は
神
と
仏
が
あ
る
。
町
や
村
の
ど
こ
に

行
っ
て
も
ご
く
自
然
に
神
社
と
お
寺
が
あ
ち
こ
ち
に
鎮
座

し
て
い
る
。
仏
教
は
平
安
時
代
初
期
に
日
本
に
伝
来
し
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
神
道
は
も
っ
と
古
く
、
縄
文
・
弥

生
時
代
以
前
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
の
で
あ
ろ

う
。
神
は
海
や
山
、
自
然
の
中
に
あ
ま
ね
く
存
在
し
、そ
の

シ
ン
ボ
ル
は
森
な
の
で
あ
る
。 

人
里
に
あ
る
神
社
に
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
森
が
備

わ
っ
て
い
る
。し
か
し
、
神
社
、す
な
わ
ち
社（
や
し
ろ
）が
建

て
て
あ
っ
て
も
、
神
の
像
、
仏
像
の
よ
う
な
偶
像
は
な
い
。
森

そ
の
も
の
が
神
の
い
る
場
所
で
あ
り
、
神
そ
の
も
の
な
の
で

あ
る
。 

仏
教
国
で
あ
る
熱
帯
タ
イ
で
は
、
国
内
の
隅
々
ま
で
美

し
い
寺
院
が
あ
る
。タ
イ
に
は
神
社
は
な
い
が
、し
か
し
、日

本
と
同
じ
よ
う
に
神
は
存
在
す
る
。ス
ピ
リ
ッ
ト（
精
霊
）

と
呼
ば
れ
、
小
さ
な
祠
を
祭
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。こ
の
祠
も
や
は
り
森
の
中
に
あ
る
。 

神
の
住
み
家
で
あ
る
森
は
神
聖
化
さ
れ
、
意
味
な
く
切

ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、こ
ん
も
り
と
し
た
森
と
な
っ
て
い
る
。

神
社
の
森
、
社
叢
林
あ
る
い
は
鎮
守
の
森
と
呼
称
さ
れ
る

森
で
あ
る
。そ
こ
に
は
お
の
ず
と
古
木
、
大
木
が
多
く
あ

る
。よ
り
重
要
な
点
は
、こ
の
神
社
の
森
は
、そ
の
土
地
の

自
然
の
木
々
と
草
本
種
に
よ
る
郷
土
の
森
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
長
い
歴
史
の
中
で
、
平
地
や
里
山
は
、こ
と
ご
と
く

人
の
手
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
、
元
の
姿
を
ほ
と
ん
ど
留
め
て

い
な
い
。そ
ん
な
中
で
、
神
社
の
森
は
、そ
の
土
地
の
自
然
を

伺
い
知
る
貴
重
な
存
在
な
の
で
あ
る
。 

 

寺
林 

そ
れ
で
は
、も
う
一
方
の
寺
院
で
は
森
は
ど
う
扱
わ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
検
証
し
て
み
よ
う
。 

寺
院
に
は
、
墳
墓
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、お
の
ず

と
木
の
少
な
い
、よ
り
開
け
た
明
る
い
空
間
が
多
い
。
町
の

中
の
寺
院
を
見
て
み
れ
ば
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。せ

い
ぜ
い
大
き
な
木
が
二
三
本
あ
る
か
、
低
木
類
が
散
在
す

る
だ
け
の
こ
と
が
多
く
、
森
は
な
い
の
が
普
通
だ
。 

仏
教
の
発
祥
・
発
展
地
と
さ
れ
る
イ
ン
ド
や
ガ
ン
ダ
ー

ラ
の
自
然
が
、よ
り
乾
燥
地
帯
で
あ
っ
た
こ
と
も
無
縁
で
は

な
さ
そ
う
だ
。
仏
教
に
つ
き
も
の
の
植
物
で
見
て
も
、
釈
迦

の
台
座
に
あ
る
蓮
華（
赤
・
青
・
黄
・
白
色
の
蓮
華
）
、
背
景

に
あ
る
竹
、い
ず
れ
も
開
放
景
観
や
疎
林
の
植
物
で
あ
る
。

釈
迦
が
瞑
想
し
た
イ
ン
ド
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
の
木
（
イ
チ
ヂ
ク

科
）
、こ
の
木
、
森
に
も
生
え
る
が
森
の
主
役
で
は
な
く
ア

ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
。 

日
本
で
は
時
に
豊
か
な
森
を
備
え
た
寺
院
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。し
か
し
、そ
れ
も
後
世
の
神
仏
混
合
の
影
響
と

私
は
考
え
て
い
る
。 

 

日
本
庭
園 

西
洋
式
庭
園
と
対
峙
さ
れ
る
日
本
庭
園
、
日
本
の
自
然

美
と
日
本
文
化
を
具
現
す
る
よ
う
な
美
し
さ
を
持
つ
。こ

の
日
本
庭
園
こ
そ
仏
教
の
世
界
観
そ
の
も
の
と
い
っ
て
良

い
。 

秩
父
の
森
の
見
方 

 
 
  

(3) 

神
の
住
む
森 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
大
学
工
学
部
教
授 

佐
々
木 

寧 
 
 
 

ささき  やすし  

埼玉大学工学部建設工学

科  教 授。植 物 生 態学。

生物環境調査とその評価に関

する研究や生態系に配慮した

環境緑化に関する調査研究。

環境先進国といわれるドイツ

での環境政策の動向を調査さ

れ、その日本への応用の可能

性を探るなどアクティブな環

境問題に取組まれています。 
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日
本
の
代
表
的
日
本
庭
園
を
記
憶
に
あ
る
も
の
を
少
し

あ
げ
て
み
よ
う
。
苔
寺
で
有
名
な
西
芳
寺
、
寂
光
院
、
知

恩
院
、
三
千
院
聚
碧
園
。
岩
と
砂
の
庭
を
持
つ
竜
安
寺
、

茶
室
と
と
も
に
有
名
な
金
閣
寺
、
銀
閣
寺
、い
ず
れ
も
寺

院
で
あ
り
、
神
社
の
名
前
は
出
て
こ
な
い
。
日
本
庭
園
は
寺

院
に
不
可
欠
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
日
本
庭
園
の
基
本
的

構
図
に
も
特
徴
的
共
通
性
が
あ
る
。
庭
の
中
に
池
が
造
ら

れ
、そ
の
手
前
に
は
玉
砂
利
や
砂
あ
る
い
は
少
し
苔
む
し

た
土
の
面
と
な
っ
て
い
る
。
池
の
後
方
に
は
小
山
が
形
造
ら

れ
、
小
低
木
類
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
池
の
ま
わ
り
、
池
の

中
、
後
方
の
小
山
に
は
大
小
の
岩
石
が
多
数
配
置
さ
れ
て

い
る
。こ
れ
ら
の
主
要
構
成
物
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
意
味
が
あ

る
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、
池
は
海
洋
（
こ
の
場
合
日
本
海

を
指
す
と
い
わ
れ
て
い
る
）
、
手
前
の
玉
砂
利
や
砂
は
海
岸

を
意
味
し
て
い
る
。他
の
後
方
に
あ
る
小
山
は
山
岳
地
を

現
わ
し
、
周
囲
に
配
置
さ
れ
た
大
小
の
岩
石
は
そ
の
厳
し

い
岩
山
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。こ
れ
ら
を
総
合

す
る
と
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
が
で
き
て
く
る
。「
海
（
日
本
海
）

を
越
え
た
彼
方
の
地
（
大
陸
）の
険
し
い
山
中
に
仏
の
居
お

す
聖
地
が
あ
る
」
孫
悟
空
を
従
え
た
三
蔵
法
師
が
厳
し
い

山
中
の
旅
を
続
け
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
経
典
を
得
る
物
語
で

あ
る
。 

庭
園
内
の
小
山
部
分
に
は
、小
さ
な
祠
が
建
て
ら
れ
て

い
る
。こ
の
小
山
が
、
蓬
来
山
、あ
る
い
は
須
弥
山
（
シ
ュ
ミ

セ
ン
）で
、
仏
の
い
る
聖
な
る
山
な
の
で
あ
る
。
実
際
に
も
蓬

来
山
と
い
う
名
の
つ
く
山
は
、日
本
の
各
地
に
知
ら
れ
て
い

る
。
日
本
庭
園
こ
そ
ま
さ
に
浄
土
曼
荼
羅
絵
を
庭
園
構
図

の
中
に
具
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。こ
れ
が
平
安
時
代
に

盛
ん
に
造
ら
れ
た
浄
土
式
庭
園
で
あ
る
。そ
の
代
表
的
な

庭
が
桂
離
宮
で
あ
る
。そ
う
し
て
み
る
と
、よ
り
抽
象
的
で

シ
ン
プ
ル
な
竜
安
寺
の
庭
園
も
、
敷
き
つ
め
ら
れ
た
砂
に
は

波
の
曲
線
文
様
が
形
造
ら
れ
て
い
る
し
、
配
置
さ
れ
た
岩

の
意
味
も
理
解
で
き
よ
う
。こ
れ
ら
西
芳
寺
、
竜
安
寺
の

庭
園
は
、
鎌
倉
以
降
に
発
達
し
た
枯
山
水
式
庭
園
で
あ

り
、よ
り
抽
象
的
で
、モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
森
の
話
に
あ
え
て
結
び
つ
け
て
み
る
と
、こ
う
し

た
日
本
庭
園
の
中
に
、
通
常
大
き
な
大
木
を
使
う
こ
と
は

な
い
。
庭
は
適
度
に
刈
り
込
ま
れ
た
低
木
や
中
低
木
で
構

成
さ
れ
て
い
る
。
周
囲
の
森
や
山
並
み
を「
借
景
」と
し
て

利
用
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
う
っ
そ
う
と
し
た

森
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

 

神
社
の
森 

神
社
の
森
の
話
に
再
び
戻
ろ
う
。
何
百
年
も
経
っ
た
よ
う

な
大
木
が
立
ち
並
ぶ
う
っ
そ
う
と
し
た
暗
い
ほ
ど
の
森
。
神

社
の
森
が
、
寺
院
と
は
全
く
異
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

見
え
て
き
た
と
思
う
。 

伊
勢
神
宮
の
森
、
出
雲
大
社
の
森
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
は

鎌
倉
八
幡
宮
、
日
光
東
照
宮
の
森
、い
ず
れ
も
境
内
林

（
宮
城
林
）と
呼
ば
れ
る
深
い
森
を
備
え
た
山
が
あ
る
の
が

特
徴
で
あ
る
。
伊
勢
神
宮
で
は
約
５
５
０
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
の

面
積
を
有
す
る
。  

神
社
で
は
２
０
年
に
一
度
、
遷
宮
を
行
う
。
社
を
別
場

所
に
新
設
、
移
し
替
え
る
儀
式
で
あ
る
。こ
の
新
社
建
設
の

要
と
な
る
の
が
神
木
の
切
り
出
し
で
あ
る
。
諏
訪
大
社
の

御
柱(

お
ん
ば
し
ら)

祭
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
豊
穣
と
再
生
の

儀
式
で
あ
る
。 

 

日
本
の
森 

１
９
８
０
年
代
、
我
々
は
全
国
の
植
生
（
森
の
構
成
）を

調
査
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
日
本
の
自
然
の
森
が
ど
の
よ

う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
で
あ
る
。し
か
し
、

明
治
以
来
の
全
国
的
な
林
野
伐
採
で
、
日
本
の
自
然
を
う

か
が
い
知
る
自
然
の
森
は
、
瀕
死
の
状
態
に
あ
っ
た
。
先
進

国
中
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
国
土
の
森
林
率
６
６
％
と
い
う
数

値
も
、そ
の
ほ
と
ん
ど
は
ス
ギ
、ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
で
あ
り
、
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日
本
の
自
然
の
豊
か
さ
を
示
す
数
字
で
は
な
い
。 

と
く
に
長
い
年
月
を
か
け
て
、
田
畑
や
雑
木
林
と
し
て
利

用
さ
れ
て
き
た
里
や
里
山
で
は
、
自
然
の
森
は
壊
滅
的
で

あ
っ
た
。こ
う
し
た
状
況
の
中
で
重
要
な
手
が
か
り
と
な
っ
た

の
が
神
社
の
森
で
あ
る
。ど
ん
な
田
舎
町
に
も
神
社
は
存
在

し
た
。
時
に
山
の
頂
に
、
小
高
い
張
り
出
し
尾
根
の
上
に
神

社
が
設
け
ら
れ
、
時
に
そ
の
森
は
社
を
ぐ
る
り
と
囲
む
だ
け

の
小
さ
な
も
の
で
あ
る
例
も
多
い
。し
か
し
、そ
こ
に
生
育
す

る
植
物
は
、ま
わ
り
の
雑
木
林
や
人
工
林
と
は
全
く
異
な

る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
里
の
中
に
あ
る「
自
然
の
小
宇
宙
」ミ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。 

環
境
庁
は
１
９
７
８
年
か
ら
全
国
の「
緑
の
国
勢
調
査
」

を
実
施
し
た
。
各
都
道
府
県
別
に
地
元
の
研
究
者
が
調
査

に
駆
け
ず
り
回
っ
た
。そ
の
結
果
ど
ん
な
森
が
、ど
の
く
ら
い

の
面
積
が
あ
る
の
か
と
い
う
数
字
も
で
て
き
た
。そ
れ
に
よ

る
と
、
日
本
の
森
林
率
、
人
工
林
を
除
い
た
雑
木
林
、
自
然

林
は
約
４
０
％
、そ
の
先
は
ど
の
数
字
を
使
う
か
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
く
る
が
、
厳
密
な
意
味
で
の
自
然
の
森（
温
帯
、
亜
高

山
針
葉
樹
林
を
含
め
て
も
）は
１
０
％
に
も
満
た
な
い
。 

環
境
庁
は
同
時
期
、「
緑
の
国
勢
調
査
」の
一
環
で
、
特
記

す
べ
き
重
要
な
植
生「
特
定
植
物
群
落
」の
調
査
を
行
っ
て

い
る
。こ
の
時
、
選
定
さ
れ
た
全
国
約
５
０
０
０
件
の
内
、
森

林
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
２
４
５
４
ヶ
所
の
中
の
２
６
・
７
％
が

神
社
の
森
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
て
み
る
と
原
始
に
限
り
な
く
近
い
姿
の
自
然
林
が

残
る
秩
父
源
流
域
は
、
我
々
日
本
人
の
精
神
的
ル
ー
ツ
で

あ
り
、神
の
住
む
森
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
大
小
の
木
々
や

草
が
う
っ
そ
う
と
繁
り
、
清
廉
な
水
を
生
み
出
す
森
は
、
常

に
我
々
に
荘
厳
さ
と
厳
粛
な
気
持
ち
を
抱
か
せ
る
の
で
あ

る
。 

上：ブナ 下：ミズナラの大樹 

どちらも和名倉山仁田小屋尾根 
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畠
山
氏
の
口
か
ら
と
う
と
う
と
言
葉
が
流
れ
る
。
〝
森
は

海
の
恋
人
〞
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
出
遭
っ
て
正
直
、な
ん
だ

な
ん
だ
そ
れ
っ
て
、エ
コ
ロ
ジ
ー
運
動
の
美
辞
麗
句
、
自
己

陶
酔
じ
ゃ
な
い
か
と
氏
の
は
な
し
を
斜
め
か
ら
聞
い
て
い

た
。 カ

キ
漁
師
の
経
歴
の
氏
の
さ
わ
や
か
な
論
理
が
展
開
さ

れ
て
い
く
。 

「
カ
ツ
オ
が
１
kg
に
な
る
た
め
に
イ
ワ
シ
１
０
kg
を
食
べ
そ

の
イ
ワ
シ
は
１
０
０
kg
の
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
食
べ
そ
れ

は
１
０
０
０
kg
の
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
食
べ
ま
す
」
…
…

フ
ム
フ
ム
納
得
。 

「
で
は
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
は
チ
ッ
素
と
い
う
養
分
で
育

ち
、チ
ッ
素
は
海
の
中
で
硝
酸
塩
と
な
っ
て
溶
け
て
い
て
こ

れ
を
チ
ッ
素
に
還
元
す
る
に
は
鉄
分
が
必
要
で
、ま
ず
先

に
鉄
分
を
体
内
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
そ
う
で

す
」
…
…
フ
ム
フ
ム
だ
ん
だ
ん
難
し
く
な
っ
て
き
た
。 

「
こ
の
重
要
な
は
た
ら
き
を
す
る
鉄
分
は
落
葉
樹
林
（
ミ

ズ
キ
・
ミ
ズ
ナ
ラ
・
ブ
ナ
等
）を
水
源
に
す
る
川
が
ど
ん
ど

ん
供
給
し
て
く
れ
る
の
で
す
」…
…
フ
ム
フ
ム
木
の
は
な
し

に
な
っ
て
き
た
。 

「
だ
か
ら
上
流
に
ゆ
た
か

な
森
の
あ
る
川
が
流
れ
込

む
湾
は
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の

量
が
多
く
、
海
の
植
物
連

鎖
を
盛
ん
に
う
な
が
し
て
そ
れ
を
餌
に
す
る
魚
介
類
が
豊

富
に
な
る
こ
と
が
判
っ
て
き
ま
し
た
」
…
…
フ
ム
フ
ム
な
る

ほ
ど
目
か
ら
う
ろ
こ
。 

さ
て
、畠
山
氏
の
住
む
宮
城
県
の
気
仙
沼
湾
は
お
隣
り

の
岩
手
県
の
室
根
山
（
８
９
５
ｍ
）を
水
源
に
大
川
で
継

が
っ
て
い
ま
す
。
森
の
大
切
さ
を
理
解
し
た
氏
は
漁
師
の
み

な
さ
ん
に
働
き
か
け
、と
も
に
大
漁
旗
を
お
し
た
て
て
室

根
山
麓
の
植
林
に
励
み
ま
す
。 

な
ん
と
海
の
漁
師
が
山
へ
上
が
っ
て
木
を
植
え
る
驚
き
。

そ
し
て
、
遠
眼
の
効
く
漁
師
の
勘
で『
海
を
育
て
る
た
め
に

ま
ず
森
づ
く
り
』の
運
動
を
誰
に
で
も
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
る
た

め
に
ス
ロ
ー
ガ
ン
作
り
を
考
え
ま
す
。
幸
運
に
も
地
元
の

歌
人
の
熊
谷
龍
子
さ
ん
の
協
力
で
〝
森
は
海
の
恋
人
〞
な
る

言
葉
を
与
え
ら
れ
ま
す
。 

遥
か
な
緑
の
山
を
青
い
海
か
ら
恋
い
慕
う
と
は
美
し
い

景
観
が
目
に
浮
か
ぶ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

そ
れ
か
ら
植
林
の
と
き
は
は
た
め
く
大
漁
旗
に
混
じ
っ

て
、こ
の
〝
森
は
海
の
恋
人
〞
の
垂
幕
も
へ
ん
ぽ
ん
と
ひ
る
が

え
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
し
た
。ま
こ
と
に
、
漁
師
さ
ん
た
ち

の
山
の
中
で
の
活
躍
た
る
や
面
目
躍
如
と
い
う
と
こ
ろ
で

す
。 さ

て
私
た
ち
も
畠
山
氏
の
講
演
を
聞
く
以
前
か
ら
秩
父

の
盟
主
と
も
い
え
る
和
名
倉
山
へ
、
大
陽
寺
へ
、そ
し
て
中

津
川
山
麓
へ
落
葉
広
葉
樹
を
植
え
て
き
ま
し
た
。こ
れ
か

ら
腐
葉
土
の
養
分
は
秩
父
か
ら
埼
玉
県
を
貫
流
す
る
荒

川
に
よ
っ
て
、
東
京
湾
へ
運
ば
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。も

ち
ろ
ん
、
東
京
の
都
心
を
通
る
荒
川
は
護
岸
や
堤
で
加
工

さ
れ
宮
城
県
の
大
川
ほ
ど
の
自
然
力
を
た
く
わ
え
て
は
い

な
い
と
し
て
も
。 

東
京
湾
に
は
こ
の
他
に
も
数
本
の
河
川
が
流
れ
込
み
、

畠
山
氏
の
本
に
よ
れ
ば
千
葉
県
側
の
木
更
津
か
ら
富
津

に
か
け
て
カ
キ
の
養
殖
帯
が
あ
る
と
の
こ
と
で
す（
そ
う
い

え
ば
筆
者
の
私
も
若
い
頃
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
で
神

奈
川
県
側
の
猿
島
の
海
底
で
カ
キ
の
殻
を
は
が
し
て
袋
一

杯
収
穫
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
）
。こ
ん
な
具
合
で
す
か

ら
東
京
湾
の
カ
キ
も
あ
ち
こ
ち
の
海
底
で
静
か
に
群
生
し

て
い
る
こ
と
の
よ
う
で
す
。 

私
た
ち
の
運
動
の
秩
父
の
森
づ
く
り
が
荒
川
を
伝
わ
っ

て
東
京
湾
を
い
く
ら
か
き
れ
い
に
し
て
い
る
と
思
う
と
、
楽

し
く
な
っ
て
く
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

今
夜
は
気
仙
沼
産
の
カ
キ
を
求
め
、
森
づ
く
り
が
海
を

育
て
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
畠
山
氏
に
乾
杯
。秩
父
の

源
流
に
ブ
ナ
を
は
じ
め
広
葉
樹
を
植
え
る
私
た
ち
の
〝百

年
の
森
づ
く
り〞
の
運
動
に
乾
杯
。（
と
き
は
九
月
、

Septem
ber 

カ
キ
の
う
ま
いR

の
付
く
月
で
す
） 

参
考
図
書 

「
漁
師
さ
ん
の
森
づ
く
り
」（
森
は
海
の
恋
人
） 

 
 
 

畠
山
重
篤
著 

講
談
社 

一
二
〇
〇
円 

 

第
３
回
総
会
記
念
講
演 

五
月
十
一
日 

於
・
大
宮
ソ
ニ
ッ
ク
シ
テ
ィ
ビ
ル 

「
森
は
海
の
恋
人
」
畠
山
重
篤
氏
の
講
演
を
聞
い
て 
 
 
 
 
 

 

畠山重篤さん 

辻 

秀
幸 

 
 

つじ ひでゆき 
百年の森会員 

登山家・作家 

岩と雪の多く

の登攀体験か

ら独自の山岳

小説を拓く。 
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建
つ
や
建
た
ざ
る
や 

 
 
 
 

「
楽
天
家
の
棟
梁
と
心
配
性
の
弟
子
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

そ
し
て
優
秀
な
先
生
と
暢
気
な
観
客
達
が
織
り
成
す
植
林
小
屋
」 

わ
た
し
は
植
林
小
屋
で
あ
る
。い
ま
だ
産
声
を
上
げ
て
い
な
い
が
、

親
達
は
わ
た
し
の
名
を「
仁
田
小
屋
」と
名
づ
け
た
が
っ
て
い
る
よ
う

だ
。
姿
形
は
丸
太
小
屋
、
親
達
は
気
取
っ
て
ロ
グ
ハ
ウ
ス
と
呼
ん
で
い

る
。ほ
と
ん
ど
が
今
年
の
春
に
伐
ら
れ
た
地
元
大
滝
村
産
の
五
〇
年

生
位
の
杉
で
、
六
月
に
売
り
飛
ば
さ
れ
、
七
月
に
秩
父
市
影
森
の
東

大
演
習
林
で
製
材
さ
れ
、
皮
む
き
さ
れ
た
。製
材
に
五
日
、
皮
む
き
に

三
日
く
ら
い
か
か
っ
た
と
聞
く
。
ご
苦
労
な
こ
っ
た
。 

八
月
中
に
大
滝
村
の
廃
校
に
な
っ
た
光
岩
小
学
校
で
加
工
・
仮
組

み
さ
れ
、
九
月
に
ヘ
リ
で
移
送
・
本
組
み
・
屋
根
掛
け
さ
れ
て
、
産
声
を

上
げ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
、寒
く
な
ら
な
い
う
ち
に
と
我
な

が
ら
祈
っ
て
い
る
。 

八
月
二
日
に
仮
基
礎
が
造
ら
れ
た
。わ
た
し
は
産
ま
れ
た
時
が
一

番
重
く
、
成
長
す
る
に
つ
れ
だ
ん
だ
ん
軽
く
な
る
の
に
、
随
分
と
細
い

仮
基
礎
な
の
で
驚
い
た
。
弟
子
の
心
配
を
よ
そ
に
、
棟
梁
は「
平
気
へ
い

き
」と
気
に
留
め
る
風
も
な
い
。こ
れ
か
ら
毎
週
末
、こ
こ
で
の
作
業
が

繰
り
返
さ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
わ
た
し
の
姿
形
が
明
ら
か
に
な
る
、
楽
し

み
で
も
あ
り
、
心
配
で
も
あ
る
。 

八
月
三
日
か
ら
ロ
グ
材
の
積
み
上
げ
が
始
ま
っ
た
。
八
月
中
に
造

る
と
な
る
と
一
日
に
最
低
二
段
は
積
ま
れ
る
筈
だ
が
、こ
の
日
の
結

果
は
一
段
が
や
っ
と
。
心
配
性
の
弟
子
の
進
言
に
棟
梁
は「
百
年
の
森

の
会
員
だ
っ
て
、
三
・
四
回
来
れ
ば
そ
の
う
ち
慣
れ
て
く
る
か
ら
ピ
ッ
チ

が
上
が
る
よ
」と
馬
耳
東
風
。 

八
月
九
〜
十
日
は
台
風
に
た
た
ら
れ
、わ
た
し
の
段
数
は
合
計
二

段
。
弟
子
の
心
配
性
は
ま
す
ま
す
肥
大
し
て
い
く
。
棟
梁
の
楽
観
性

は
揺
る
ぎ
も
し
な
い
。 

お
盆
の
八
月
十
六
日
〜
十
七
日
は
会
員
が
多
数
集
ま
り
ピ
ッ
チ

が
早
ま
る
か
に
見
え
た
。
百
名
山
の
う
ち
東
北
の
五
山
を
一
挙
に

や
っ
つ
け
て
き
た
棟
梁
は
疲
れ
も
見
せ
ず
に
や
っ
て
き
て
ニ
コ
ニ
コ
し
て

い
る
。
先
生
役
の
宮
原
さ
ん
、
市
川
さ
ん
も
駆
け
つ
け
て
加
工
が
始

ま
っ
た
。
先
生
の
手
際
は
実
に
見
事
で
、身
を
削
ら
れ
る
私
自
身
が
快

感
を
覚
え
る
と
い
う
、
何
と
も
不
思
議
な
体
験
を
し
て
し
ま
っ
た
。し

か
し
、
棟
梁
と
百
年
の
森
の
会
員
と
の
挨
拶
は「
初
め
ま
し
て
」で
始

ま
る
も
の
が
大
半
で
、
弟
子
は
ロ
グ
の
構
造
か
ら
、な
ぜ
丸
太
が
ス

カ
ー
フ
と
ノ
ッ
チ
に
よ
っ
て
隙
間
無
く
積
ま
れ
る
か
の
説
明
に
忙
殺
さ

れ
る
。
弟
子
は
そ
ん
な
彼
ら
を「
暢
気
な
観
客
」と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た

よ
、と
わ
た
し
に
呟
い
た
。
暢
気
な
観
客
が
観
客
で
い
る
間
は
問
題
が

な
か
っ
た
。
彼
ら
が
梃
子
に
な
っ
た
と
き
は
最
良
に
機
能
し
た
。し
か

し
、
彼
ら
が
職
人
に
な
ろ
う
と
し
た
瞬
間
か
ら
わ
た
し
は
偏
頭
痛
に

悩
ま
さ
れ
始
め
た
。で
も
新
前
か
ら
腕
の
良
い
職
人
は
い
な
い
。わ
た

し
は
我
慢
に
我
慢
を
重
ね
て
彼
ら
が
そ
れ
な
り
の
職
人
に
な
る
の
を

待
つ
し
か
な
い
。お
盆
が
終
わ
っ
て
段
数
は
五
段
途
中
、
弟
子
の
心
配

性
は
地
球
規
模
に
発
達
し
、
棟
梁
の
楽
観
性
は
窺
い
知
れ
な
い
。 

八
月
二
三
日
〜
二
四
日
も
そ
れ
な
り
の
人
数
が
集
ま
っ
た
。そ
し

て「
初
め
ま
し
て
」の
挨
拶
が
繰
り
返
さ
れ
、わ
た
し
は
鬱
病
に
罹
り

執筆：仁田小屋(仮称) 

清書：中川芳和(なかがわよし

かず）S24年埼玉生まれ、秩父

市在住。コンピュータソフト

開発会社経営。秩父の山と川

に精通。 
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始
め
る
。
今
年
は
記
録
的
な
冷
夏
で
雨
に
た
た
ら
れ
る
日
が
多
か
っ

た
が
、
今
日
は
猛
暑
。そ
し
て
猛
暑
は
雷
と
強
烈
な
夕
立
で
終
わ
り
、

校
庭
が
プ
ー
ル
に
な
っ
た
中
で
建
つ
わ
た
し
は
七
段
途
中
、
弟
子
の

心
配
性
は
宇
宙
規
模
に
ま
で
膨
ら
み
、
棟
梁
へ
と
触
手
を
伸
ば
す
。 

植
林
地
の
下
草
刈
り
帰
路
に
視
察
し
、
危
機
感
を
持
っ
た
会
長
か

ら
発
破
を
掛
け
ら
れ
た
棟
梁
は
、
先
生
達
へ
の
働
き
を
強
め
た
。
泣
き

落
と
し
か
、
政
治
力
か
、金
力
か
、わ
た
し
は
知
ら
な
い
。 

八
月
三
〇
日
〜
三
一
日
、そ
れ
な
り
に
背
の
伸
び
た
わ
た
し
を
見

て
、
棟
梁
は
十
一
段
以
上
を
載
せ
る
仮
基
礎
を
も
う
ひ
と
つ
造
る
事

を
決
断
。
先
生
達
の
技
の
冴
え
を
肌
に
感
じ
な
が
ら
ま
ど
ろ
ん
で
い
た

わ
た
し
は
、
八
段
途
中
と
十
一
段
目
の
一
卵
性
双
生
児
に
変
身
し
た

が
、
八
月
中
に
は
完
成
し
な
い
こ
と
が
確
定
す
る
。 

九
月
に
な
る
と
弟
子
達
は
平
日
も
作
業
に
汗
を
流
す
が
、
二
・
三

人
で
は
一
日
で
数
本
の
丸
太
を
積
む
の
が
や
っ
と
。
丸
太
を
回
す
の
に

も
手
間
取
る
姿
を
見
な
が
ら
、わ
た
し
は
笑
い
が
噴
き
出
す
の
を
堪

え
続
け
た
。 

九
月
六
日
〜
七
日
、
先
生
達
の
技
が
フ
ル
に
機
能
し
始
め
る
。
四

台
の
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
が
同
時
に
唸
り
を
上
げ
、あ
っ
と
い
う
間
に
十
二

段
目
ま
で
完
成
し
、
下
段
部
が
解
体
さ

れ
て
い
く
。
弟
子
達
の
平
日
の
作
業
で
、

わ
た
し
は
乾
燥
の
た
め
立
て
掛
け
ら
れ

た
丸
太
の
束
と
、
十
三
段
目
の
二
卵
性

双
生
児
に
変
身
し
た
。 

九
月
十
三
日
〜
十
五
日
、
先
生
達
と
棟

梁
の
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
が
間
断
無
く
唸
り

続
け
る
。
弟
子
達
と「
暢
気
な
観
客
」か

ら
の
ん
き
さ
が
消
し
飛
ん
だ
会
員
は
梃

子
に
徹
し
て
作
業
を
手
伝
う
。
梁
が
渡

さ
れ
、
軒
桁
が
載
り
、わ
た
し
は
刻
々
と
背
を
伸
ば
し
続
け
た
。
三
日

連
続
の
作
業
の
後
、
九
月
十
五
日
光
岩
小
学
校
の
背
後
の
山
に
日
が

沈
む
頃
、二
二
段
目
と
な
る
最
上
段
に
桁
が
載
り
、わ
た
し
の
仮
組

み
は
十
段
目
と
十
一
段
目
を
繋
ぐ
ノ
ッ
チ
を
残
し
て
完
成
し
た
。 

こ
れ
か
ら
上
段
部
が
解
体
さ
れ
乾
燥
さ
れ
る
手
筈
の
よ
う
だ
。
梱

包
さ
れ
移
送
に
備
え
て
ヘ
リ
ポ
ー
ト
へ
運
ば
れ
る
。ヘ
リ
の
飛
ぶ
日
の

天
気
は
如
何
だ
ろ
う
か
、
日
が
短
く
な
る
十
月
の
本
組
み
は
巧
く
い

く
の
か
。
弟
子
の
心
配
性
に
晒
さ
れ
続
け
て
感
染
し
て
し
ま
っ
た
わ
た

し
は
今
、
光
岩
小
学
校
の
校
庭
で
秋
の
様
相
を
帯
び
た
夕
陽
に
身
を

晒
し
な
が
ら
独
り
呟
い
て
い
る
。 

で
も
、
先
生
達
は
本
組
み
ま
で
の
指
導
を
約
束
し
て
く
れ
た
し
、棟

梁
の
楽
観
性
も
息
を
吹
き
返
し
た
よ
う
だ
。き
っ
と
弟
子
の
心
配
性

も
こ
の
校
庭
位
ま
で
は
小
さ
く
な
っ
た
だ
ろ
う
し
、会
員
達
に
も
半
人

前
の
職
人
に
な
っ
た
奴
も
い
る
の
で
、
時
々
「
初
め
ま
し
て
」の
挨
拶
を

聞
く
の
も
一
興
だ
。 

さ
て「
建
つ
や
建
た
ざ
る
や
」
、
次
の
作
業
予
定
日
ま
で
午
睡
で
も
し

て
待
つ
と
す
る
か
。 
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夏
真
っ
盛
り
、
炎
天
下
で
の
作
業
を
覚
悟
し
て
の
参
加

で
し
た
が
、
幸
せ
な
こ
と
に
絶
好
の
作
業
日
よ
り
で
し
た
。 

 

稲
刈
り
に
使
う
短
い
柄
の
鎌
し
か
知
ら
な
か
っ
た
私

は
、
金
剛
杖
の
よ
う
な
柄
の
つ
い
た
鎌
に
び
っ
く
り
。
腰
を

か
が
め
、
草
の
中
に
顔
を
突
っ
込
ん
で
、
草
刈
す
る
姿
を

想
像
し
、『
し
ん
ど
い
作
業
だ
な
、で
も
一
度
体
験
し
て
み

よ
う
、
森
づ
く
り
の
た
め
に
は
必
要
な
こ
と
な
の
だ
』と

思
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、
長
柄
の
鎌
を
使
う

と
私
で
も
け
っ
こ
う
楽
に
作
業
で
き
、
一
箇
所
に
立
っ
た

ま
ま
で
、
広
範
囲
の
草
を
刈
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
感
心

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

赤
い
し
る
し
が
つ
い
た
木
が
ぽ
つ
ぽ
つ
と
見
え
ま
し
た
。

桜
の
木
が
折
れ
て
い
て
、
大
丈
夫
か
な
。
ブ
ナ
は
さ
す
が

し
っ
か
り
根
付
い
て
い
る
よ
う
だ
。コ
ナ
ラ
は
、ま
だ
小
さ

い
け
ど
元
気
そ
う
。で
も
ウ
ル
シ
、タ
ラ
、タ
ケ
ニ
グ
サ
、サ

ン
シ
ョ
ウ
な
ど
そ
の
他
の
植
物
の
勢
い
に
負
け
そ
う
で
す
。

さ
あ
、
作
業
開
始
。 

我
々
が
植
え
た
苗
木
よ
り
大
き
な
タ
ケ
ニ
グ
サ
、こ
れ

は
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
バ
ッ
サ
バ
ッ
サ
と
刈
り
取
り
ま
し

た
。し
か
し
タ
ラ
の
木
、サ
ン
シ
ョ
ウ
は
料
理
に
使
え
る
と

思
う
と
鎌
を
持
つ
手
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、こ
れ

ら
も
思
い
切
っ
て
刈
り
取
り
ま
し
た
。 

赤
い
印
が
付
い
た
大
事
な
幼
樹
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に

最
初
は
慎
重
に
、や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
だ
ん
だ
ん
大
胆
に

ガ
サ
ッ
ガ
サ
ッ
と
や
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

貴
重
な
体
験
を
し
た
と
い
う
だ
け
で
終
わ
る
こ
と
な
く

こ
れ
か
ら
も
森
づ
く
り
に
か
か
わ
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。 

ま
た
、
包
丁
も
う
ま
く
研
げ
な
い
の
に
鎌
の
研
ぎ
方
を
、

教
え
て
い
た
だ
き
、ヘ

ル
メ
ッ
ト
と
地
下
足

袋
の
似
合
う
お
ば
さ

ん
に
な
り
そ
う
で

す
。 

大陽寺植林地に見られた植物 
 
単子葉類 
 イネ科     スズタケ、チヂミザサ 
離弁花類 
 アケビ科    ミツバアケビ 
 アブラナ科   イヌナズナ 
 ウコギ科    タラノキ 
 ウルシ科    ヌルデ 
 カバノキ科   ツノハシバミ 
 クワ科     ヤマグワ 
 ケシ科     タケニグサ 
 スミレ科    タチツボスミレ 
 センリョウ科  フタリシズカ 
 タデ科     ネバリタデ 
 ツユクサ科   ツユクサ 
 バラ科     クサイチゴ、ニガイチゴ、モミジイチゴ、エビガライチゴ、    
         クマイチゴ、ヘビイチゴ、ヤマブキ、 
 マメ科     クズ 
 ミカン科    サンショウ 
 モクレン科   ホオノキ 
 ヤマグルマ科  フサザクラ 
合弁花類 
 アカネ科    ヘクソカズラ 
 キキョウ科   ホタルブクロ 
 キク科     ヒメジョオン、ヒメムカシヨモギ 
 クマツヅラ科  クサギ 
 サクラソウ科  オカトラノオ 
 シソ科     カワミドリ 
 ナス科     マルバノホロシ         まとめ：市川嘉一 

 

大
陽
寺
下
草
刈
に
参
加
し
て 
 
 
 
 

会
員 

狩 

野 

一 

子 

急斜面でのなれない作業に汗を流す 

下草刈り作業の後大鎌を砥石で研ぐ 
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エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
は
、
今
ま
で
の
マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ

る
弊
害
へ
の
反
省
か
ら
出
て
き
た
新
し
い
観
光
概
念
で
す
。

そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
①
地
域
固
有
の
資
源
を
活
か
し
、
②

適
切
な
管
理
に
基
づ
く
保
護
保
全
を
図
り
な
が
ら
、
③
地

域
経
済
へ
の
波
及
効
果
を
狙
う
観
光
の
こ
と
を
言
い
ま
す

*1
。エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
コ
ス
タ
リ
カ
、

国
内
で
は
屋
久
島
や
白
神
山
地
と
特
異
な
自
然
の
残
る

地
域
が
有
名
で
す
が
*2
、そ
の
よ
う
な
特
別
な
環
境
で
な

く
と
も
日
常
生
活
の
中
に
残
る
文
化
・
伝
統
が
資
源
と
な

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
*3
。 

 

埼
玉
県
の
最
西
部
に
位
置
す
る
人
口
１
５
０
０
人
の

大
滝
村
で
は
、
持
続
的
産
業
の
一
つ
と
し
て
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ

ム（
エ
コ
ツ
ア
ー
）が
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
*4
。 

私
の
研

究
は
、
大
滝
村
の
固
有
資
源
の
有
効
的
利
用
方
法
を
エ
コ

ツ
ア
ー
コ
ー
ス
と
し
て
提
案
す
る
も
の
で
あ
り
、
提
案
さ
れ

た
コ
ー
ス
の
性
格
を
表
現
で
き
る
よ
う
な
評
価
項
目
と
値

の
設
定
を
最
終
目
標
と
し
て
い
ま
す
。
方
法
と
し
て
は
ま

ず
コ
ー
ス
提
案
の
た
め
に
固
有
資
源
を
調
べ
、
次
に
評
価

値
を
出
す
た
め
の
試
験
的
エ
コ
ツ
ア
ー
を
実
施
し
ま
す
。

参
加
さ
れ
た
方
の
意
見
の
回
収
を
目
的
と
し
た
今
回
の
試

験
的
エ
コ
ツ
ア
ー（
第
二
回
：
平
成
１
５
年
６
月
７
‐
８
日

実
施
）で
は
、ま
ず
ガ
イ
ド
の
確
保
が
大
き
な
問
題
で
し

た
。
ガ
イ
ド
の
質
が
ツ
ア
ー
の
満
足
度
に
大
き
く
影
響
す

る
の
は
、い
く
つ
か
の
文
献

で
指
摘
さ
れ
、
今
回
の
ア
ン

ケ
ー
ト
結
果
か
ら
も
明
ら

か
に
な
り
ま
し
た
。
地
元
在

住
で
ガ
イ
ド
が
可
能
な
人

の
登
録
や
研
修
を
行
い
、
資
源
の
活
用
を
積
極
的
に
図
っ

て
い
く
こ
と
が
エ
コ
ツ
ア
ー
の
大
切
な
要
素
に
な
っ
て
い
ま

す
。
参
加
者
の
意
見
の
中
に
は
、
一
ツ
ア
ー
二
〇
人
か
ら

五
〇
人
を
受
入
れ
ら
れ
な
い
か
と
い
う
提
案
も
あ
り
ま
し

た
が
、安
易
に
量
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ

い
て
は
検
討
が
必
要
で
す
。ツ
ア
ー
参
加
者
の
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
事
前
学
習
が
検
討
さ
れ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
参
加
者
の
身
体
的

デ
ー
タ（
脈
拍
数
）を
計
測
し
な
が
ら
、
ガ
イ
ド
*5
の
適
切

な
判
断
の
下
で
安
全
且
つ
健
康
的
な
ツ
ア
ー
が
実
施
さ
れ

ま
し
た
。
今
後
更
に
解
析
を
行
い
、
脈
拍
数
と
路
面
状
況

と
の
基
本
的
な
関
係
を
導
き
出
し
、
効
果
的
資
源
利
用
の

た
め
の
基
盤
整
備
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今

回
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
は
、
参
加
者
の
健
康
に
も
自
然
環
境

に
も
配
慮
さ
れ
た
観
光
と
し
て
、エ
コ
ツ
ア
ー
を
提
案
し
て

い
く
た
め
の
注
目
す
べ
き
デ
ー
タ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。 

最
後
に
、こ
の
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
村
の
将
来

を
真
剣
に
考
え
る
村
内
外
の
大
変
多
く
の
方
々
に
ご
支

援
・
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。 

◇
参
考
・
引
用
文
献
◇ 

*1 

日
本
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
協
会 http://ecotourism

.gr.jp/index.

htm
 

*2 

小
林
寛
子(2002)

『
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
っ
て
な
に
？
』
河
合
書
房
新
社 

*3  

特
集
島
の
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム(1999)

『
し
ま
』No.179V

ol.45-2

．
日

本
離
島
セ
ン
タ
ー 

*4 

仁
多
見
俊
夫(2001)

「
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
精
密
林
業
に
よ
る
森
林

資
源
の
高
度
利
用
－
地
域
と
大
学
演
習
林
の
連
携
」
山
林1402 

*5 

今
回
の
ガ
イ
ド
に
は
、
中
津
川
在
住
の
林
業
家
・
山
中
一
二
氏
と
山

中
良
平
氏
の
お
二
人
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
大
滝
村
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
可
能
性 

東
京
大
学
大
学
院 

森
林
利
用
学
研
究
室 

貝
瀬
朋
子 

滝の由来を参加者に説明する地
元中津川の林業家の山中一二氏 

「
第
二
回
試
験
的
エ
コ
ツ

ア
ー
の
し
お
り
」 

よ
り 

 ･
･
･
･

大
滝
村
は
か
つ
て
林
業
と
鉱

業
で
栄
え
た
村
で
し
た
。
そ
の
両

方
の
産
業
が
行
わ
れ
て
い
た
地
域

が
中
津
川
地
域
で
す
。
道
路
が
整

備
さ
れ
る
以
前
は
、
下
流
の
栃
本

や
強
石
と
い
っ
た
秩
父
よ
り
の
地

域
と
の
交
流
よ
り
も
群
馬
県･

長
野

県･

山
梨
県
と
の
交
流
が
盛
ん
だ
っ

た
場
所
で
、
大
滝
村

の
中
で
も
特
異
な
文

化
を
残
し
て
い
ま

す
。
森
林
散
策
を
行

う
谷
は
、
か
つ
て
林

業
が
盛
ん
な
地
域
で

し
た
。
道
の
整
備
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
昭

和
初
期
ま
で
は
、
山

で
伐
っ
た
木
は
川
に

集
め
ら
れ
、
川
の
流

れ
を
利
用
し
て
下
流

へ
出
し
て
い
ま
し
た

（
水

運
）
。
こ

の

際
、
川

に

堰

を

つ

く
っ
て
水
を
溜
め
、

勢
い
を
つ
け
て
流
す

や

り

方
（
鉄

砲

出

し
）
も
あ
り
、
そ
の

跡
が
こ
の
谷
に
も

残
っ
て
い
ま
す
。 
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「
緑
の
ダ
ム
」
を
つ
く
ろ
う 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長
野
県
塩
尻
市
下
西
条
区
の
試
み 

 
 

 
 
 緑

の
ダ
ム
推
進
会
議 

 
 

代
表 

荒 

川 
 

正 

 

 

私
た
ち
の
塩
尻
市
下
西
条
区
は
、個
数
約
百
七
十
戸
の

果
樹
、
稲
作
を
中
心
と
す
る
農
村
地
帯
で
す
。
区
の
南
部

に
山
林
が
あ
り
、
凡
そ
六
百
五
十
ヘ
ク
タ
ー
ル（
人
工
林

約
三
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
）の
面
積
で
、
長
野
県
の
林
業
政
策
の

中
で
、
唐
松
、
松
を
中
心
と
す
る
針
葉
樹
が
大
切
に
さ
れ

て
来
ま
し
た
。 

一
方
、
所
有
者
の
高
齢
化
や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
で
山
林

が
放
置
さ
れ
、
加
え
て
戦
争
で
荒
れ
た
山
間
を
流
れ
る
矢

沢
川
は
昭
和
五
十
七
〜
五
十
八
年
に
氾
濫
し
今
も
区
民

の
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
中
で
、
改
め
て
森
林
整
備
の
大
切
さ
を
認
識

し
、
従
来
の
針
葉
樹
重
視
の
林
業
か
ら
、
自
然
環
境
を
重

視
し
た
広
葉
樹
を
重
視
し
大
切
に
し
た「
針
広
混
交
林
」

に
転
換
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
に
立
っ
て
、
平
成
十
三
年

六
月
十
九
日
「
下
西
条
に
緑
の
ダ
ム
を
造
ろ
う
」と
の
宣

言
を
し
ま
し
た
。 

〝緑
の
ダ
ム〞
は
田
中
知
事
が
使
っ
た
言
葉
で
す
が
、具

体
的
に
針
広
混
交
林
に
転
換
す
る
運
動
を
始
め
た
の
は
、

私
た
ち
下
西
条
が
最
初
で
し
た
。 

同
年
九
月
に
は
、
〝
緑
の
ダ
ム〞
の
必
要
性
を
区
民
に
訴

え
、「
間
伐
関
係
補
助
制
度
」の
説
明
会
を
開
き
、多
少
の

個
人
負
担
が
あ
っ
て
も
山
林
整
備
を
し
よ
う
と
の
意
志
統

一
を
は
か
り
、
賛
同
者
を
募
る
こ
と
に
し
た
。 

こ
う
し
た
中
で
、
私
た
ち
に
思
い
も
か
け
な
い
追
い
風
が

吹
き
ま
し
た
。そ
れ
は
十
四
年
度
か
ら
新
規
事
業
と
な
っ

た「
公
益
森
林
機
能
増
進
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
」で
す
。い
く

つ
か
の
条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
国
、
県
、
市
、が
予
算
措
置

を
し
、
個
人
負
担
は
原
則
な
し
、と
い
う
も
の
で
す
。 

十
四
年
三
月
一
日
に
は
説
明
会
を
開
き
二
十
四
名
の

関
係
者
が
出
席
、
三
月
二
十
三
日
に
は
、
区
民
対
象
の
森

林
整
備
（
間
伐
）
講
習
会
を
開
き
理
解
を
求
め
ま
し
た
。 

そ
の
結
果
、
第
一
次
事
業
実
施
希
望
者
は
二
十
六
名

八
十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
な
り
、
十
四
年
度
に
は
七
名
十
七

ヘ
ク
タ
ー
ル
の
整
備
が
完
了
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
私
た
ち
は
本
事
業
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
特
に
針

広
混
交
林
に
つ
い
て
、
認
識
を
新
た
に
す
る
た
め
、
〝
多
様

な
森
林
現
地
研
修
会
〞
と
銘
う
ち
、県
内
先
進
地
（
大
町

市
、
明
科
町
な
ど
）の
研
修
を
実
施
す
る
と
共
に
、
十
四
年

度
に
施
業
し
た
森
林
で
の
説
明
会
、研
修
会
を
開
き
理
解

間伐によって自然植生の回復をめざす下西条区の皆さん 

くりの新し
いこころみ
－１ 

地区で取り組まれている研修会 
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新
し
い
森
づ
く
り
の
試
み
が
各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今

号
で
は
、
緑
の
ダ
ム
と
し
て
の
森
林
管
理
の
あ
り
方
を
進
め

て
い
る
長
野
県
塩
尻
市
の
「
緑
の
ダ
ム
推
進
会
議
」
代
表
荒

川
正
氏
か
ら
原
稿
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
森
林
の
価

値
の
見
直
し
か
ら
新
た
な
森
づ
く
り
へ
の
こ
の
試
み
は
、
塩

尻
市
下
西
条
区
の
地
区
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
下
西
条
区
は
諏
訪
・
岡
谷
市
か
ら
塩
尻
市
に
向
か

う
塩
嶺
峠
の
北
側
に
位
置
し
、
カ
ラ
マ
ツ
や
ア
カ
マ
ツ
を
中

心
に
多
く
の
針
葉
樹
林
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
長
野
県
の
中

信
か
ら
南
信
に
か
け
て
は
、
木
材
増
産
の
林
業
施
策
の
中
で

カ
ラ
マ
ツ
の
植
林
が
部
落
ぐ
る
み
で
積
極
的
に
行
わ
れ
て
き

ま
し
た
。
手
入
れ
の
不
足
か
ら
山
の
荒
廃
が
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
ら
の
森
林
に
対
し
て
、
地
区
の
人
々
自
身
の
手

に
よ
る
こ
の
試
み
は
、
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取
材
＝
田
島 

         
    

十
月
、
木
々
の
葉
は
い
っ
せ
い
に
色
づ
き
は
じ
め
秩
父

の
山
々
は
美
し
く
彩
ら
れ
ま
す
。そ
ん
な
木
の
葉
を
使
っ

て
本
の
し
お
り
や
は
が
き
を
作
っ
て
見
ま
せ
ん
か
。
山
道

で
一
枚
一
枚
拾
い
な
が
ら
、
木
に
よ
っ
て
様
々
に
異
な
る

葉
の
形
や
色
を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

■
葉
の
採
集
に
必
要
な
も
の 

・
古
雑
誌
や
新
聞
を
ノ
ー
ト
状
に
束
ね
た
も
の 

・
植
物
図
鑑 

■
し
お
り
を
作
る
と
き
に
必
要
な
も
の 

・
少
し
厚
手
の
色
紙 

・
押
し
花
用
の
熱
圧
着
シ
ー
ト 

 
 

（
手
芸
店
に
あ
り
ま
す
） 

・
ア
イ
ロ
ン 

■
つ
く
り
方 

① 

葉
を
拾
い
な
が
ら
一
枚
ず
つ
採
取
用
ノ
ー
ト
に
は
さ

ん
で
い
き
ま
す
。
葉
を
あ
ま
り
乾
燥
さ
せ
な
い
の
が
コ
ツ
で

す
。 

② 

家
に
持
ち
帰
っ
た
ら
、
押
し
花
の
よ
う
に
新
聞
紙
や

雑
誌
に
挟
ん
で
重
石
な
ど
で
押
さ
え
ま
す
。
最
初
は
水

分
が
出
て
ぬ
れ
ま
す
か
ら
二
三
度
押
さ
え
紙
を
替
え
ま

す
。 

③ 

一
月
ほ
ど
で
薄
く
き
れ
い
な
葉
に
仕
上
が
り
ま
す
。

厚
手
の
色
紙
や
は
が
き
に
葉
を
置
き
、
熱
圧
着
シ
ー
ト

を
上
か
ら
か
ぶ
せ
、ア
イ
ロ
ン
で
押
さ
え
る
と
出
来
上
が

り
で
す
。
雲
流
紙
の
薄
い
膜
を
通
し
て
木
の
葉
の
色
や
形

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

秋 

秩父を代表するカエデの仲間たち 

ウリハダカエデ  コミネカエデ  ハウチワカエデ  チドリノキ 

を
深
め
て
来
ま
し
た
。 

さ
ら
に
平
成
十
五
年
度
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
で
は
十
七

名
、
三
十
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
整
備
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
併

せ
て
こ
の
事
業
の
相
乗
効
果
で
、
当
区
内
の
保
安
林
整
備

も
六
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、こ
の
施
業
に
下
西
条
区
民
自
ら
が
携
わ
る
た

め
、
現
在
六
名
が
技
能
者
と
し
て
、
事
業
に
参
加
し
て
お

り
、
今
後
も「
き
こ
り
講
座
」「
伐
木
造
林
講
習
」な
ど
を
実

施
し
、
技
術
習
得
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
は
、こ
う
し
た
事
業
を
通
し
区
民
が
山
林
に
関

心
を
持
ち
、自
然
や
山
を
愛
す
る
心
を
は
ぐ
く
み
、子
供

や
孫
た
ち
に
か
け
が
え
の
な
い
〝
緑
の
財
産
〞
を
残
し
て
ゆ

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

カツラ コシアブラ ミズナラ イヌブナ ブナ 
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新
し
い
森
づ
く
り
の
拠
点 

造
林
小
屋
の 

 
完
成
を
記
念
し
て 
和
名
倉
山
登
山
を
行

い
ま
す 

  
  

副
会
長 

高 

岡 

正 

彦 

  

新
仁
田
小
屋
（
仮
称
）の
完
成
記
念
と
し
て
和
名
倉
山

の
登
山
を
１
０
月
２
５
日
―
２
６
日
行
い
ま
す
。
天
然
林
と

し
て
の
姿
を
多
く
と
ど
め
て
い
る
和
名
倉
山
・
仁
田
小
屋

尾
根
ル
ー
ト
を
観
察
す
る
と
と
も
に
、
第
４
回
の
植
林
地

の
調
査
を
行
い
ま
す
。 

仁
田
小
屋
沢
の
脇
に
立
つ
小
屋
は
、か
つ
て
和
名
倉
山

の
森
林
作
業
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
拠
点
で
し

た
。
風
呂
を
二
基
そ
な
え
、
台
所
と
寝
室
、ト
イ
レ
が
あ

り
、
作
業
者
は
何
ヶ
月
も
泊
り
込
ん
で
作
業
に
た
ず
さ

わ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
根
な
ど
の
野
菜
を
近
く
の

陽
の
当
た
る
尾
根
な
ど
で
栽
培
し
青
物
を
補
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
交
通
手
段
の
発
達
で
、
山
に
泊
り
込
ん
で
作

業
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
仁
田
小
屋
も
荒
れ

る
に
任
せ
る
状
態
で
し
た
が
、秩
父
大
滝
村
の
中
心
を
占

め
、
豊
か
な
自
然
植
生
を
残
す
和
名
倉
山
の
こ
れ
か
ら
の

森
林
管
理
に
と
っ
て
、
仁
田
小
屋
の
占
め
る
位
置
は
、き
わ

め
て
重
要
と
考
え
、
仁
田
小
屋
の
改
修
に
取
り
組
み
ま
し

た
。
新
仁
田
小
屋
は
５
０
年
生
の
ス
ギ
丸
太
で
く
み
上
げ

ら
れ
た
立
派
な
も
の
で
す
。
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
の
使
い
方
か
ら
ロ
グ
の
組
み
方
ま
で
指
導
く
だ
さ
っ
た

地
元
の
指
導
者
の
方
々
、
仮
組
み
の
場
所
を
提
供
し
て
く

だ
さ
っ
た
大
滝
村
光
岩
小
学
校
地
区
の
皆
様
に
あ
ら
た
め

て
感
謝
い
た
し
ま
す
。
私
た
ち
は
数
ヶ
月
に
わ
た
り
、ス
ギ

材
の
重
さ
と
格
闘
す
る
貴
重
な
体
験
を
も
つ
こ
と
が
で
き

ま
し
た
が
、
木
材
利
用
の
大
切
さ
と
あ
り
が
た
さ
を
学
習

し
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。そ
の
木
材
を
生
み
だ
し
て
き
た
山

の
人
々
の
苦
労
と
山
の
恵
み
の
大
き
さ
が
少
し
理
解
で
き

た
よ
う
で
す
。
新
仁
田
小
屋
は
今
後
、
森
林
観
察
や
生
態

調
査
、
植
林
作
業
の
拠
点
と
し
て
広
く
活
用
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
何
よ
り
も
私
た
ち
の
よ
う
な
市
民

が
豊
か
な
自
然
と
接
す
る
と
き
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
多

く
の
皆
様
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
き
な
山
容
を
誇
る
和
名
倉
山
の
中
腹
に
生
ま
れ
た
小

さ
な
小
屋
で
す
が
、こ
れ
か
ら
の
森
林
管
理
・
森
づ
く
り
の

あ
り
方
を
多
く
の
方
々
と
共
に
追
究
し
て
い
く
場
所
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
。 

さ
て
、
今
回
の
記
念
登
山
は
故
池
田
良
二
君
の
追
悼
登

山
で
も
あ
り
ま
す
。
彼
は
、「
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
」の
発

起
人
の
一
人
で
あ
り
、１
９
９
７
年
５
月
に
彼
と
内
藤
会

長
と
私
の
三
人
で
和
名
倉
山
を
偵
察
し
、こ
の
活
動
が
は

じ
ま
り
ま
し
た
。
藪
で
覆
わ
れ
た
仁
田
小
屋
尾
根
に
作
業

道
を
切
り
開
く
と
き
、い
つ
も
先
頭
に
い
た
の
が
池
田
良
二

君
で
し
た
。２
０
０
０
年
に
肺
が
ん
に
冒
さ
れ
て
い
る
の
が

分
か
り
、
以
後
三
年
間
の
闘
病
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

持
ち
前
の「
頑
張
り
」で
病
魔
と
戦
い
続
け
ま
し
た
が
、
今

年
の
６
月
７
日
帰
ら
ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。
彼
の
山
へ
の
熱

き
願
い
に
よ
う
や
く
応
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
新

し
い
仁
田
小
屋
の
完
成
と「
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
」の
仲

間
が
順
調
に
増
え
、そ
の
活
動
も
充
実
し
て
き
た
こ
と
を

彼
に
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

参
加
ご
希
望
の
方
は
、１
０
月
１
４
日（
火
）ま
で
に
、会

事
務
局
宛
に
、
電
話
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
・
Ｅ
メ
ー
ル
に
て
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
参
加
者
に
は
後
日
詳
細
を
ご
案
内
し
ま

す
。 ■

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
予
定 

10
月
25
日
（
土
） 

10
時 

三
峰
口
集
合 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

14
時 

新
仁
田
小
屋
到
着  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

16
時 

落
成
式 

10
月
26
日
（
日
） 

6
時 

仁
田
小
屋
出
発 

 

（
イ
ヌ
ブ
ナ
平
コ
ー
ス
・
頂
上
コ
ー
ス
＝
健
脚
向
の
二
班
） 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

14
時 

新
仁
田
小
屋
戻
り 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

15
時 

下
山 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

16
時 

三
峰
口
着 

■
持
ち
物
・
装
備 

 

事
務
局
で
用
意
す
る
も
の
／
テ
ン
ト
・
朝
夕
食
１
回
・ 

 

 
 
 

昼
食
1

回
・
飲
み
物
・
食
器 

 

参
加
者
の
個
人
装
備
／
寝
袋
・
着
替
え
・
防
寒
着
・ 

 

雨
具
上
下
・
ス
パ
ッ
ツ
・
帽
子
・
軍
手
・
懐
中
電
灯
・ 

 

昼
食
初
日
１
回
分 
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２
０
０
３
年
５
月
２
３
日
〜
２
５
日 

参
加
１
７
名 

 ３
回
目
の
ブ
ナ
植
林 

昨
年
の
秋
に
地
拵
え
を
し
た
和
名
倉
山
仁
田
小
屋
尾

根
の
標
高
１
４
５
０
ｍ
地
点
と
１
５
０
０
ｍ
地
点
の
二
か
所

に
、６
年
生
の
ブ
ナ
の
苗
を
２
５
本
を
植
林
し
ま
し
た
。 

植
栽
さ
れ
た
ば
か
り
の
苗
は
、
水
を
く
み
上
げ
る
力
が

弱
く
な
る
た
め
、
植
林
の
時
期
は
、
水
を
必
要
と
す
る
若

葉
が
出
る
開
葉
前
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
植
林
地
に

う
ま
く
根
付
か
せ
る
た
め
に
は
、
根
切
り
根
回
し
を
施
し
、

再
び
細
根
が
伸
び
出
し
た
こ
ろ
掘
り
出
し
て
根
巻
き
し
植

林
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、な
か
な
か
そ
の
時
期
に
十

分
な
時
間
を
と
っ
て
の
植
林
活
動
が
出
来
ま
せ
ん
。そ
こ

で
、せ
め
て
水
が
十
分
与
え
ら
れ
る
梅
雨
前
に
植
林
す
る

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。 

第
１
回
植
林
に
は
、
樹
高
２
ｍ
の
８
年
生
の
ブ
ナ
の
苗

（
東
京
大
学
秩
父
演
習
林
影
森
圃
場
の
秩
父
産
の
ブ
ナ
）

を
用
意
し
ま
し
た
。
大
き
な
根
と
そ
れ
が
抱
え
る
土
を
そ
っ

く
り
根
巻
き
を
し
ま
し
た
の
で
、１
本
約
３
０
kg
に
な
っ
て

し
ま
い
運
ぶ
の
に
大
変
苦
労
し
ま
し
た
。
第
２
回
か
ら
は
、

小
ぶ
り
の
ブ
ナ
を
植
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
小
ぶ
り
の

も
の
の
方
が
活
着
も
い
い
よ
う
で
す
。
第
１
回
植
林
の
苗
は

１
３
本
中
８
本
、
第
２
回
植
林
の
苗
は
１
３
本
全
部
根
付

い
て
い
ま
す
。
今
回
も
東
京
大
学
秩
父
演
習
林
影
森
圃
場

か
ら
、
秩
父
産
の
ブ
ナ
の
苗
の
提
供
を
受
け
ま
し
た
。
今
後

は
、和
名
倉
山
の
自
生
種
の
ミ
ズ
ナ
ラ
、イ
ヌ
ブ
ナ
な
ど
の

植
林
を
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 入
会
申
込
書
で
き
ま
し
た

入
会
申
込
書
で
き
ま
し
た

入
会
申
込
書
で
き
ま
し
た 

      

百
年
の
森
づ
く
り
の
会
の
入
会
申
込
書
が
で
き
ま
し

た
。
和
名
倉
で
の
ブ
ナ
の
植
林
や
大
陽
寺
の
植
林
活
動
な

ど
こ
れ
ま
で
の
活
動
が
ひ
と
目
で
わ
か
る
よ
う
に
デ
ザ
イ

ン
さ
れ
て
い
ま
す
。
入
会
の
お
誘
い
に
ご
活
用
く
だ
さ

い
。 

■
会
員
募
集
し
て
い
ま
す
。 

 

年
会
費 

 

個
人
会
員 

 
 
 

２
０
０
０
円 

 
 
 
 
 

法
人
会
員 

 
 

１
０
０
０
０
円 

郵
便
振
替 

０
０
１
４
０-

０-

５
５
５
２
３
９ 

 
 
 
 
 

百
年
の
森
づ
く
り
の
会 

銀
行
振
込 

埼
玉
り
そ
な
銀
行 

南
浦
和
支
店 

 
 
 
 
 

普
通
預
金
口
座 

Ｎ
ｏ 

３
８
３
５
６
６
６ 

 
 
 
 
 

百
年
の
森
づ
く
り
の
会 

会
長 

内
藤 

勝
久 

こ
の
た
び
十
月
に
完
成
す
る
造
林
小
屋
の
名

称
を
皆
様
か
ら
募
集
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
小
屋
は
、
地
元
秩
父
の
ス
ギ
材
を
使
い
、

多
く
の
皆
様
の
協
力
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
し

た
。
和
名
倉
山
仁
田
小
屋
尾
根
の
中
腹
に
建
つ

ロ
グ
ハ
ウ
ス
か
ら
は
、
南
に
雲
取
山
が
見
え
、う

し
ろ
に
は
仁
田
小
屋
沢
の
清
流
が
さ
わ
や
か
な

音
を
あ
げ
て
流
れ
て
い
ま
す
。 

 
植
林
活
動
を
通
じ
て

秩
父
大
滝
に
深
く
心
よ

せ
て
い
る
私
た
ち
百
年

の
森
づ
く
り
の
会
は
、こ

れ
か
ら
の
森
づ
く
り
の

拠
り
所
と
し
て
、か
つ
て

の
山
の
賑
わ
い
の
証
で

も
っ
た
仁
田
小
屋
を
手

造
り
で
改
修
し
ま
し
た

が
、名
前
が
ま
だ
あ
り

ま
せ
ん
。
竣
工
に
際
し
、こ
れ
か
ら
の
新
し
い
森

づ
く
り
の
拠
点
に
ふ
さ
わ
し
い
名
前
を
募
集
し

て
い
ま
す
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

 

連
絡
先 

百
年
の
森
づ
く
り
の
会
事
務
局 

締
切
り 

２
０
０
３
年
11
月
末
日 

 

―新築ログハウスの名前を付けてください― 

第
十
二
回 

百
年
の
森
づ
く
り
ワ
ー
ク
報
告 
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■平成１５年度上期の活動報告 

●調査植林と「森づくりの夢を語る夕べ」 
4月26日（土）～27日（日）に大滝村中津川向山県有林で
調査植林が実施されました。当日は、3７名の参加をいただ
き、６３０本の苗木を植栽しました。また、「森づくりの

夢を語る夕べ」と題し、シンポジウムを開催し、埼玉大学

工学部佐々木寧教授、同大学経済学部貝山道博教授、同大

学工学部本間俊司助教授、埼玉県秩父農林振興センター小

室正人所長にご講演をいただきました。会員からの活発な

質疑もあり、成功裡に終了することができました。来年度

から、本格的に植林・下草刈り作業を進めていきたいと考

えています。（詳しくは、本会報2-3頁） 

●平成15年度第３回通常総会・記念講演会 
５月11日（日）午後２時より大宮ソニックシティ４階市
民ホールにおいて、通常総会を開催しました。平成14年度
事業報告、収支決算および平成15年度事業計画、収支予算
案について、原案とおり承認いただき、その後、記念講演

として、牡蠣の森を慕う会代表畠山重篤氏に、「森は海の

恋人」と題して講演をいただきました。当日は、97名が参
加し、懇親会も和気藹々のうちに終了することが出来まし

た。（感想と報告は、本会報７頁） 

●第１２回百年の森ワーク 
5月23日（金）～25日（日）に、第12回百年の森づくり
ワークを実施しました。当日は１７名が参加し、第３回植

林を実施、25本のブナ苗木を植樹しました。また、第１、
２回の植林地の状況を観察してきました。（詳しくは、本

会報15頁） 

●第１回「荒川源流森づくり体験」大陽寺下草

刈り 
7月27日（日）に去年300本植栽した、第１回「荒川源流
森づくり体験」、大滝村大血川大陽寺植林地0.4ｈａの下草
刈りを実施しました。当日は、去年参加くださった方々含

め78名の参加をいただきました。。（詳しくは、本会報11
頁） 

●和名倉山仁田小屋改修工事作業 
 8月から9月にかけて、仁田小屋改修のための建設計画に着

手しました。毎土・日にかけて、作業をしております。（詳

しくは、本会報8-9頁「建つや建たざるや」） 
 

■平成１５年度今後の活動について 

●和名倉山仁田小屋改修工事 
10月の各土曜・日曜に仁田小屋改修工事作業を継続的に
実施します。作業に協力いただける方は、右記事務局まで

ご連絡ください。 

●第１３回百年の森づくりワーク 
10月24日 (金)から26日（日）に、第13回百年の森づくり
ワークを実施します。 
８月から10月にかけて、仁田小屋改修工事作業を行って
おります。今回は、新仁田小屋の完成式を行う予定です。

また、和名倉山記念山行を開催したいと思います。 
参加ご希望の方は10月14日（火）までに下記事務局宛
に、電話、ＦＡＸ，Ｅメールにてご連絡ください。 

●百年の森交流会 
日 時： 11月１日（土）13:００～16：00 
場 所： 埼玉大学内 百年の森テラス 
     〒338-8570 さいたま市緑区下大久保255 
交 通： 

ＪＲ京浜東北線 北浦和駅下車 国際興業バス（埼玉大

学行）２０分 
ＪＲ埼京線 南与野駅下車 国際興業バス（埼玉大学 

行）１０分 
 

恒例の百年の森交流会を開催します。当日は、簡単な食

事と飲み物を用意しておりますのでお気軽にご参加くださ

い。皆様のご参加をお待ちしております。 
 

【事務局 連絡先】 
 〒336-0015 さいたま市南区太田窪2034-1 
 百年の森づくりの会 会長 内藤 勝久 

     ＴＥＬ ０４８－８８５－６６９７ 

     ＦＡＸ  ０４８－８８２－０２４５ 

     Ｅ-mail  naitoh@saitama-j.or.jp 

■現会員（会員番号 氏名 住所)2002.3.16～2003.9.15入会分 
481 杉原 精一 所沢市／482 岡本 義雄 さいたま市／483 熊谷 昌之 台東区

／484 田島 三樹郎 東久留米市／485菅井 善一 東久留米市／486廣瀬 城

児世田谷区／487 三浦 起世光 調布市／488 松田 兼男 町田市／489清水重

雄 小金井市／490後藤 高志 杉並区／491高山 徳久 武蔵野市／492豊崎 就

保 中野区／493天野 泰孝 杉並区／494渡辺 周一 新宿区／495 平田 良平 

渋谷区／496鈴木 靖 渋谷区／497榎本 信行 世田谷区／498 高橋 一郎 さ

いたま市／499宮崎 則行 さいたま市／500磯崎 瑳登志 杉並区／501磯 利二 

武蔵野市／502 宇都宮 時彦 小平市／503 大原 裕 武蔵野市／504 小平 高

義 国分寺市／505 諏訪 昌彦 狭山市／506 仲木 正 西東京市／507 中根 忠

幸 青梅市／508 仁礼 均 三鷹市／509 堀内正雄 武蔵野市／510 柳崎 正

彦 府中市／511 矢部 勝二 西東京市／512 森田 次郎 岩槻市／513 甲賀 

信郎 目黒区／514 川舩 繁夫 世田谷区／515 伊藤 公義小平市／516 山崎 

行男 品川区／517 松原 弘志 大田区／518 川上 元宗 世田谷区／519 新

村 満 横浜市／520 大湯満之 目黒区／521 山本 厚子 世田谷区／522 井上 

一夫 世田谷区／523 前浜 剛 品川区／524 高桑 英夫 小平市／525 大越 治

子 大田区／526 小川 欣之 松戸市／527 清水 恒治 杉並区／528 田中 

宣哲 町田市／529 小林 喬 杉並区／530 遠藤 康昭 新宿区／531 佐藤 貴

喜 東村山市／532 東 洋一 中野区／533 内沼 利三 東久留米市／534 檜皮 

勝三 小平市／535 須藤 一彦 練馬区／536 鈴木 久男 新宿区／537 北村 

高雄 中野区／538 伊藤 登美子 杉並区／539 山崎 博 志木市／540 吉富 

裕 調布市／541 大石 恵理子 三鷹市／544 安達 尚弘 印西市／545 高橋 久

子 江戸川区／546 梶原 良平 千代田区／547 陳尾 友行 練馬区／548 

大野 忠 和光市／549 加藤 悦男 練馬区／550 会田 二朗 北区／551 臼井 

千廣 板橋区／552 森尾 誠 八王子市／553  新井 芳雄 青梅市／554 伊藤 

晃 立川市／555 入江 玄耿 日野市／556 榎本 和夫 あきる野市／557 菊

池 三郎 日の出町／558 小池 克弘 立川市／559 小島 功 八王子市／560 篠

澤 征四郎 八王子市／561 高野 真人 青梅市／562 高野 仁一郎 八王子市／

563 野中 昭二 昭島市／564 野村 隆 青梅市／565 細谷 博司 福生市／566 

木内 敬三九 武蔵村山市／567 土屋 満幸 久喜市／542 市原 祐之 八王子市

／543 杉本 憲一 新宿区／568 宮本 光男 練馬区／569 小池 清 秩父市／

570 田村 友彦 春日部市／571 横尾 比呂子 川口市／572 大薮 邦嗣 杉並

区／573 小井沼 敏光 千葉市／574 新井 孝之 皆野町／575 亀田 省三 川

口市／576 森田 裕之 江戸川区／577 長谷川 巌 府中市／578 高島 章 台東

区／579 五十嵐 忠夫 墨田区／580 井深 俊男 長瀞町／581 大島 一恵 長

瀞町／582 大島 由子 長瀞町／583 中村 郁子 墨田区／584 林 稔子 長瀞町

／585 林 弘之 長瀞町／586 長谷川 潤 渋谷区／587 岡田 之男 桶川市／

588 石関 明稔 さいたま市／589 新井 富美男 川越市／590 新井 徳宝 さい

たま市／591 小林 太多枝 大井町／592 水津 良策 越谷市／593 雨宮 汎

一 川越市／594 落合 義彦 所沢市／595 田澤 義彦 三郷市／596 北林 堅

司 所沢市／597 根田 茂春 さいたま市／598 宮澤 敏子 長瀞町／599 

宮澤 修 長瀞町／600 大澤 スミエ 長瀞町／601 大澤 文人 長瀞町／602 花

塚 健 所沢市／603 倉島 正夫 幸手市／604 中村 昌董 鴻巣市／605 加藤 

健義 狭山市／606 サージミヤワキ㈱ 品川区／607 中俣 多美子 江東区

／608 水野 淑男 さいたま市／609 中畝 靖雄 長瀞町／610 北堀 瀧三 秩

父市／611 小林 正 長瀞町／612 渡辺 隆 長瀞町／613 中野 宏美 和光市

／614 平賀 眞司 さいたま市／615 中里 秀雄 長瀞町／616 福田 まさ 熊

谷市／617 福田 範重 さいたま市／618 河野 スイ子 さいたま市／619 遠

藤 輝子 さいたま市 
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