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神
に
な
っ
た
オ
オ
カ
ミ
の
特
別
展
を
見
て

　

百
年
の
森
づ
く
り
の
会
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

て
い
る
和
名
倉
山
で
は
植
栽
し
た
ブ
ナ
な
ど
の

樹
皮
が
シ
カ
に
食
べ
ら
れ
る
被
害
を
受
け
て
い

ま
す
。
日
本
各
地
で
シ
カ
の
害
獣
被
害
が
起
き

て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
で
は
シ
カ
が
増
え
続

け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
シ
カ
の
天
敵
だ
っ

た
オ
オ
カ
ミ
が
脚
光
を
浴
び
て
い
ろ
い
ろ
報
道

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

百
年
の
森
づ
く
り
の
会
で
は
、
二
〇
一
二
年

に
「
鹿
の
食
害
を
考
え
る
」
を
テ
ー
マ
に
、
日

本
オ
オ
カ
ミ
協
会
の
丸
山
直
樹
会
長
を
招
き
、

基
調
講
演
で
オ
オ
カ
ミ
の
導
入
に
つ
い
て
熱
く

語
っ
て
い
た
だ
き
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
で
は
四
名
の
方
々
に
オ
オ
カ
ミ
導
入
に
つ
い

て
の
是
非
論
を
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
二
〇
一
六
年
に
は
、
野
外
調
査
研
究

所
所
長
の
吉
川
國
男
氏
に
「
秩
父
山
地
と
ニ
ホ

ン
オ
オ
カ
ミ
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
秩
父
山
地

に
お
け
る
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
存
在
に
つ
い
て

お
話
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
し
て
今
年
の
総
会
の
記
念
講
演
会
で
は
、

民
俗
的
立
場
か
ら
オ
オ
カ
ミ
を
知
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
、
埼
玉
県
立
川
の
博
物
館
の
大
久
根
茂

氏
に
「
神
に
な
っ
た
オ
オ
カ
ミ
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
お
話
を
聞
く
機
会
を
得
ま
し
た
。
講
演
録

は
会
報
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
是
非
ご
一

読
く
だ
さ
い
。

　

実
は
、
昨
年
七
月
か
ら
九
月
に
川
の
博
物
館

で
、
オ
オ
カ
ミ
の
展
示
会
を
開
催
し
て
い
る
こ

と
を
知
り
、
早
速
特
別
展
を
見
て
き
ま
し
た
。

こ
の
企
画
を
し
て
い
た
の
が
、
大
久
根
茂
氏
で

し
た
。

　

埼
玉
の
母
な
る
川
、
荒
川
上
流
に
広
が
る
秩

父
山
地
は
か
つ
て
オ
オ
カ
ミ
の
生
息
地
で
あ

り
、
秩
父
山
地
一
帯
に
は
、
「
お
犬
様
」
と
称

し
て
オ
オ
カ
ミ
を
祀
っ
て
い
る
神
社
が
多
数
あ

り
ま
す
。
秩
父
地
域
に
、
何
故
オ
オ
カ
ミ
信
仰

が
多
く
あ
る
の
か
、
オ
オ
カ
ミ
に
ま
つ
わ
る
伝

承
や
伝
説
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
の
か
、
特
別

展
示
会
と
記
念
講
演
会
で
の
大
久
根
茂
氏
の
話

を
聞
い
て
少
し
理
解
で
き
た
よ
う
な
気
が
い
た

し
ま
す
。

　

特
別
展
で
は
、
秩
父
地
域
に
は
オ
オ
カ
ミ
を

祀
る
神
社
が
数
多
く
あ
り
、
神
と
し
て
崇
め
ら

れ
た
オ
オ
カ
ミ
に
つ
い
て
、
じ
っ
く
り
展
示
物

や
写
真
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ニ
ホ
ン

オ
オ
カ
ミ
の
剥
製
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
意
外
と
小
さ
い
の
に
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。

　

ま
た
、
オ
オ
カ
ミ
が
描
か
れ
て
い
る
絵
画
や

掛
軸
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
オ
オ
カ
ミ

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
大
き
な
口
と
鋭
い
牙
の
怖

い
印
象
は
な
く
、
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
影
響
し
て
い
る
の
か
、
何
か
愛
く
る
し

く
見
え
る
掛
軸
な
ど
も
あ
り
、
大
変
興
味
深
く

拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

大
久
根
茂
氏
の
講
演
を
聞
い
て
、
秩
父
山
地

に
お
け
る
人
と
オ
オ
カ
ミ
と
の
関
わ
り
、
そ
し

て
秩
父
地
域
に
オ
オ
カ
ミ
信
仰
が
多
く
残
っ
た

の
に
は
、
神
社
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と

が
良
く
分
か
り
ま
し
た
。

　

埼
玉
県
の
調
査
に
よ
る
と
シ
カ
の
被
害
は
、

平
成
二
十
四
年
は
二
十
五
ha
で
し
た
が
、
ど
ん

ど
ん
増
え
て
、
平
成
二
十
八
年
は
三
十
七
ha
に

及
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
ニ
ホ
ン
ジ
カ

の
生
息
数
は
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
な

よ
う
で
す
が
、
二
〇
一
二
年
度
末
で
約
一
万
頭

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

秩
父
地
域
で
シ
カ
に
よ
る
農
林
被
害
が
進

行
・
拡
大
し
て
い
て
、
秩
父
山
地
の
地
形
は
急

峻
な
地
形
を
し
て
い
る
た
め
、
シ
カ
な
ど
の
食

害
で
林
床
植
生
が
失
わ
れ
る
と
大
雨
の
際
に
表

土
が
流
れ
や
す
く
な
り
、
急
傾
斜
地
で
は
土
砂

崩
れ
が
起
き
や
す
く
な
る
そ
う
で
す
。

　

埼
玉
県
で
は
、
森
林
生
態
系
の
保
全
を
目
的

と
し
た
ニ
ホ
ン
ジ
カ
の
管
理
と
年
間
捕
獲
数
三

〇
〇
〇
頭
を
目
標
と
し
て
捕
獲
の
強
化
に
取
り

組
ん
で
い
る
よ
う
で
す
。

　

オ
オ
カ
ミ
の
導
入
は
、
現
実
的
に
は
難
し
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
し
、
捕
獲
の
担
い

手
で
あ
る
狩
猟
者
の
育
成
に
期
待
し
つ
つ
、
百

年
の
森
づ
く
り
の
会
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
と

し
て
、
我
々
の
活
動
が
自
然
生
態
系
の
保
全
の

一
助
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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に

　

昨
日
ま
で
一
泊
で
奥
秩
父
の
金
峰
山
と

瑞
牆
山
を
歩
い
て
来
ま
し
た
。
先
ほ
ど
鹿

の
食
害
に
つ
い
て
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
富
士
見
平
小
屋
と
い
う
山
小
屋
に
泊

ま
っ
て
夕
食
に
出
た
の
が
鹿
肉
の
ソ
ー
セ

ー
ジ
で
し
た
。
美
味
し
か
っ
た
で
す
。
八

ヶ
岳
の
鹿
だ
そ
う
で
す
。
奥
秩
父
に
も
い

っ
ぱ
い
鹿
は
い
る
の
に
、
何
で
秩
父
の
鹿

で
は
な
い
の
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、
秩
父
の

鹿
は
樹
皮
を
食
べ
て
い
る
の
で
ま
ず
い
と

の
こ
と
。
秩
父
山
地
で
は
鹿
の
食
害
で
樹

皮
が
剥
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い

て
い
た
だ
け
に
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
も

の
で
す
。

　

山
歩
き
が
好
き
で
秩
父
の
山
は
ほ
と
ん

ど
登
り
ま
し
た
が
、
一
つ
だ
け
登
っ
て
い

な
い
の
が
、
こ
の
会
で
植
樹
活
動
を
し
て

い
る
和
名
倉
山
で
す
。
た
だ
会
が
ベ
ー
ス

に
し
て
い
る
仁
田
小
屋
付
近
は
歩
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
「
全
国
巨
樹
巨
木
林
の

会
」
の
会
員
の
た
め
、
巨
木
を
探
し
て
あ

の
あ
た
り
の
山
中
を
歩
き
回
っ
た
の
で
す

が
、
残
念
な
が
ら
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
和
名
倉
山
に
入
っ
た
の
は
そ
の
と
き

だ
け
な
の
で
、
で
き
れ
ば
元
気
な
う
ち
に

山
頂
ま
で
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

吉
川
國
男
さ
ん
が
何
年
か
前
に
オ
オ
カ

ミ
に
つ
い
て
、
こ
の
会
で
講
演
さ
れ
た
よ

う
で
す
が
、
吉
川
さ
ん
は
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ

ミ
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
お
話
さ
れ

て
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
私
の
場
合
は
民

俗
学
が
専
門
で
す
の
で
、
今
回
は
オ
オ
カ

ミ
に
ま
つ
わ
る
信
仰
を
中
心
に
話
し
て
み

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

川
の
博
物
館
で
の
オ
オ
カ
ミ
展

　

以
前
か
ら
オ
オ
カ
ミ
に
つ
い
て
展
覧
会

で
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
昨
年
七
月
か
ら
九
月
に
か
け

て
、
寄
居
町
に
あ
る
県
立
川
の
博
物
館
で

実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
特
別
展

の
タ
イ
ト
ル
は
「
神
に
な
っ
た
オ
オ
カ
ミ

～
秩
父
山
地
の
お
犬
様
信
仰
～
」
と
い
う

も
の
で
す
。
川
の
博
物
館
で
何
故
オ
オ
カ

ミ
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
オ
オ

カ
ミ
信
仰
は
秩
父
地
域
に
集
中
し
て
お

り
、
秩
父
山
地
は
荒
川
の
源
流
に
あ
た
る

と
い
う
こ
と
で
理
由
付
け
し
た
も
の
で

す
。

　

こ
の
特
別
展
の
目
玉
資
料
と
し
て
、
ニ

ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
剥
製
を
展
示
す
る
こ
と

が
出
来
ま
し
た
。
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
は
明

治
時
代
半
ば
に
絶
滅
し
た
と
さ
れ
、
日
本

に
あ
る
剥
製
は
三
体
だ
け
で
す
。
う
ち
一

体
が
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
の
所
蔵
で
、

こ
れ
を
今
回
お
借
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
日
通
の
美
術
品
専
用
車
で
輸
送
し

た
わ
け
で
す
が
、
先
方
が
提
示
し
た
条
件

が
非
常
に
厳
し
く
、
輸
送
中
を
含
め
て
警

備
の
問
題
、
温
湿
度
や
照
明
の
問
題
な
ど

一
つ
ず
つ
ク
リ
ア
し
て
借
り
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
こ
の
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
は
明

治
三
十
七
年
ご
ろ
奈
良
県
の
大
台
山
系
で

捕
獲
さ
れ
た
も
の
で
す
。
体
長
約
百
㎝

で
、
タ
イ
リ
ク
オ
オ
カ
ミ
に
比
べ
小
型
だ

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
（
資
料
一
参

照
）

　

今
回
の
特
別
展
で
は
二
つ
の
発
見
が
あ

り
ま
し
た
。
一
つ
は
、
三
峯
神
社
所
蔵
の

河
鍋
暁
斎
が
描
い
た
御
神
犬
（
オ
オ
カ

ミ
）
の
掛
軸
で
す
。
暁
斎
は
江
戸
時
代
末

期
か
ら
明
治
に
か
け
て
活
躍
し
た
日
本
画

家
で
、
自
ら
を
「
画
鬼
」
と
称
し
て
い
ま

し
た
。
こ
の
絵
は
暁
斎
の
こ
れ
ま
で
の
作

品
リ
ス
ト
に
載
っ
て
い
な
い
も
の
で
、
三

峯
神
社
で
も
そ
ん
な
貴
重
な
資
料
と
は
知

ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
（
資
料
二
参

照
）

　

も
う
一
つ
は
、
小
鹿
野
町
の
龍
頭
神
社

に
奉
納
さ
れ
た
オ
オ
カ
ミ
の
木
像
で
す
。

木
像
の
台
座
に
滋
賀
県
愛
知
郡
蛭
谷
村
の

埼
玉
県
立
川
の
博
物
館　

研
究
交
流
部
長

神
に
な
っ
た
オ
オ
カ
ミ

平
成
30
年
度 

第
11
回
通
常
総
会
・
記
念
講
演
会　
平
成
30
年
６
月
３
日

〜
秩
父
山
地
の
オ
オ
カ
ミ
と
お
犬
様
信
仰
を
知
ろ
う
〜

（資料１）  ニホンオオカミの剥製

（資料３）  龍頭神社に奉納されたオオカミの木造 （資料２）  川鍋暁斎が描いた御神犬
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小
椋
と
書
か
れ
た
銘
が
あ
り
、
滋
賀
県
の

木
地
師
が
秩
父
に
や
っ
て
来
て
彫
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
木
地

師
学
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
あ
る

会
員
が
こ
れ
を
見
て
、
木
地
師
が
彫
っ
た

オ
オ
カ
ミ
像
は
初
め
て
見
た
と
言
っ
て
い

ま
し
た
。
（
資
料
三
参
照
）

　

そ
れ
か
ら
、
こ
の
木
像
は
長
野
県
小
県

郡
長
瀬
村
の
講
中
が
奉
納
し
た
も
の
と
分

か
り
ま
し
た
。
長
瀬
村
か
ら
龍
頭
神
社
ま

で
の
道
筋
を
見
る
と
、
鉄
道
も
車
も
な
い

時
代
で
す
と
、
千
曲
川
を
遡
っ
て
佐
久
、

佐
久
か
ら
十
国
峠
を
越
え
て
上
野
村
、
そ

し
て
さ
ら
に
志
賀
坂
峠
を
越
え
て
き
た
も

の
で
し
ょ
う
。
上
野
村
か
ら
十
国
峠
を
越

え
て
佐
久
に
出
る
と
い
う
の
は
、
秩
父
事

件
の
際
に
困
民
党
が
辿
っ
た
道
と
同
じ
で

す
。

　

そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
反
響
が
大
き
い

特
別
展
と
な
り
ま
し
た
。
川
の
博
物
館
始

ま
っ
て
以
来
の
入
館
者
数
と
展
示
図
録
の

売
り
上
げ
を
記
録
し
ま
し
た
。
ビ
ッ
ク
リ

し
た
の
は
、
こ
の
オ
オ
カ
ミ
展
の
情
報
が

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
拡
散
し
た
こ
と
で
、
関
西
や
東

北
地
方
か
ら
も
展
示
を
見
に
来
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
は
い
る
？
い
な
い
？

　

タ
イ
リ
ク
オ
オ
カ
ミ
、
エ
ゾ
オ
オ
カ

ミ
、
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
違
い
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。
タ
イ
リ
ク
オ
オ
カ
ミ
は
今
も

世
界
各
地
に
生
息
し
て
い
ま
す
。
エ
ゾ
オ

オ
カ
ミ
は
北
海
道
に
い
た
の
で
す
が
、
明

治
の
半
ば
に
絶
滅
し
て
い
ま
す
。
ニ
ホ
ン

オ
オ
カ
ミ
も
明
治
の
半
ば
に
絶
滅
し
て
い

ま
す
。
三
者
の
大
き
さ
は
か
な
り
違
っ
て

い
ま
す
。
コ
ピ
ー
用
紙
で
例
え
る
と
、
Ａ

四
版
が
タ
イ
リ
ク
オ
オ
カ
ミ
、
Ｂ
五
版
が

エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ
、
Ａ
五
版
が
ニ
ホ
ン
オ
オ

カ
ミ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　

ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
は
そ
れ
程
大
き
く
な

い
の
で
、
単
独
で
家
畜
や
人
を
襲
う
力
は

な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
に
入

っ
て
教
科
書
や
グ
リ
ム
童
話
な
ど
で
、
オ

オ
カ
ミ
は
怖
い
も
の
だ
と
植
え
付
け
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
陸
の
オ
オ
カ
ミ

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
国
内
各
地
に
伝
わ
る

伝
説
や
言
い
伝
え
を
み
る
と
、
日
本
の
オ

オ
カ
ミ
は
決
し
て
恐
ろ
し
い
害
獣
で
は
な

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
は
明
治
三
十
八
年

（
一
九
〇
五
年
）
に
奈
良
県
で
捕
獲
さ
れ

た
の
が
最
後
で
す
。
エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ
の
場

合
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
絶
滅
し
て
い
ま

す
。
エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ
の
場
合
は
絶
滅
の
理

由
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
あ
ち
こ
ち

で
家
畜
を
襲
っ
た
た
め
、
人
間
が
鉄
砲
と

毒
薬
を
使
っ
て
次
々
に
殺
し
、
エ
ゾ
オ
オ

カ
ミ
は
絶
滅
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
絶
滅
理
由

は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
鉄

砲
で
殺
し
て
も
い
る
の
で
す
が
、
最
大
の

原
因
は
野
犬
に
広
ま
っ
た
伝
染
病
が
ニ
ホ

ン
オ
オ
カ
ミ
に
も
伝
わ
っ
て
、
次
か
ら
次

へ
と
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
絶
滅
後
も
オ
オ
カ
ミ
を
見

た
！
声
を
聞
い
た
！
と
い
う
方
が
少
な
か

ら
ず
い
ま
す
。
上
尾
市
の
八
木
博
さ
ん
と

い
う
方
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
時
々
新

聞
や
雑
誌
や
テ
レ
ビ
な
ど
に
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。
八
木
さ
ん
は
何
十
年
も
前

か
ら
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
を
探
し
て
、
特
に

奥
秩
父
に
調
査
に
入
っ
て
い
ま
す
。
あ
ち

こ
ち
に
無
人
カ
メ
ラ
を
設
置
し
て
、
動
物

が
通
る
た
び
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
切
れ
る
よ

う
に
し
た
と
か
、
タ
イ
リ
ク
オ
オ
カ
ミ
の

遠
吠
え
を
山
中
に
流
し
て
反
響
が
な
い
か

調
べ
て
い
ま
す
が
、
い
ま
だ
結
果
は
出
て

（資料４）  オオカミを祀る神社の分布

長瀞町
長瀞町
長瀞町
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い
な
い
よ
う
で
す
。

　

ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
が
絶
滅
し
た
と
い
う

こ
と
で
、
タ
イ
リ
ク
オ
オ
カ
ミ
の
再
導
入

を
唱
え
て
い
る
人
達
が
い
ま
す
。
日
本
オ

オ
カ
ミ
協
会
と
い
う
団
体
で
す
。
山
で
は

鹿
に
よ
る
食
害
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す

が
、
鉄
砲
撃
ち
が
減
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て

な
か
な
か
そ
れ
に
対
応
出
来
て
い
な
い
。

鹿
の
食
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
タ
イ
リ
ク

オ
オ
カ
ミ
を
日
本
に
持
ち
込
ん
で
山
野
に

放
し
、
猪
や
鹿
を
や
っ
つ
け
て
も
ら
う
の

が
一
番
で
、
そ
れ
し
か
方
法
は
な
い
と
訴

え
て
い
ま
す
。
た
だ
両
者
の
体
格
に
は
余

り
に
も
大
き
な
差
が
あ
り
ま
す
し
、
何
よ

り
も
種
の
問
題
が
大
き
い
。
再
導
入
に
よ

る
家
畜
や
人
間
へ
の
被
害
は
本
当
に
な
い

の
か
不
安
で
す
し
、
異
な
る
亜
種
を
導
入

す
る
こ
と
へ
の
反
対
意
見
が
少
な
か
ら
ず

あ
る
の
で
す
。

秩
父
山
地
の
オ
オ
カ
ミ
信
仰

　

オ
オ
カ
ミ
を
祀
る
神
社
の
分
布
は
資
料

四
の
と
お
り
で
す
。
こ
の
図
は
秩
父
山
地

で
の
分
布
を
示
し
た
も
の
で
、
全
部
で
二

十
一
か
所
。
№
19
飯
能
市
の
高
山
不
動
常

楽
院
以
外
は
す
べ
て
が
神
社
で
す
。
全
国

を
見
て
も
こ
れ
だ
け
集
中
し
て
い
る
と
こ

ろ
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。
な
か
で
も
№
1

三
峯
神
社
は
、
秩
父
に
お
け
る
オ
オ
カ
ミ

信
仰
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

オ
オ
カ
ミ
信
仰
は
荒
川
源
流
の
秩
父
山

地
に
多
い
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
が
例
外

も
あ
り
ま
す
。
№
18
の
金
鑚
神
社
は
利
根

川
水
系
の
神
流
川
（
か
ん
な
が
わ
）
流
域

で
す
し
、
№
21
の
武
蔵
御
嶽
神
社
は
多
摩

川
の
流
域
に
な
り
ま
す
。
№
19
の
高
山
不

動
常
楽
院
と
№
20
の
両
峯
神
社
は
い
ず
れ

も
飯
能
市
の
山
中
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
二

つ
は
入
間
川
の
流
域
に
な
る
わ
け
で
す

が
、
入
間
川
は
荒
川
の
支
流
で
す
か
ら
広

い
意
味
で
は
荒
川
水
系
に
入
る
わ
け
で

す
。

　

こ
の
二
十
一
か
所
す
べ
て
に
、
狛
犬
の

よ
う
な
形
で
オ
オ
カ
ミ
の
石
像
が
社
拝
殿

の
前
や
参
道
に
あ
り
ま
す
。
オ
オ
カ
ミ
の

姿
を
刷
っ
た
お
札
も
発
行
し
て
い
ま
す
。

今
回
調
査
の
段
階
で
二
十
一
か
所
の
オ
オ

カ
ミ
の
像
を
写
真
に
撮
っ
て
記
録
し
、
お

札
も
全
部
集
め
ま
し
た
。
お
札
の
収
集
は

な
か
な
か
大
変
で
し
た
。
今
で
は
ほ
と
ん

ど
が
印
刷
に
な
っ
て
い
て
、
昔
な
が
ら
の

手
刷
り
の
と
こ
ろ
は
本
当
に
少
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
昔
は
作
っ
て
い
た
け
ど
今
は

作
っ
て
い
な
い
と
い
う
神
社
も
あ
り
ま
し

た
。
役
員
の
方
が
た
ま
た
ま
家
に
持
っ
て

い
た
の
を
提
供
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
も

あ
り
ま
す
。
神
主
さ
ん
や
総
代
さ
ん
へ
の

連
絡
が
つ
け
に
く
か
っ
た
り
、
祭
り
の
時

し
か
関
係
者
が
神
社
に
来
な
い
と
こ
ろ
も

あ
っ
て
、
お
札
一
枚
集
め
る
の
も
大
変
な

苦
労
が
あ
り
ま
し
た
。

　

集
め
た
お
札
に
は
ど
れ
に
も
オ
オ
カ
ミ

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
オ
オ
カ
ミ
の
表
情

や
姿
が
少
し
ず
つ
違
っ
て
い
て
、
非
常
に

面
白
い
で
す
ね
。
呼
び
方
は
お
犬
様
、
御

神
犬
（
ご
し
ん
け
ん
）
、
大
口
真
神
（
お

お
く
ち
の
ま
か
み
）
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す

が
、
ど
れ
も
オ
オ
カ
ミ
を
表
し
た
も
の
で

す
。
お
犬
様
と
呼
ん
で
い
る
神
社
が
多
い

の
で
す
が
、
三
峯
神
社
で
は
御
神
犬
と
言

っ
て
い
ま
す
。
大
口
真
神
は
大
き
な
口
の

神
様
と
い
う
こ
と
で
、
オ
オ
カ
ミ
を
神
と

し
て
呼
ぶ
と
き
の
名
前
に
な
っ
て
い
ま

す
。
（
資
料
八
参
照
）

　

神
社
に
よ
っ
て
オ
オ
カ
ミ
を
神
そ
の
も

の
と
し
て
祀
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
主
祭

神
の
御
眷
属
・
お
使
い
、
つ
ま
り
脇
役
と

し
て
オ
オ
カ
ミ
を
祀
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
た
だ
呼
び
名
を
使
い
分
け
て

い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
お
犬

様
と
呼
ん
だ
り
大
口
真
神
と
呼
ん
だ
り
し

て
い
て
、
そ
の
あ
た
り
は
明
確
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

三
峯
神
社
と
オ
オ
カ
ミ

　

最
近
、
三
峯
神
社
が
「
オ
オ
カ
ミ
神

社
」
に
な
っ
た
感
が
あ
り
、
売
店
に
は
オ

オ
カ
ミ
グ
ッ
ズ
が
た
く
さ
ん
並
べ
て
あ
り

ま
す
。
今
か
ら
十
六
年
前
の
二
〇
〇
二
年

に
、
秩
父
市
内
の
個
人
の
家
か
ら
ニ
ホ
ン

オ
オ
カ
ミ
と
さ
れ
る
毛
皮
が
見
つ
か
り
ま

し
て
、
そ
れ
が
三
峯
神
社
に
寄
贈
さ
れ
ま

し
た
。
更
に
同
じ
年
に
も
う
一
軒
か
ら
も

同
じ
よ
う
な
毛
皮
が
見
つ
か
っ
て
、
そ
れ

も
三
峯
神
社
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
上
尾
市
の
八
木
さ
ん
が
客
員
研
究
員

と
し
て
加
わ
り
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
オ
オ
カ

ミ
関
連
の
資
料
を
集
め
て
三
峯
神
社
の
境

内
に
あ
る
博
物
館
に
展
示
し
て
い
ま
す
の

で
、
オ
オ
カ
ミ
に
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

三
峯
神
社
が
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
江

戸
時
代
の
半
ば
か
ら
で
す
。
そ
れ
以
前
か

ら
三
峯
信
仰
は
あ
り
ま
し
た
が
、
一
時
期

衰
退
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
盛
り

返
す
た
め
に
オ
オ
カ
ミ
に
よ
る
御
利
益
を

利
用
し
た
こ
と
で
成
功
し
た
の
で
す
。
ひ

と
つ
は
火
伏
せ
の
信
仰
で
す
。
特
に
江
戸

と
の
関
わ
り
が
強
く
、
江
戸
で
大
火
が
起

き
る
た
び
に
三
峯
神
社
へ
の
信
仰
が
高
ま

っ
て
い
き
ま
し
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
猪
や

鹿
の
害
に
悩
ん
で
い
た
農
家
の
猪
鹿
除
け

の
信
仰
で
す
。
ま
た
、
町
場
で
も
農
村
で

も
金
銭
や
作
物
の
盗
難
除
け
を
オ
オ
カ
ミ

に
託
す
と
い
う
信
仰
も
あ
り
ま
し
た
。
こ

う
し
て
次
か
ら
次
へ
と
三
峯
信
仰
は
広
ま

っ
て
い
き
ま
し
た
。
た
だ
、
古
く
遡
る
と

両
神
神
社
の
方
が
三
峯
神
社
よ
り
も
賑
わ

っ
て
い
た
と
い
う
江
戸
時
代
の
記
録
も
あ

り
ま
す
。

　

三
峯
神
社
の
オ
オ
カ
ミ
信
仰
に
関
し
て

面
白
い
記
録
が
あ
り
ま
す
。
幕
末
に
コ
レ

ラ
が
蔓
延
し
た
こ
と
が
あ
り
、
江
戸
も
含

め
て
何
万
人
も
の
死
者
が
出
ま
し
た
。
い

ろ
い
ろ
な
対
策
を
施
し
た
も
の
の
コ
レ
ラ

を
防
ぐ
こ
と
が
出
来
ず
、
次
か
ら
次
へ
と

人
が
死
ん
で
い
く
。
ち
ょ
う
ど
黒
船
が
日

本
に
や
っ
て
来
た
と
き
だ
っ
た
の
で
、
黒

船
が
連
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
ギ
ツ
ネ
と
い

う
魔
物
が
原
因
だ
と
い
う
噂
が
立
ち
ま
し

た
。
ア
メ
リ
カ
ギ
ツ
ネ
を
退
治
す
る
に
は

ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
。
オ
オ
カ
ミ
だ
っ

た
ら
キ
ツ
ネ
を
や
っ
つ
け
て
く
れ
る
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で
、
三
峯
神
社
に
お
参
り

を
し
て
オ
オ
カ
ミ
の
お
札
を
い
た
だ
い
て

持
ち
帰
り
、
コ
レ
ラ
を
防
ご
う
と
し
た
。

そ
う
い
う
記
録
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま

す
。

　

例
え
ば
富
士
山
の
裾
野
の
あ
る
村
で

は
、
コ
レ
ラ
が
蔓
延
し
た
の
で
村
人
が
三

峯
神
社
に
代
参
に
行
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
そ
の
コ
ー
ス
が
凄
い
。
今
の
裾
野
市

か
ら
北
に
向
か
い
、
山
越
え
で
甲
州
に
入

り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
奥
秩
父
の
雁
坂
峠
を

越
え
て
栃
本
に
下
っ
た
あ
と
三
峯
神
社
へ

と
登
っ
て
い
ま
す
。
神
社
で
一
泊
し
、
お

札
を
い
た
だ
い
た
あ
と
は
、
同
じ
道
を
通

る
の
は
ま
ず
い
と
思
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
、
秩
父
大
宮
か
ら
所
沢
、
さ
ら
に
八
王

子
を
通
っ
て
村
に
戻
っ
た
と
い
う
記
録
が

あ
り
ま
す
。

　

三
峯
神
社
で
出
し
て
い
た
お
札
に
は
個

人
の
家
で
受
け
る
お
札
と
は
別
に
、
講
社

や
集
落
を
守
っ
て
も
ら
う
た
め
の
特
別
な

お
札
が
あ
り
ま
し
た
。
表
に
は
「
御
眷
属

拝
借
之
牘
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
お
犬
一

疋
」
と
書
い
て
あ
る
も
の
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
場
合
の
「
お
犬
一
疋
」
は
生
き
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た
オ
オ
カ
ミ
を
表
わ
す
も
の
と
さ
れ
て
い

ま
し
て
、
お
札
を
入
れ
る
箱
に
は
オ
オ
カ

ミ
が
息
を
す
る
た
め
の
小
穴
ま
で
開
い
て

い
ま
し
た
。
そ
し
て
借
り
て
来
た
か
ら
に

は
返
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
一
年
間
働
い

て
も
ら
っ
た
ら
翌
年
神
社
に
行
っ
て
お
返

し
し
、
ま
た
新
し
い
お
札
（
オ
オ
カ
ミ
）

を
借
り
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ

を
考
え
出
し
た
の
が
江
戸
時
代
半
ば
の
こ

と
で
、
そ
れ
で
一
気
に
三
峯
信
仰
が
広
ま

っ
た
。
商
売
上
手
だ
っ
た
訳
で
す
。

お
炊
き
上
げ
の
神
事

　

オ
オ
カ
ミ
を
祀
る
神
社
で
は
、
月
に
一

回
か
二
回
、
オ
オ
カ
ミ
に
食
べ
物
を
供
え

る
「
お
炊
き
上
げ
」
と
い
う
神
事
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は

あ
ち
こ
ち
の
神
社
で
や
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
現
在
で
も
続
け
て
い
る
の
は
三
峯
神

社
と
長
瀞
の
宝
登
山
神
社
だ
け
の
よ
う
で

す
。
三
峯
神
社
の
場
合
は
境
内
の
近
い
と

こ
ろ
に
近
宮
（
ち
か
み
や
）
、
少
し
離
れ

た
と
こ
ろ
に
遠
宮
（
と
お
み
や
）
と
い
う

お
社
が
あ
っ
て
、
月
に
一
回
ず
つ
小
豆
飯

を
供
え
て
い
ま
す
。
近
宮
は
神
社
の
周
辺

に
い
る
オ
オ
カ
ミ
を
祀
り
、
遠
宮
は
遠
く

で
働
い
て
く
れ
て
い
る
オ
オ
カ
ミ
を
祀
っ

て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

宝
登
山
神
社
で
は
毎
月
七
日
に
神
事
を

行
っ
て
い
ま
す
。
拝
殿
の
前
に
か
ま
ど
を

用
意
し
、
そ
こ
で
ご
飯
が
炊
き
上
が
る
ま

で
拝
殿
の
中
で
は
神
官
と
信
徒
の
人
た
ち

が
祝
詞
を
唱
え
続
け
ま
す
。
ご
飯
が
炊
き

上
が
る
と
参
加
者
一
同
で
食
べ
、
そ
の
あ

と
宝
登
山
の
山
頂
に
あ
る
奥
宮
に
持
っ
て

行
っ
て
オ
オ
カ
ミ
に
供
え
て
い
ま
す
。

　

寄
居
町
の
釜
伏
峠
に
あ
る
釜
山
神
社
で

も
、
毎
月
十
七
日
に
お
炊
き
上
げ
を
行
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
洗
米
を
桶
に
入

れ
て
供
え
る
の
で
す
が
、
供
え
る
場
所
に

行
く
に
は
岩
場
の
上
り
下
り
が
あ
り
、
宮

司
さ
ん
が
高
齢
に
な
っ
た
の
で
数
年
前
に

や
め
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。

オ
オ
カ
ミ
の
剥
製

　

日
野
市
に
あ
る
多
摩
動
物
公
園
で
は
タ

イ
リ
ク
オ
オ
カ
ミ
を
十
頭
ぐ
ら
い
飼
っ
て

い
ま
す
。
タ
イ
リ
ク
オ
オ
カ
ミ
は
大
き
い

の
で
迫
力
が
あ
り
ま
す
ね
。
た
だ
し
「
ウ

ォ
ー
ン
」
と
い
う
遠
吠
え
は
、
い
つ
で
も

聞
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
遠
吠
え

は
朝
方
に
多
い
と
聞
い
た
の
で
、
動
物
園

に
お
願
い
し
て
開
園
前
に
入
れ
て
も
ら

い
、
撮
影
し
た
ビ
デ
オ
を
展
示
会
場
で
流

す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
特
に
開
園
を
知

ら
せ
る
チ
ャ
イ
ム
が
鳴
る
と
一
斉
に
啼
き

出
し
ま
す
。
た
だ
開
園
と
同
時
に
入
っ
て

も
、
オ
オ
カ
ミ
の
い
る
と
こ
ろ
ま
で
十
分

ぐ
ら
い
か
か
る
の
で
、
そ
の
時
に
は
啼
き

止
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
後
は
お
昼
寝
タ
イ

ム
に
入
っ
て
し
ま
い
、
な
か
な
か
聞
く
こ

と
が
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

　

エ
ゾ
オ
オ
カ
ミ
は
北
海
道
に
た
く
さ
ん

い
た
の
で
す
が
、
家
畜
を
襲
う
害
獣
と
し

て
駆
除
さ
れ
、
明
治
時
代
に
絶
滅
し
ま
し

た
。
剝
製
が
北
海
道
大
学
に
二
体
だ
け
あ

り
ま
す
。
こ
の
剥
製
の
写
真
を
見
る
と
体

に
黒
い
穴
が
あ
り
ま
す
。
多
分
鉄
砲
で
撃

た
れ
た
跡
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
非
常

に
精
悍
な
、
オ
オ
カ
ミ
ら
し
い
顔
を
し
て

い
ま
す
。
剝
製
に
す
る
に
は
肉
も
骨
も
眼

球
も
取
り
除
き
、
皮
だ
け
に
し
て
か
ら
再

生
さ
せ
る
の
で
、
職
人
さ
ん
の
腕
に
よ
っ

て
表
情
や
体
型
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま

う
よ
う
で
す
。

　

国
内
に
は
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
剥
製
は

三
体
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
は
上
野
の

国
立
科
学
博
物
館
で
す
。
常
設
展
示
の
中

で
飾
ら
れ
、
「
こ
れ
が
日
本
に
い
た
オ
オ

カ
ミ
。
絶
滅
し
た
！
」
と
説
明
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
借
用
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
う
一
つ
は
東
京
大

学
の
農
学
部
に
あ
り
ま
し
た
。
ガ
ラ
ス
ケ

ー
ス
に
入
っ
て
農
学
部
長
の
部
屋
に
飾
っ

て
あ
り
、
保
存
環
境
が
良
く
あ
り
ま
せ

ん
。
気
に
な
っ
た
の
は
四
つ
足
の
先
が
四

本
と
も
継
い
だ
よ
う
に
色
が
変
わ
っ
て
い

る
こ
と
。
何
か
の
理
由
で
足
先
が
無
く
な

っ
て
い
た
の
で
他
の
動
物
の
足
先
を
継
い

だ
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
全
体
と
し

て
胴
長
短
足
で
す
。
保
存
状
態
が
良
く
な

い
の
で
貸
出
し
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

も
う
一
体
は
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
が

持
っ
て
い
ま
し
た
。
遠
方
の
た
め
輸
送
費

も
か
か
り
、
し
か
も
い
ろ
い
ろ
細
か
い
条

件
を
付
け
ら
れ
た
の
で
す
が
、
何
と
か
ク

リ
ア
し
て
借
り
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
幸
い
三
体
の
中
で
は
こ
れ
が
一
番
状

態
が
良
く
、
体
型
も
他
の
二
体
よ
り
も
大

き
く
て
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
ら
し
い
剥
製
で

し
た
。
和
歌
山
大
学
で
は
良
い
保
存
場
所

が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
和
歌
山
県
立
自

然
博
物
館
に
寄
託
し
、
博
物
館
で
は
年
に

一
回
だ
け
公
開
し
て
い
ま
す
。

オ
オ
カ
ミ
の
毛
皮

　

明
治
三
十
八
年
に
奈
良
県
で
捕
獲
さ
れ

た
最
後
の
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
の
毛
皮
が
、

イ
ギ
リ
ス
の
大
英
自
然
史
博
物
館
に
保
管

さ
れ
て
い
ま
す
。
何
で
イ
ギ
リ
ス
に
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
当
時
イ
ギ
リ

ス
の
動
物
学
者
が
動
物
の
収
集
を
目
的
に

日
本
に
来
て
い
た
の
で
す
。
奈
良
県
を
回

っ
て
い
た
と
き
、
た
ま
た
ま
地
元
の
人
が

持
っ
て
来
た
の
が
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
で
し

た
。
値
段
の
交
渉
に
難
航
し
た
そ
う
で
す

が
、
買
っ
た
の
ち
解
体
さ
れ
て
イ
ギ
リ
ス

に
送
ら
れ
ま
し
た
。
学
術
的
に
は
こ
れ
が

最
後
の
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

ニ
ホ
ン
オ
オ
カ
ミ
が
最
後
に
捕
獲
さ
れ

た
場
所
、
奈
良
県
東
吉
野
村
に
は
、
村
が

記
念
に
立
て
た
銅
像
が
あ
り
ま
す
。
銅
像

を
立
て
た
時
に
は
す
で
に
ニ
ホ
ン
オ
オ
カ

ミ
は
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
ど
こ
ま
で

写
実
的
に
出
来
る
の
か
製
作
者
は
非
常
に

悩
ん
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な

資
料
を
集
め
、
よ
り
信
憑
性
の
あ
る
姿
に

し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

国
内
に
あ
る
毛
皮
は
三
峯
神
社
の
二
体

だ
け
で
す
。
ご
覧
に
な
り
た
い
方
は
、
三

峯
神
社
の
博
物
館
に
行
け
ば
見
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。

オ
オ
カ
ミ
の
頭
蓋
骨

　

秩
父
山
地
か
ら
丹
沢
山
地
に
か
け
て
の

一
帯
に
は
、
オ
オ
カ
ミ
の
頭
蓋
骨
を
持
っ

て
い
る
家
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
確
認

で
き
て
い
る
の
は
二
十
軒
ほ
ど
で
、
秩
父

地
方
で
も
三
軒
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

（資料５）  オオカミの頭蓋骨
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写
真
は
長
瀞
町
の
お
宅
に
あ
る
も
の

で
、
魔
除
け
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
特

に
狐
憑
き
な
ど
の
憑
き
物
落
と
し
に
使
わ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
自
分
の
家
に
狐
憑

き
に
か
か
っ
た
者
が
い
る
と
、
こ
の
頭
蓋

骨
を
借
り
て
き
て
、
オ
オ
カ
ミ
の
力
で
憑

き
物
を
落
と
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
も
の

で
す
。
こ
の
お
宅
に
は
大
正
十
二
年
の
頭

蓋
骨
貸
出
帳
も
残
っ
て
い
ま
す
。
絶
滅
し

た
と
さ
れ
る
年
か
ら
だ
い
ぶ
経
っ
て
い
る

の
に
、
頭
蓋
骨
に
対
す
る
信
仰
は
相
変
わ

ら
ず
続
い
て
い
た
の
で
す
。
（
資
料
五
参

照
）

　

そ
の
帳
簿
の
表
紙
に
は
「
狼
頭
神
」
と

あ
り
ま
す
。
頭
蓋
骨
で
あ
り
な
が
ら
神
様

扱
い
な
の
で
す
。
そ
し
て
何
月
何
日
に

誰
々
に
貸
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
頭
蓋
骨
の
鼻
先
が
削
ら
れ

て
い
ま
す
。
借
り
た
家
で
は
骨
を
少
し
だ

け
削
り
取
り
、
煎
じ
て
病
人
に
飲
ま
せ
る

こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
う
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
秩
父
市
内
に
あ
る

別
の
家
の
頭
蓋
骨
の
場
合
も
、
や
っ
ぱ
り

鼻
の
あ
た
り
が
削
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

描
か
れ
た
オ
オ
カ
ミ

　

畳
一
枚
ほ
ど
の
大
き
さ
に
二
頭
の
オ
オ

カ
ミ
を
描
い
た
絵
が
あ
り
ま
す
。
森
玄
黄

斎
が
描
い
た
も
の
で
す
。
小
鹿
野
出
身
の

玄
黄
斎
は
、
細
密
な
彫
刻
を
得
意
と
す
る

彫
刻
師
で
、
米
粒
に
彫
刻
し
た
と
い
う
話

も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
絵
画
も
多
く
描
い

て
い
て
、
こ
れ
は
多
分
雄
と
雌
の
オ
オ
カ

ミ
で
し
ょ
う
。
前
足
の
途
中
に
爪
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
狼
爪
（
ろ
う
そ
う
）
と
言

っ
て
オ
オ
カ
ミ
の
絵
に
は
た
い
て
い
こ
の

爪
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
実
際
は

オ
オ
カ
ミ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
他
の

イ
ヌ
科
の
動
物
に
も
あ
る
と
の
こ
と
。
た

だ
昔
の
人
は
オ
オ
カ
ミ
に
し
か
な
い
も
の

と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
絵
は
小
鹿
野

町
の
個
人
の
所
有
で
す
が
、
複
製
が
三
峯

神
社
の
博
物
館
に
飾
っ
て
あ
り
ま
す
。

（
資
料
六
参
照
）

　

長
瀞
町
の
岩
根
神
社
に
は
、
地
元
の
絵

師
で
あ
る
今
井
琴
谷
が
描
い
た
絵
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
。
鋭
い
目
で
満
月
を
見
上
げ

て
い
る
オ
オ
カ
ミ
で
、
こ
れ
に
も
前
足
に

爪
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
絶
滅
し
た
と
さ

れ
る
明
治
三
十
八
年
の
二
年
前
に
描
い
た

も
の
で
す

　

三
峯
神
社
に
は
オ
オ
カ
ミ
を
描
い
た
大

き
な
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
分

薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
神

社
で
発
行
し
た
絵
葉
書
に
は
色
が
鮮
や
か

に
表
れ
て
い
ま
し
た
。
雌
雄
の
親
オ
オ
カ

ミ
の
足
元
に
三
頭
の
子
オ
オ
カ
ミ
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
三
峯
神
社
で
は
か
つ
て
産

立
（
う
ぶ
た
て
）
と
い
う
神
事
が
あ
り
ま

し
た
。
遠
く
の
山
中
か
ら
オ
オ
カ
ミ
の
際

だ
っ
た
遠
吠
え
が
聞
こ
え
る
と
、
こ
れ
は

子
供
を
産
ん
だ
の
だ
と
言
っ
て
、
神
社
で

は
赤
飯
を
炊
い
て
山
に
持
っ
て
行
く
の
で

す
。
『
日
鑑
』
と
い
う
日
誌
に
は
、
江
戸

時
代
に
何
度
も
そ
の
記
録
が
出
て
き
ま

す
。

　

明
治
時
代
の
初
め
、
三
峯
講
で
訪
れ
た

講
員
の
ひ
と
り
が
書
き
綴
っ
た
『
三
峯
山

道
中
記
図
会
』
と
い
う
紀
行
文
が
あ
り
ま

す
。
今
の
千
葉
県
の
佐
倉
か
ら
や
っ
て
来

て
宿
坊
に
泊
ま
る
と
、
明
け
方
布
団
の
中

で
動
物
の
鳴
く
声
が
盛
ん
に
聞
こ
え
て
く

る
。
神
社
の
人
に
聞
く
と
、
あ
れ
は
お
犬

様
の
声
だ
よ
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
来

た
。
そ
れ
を
聞
い
た
作
者
が
、
そ
の
オ
オ

カ
ミ
の
様
子
を
絵
に
し
た
の
で
す
。
オ
オ

カ
ミ
を
実
際
に
見
た
訳
で
は
な
い
の
で
し

ょ
う
が
、
痩
せ
て
あ
ば
ら
骨
が
浮
き
出
た

感
じ
で
数
頭
の
オ
オ
カ
ミ
を
描
い
て
い
ま

す
。

　

戦
の
時
に
着
る
陣
羽
織
の
背
中
に
オ
オ

カ
ミ
の
絵
が
描
か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
麻
の
生
地
に
墨
で
描
い
た
も
の
で
、

非
常
に
迫
力
あ
り
私
も
気
に
入
っ
て
、
特

別
展
の
ポ
ス
タ
ー
に
使
っ
て
み
ま
し
た
。

た
だ
、
ど
こ
の
誰
が
着
た
も
の
か
分
か
り

ま
せ
ん
。
背
中
に
変
わ
っ
た
家
紋
が
入
っ

て
い
る
の
で
、
家
紋
か
ら
も
調
べ
て
み
た

の
で
す
が
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

三
峯
神
社
で
頒
布
し
た
掛
軸
の
中
に
も

オ
オ
カ
ミ
の
姿
を
刷
っ
た
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
こ
れ
も
作
者
は
森
玄
黄
斎
で
す
。

江
戸
時
代
に
は
三
峯
神
社
も
神
仏
混
淆
だ

っ
た
た
め
、
観
音
様
の
お
姿
の
下
に
御
眷

属
と
し
て
黒
と
白
の
二
頭
の
オ
オ
カ
ミ
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

昔
の
鉄
道
の
ポ
ス
タ
ー
で
三
峯
神
社
、

秩
父
神
社
、
宝
登
山
神
社
の
「
秩
父
路
三

社
め
ぐ
り
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
オ
オ
カ

ミ
の
姿
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
い

つ
ご
ろ
の
も
の
か
不
明
な
の
で
、
地
元
の

観
光
協
会
や
秩
父
鉄
道
に
問
い
合
わ
せ
て

み
た
の
で
す
が
、
分
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
ち
な
み
に
こ
れ
は
三
峯
神
社
の
拝
殿

前
に
あ
る
オ
オ
カ
ミ
の
像
を
絵
に
し
た
も

の
で
す
。
三
峯
神
社
の
境
内
に
は
た
く
さ

ん
の
オ
オ
カ
ミ
像
が
あ
り
ま
す
が
、
ブ
ロ

ン
ズ
製
は
こ
の
一
対
だ
け
で
、
し
か
も
文

化
六
年
と
い
う
古
い
も
の
で
す
。

　

宝
登
山
神
社
に
は
、
日
本
武
尊
が
野
火

に
襲
わ
れ
た
時
に
オ
オ
カ
ミ
が
現
れ
て
火

を
追
い
払
っ
て
く
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え

が
あ
り
ま
す
。
火
を
止
め
る
山
で
「
火
止

山
」
、
こ
れ
が
の
ち
に
「
宝
登
山
」
に
な

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
宝
登
山
神
社

も
江
戸
時
代
に
は
神
仏
混
淆
で
、
宝
登
山

大
権
現
に
御
眷
属
の
二
頭
の
オ
オ
カ
ミ
が

付
き
従
っ
て
い
る
様
子
の
木
像
が
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。

オ
オ
カ
ミ
信
仰
ア
ラ
カ
ル
ト

　

オ
オ
カ
ミ
を
祀
る
神
社
で
は
、
拝
殿
前

や
参
道
に
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
オ
オ

カ
ミ
の
像
が
あ
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
は
石

像
で
す
が
、
拝
殿
内
に
木
像
を
安
置
し
て

い
る
神
社
も
あ
り
ま
し
た
。
今
回
、
特
別

展
の
た
め
の
調
査
で
は
、
十
八
社
で
計
五

十
対
も
の
像
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
最
も
多
い
の
が
や
は
り
三
峯
神
社

で
十
五
対
も
あ
り
、
最
古
は
寛
政
九
年

（
一
七
九
七
年
）
の
木
像
で
す
。
境
内
に

は
森
玄
黄
斎
が
彫
っ
た
石
像
も
あ
っ
て
、

怪
獣
の
よ
う
な
表
情
は
と
て
も
オ
オ
カ
ミ

と
思
え
な
い
変
わ
り
物
で
す
。

　

旧
荒
川
村
に
猪
狩
神
社
と
い
う
神
社
が

あ
り
ま
す
。
「
猪
を
狩
る
」
ま
さ
に
オ
オ

カ
ミ
を
祀
る
に
ぴ
っ
た
り
の
名
前
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
の
石
段
脇
に
あ
る

（資料６）  森玄黄斎が描いたオオカミ
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石
像
は
、
非
常
に
迫
力
が
あ
り
霊
気
す
ら

感
じ
ら
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
昭
和
八

年
に
小
鹿
野
町
の
石
工
に
造
っ
て
も
ら
っ

た
も
の
で
す
が
、
こ
の
像
に
は
変
わ
っ
た

伝
説
が
あ
り
ま
す
。
石
像
が
出
来
上
が
る

と
村
人
ら
は
大
八
車
に
石
像
を
載
せ
て
山

道
を
運
ん
で
来
ま
し
た
。
途
中
で
日
が
暮

れ
た
た
め
宿
を
借
り
る
事
に
し
た
の
で
す

が
、
そ
こ
で
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
り
ま

し
た
。
寝
床
に
い
る
と
オ
オ
カ
ミ
の
遠
吠

え
が
聞
こ
え
て
き
た
の
で
す
。
翌
朝
、
庭

に
置
い
て
あ
る
石
像
を
見
に
行
く
と
、
そ

の
回
り
に
オ
オ
カ
ミ
の
足
跡
が
た
く
さ
ん

残
さ
れ
て
い
て
い
ま
し
た
。
人
々
は
石
造

の
出
来
栄
え
が
素
晴
ら
し
い
の
で
、
オ
オ

カ
ミ
が
喜
ん
で
出
て
来
た
の
だ
ろ
う
と
話

し
合
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
興
味
深
い

の
は
そ
の
年
代
で
す
。
昭
和
八
年
の
段
階

で
村
人
ら
は
ま
だ
オ
オ
カ
ミ
の
存
在
を
信

じ
て
い
た
。
秩
父
の
人
た
ち
に
と
っ
て
オ

オ
カ
ミ
は
、
昭
和
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら

も
身
近
な
存
在
だ
っ
た
の
か
な
と
い
う
気

が
し
ま
す
。
（
資
料
七
参
照
）　
　
　
　

（資料７）  猪狩神社のオオカミ像

（資料８）  各社のオオカミのお札（三峰神社と宝登山神社は除く）

　

最
後
に
「
送
り
オ
オ
カ
ミ
」
の
話
を
し

ま
し
ょ
う
。
今
で
は
こ
の
言
葉
は
男
性
の

甘
い
言
葉
に
騙
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う

意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
そ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
旧
都
幾
川

村
に
伝
わ
る
送
り
オ
オ
カ
ミ
の
話
は
こ
う

で
す
。
秩
父
に
出
掛
け
た
人
が
峠
を
越
え

て
村
に
戻
ろ
う
と
す
る
と
、
途
中
か
ら
一

匹
の
オ
オ
カ
ミ
が
後
を
つ
い
て
く
る
。
襲

わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
思
い
な

が
ら
自
宅
近
く
ま
で
戻
っ
て
き
た
と
き
、

「
オ
オ
カ
ミ
様
送
っ
て
下
さ
り
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
う
と
、
そ
の
オ
オ

カ
ミ
は
こ
っ
く
り
と
う
な
づ
い
て
帰
っ
て

行
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
日

本
の
オ
オ
カ
ミ
は
悪
者
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
話
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
伝
わ
っ
て
い

ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※

講
演
で
は
多
数
の
資
料
を
ス
ラ
イ
ド
で

紹
介
し
た
の
で
す
が
、
本
稿
で
は
そ
の
一

部
し
か
載
せ
て
い
ま
せ
ん
。
特
別
展
の
内

容
や
資
料
の
詳
細
を
知
り
た
い
方
は
、
特

別
展
図
録
「
神
に
な
っ
た
オ
オ
カ
ミ
」

（
七
〇
〇
円
）
を
郵
送
販
売
し
て
い
ま
す

の
で
、
県
立
川
の
博
物
館
研
究
交
流
部

（
〇
四
八-

五
八
一-

八
七
三
九
）
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
文
責
事
務
局
）



　

毎
年
恒
例
と
な
っ
た
田
村
の
森
の
視
察

に
六
人
で
行
っ
て
来
ま
し
た
。
四
回
目
で

す
か
ら
二
〇
一
四
年
四
月
六
日
に
植
林
し

た
木
々
は
四
年
と
四
カ
月
経
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
ど
こ
ま
で
大
き
な
な
っ
た
の
か
早

く
会
い
た
い
気
持
ち
に
な
る
。

8
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福
島
県
田
村
市
に
植
林
し
た
後
の
視
察（
四
回
目
）

守　

谷　
　

裕　

之

平
成
三
十
年
七
月
五
日

一番高いと思われるブナの高さ昨年310ｃｍ→420ｃｍと1年間で110ｃｍ伸びました。
胴囲は17.5ｃｍ

<手帳にメモした木々の成長>・・・高さと（　　）内は胴囲
　ブナ・・・330ｃｍ（11.0ｃｍ）、365ｃｍ（15.0ｃｍ）　340ｃｍ（15.5ｃｍ）
　ミズナラ・・・350ｃｍ（11.0ｃｍ）、260ｃｍ（7.0ｃｍ）
　栗・・・340ｃｍ（7.8ｃｍ）
　ヤマザクラ・・・260ｃｍ（2.0ｃｍ）
　ポット苗から育てたブナ・・・60ｃｍ

胴囲：17.5ｃｍ
高さ：４ｍ20ｃｍ
胴囲：17.5ｃｍ
高さ：４ｍ20ｃｍ

胴囲：13.5ｃｍ
高さ：３ｍ50ｃｍ
胴囲：13.5ｃｍ
高さ：３ｍ50ｃｍ
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ポット苗から植えたブナ、当時の竹の支柱が
残っている

道を切り開きながら進むと植えたブナが次々に現れて来た

　ブナは陰性植物と教えてくれたので調べてみると・・・日照量の少い場所でもよく生育できる
植物を総称していう。その他にシラビソなどの幼樹、森林内の草本類、シダ植物・コケ植物など。

<ポット苗から植えたブナ>
　自生の木々の勢いは強く後から植えたポット苗は日陰に追いやられる。それでもブナは力強く育っていた。
　植えた苗は殆どがしっかりと根を張って葉を茂らせていた。

2016

400

350

300

250

200

150

100

50

0
20182017

高さ（ｃｍ）
　

四
年
目
に
な
る
と
木
の
育
ち
具
合
も
勢

い
が
付
く
。
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ホオノキ

<大池さんからのコメント>
　・ 実生の松と杉が多く観られた。
　・ トチの木、ハリギリも大きく成長。
　・ 奥秩父と土壌の違いによるものなのか。
　・ ブナ、ミズナラはもはや苗木ではなかった。
　・ 生存競争の中で日陰に甘んじ、じっと耐え成長する苗木も少なからず見られた。中には2メートルを超えるものも
　  見られた。競争し合いながら苗木は育っている。その成長を妨げるクズ、山芋、やまぶどう、さるなしなどのつる性
　  植物がからみついている。
　  成長した苗木よりはるかに繁殖力旺盛なのがオオバアサガ、ウルシ系のハゼ、萩、小さなとげを持つクマイチゴ

<二つのアドバイス>
　①田村森林組合の吉田さんが6月の初旬は草がまだ伸びきっていないので刈る時に楽に中に入ることが出来る。
　　また、下草を綺麗に刈るとツル性の植物が勢いずくのであまり綺麗に刈らない方が良い。

　②小室さんからのアドバイス
　　密生状態に広葉樹の木々はこのまま10年位は手を付けず競争させて、強い木々だけを残すようにした方がいい。
　　下手に下草刈りをしない方がいい。せいぜいつる切りをする程度にしておく。
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今
年
度
の
上
半
期
ワ
ー
ク
は
、
例
に
よ
っ

て
６
月
の
実
施
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
高

校
生

(

い
ず
み
高
校
山
岳
部

)

の
都
合
で

あ
る
。
参
加
者
は
い
ず
み
生
４
人
と
他
６

名
の
総
勢
10
名
で
あ
る
。
少
数
精
鋭
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
車
の
都
合
も
あ
り
、
１

年
生
だ
け
の
参
加
、
ち
ょ
っ
と
不
安
で
あ

る
が
、
楽
し
み
も
た
く
さ
ん
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
搬
入
物
品
を
そ
ろ
え
る
。
物

品
は
旧
大
滝
小
学
校
三
峰
分
校
に
保
管
さ

れ
て
い
る
ネ
ッ
ト
と
ポ
ー
ル
で
あ
る
。
こ

の
分
校
は
、
我
々
の
こ
の
活
動(

百
年
の
森

づ
く
り)

の
当
初
の
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る

と
き
に
借
り
た
場
所
で
、
以
来
二
十
年
ほ

ど
借
り
て
い
る
。
こ
こ
は
、
我
が
会
だ
け

で
な
く
、
埼
玉
県
高
体
連
登
山
専
門
部
、

埼
玉
県
山
岳
連
盟
の
仲
間
も
情
報
収
集
・

情
報
交
換
と
い
う
森
づ
く
り
活
動
で
使
用

し
て
い
る
。

２
０
１
８
年
度
上
半
期

和
名
倉
山
森
づ
く
り
報
告

和
名
倉
山
森
づ
く
り
事
業
担
当　

高 

岡 

正 

彦

11
月
18
・
19
日　
第
41
回 

植
林
ワ
ー
ク

（
仁
田
小
屋
整
備
・
植
林
地
整
備
）

　

和
名
倉
山
は
、
64
年
（
昭
和
39
年
）
と
69
年
（
昭
和
44
年
）
に
山
火
事
が
発
生
し
、
多
く
の
樹
木
を
焼
失
し
た
。
そ
の
跡
に
は
成
長
の
速
い
カ
ラ
マ
ツ
を
植
林

す
る
な
ど
、
山
の
復
興
が
図
ら
れ
た
。
同
時
期
、
林
業
の
衰
退
で
山
で
の
仕
事
も
少
な
く
な
り
往
来
が
激
減
し
、
多
く
の
ル
ー
ト
が
２
ｍ
以
上
の
ス
ズ
タ
ケ
で

覆
わ
れ
藪
の
山
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。　

　

そ
の
よ
う
な
和
名
倉
山
を
以
前
の
よ
う
な
水
を
育
む
山
に
復
元
す
る
た
め
に
、
97
年
埼
玉
大
学
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
部
Ｏ
Ｂ
会
が
活
動
を
始
め
た
。
そ
の

後
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
と
し
て
事
業
を
拡
大
し
て
、
00
年
ま
で
に
失
わ
れ
た
道
の
復
元
を
行
な
い
、
01
年
に
は
樹
木
の
生
長
が
遅
い
と
こ
ろ

に
、
和
名
倉
山
の
在
来
種
で
あ
る
ブ
ナ
の
苗
を
植
林
し
始
め
た
。
植
林
を
始
め
る
と
、
鹿
に
よ
る
食
害
に
悩
ま
さ
れ
、
植
林
よ
り
も
、
現
有
樹
木
を
守
る
ほ
う

が
先
と
考
え
、
現
在
は
現
有
樹
木
に
鹿
よ
け
ネ
ッ
ト
巻
く
作
業
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
03
年
に
は
旧
大
滝
村
村
有
林
の
管
理
小
屋
だ
っ
た
仁
田
小
屋
を
改
修
し

こ
の
事
業
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
小
屋
は
会
員
の
力
で
ロ
グ
ハ
ウ
ス
風
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
。

（
な
お
、
和
名
倉
山
は
山
頂
が
県
界
で
な
い
埼
玉
県
の
山
々
に
お
け
る
最
高
峰
で
あ
る
。
）

２
０
１
7
年
度
上
半
期

６
月
16
・
17
日　
第
42
回
植
林
ワ
ー
ク

　

実
は
、(

写
真
上

)

こ
の
分
校
の
山
側

斜
面
の
土
砂
が
雨
で
流
出
し
斜
面
の
大
き

な
木
が
い
ま
に
も
倒
れ
か
か
り
そ
う
で
あ

る
。
現
在
、
対
応
策
を
検
討
中
で
あ
る
。

(

写
真
下

)

い
ず
み
生
の
荷
揚
げ
姿
。
毎

年
恒
例
で
は
あ
る
が
、
新
入
部
員
に
は
、

可
否
は
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
先
輩
た
ち

が
ど
う
伝
え
て
い
る
か
も
聞
い
た
こ
と
は

な
い
。

(

写
真
上

)

林
道
は
五
月
の
豪
雨
の
た
め
、

ま
た
数
か
所
で
土
砂
崩
れ
が
あ
る
。
こ
れ

も
「
山
の
営
み
」
で
あ
る
。
仁
田
小
屋
に

着
く
と
、
早
々
に
薪
割
り
で
あ
る
。
今
年

の
一
年
生
も
初
体
験
だ
そ
う
だ
が
、
の
み

（
仁
田
小
屋
整
備
・
植
林
地
候
補
地
下
見
）



込
み
が
早
い
。

　

和
名
倉
山
の
様
子
と
し
て
は
、
や
や
鹿

の
活
動
は
鈍
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い

た
が
、
今
回
の
ワ
ー
ク
で
は
数
か
所
で
、

新
た
に
木
の
皮
を
め
く
っ
た
跡
が
見
つ
か

っ
た
。
鹿
の
頭
数
は
減
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
ス
ズ
タ
ケ
が
枯
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
鹿
の
食
が
満
た
さ
れ
ず
ま
た
食
害

が
起
こ
る
こ
と
が
心
配
で
あ
る
。

　

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
五
月
の
荒
れ
た

天
気
に
よ
っ
て
倒
木
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に

あ
り
、
鹿
除
け
ネ
ッ
ト
が
壊
れ
て
し
ま
っ

た
。
も
う
こ
の
ネ
ッ
ト
を
張
る
方
法
は
断

念
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
最
近
お
こ
な
っ
て
い
る
一
本
ず
つ
ネ

ッ
ト
を
巻
く
方
法
を
推
進
し
よ
う
と
考
え

て
い
る
。
写
真
上
は
杉
の
木
、
写
真
下
は

落
葉
松
の
木
で
あ
る
。
以
前
は
あ
ま
り
食

害
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
木
だ
。
見
境
が

な
く
な
っ
た
の
か
、
実
は
、
鹿
以
外
の
し

わ
ざ
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
が
あ
ま
り
極

端
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
対
処
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
仁
田
小
屋
の
下
部
に
ネ

ッ
ト
を
敷
き
つ
め
る
方
法
で
鹿
除
け
し
て

い
る
。(

写
真
上
下)

鹿
は
足
が
ネ
ッ
ト
に
絡
む
こ
と
を
嫌
い
よ

う
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
を
敷
い
た
と
こ
ろ
に

は
踏
み
込
ん
だ
形
跡
が
な
い
。
下
の
写
真

の
左
側
の
植
物
は
「
ハ
シ
リ
ド
コ
ロ
」
で
、

鹿
は
嫌
っ
て
い
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
を
敷
く
方

法
を
次
回
拡
大
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
方
法
で
は
落
ち
葉
が
堆
積
し
や
す
い

の
で
ネ
ッ
ト
が
足
に
絡
む
効
果
が
薄
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
堆
積
物
が
残
る
こ
と

で
昆
虫
な
ど
の
生
き
物
を
繁
殖
さ
せ
る
効

果
が
期
待
で
き
る
。
次
回
の
ワ
ー
ク
で
実

験
を
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

　

次
に
、
新
植
林
地
に
つ
い
て
で
あ
る
。

長
瀞
の
畑
に
あ
る
二
百
本
の
ブ
ナ
の
苗
を

和
名
倉
山
に
植
林
し
た
く
植
林
候
補
地
を

探
し
て
い
る
。
今
回
林
道
終
点
で
あ
る
地

点(

写
真
上)

を
候
補
に
挙
げ
た
。

こ
こ
は
、
林
道
沿
い
な
の
で
観
察
に
行
き

や
す
い
の
だ
が
、
斜
面
が
急
で
、
土
が
少

な
く
、
県
の
管
理
者
も
植
林
を
あ
き
ら
め

た
土
地
だ
そ
う
だ
。
と
い
う
訳
で
、
再
度

候
補
地
を
検
討
す
る
予
定
で
い
る
。

　

最
後
に
、
ナ
シ
尾
根
沿
い
の
道
の
最
良

ル
ー
ト
フ
ァ
イ
デ
ィ
ン
グ
を
試
み
て
い
る
。

こ
の
ル
ー
ト
は
水
場
は
得
ら
れ
な
い
が
、

和
名
倉
山
へ
の
最
短
ル
ー
ト
に
な
る
。
実

は
こ
の
ル
ー
ト
上
１
３
０
０
ｍ
付
近
が
ス

ズ
タ
ケ
の
枯
れ
野
原(

写
真
下)

で
あ
る
。

こ
こ
も
ブ
ナ
の
植
林
候
補
地
と
し
て
考
え

て
い
る
が
、
い
ろ
い
ろ
な
課
題
が
あ
る
。

次
回
の
報
告
を
乞
う
ご
期
待
！

36
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36

長
瀞
町
宝
登
山
下
刈
り
活
動
報
告

第
11
回
通
常
総
会
開
催

平
成
30
年
度

２
０
１
８
年
４
月
15
日
㈰
、
５
月
13
日
㈰
、
８
月
18
日
㈰

４
月
15
日（
日
）　

晴
天　
　

７
名
参
加

　

今
年
は
、
春
が
早
く
て
三
月
中
に
櫻
が

開
花
し
４
月
に
は
、
緑
が
濃
く
山
一
面
を

覆
い
つ
ぶ
し
ま
し
た
。

　

午
前
８
時
30
分
に
は
、
本
日
の
下
刈
り

メ
ン
バ
ー
７
名
が
揃
っ
て
植
林
地
に
入
り

ま
し
た
。

メ
イ
ン
に
東
の
急
斜
面
の
下
刈
り
を
据
え

て
出
来
た
ら
ツ
ツ
ジ
の
北
面(

ロ
ー
プ
ウ
ェ

イ
側)

も
や
る
と
い
う
手
順
を
決
め
ま
し
た
。

半
日
で
目
標
を
ク
リ
ヤ
ー
し
ま
し
た
。

　

反
省
点
で
す
が
今
年
は
、
春
が
早
く
来

た
と
い
っ
て
も
４
月
は
ま
だ
樹
々
が
芽
吹

い
た
ば
か
り
で
下
草
は
、
動
き
出
し
て
い

な
い
。
１
ケ
月
ず
つ
作
業
予
定
を
移
動
し

た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

良
い
汗
を
か
い
て
作
業
終
了
。

５
月
13
日（
日
）　

晴
天　
　

７
名
参
加

　

メ
ン
バ
ー
８
時
30
分
に
は
集
合　

９
時

30
分
作
業
開
始

　

上
部
の
櫻
・
楓
・
栗
は
、
樹
勢
も
大
き

く
ど
す
ん
と
根
を
張
っ
て
い
る
様
、
た
く

ま
し
く
な
っ
た
。
下
草
も
そ
れ
に
負
け
ず

野
バ
ラ
、
ク
ズ
も
生
繁
っ
て
い
ま
し
た
。

北
側
つ
つ
じ
植
栽
地
と
東
側
急
斜
面
の
下

刈
り
を
で
き
る
だ
け
や
る
方
針
。
13
：
00

に
は
終
了
、
引
き
上
げ
。
来
年
は
、
７
月

に
一
度
、
手
が
入
る
と
い
い
の
で
す
が
。

６
月
10
日（
日
）　

雨
で
中
止

８
月
18
日（
日
）　

晴
天　
　

52
名
参
加

　

参
加
者
は
９
時
集
合
。
久
し
ぶ
り
に
百

年
の
森
づ
く
り
の
会
の
旗
が
た
な
び
く
な

か
、
50
有
余
名
が
結
集
。(

主
に
三
井
住
友

損
保
の
社
員
＆
代
理
店)

小
室
常
務
の
司
会

で
小
林
理
事
長
の
挨
拶
後
、
現
場
に
向
か

い
ま
し
た
。
４
班
に
分
れ
て
10
時
か
ら
作

業
開
始
。
各
々
、
下
刈
鎌
を
手
に
服
装
も

長
ズ
ボ
ン
長
袖
シ
ャ
ツ
の
作
業
着
と
三
井

住
友
さ
ん
も
手
慣
れ
て
い
ま
し
た
。
み
っ

ち
り
１
時
間
半
、
斜
面
が
き
れ
い
に
道
も

き
っ
き
り
と
し
て
栗
も
も
う
少
し
で
笑
み

そ
う
で
森
も
も
う
少
し
で
大
人
に
な
り
そ

う
で
す
。
手
慣
れ
た
下
刈
で
し
た
。
各
々

手
に
し
た
鎌
に
砥
石
を
か
け
て
終
了
し
ま

し
た
。
参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
に
は
、
本
当

に
ご
苦
労
さ
ま
で
し
た
。　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
事
務
局
）

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
百
年
の
森
づ
く
り
の
会
の

平
成
30
年
度
第
11
回
通
常
総
会
が
、
６
月

３
日
（
日
）
埼
玉
教
育
会
館
に
お
い
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
平
成
29
年
度
事
業
報
告
・
収

支
決
算
案
、
平
成
30
年
度
事
業
計
画
・
収

支
予
算
案
を
審
議
い
た
だ
き
満
場
一
致
で

原
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

総
会
終
了
後
、
「
神
に
な
っ
た
オ
オ
カ

ミ
～
秩
父
山
地
の
オ
オ
カ
ミ
と
お
犬
様
信

仰
を
知
ろ
う
」
と
題
し
て
、
埼
玉
県
立
川

の
博
物
館
研
究
交
流
部
長
の
大
久
根
茂
氏

に
よ
る
記
念
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

秩
父
地
域
に
何
故
お
犬
様
信
仰
が
多
い
の

か
、
人
と
オ
オ
カ
ミ
の
関
わ
り
な
ど
に
つ

い
て
有
意
義
な
お
話
を
伺
い
、
成
功
裡
の

う
ち
に
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　

 

（
講
演
録
は
別
途
記
載
）
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