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今
回
の
ふ
る
さ
と
散
歩
は
、
山
武
杉
と

山
武
林
業
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

私
達
が
普
段
よ
く
目
に
す
る
市
内
の
森

は
、
そ
の
多
く
が
植
林
さ
れ
た
杉
の
林
か

ら
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
杉
の
林
を
見
る
と
、
よ
ほ
ど

山
武
の
気
候
・
風
土
が
杉
に
適
し
て
い
る

の
か
な
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
調
べ

て
み
る
と
、
山
武
の
気
候
・
風
土
は
杉
の

生
育
に
は
そ
れ
ほ
ど
最
適
と
は
言
え
な
い

よ
う
で
す
。

　

杉
の
生
育
に
は
、
年
間
二
千
mm 

以
上

の
降
水
量
と
保
水
能
力
の
良
い
土
壌
を
必

要
と
し
ま
す
。
山
武
以
外
の
名
の
知
れ
た

杉
の
名
産
地
は
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
て

い
る
の
で
す
。

　

で
は
山
武
市
は
と
い
う
と
、
年
間
降
水

量
が
千
五
百
mm
と
少
な
く
、
土
質
は
粒
子

が
細
か
く
水
は
け
が
良
い
火
山
灰
土
か
ら

な
る
関
東
ロ
ー
ム
層
と
、
砂
質
層
で
あ
る

た
め
杉
の
育
成
に
は
不
適
な
の
で
す
。

　

で
は
な
ぜ
、
あ
ま
り
よ
く
な
い
条
件
の

も
と
、
杉
が
植
え
ら
れ
て
、
今
日
の
山
武

林
業
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
糸
口
を
た
ど
る
た
め
、
市
内
に

現
存
す
る
市
内
最
古
・
最
大
と
い
わ
れ
る

賀
茂
神
社
の
大
杉
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

　

大

杉

は
、

山
武
地
区
森

の
賀
茂
神
社

の
境
内
に
あ

り
ま
す
。
山

武
市
の
天
然

記
念
物
に
も

指
定
さ
れ
て

お
り
、
木
の

高
さ
は
35
ｍ
、

太
さ
６
・
35

ｍ
で
、
樹
齢
五
百
年
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
大
杉
は
、
D
N
A
分
析
の
結
果
、

山
武
杉
と
分
離
で
き
な
い
ほ
ど
の
近
縁
種

で
あ
る
こ
と
が
判
り
ま
し
た
。
現
在
の
山

武
杉
の
ご
先
祖
に
限
り
な
く
近
い
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
神
社
や
寺
の
境
内
に
多
く

植
え
ら
れ
る
一
方
、
住
宅
の
背
後
に
杉
な

ど
を
植
え
て
風
雨
よ
け
と
す
る
背
戸
山
と

呼
ば
れ
る
風
景
が
市
内
各
地
に
み
ら
れ
ま

し
た
。
山
武
市
五
木
田
（
旧
南
郷
村
）
出

身
の
童
謡
歌
人
・
斉
藤
信
夫
の
『
里
の
秋
』

の
歌
詞
の
中
に
も
「
お
背
戸
」
の
フ
レ
ー

ズ
が
出
て
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
初
め
頃
ま
で
は
、
杉
は
今

述
べ
た
よ
う
に
神
社
や
家
の
裏
山
な
ど
の

ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
に
植
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　

そ
し
て
江
戸
時
代
の
中
頃
に
な
る
と
、

田
畑
に
撒
く
肥
料
と
し
て
干
鰯（
あ
ぶ
ら

を
し
ぼ
っ
た
イ
ワ
シ
を
乾
か
し
て
作
っ
た

肥
料
）の
需
要
が
増
え
た
た
め
に
、
九
十

九
里
浜
で
鰯
漁
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

鰯
漁
に
使
用
す
る
船
材
と
し
て
、
杉
の
需

要
が
高
ま
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
度
重
な
る
大
火
に
焼
か
れ
、
そ

の
復
興
の
た
め
多
量
の
江
戸
向
け
の
木

材
・
建
具
（
当
地
域
の
建
具
は
上
総
戸
と

呼
ば
れ
ま
し
た
）
類
を
供
給
す
る
た
め
に
、

台
地
上
へ
と
杉
の
植
林
範
囲
は
広
げ
ら
れ

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

植
林
範
囲
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、
乾
燥

し
や
す
い
土
質
な
ど
、
杉
の
生
育
に
悪
い

状
況
を
克
服
し
て
効
率
よ
く
植
林
を
進
め

る
手
段
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た

め
に
考
案
さ
れ
た
の
が
、

①
マ
ツ―
ス
ギ
の
二
段
造
林
、

②
「
サ
ン
ブ
ス
ギ
」
と
呼
ば
れ
る
挿
し
木

　

造
林
、

③
造
林
と
前
後
し
て
ソ
バ
・
ヒ
エ
・
ア
ワ

　

を
植
え
る
木
場
作
と
呼
ば
れ
る
混
農
林

山
武
林
業
に
つ
い
て

法
が
編
み
出
さ
れ
山
武
林
業
が
確
立
し
た

の
で
す
。

　

①
の
マ
ツ―

ス
ギ
の
二
段
造
林
と
は
、

乾
燥
に
強
い
マ
ツ
を
保
護
樹
と
し
て
先
に

植
え
、
ス
ギ
の
育
つ
環
境
を
つ
く
る
と
い

う
も
の
で
、
マ
ツ
が
土
中
の
湿
度
を
適
切

に
保
つ
と
共
に
冬
季
の
凍
結
防
止
や
、
夏

の
日
差
し
か
ら
も
保
護
し
ま
す
。
そ
し
て

松
が
生
長
し
た
ら
、
佐
倉
炭
（
燃
料
用
の

薪
炭
材
【
中
継
基
地
の
佐
倉
の
地
名
を
冠

し
た
ブ
ラ
ン
ド
名
】）
と
し
て
江
戸
方
面

へ
出
荷
さ
れ
ま
し
た
。

　

②
「
サ
ン
ブ
ス
ギ
」
と
呼
ば
れ
る
挿
し

木
造
林
は
、
品
質
の
良
い
ス
ギ
か
ら
枝
を

取
っ
て
、
畑
に
植
え
て
育
て
る
方
法
で
す
。

ス
ギ
の
枝
を
植
え
る
前
に
①
で
話
し
た
マ

ツ
を
先
に
植
え
て
マ
ツ
が
あ
る
程
度
成
長

し
て
か
ら
ス
ギ
を
植
林
す
る
二
段
造
林
と

し
ま
す
。

　

③
造
林
と
前
後
し
て
ソ
バ
・
ヒ
エ
・
ア

ワ
を
植
え
る
木
場
作
は
、
開
墾
地
に
植
林

を
始
め
て
数
年
間
は
そ
れ
ら
の
作
物
を
マ

ツ
や
ス
ギ
の
畔
の
間
に
植
え
る
も
の
で

す
。
作
物
が
ス
ギ
を
守
り
つ
つ
育
っ
た
畑

作
物
も
収
穫
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

①
か
ら
③
で
み
て
き
た
山
武
林
業
を
普

及
・
発
展
さ
せ
た
の
は
、
埴
谷
村
（
現
山

武
市
埴
谷
）
の
林
業
家
蕨
真
一
郎
・
直
治

郎
の
兄
弟
で
す
。

　

（
続
き
は
次
号
で
紹
介
し
ま
す
）

せ　

ど  

や
ま

ほ
し  

か

こ　

ば　

さ
く

あ
ぜ

い
わ
し
り
ょ
う
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