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1
.
研
究

目
的

150

 

　
京
都
市
左
京
区
大
原
尾
越
町
に
あ
る

「京
女
の
森
」
に
生
育
し
て
い
た
通
称

「尾
越
の
女
王
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
赤
松
の
巨
樹
が
、

突
然
、
平
成

一
五

(二
〇
〇
三
)
年
の
秋

一
〇
月
に
枯
死
し
た

(図
1
参
照
)
。
平
成
二
年
の
調
査
開
始
以
来
、
十
年
以
上
に
亘
る
森

の
自
然
観
察
会
で
遭
遇
し
た
初
め
て
の
大
事
件
で
あ
る
。
枯
死
し
た
赤
松
の
い
の
ち
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
、
そ
し
て
森
を
利
用
し
た

生
命

環
境
教
育
の
教
材

(出
来
れ
ば
絵
本
)
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
本
研
究
を
開
始
し
た
。
す
な
わ
ち
、
赤
松
の
枯
死
原
因

に
関

し
て
の
自
然
科
学
的
な
調
査
だ
け
で
な
く
、
尾
越

・
大
見
地
域
の
村
落
の
歴
史
に
つ
い
て
も
社
会
科
学
的
調
査
を
行
い
、
複
眼
的

な
視
点
か
ら
調
査
を
行
っ
た
。

2
.
研
究
方
法

　

2
.
1
　
赤
松
の
枯
死
に
関
す
る
自
然
科
学
的
調
査

　
枯
死
し
た
尾
越
の
女
王
、
赤
松
の
正
確
な
測
量
を
行

っ
た
。
平
成
十
六
年
五
月
三
〇
日
に
、
荒
谷
東
尾
根
の
西
側
斜
面
の
赤
松
の
周

囲

に
生
育
す
る
樹
木
を
伐
採
し
、
枯
死
し
た
赤
松
の
立
体
的
な
樹
形
を
記
録
す
る
ス
ケ
ッ
チ
を
行
う
た
め
の
足
場
を
構
築
し
た
。
南
斜

面

に
生
育
す
る
ミ
ズ
ナ
ラ
と
西
斜
面
に
生
育
す
る
モ
ミ
の
木
に
足
場
を
作
成
し
、
地
上
約
十

m
程
度
か
ら
観
察
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

そ
の
上
で
、
南
と
西
か
ら
眺
め
た
赤
松
の
姿
を
正
確
に
ス
ケ
ッ
チ
し
た
。
同
時
に
同
じ
場
所
か
ら
の
写
真
撮
影
も
行
い
作
図
の
助
け
と

し
た
。
ス
ケ

ッ
チ
は
実
物
の
百
分
の
八
五
と
百
分
の
七
〇
と
に
縮
小
し
て
ケ
ン
ト
紙
に
描
い
た
。
赤
松
の
樹
齢
は
、
材

の
太
さ
が
異
な

る
枯
死
し
た
枝
を
数
本
切
り
出
し
て
、
年
輪
の
幅
を
計
測
し
て
推
定
し
た
。



生命環境教育の教材化(1)赤 松の枯死 に学ぶ

図1　 枯 れ は じめ た こ ろ の1尾 越 の 女 土 」(ナ メラ林道 から撮影,2003年10月)
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枯
死
し
た
原
因
に
つ
い
て
は
、
切
り
出
し
た
枯
れ
枝
を
滋
賀
県
の
森
林
セ
ン
タ
ー
に
依
頼
し
て
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ

ュ
ウ
の
有
無
を

調

べ
て
も
ら

っ
た
。

　

=
尽
女
の
森
」
で
は
尾
根
筋
に
は
赤
松
の
他
に
杉
の
老
巨
木
が
見
ら
れ
る
。
杉
は
ア
シ
ウ
ス
ギ

(芦
生
杉
)
と
よ
ば
れ
る
地
域
性
品

種
で
、
多
く
は
横
に
広
が
っ
た
枝
に
複
数
の
幹
が
立
ち
並
ん
だ
特
異
な
樹
形
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
伏
条
台
杉
と
も
よ
ば
れ
る
。
こ

の
ア
シ
ウ
ス
ギ
に
つ
い
て
も
調
査
を
行

っ
た
。

　
2
.
2
　
尾
越
地
域
の
社
会
科
学
的
な
調
査

　
ま
ず
平
成
十
六
年
十
月
お
よ
び
十

一
月
に
尾
越
町
に
あ
る
墓
地
の
調
査
を
実
施
し
た
。
尾
越
在
住
の
下
坂
恭
昭
氏
の
ご
協
力
を
得
て
、

尾
越

の
墓
地
調
査
を
行

っ
た
。
現
在
あ
る
先
祖
代
々
の
墓
地
の
他
に
、
杉
林
や
笹
原
に
隠
れ
て
し
ま

っ
た
元
々
の
古
い
自
然
石
を
利
用

し
た
墓
地
も
探
し
当
て
る
こ
と
が
出
来
た
。
墓
石
の
名
前
か
ら
昔
の
尾
越
村
に
住
ん
で
い
た
住
入
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
ま
た
、
下
坂

氏
と
同
じ
く
尾
越
町
在
住
の
種
田
氏
へ
の
個
別
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
を
行
い
、
こ
の
地
域
の
昔
か
ら
の
文
化
や
風
習
に
つ
い
て
も
聞
き
取

り
調
査
を
行

っ
た
。

　
さ

ら
に
尾
越
地
域
の
植
生
に
つ
い
て
明
治

・
昭
和

・
平
成
の
地
形
図
の
解
析
か
ら
、
明
治
以
後
の
山
林
の
利
用
形
態
を
推
定
し
た
。

自
然
環
境
に
お
け
る
天
然
の
杉
や
赤
松
等
の
針
葉
樹
の
樹
形
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
を
知
る
目
的
で
、
日
本
海
側
の
気
候
で

多
雪
地
帯
で
あ
る
秋
田
県
に
お
け
る

「天
然
杉
」
の
自
然
樹
形
を
八
月
に
調
査
し
た
。
檜
の
自
然
樹
形
に
つ
い
て
は
三
重
県
北
牟
婁
郡

海
山
町
大
字
引
本
浦
に
あ
る
、
尾
鷲
檜
で
有
名
な
大
田
賀
山
林
を
持
つ
速
水
林
業
を
五
月
に
視
察
調
査
し
た
。
さ
ら
に
比
較
の
た
め
尾

越
と
同
じ
気
象
条
件
に
あ
る
京
都
市
左
京
区
花
背
に
あ
る
三
本
杉
に
つ
い
て
も
調
査
を
行

っ
た
。
こ
の
峰
定
寺
に
生
育
す
る
三
本
杉
は
、

『拾
遺
都
名
所
図
会
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
樹
齢
は
千
年
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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2
.
3
　
自
然
観
察
会
の
実
施

　
京
女
の
森
の
自
然
観
察
会
は
四
月
か
ら
十

一
月
に
か
け
て
八
、
九
月
を
除
き
毎
月

一
回
行
い
、
本
学
学
生
以
外
に
も
学
外
か
ら
の
参

加
者
を
引
率
し
て
枯
死
し
た
赤
松
を
案
内
し
た
。
そ
の
都
度
、
地
上
に
落
下
し
た
赤
松
の
枝
を
鋸
で
薄
く
切
断
し
て
切
片
を
作
成
す
る

作
業
を
体
験
し
て
い
た
だ
い
た
。
ア
シ
ウ
ス
ギ
で
は
、
全
員
で
手
を
つ
な
ぎ
周
囲
の
大
き
さ
を
体
感
し
て
い
た
だ
い
た
。

3
　
研
究
成
果

生命環境教育の教材化(1)赤 松の枯死に学ぶ

　
3
.
1
　
自
然
科
学
的
調
査
結
果

　
測
量
と
ス
ケ

ッ
チ
に
よ
る
赤
松
の
姿
を
正
確
に
描
い
た
の
が
、
図
2

(西
側
か
ら
見
た
樹
形
)
お
よ
び
図
3

(南
側

か
ら
見
た
樹
形
)

で
あ

る
。
現
地
で
測
量
器
械
を
使
用
し
て
赤
松
の
樹
高
約
十
五
メ
ー
ト
ル
、
地
上

一
・
三
メ
ー
ト
ル
で
幹
周
四

・
五
三
メ
ー
ト
ル
、
枝

張
り

は
南
北
約

一
六
メ
ー
ト
ル
、
東
西
で
約
二
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
尾
越
の
女
王

は
斜
面
に
対
し
て
は
主
幹
は
垂
直
に
伸
び
て
お
り
西
か
ら
み
る
と
、
傘
状
の
樹
冠
を
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
枯
死
し
た
際

の
写
真

(図
1
参
照
)
で
も
見
事
な
傘
状
の
樹
冠
が
撮
影
さ
れ
て
い
た
。

　
ア
カ
マ
ツ
は
偽
輪
生
状
に
四
方
に
枝
を
出
す
こ
と
が
ふ
つ
う
に
見
ら
れ
、
樹
形
は
地
形
を
含
む
環
境
圧
に
よ
り
様
々
に
変
形
す
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
風
雪
な
ど
の
環
境
圧
に
よ
り
、
上
部

へ
の
伸
長
が
阻
害
さ
れ
、
上
部
の
枝
は
横
に
伸
び
、
や
や
垂
れ
、
傘
状
の

樹
形
が
発
達
し
、
下
部
の
枝
は
枯
死
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
尾
越
の
女
王
の
樹
形
は
天
然
ア
カ
マ
ツ
の

樹
形

の

一
典
型
で
あ
る
と
い
え
る
。
ニ
ノ
谷
尾
根
に
生
育
す
る
他
の
赤
松
の
姿
、
あ
る
い
は
、
他
の
地
域
の
赤
松
の
姿
は
幹
に
対
し
て

交
互
に
枝
が
生
育
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
尾
越
の
女
王
と
呼
ば
れ
た
赤
松
は
地
形
と
気
象
条
件
に
適
応
し
た
樹
形
を
示
し
て
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い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
赤
松
の
幹
に
見
ら
れ
る
傷
跡
は
、
大
規
模
な
伐
採
を
荒
谷
で
行

っ
た
際
に
、
ワ
イ
ヤ
ー
を
こ
の
赤
松
に
懸
け
た

時
の
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
た
。
ま
た
、
根
元
が
捻
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
初
期
の
段
階
で
根
元
が
雪
圧
等
に

よ
り
捻
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
大
き
く
な

っ
た
と
き
の
伐
採
を
逃
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
痛
々
し
い
傷
跡
と
な

っ
た
赤
松
の
主
幹
は
色
々
な
想
像
を
か
き
立
て
る
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
枯
死
し
た
原
因
は
、
枯
れ
た
枝
か
ら
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ

ュ
ウ
が
検
出
さ
れ
た
の
で
直
接
的
な
枯
死
原
因
は
松
枯
れ
病
で
あ
る
と
い

え
る
。
松
枯
れ
病
は
二
十
世
紀
初
め
か
ら
日
本
列
島
に
進
入
し
て
戦
後
、
特
に

一
九
七
〇
年
代
に
西
日
本
で
猛
威
を
ふ
る
い
瀬
戸
内
海

を
始
め
と
し
た
赤
松
地
帯
は
壊
滅
し
た
。
そ
の
後
、

一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
も
松
枯
れ
病
は
北
上
し
続
け
て
現
在
は
ほ
ぼ
東
北
地
方

　
　
　
　
　
　
　ユ　
　　　

に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
事
実
、
秋
田
地
方
の
調
査
に
出
か
け
た
時
に
も
仙
北
郡
千
畑
町
の
郷
土
資
料
館
の
周
囲
の
赤
松
が
平
成
十
五
年

の
秋
に

一
晩
で
枯
死
し
た
写
真
を
見
せ
ら
れ
た
。

　
ま
た
、
尾
越
に
七
〇
年
以
上
お
住
ま

い
の
下
坂
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
昔
か
ら
雪
が
多
い
所
の
松
に
は
松
枯
れ
が
少
な
い
と
い
う
。
と
こ

ろ
が
こ
こ
数
年
、
昔
は
ニ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
雪
が
降

っ
た
こ
の
地
域
で
も
積
雪
量
が
地
球
温
暖
化
の
影
響
で
激
減
し
て

い
る
。
冬
期
の

雪
が
減
り
、
赤
松
が

マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
の
被
害
を
受
け
や
す
く
な

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
女

王
か
ら
数
百
メ

ー
ト
ル
南
の
ニ
ノ
谷
尾
根
に
生
育
す
る
赤
松
が
枯
死
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
他
の
要
因
と
し
て
は
、
枯
死
に
至
る
前
に

酸
性
雨
な
ど
の
大
気
汚
染
の
影
響
も
受
け
た
で
あ
ろ
う
し
、
老
齢
に
な
り
病
害
虫
に
対
す
る
抵
抗
性
が
低
下
し
て
い
た
こ
と
も
考
慮
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
周
囲
の
落
葉
広
葉
樹
の
発
達
も
あ
り
、
最
終
的
に
は
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
を
持
つ
マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ

リ
の
被
害
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。

　
ア
カ
マ
ツ
の
枯
死
の
原
因
に
は
、
酸
性
雨
、
遷
移

(土
壌
の
富
栄
養
化
、
他
種
と
の
光
と
空
間
を
巡
る
競
争
な
ど
)
、
気
象
ス
ト
レ

ス

(猛
暑
、
旱
魅
な
ど
を
含
む
)
、
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ

ュ
ウ
な
ど
い
く

つ
か
の
説
が
あ
る
。
女
王
に
は
、
腐
朽
部
や
枯
れ
枝
も
あ
り
、
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動
物

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
穴
も
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
老
衰
が
進
み
そ
こ
ヘ
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
が
入

っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思

わ
れ

る
。

　
赤
松
の
推
定
樹
齢
で
あ
る
が
、
伐
採
し
た
断
面
の
年
輪
が

一
ミ
リ
の
間
に
は
平
均
し
て
二
個
程
度
見
ら
れ
、
胸
高
直
径
が

一
メ
ー
ト

ル
五
〇
セ
ン
チ
で
あ
る
こ
と
か
ら
三
〇
〇
年
は
く
だ
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
冬
期
の
厳
し
い
天
候
を
考
慮
す
る
と
四
〇
〇
年
近
い
樹
齢

で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
。

　
ア
シ
ウ
ス
ギ
の
示
す
特
異
な
樹
形
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
た
め
に
、
秋
田
県
で

「天
然
杉
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と

の
比
較
研
究
を

行

っ
た
。
ま
ず
、
田
沢
湖
町
の
千
葉
家
が
所
有
す
る
家
伝
林
を
訪
問
し
、
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
。
九
代
目
当
主
で
あ
る

千
葉
茂
樹
氏
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代

の
享
保
二
年

(
一
七

一
七
年
)
か
ら
文
化
十
三
年

(
一
八

一
六
年
)
に
至
る

一
〇
〇
年
間

で
、
佐
竹
藩
で
は
藩
内
の
七
割
近
く
の
天
然
杉
を
切
り
尽
く
し
て
し
ま
い
財
政
難
に
陥

っ
た
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
伐
採
さ
れ
た
材
積
量

は

一
六
万
七
〇
〇
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
そ
こ
で
杉
の
植
林
を
奨
励
す
る
藩
政
を
広
め
た
と
こ
ろ
、
こ
の
藩
政
に
従
い
千
葉
家
二

代
目

の
重
蔵
が
苗
木
を
村
人
に
も
配
り
植
林
を
勧
め
た
と
い
う
。
驚

い
た
こ
と
に
、
千
葉
茂
樹
氏
に
よ
れ
ば
、
秋
田
で
は
杉
の
苗
と
し

て
昔
か
ら
挿
し
木
で
は
な
く
て
種
か
ら
育
て
た
実
生
苗
を
使
う
と
い
う
。
し
た
が

っ
て
、
植
林
地
で
あ

っ
て
も
多
様
性
に
富
む
杉
林
が

形
成
さ
れ
、
数
百
年
も
経
て
ば
天
然
の
杉
林
と
区
別
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
秋
田
に
天
然
生
と
み
な
さ
れ
る
ス
ギ
分

布
が
現
在
多
く
見
ら
れ
る
理
由
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
後
、
秋
田
県
内
の
国
有
林
で
あ
る
鰺
ヶ
沢
、
水
沢
、
仁
別
の
天

然
杉

の
分
布
が
集
中
す
る
地
域
を
調
査
し
た
。
樹
高
が
五
八
メ
ー
ト
ル
と
い
う
樹
高
が
日
本

一
と
称
す
る
天
然
杉

「き
み
ま
ち
杉
」
が

仁
鮒

(に
ぶ
な
)
に
あ
る
水
沢
ス
ギ
植
物
群
落
の
保
護
林
内
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
平
均
樹
齢
二
五
〇
年
の
大
杉
が
何
本
も
見
ら
れ
る
が
、

杉
の
平
均
樹
齢
は
ほ
ぼ

一
八
〇
～
三
〇
〇
年
と

一
定
の
年
代
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
然
杉
の
生
育
地
は
山
の
急
斜
面
で
は
な
く

平
坦
な
場
所
に
多
く
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
秋
田
県
の

「天
然
杉
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
実
は
人
間
が
実
生
苗
か
ら
育
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て
た
杉
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
と
い
え
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
花
背
の
峰
定
寺
の
三
本
杉
に
も
当
て
は
ま
る
。
寺
の
住
職
の
奥
様
に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
し
た
と
こ
ろ
、

い
く

つ
か
の
興

味
あ
る
歴
史
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
こ
の
地
域
の
古
く
か
ら
の
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
杉
が
植
え
ら
れ
た
の
は
平
安
時
代
末
期
に

鹿
ケ
谷
の
密
議
で
鬼
界
ケ
島
に
流
さ
れ
た
僧
、
俊
寛
に
関
係
す
る
と
い
う
。
当
時
流
罪
と
な
っ
た
俊
寛
の
女
房
と
そ
の
子
ど
も
は
、
都

か
ら
逃
れ
て
き
て
こ
の
山
奥
に
家
を
建
て
て
隠
れ
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
の
記
念
と
し
て
三
本
の
杉
を
こ
こ
に
植
え
た
と
言
い
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
八
百
年
前
に
植
え
ら
れ
た
杉
と
い
う
こ
と
で
現
在
の
大
き

さ
が
説
明
で
き
る
。
こ
の
三
本
杉
の
大
き
さ
は
、
秋
田
で
見
た

「天
然
杉
」
よ
り
も
大
き
く
立
派
で
あ
る
。
明
ら
か
に
、
日
本

一
と
呼

ば
れ

る

「き
み
ま
ち
杉
」
に
劣
ら
な
い
大
き
さ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
当
時
の
天
皇
が
都
か
ら
こ
の
峰
定
寺
に
行
幸
す
る
際
は
、
大
原
か
ら
大
見
に
入
り
大
見
の
尾
根
を
越
え
て
寺

の
南
に
位
置
す

る
三
本
杉
に
い
っ
た
ん
馬
を
止
め
て
か
ら
、
橋
を
渡
り
寺
に
入

っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
平
安
時
代
に
は
大

原
か
ら
大
見
へ
の
道
筋
が
常
道
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
花
背
の
三
本
杉

の
特
徴
は
、
三
本
の
杉
が
鼎
立
し
て
天
に
向

か
い
太
い
幹
が

ま

っ
す
ぐ
に
生
育
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
伏
条
し
た
台
杉
と
は
そ
の
姿
が
異
な
り
、
ま

っ
す
ぐ
に
伸
び
る
秋
田
杉
の
姿
と

同
じ
で
あ
る
。

　
北
山
杉
と
呼
ば
れ
る
杉
は
、
明
治
以
後
の
呼
び
名
で
あ
り
、

一
本
立
の

一
代
株
を
さ
す
が
、
以
前
は
台
杉
と
呼
ば
れ
る
株
杉
が
北
山

に
分
布
し
た
。
こ
の
台
杉
は
普
通
の
杉
と
は
そ
の
性
質
が
異
な
り
、
幹
を
あ
る
程
度
の
高
さ
で
切
断
す
る
と
そ
の
切
断
面
以
下
の
小
枝

が
立
ち
上
が
り
多
数
の
枝
が
幹
の
周
り
に
立
ち
上
が
る
姿
が
特
徴
で
あ
る
。
下
坂
氏
に
よ
れ
ば

こ
れ
は
別
の
種
類
の
杉
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
「天
然
杉
」
と
呼
ば
れ
る
秋
田
杉
も
京
都
の
三
本
杉
も
お
そ
ら
く
実
生
苗
を
あ
る
程
度
育
て
て
か

ら
、
移
植
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
適
地
に
植
え
れ
ば
、
植
え
ら
れ
た
杉
は
生
長
が
早
く
百
年
も
た
て
ば
、
天
然
の
も

の
と
は
区
別
で

156
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図4　 明治28年 版　 2万 分の1地 形図
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5万 分1　 昭和36年 測量
昭和40年 補正調査

図5　 5万 分1　 昭和36年 測量　昭和40年 補正調査
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生命環境教育の教材化(1)赤 松の枯死に学ぶ

2万5千 分7　 平成3年 修正測1

平成70年 部分修正

図6　 2万5千 分1　 平成3年 修正測量　平成10年 部分修正
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き
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
生
育
し
て
い
る
場
所
が
人
が
入
り
や
す
い
比
較
的
平
ら
な
場
所
に
群
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
と

わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
尾
根
筋
に
残
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
伏
条
台
杉
の
樹
形
は
幹
を
伐
採
さ
れ
た
あ
と
に
出
来
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
急
峻
な
山
奥
の
多
雪
地
域
で
は
真
冬
の
積
雪
期
の
方
が
伐
採
し
た
材
を
雪
の
上
で
滑
ら
せ
て
運
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
方
が

遙
か
に
効
率
的
で
あ
り
、
春
の
雪
解
け
時
の
増
水
を
利
用
し
て

一
気
に
下
流
ま
で
流
す
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
真
冬
の
厳
冬
期
に
本
当
に
そ
の
よ
う
な
伐
採
を
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
確
証
が
な
く
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
仮
説
で

あ
る
。

　

ア
シ

ウ

ス
ギ

(O
薯

8
日
①
膏

U巷
o
巳
8

([

h
)
U
」
)
o
口
養

'
轟
島
6
き

ω
Z
艮

呂

は

、
日

本

海

側

の
多

雪

地

帯

に
生

育

す

る
地

域

性

品
種
と
さ
れ
、
伏
条
性
と
葉
の
開
き
が
小
さ
く
先
が
内
側
に
向
く
傾
向
が
あ
る
ス
ギ
で
あ
る
。
ウ
ラ
ス
ギ

・
シ
ラ
ス
ギ

・
シ
ロ
ス
ギ
な

ど
と
よ
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
伏
条
し
た
台
杉
の
樹
形
は
天
然
杉
の
ま
ま
今
日
に
至

っ
た
の
で
は
な
く
幹
が
伐
採
さ
れ
、
残

っ
た
切
株

か
ら
新
し
い
幹
が
立
ち
上
が
り
人
為
も
加
わ

っ
て
生
じ
た
樹
形
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
綱
本
氏
の
解
析
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
八
年
度
版
地
形
図
の
地
図
に
は
、
明
ら
か
に
植
林
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
尾
越
地

域
に
限
定
し
た
針
葉
樹
の
森
が
分
布
す
る

(図
4
)。
そ
の
後
、
針
葉
樹
が
減
り
広
葉
樹
と
の
混
交
林
と
変
遷
し
て
ゆ
く

(図
5
)。
最

終
的
に
は
、
広
葉
樹
の
中
に
針
葉
樹
で
あ
る
ス
ギ
、
マ
ツ
が
生
育
す
る
こ
と
と
な
る

(図
6
)
。

　
な
お
、
過
去
の
植
生
や
伏
条
台
杉
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
生
態
学
的
な
群
集
の
調
査
、
ア
シ
ウ
ス
ギ
の
葉
や
果
実
の
形
態

・
性
質
、

天
然
杉
の
自
生
地
で
の
実
生
や
実
生
起
源
の
幼
植
物
の
詳
細
な
観
察
、
台
杉
の
型
の
詳
細
な
分
析
、
D
N
A
解
析
な
ど

に
よ
る
調
査
が

必
要

で
あ
る
。
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3
.
2
　
社
会
科
学
的
調
査
結
果

　
次

に
墓
地
調
査
の
結
果
、
墓
石
の
家
紋
や
名
前
か
ら
尾
越
に
は
い
く
つ
か
の
家
族
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
下
坂

さ
ん
の
お
話
で
は
、
こ
の
地
域
に
は
昔
か
ら
下
坂
と
種
田
と
い
う
姓
の
家
族
し
か
住
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
下
坂
家
は
侍
の
子
孫

で
あ

る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ル
ー
ツ
は
今
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
自
然
石
の
墓
石
に
は
、
家
の
名
前
の
み
が
書
か
れ
て

い
た
。
ま
た
墓
石
に
は
こ
の
地
域
で
採
れ
る

「
ア
オ
イ
シ
」
と
い
う
割
る
と
青

い
断
面
の
石
が
全
て
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
形
状

は
三
角
錐
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
在
は
杉
が
植
え
て
あ
る
元
田
ん
ぼ
の
場
所
に
は
、
丸
い
自
然
石
が
六
個
ほ
ど
規
則

的
な
間
隔
で
並
ん
で
い
る
場
所
が
あ
る
。
こ
の
場
所
は
下
坂
氏
も
昔
見
つ
け
て
、
不
自
然
な
石
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
推

察
す

る
に
、
か
な
り
古

い
時
代
の
墓
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
に
死
者
の
墓
と
し
て
丸
い
石
を
残
し
た
ら
し
い
。
三
角
錐
の

自
然
石
の
墓
石
に
は
下
坂
家
以
外
の
名
前
も
み
ら
れ
た
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

　
下
坂
氏
の
家
屋
は
築
三
五
〇
年
と
い
う
古
い
茅
葺
き
の
家
で
あ
り
、
京
都
市
観
光
文
化
局
か
ら
二
十
数
年
前
調
査
に
来
て
構
造
を
記

録
し
本
に
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
家
の
構
造
は
竈
が
ま
だ
使
わ
れ
て
お
り
、
便
所
と
お
風
呂
場
は
家
の
外
部
に
あ
る
。
内
部
は
黒
光

り
す
る
材
で
柱
が
出
来
て
お
り
、
風
雪
に
耐
え
る
太
さ
が
あ
る
。
ま
た
二
階
は
養
蚕
の
た
め
の
部
屋
が
作
ら
れ
て
い
る
。
茅
葺
き
の
屋

根
は
、
葺
き
替
え
費
用
が
か
か
る
こ
と
や
職
人
が
い
な
い
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
ト
タ
ン
で
被
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
築

一
五
〇
年
と
い
う
種
田
氏
宅
も
同
様
で
あ
る
。
昔

一
五
〇
年
前
に
こ
の
尾
越
で
も
火
事
が
あ
り
、
そ
の
際
に
消
失
し
た
家

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
現
在
下
坂
氏
が
使
わ
れ
て
い
る
家
だ
け
が
焼
け
ず
に
残

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
家

の
西
側
に
は
池
が
あ
り
、
食
糧
と
し
て
の
鯉
が
放
た
れ
、
ク
ワ
イ
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
日
本
蜜
蜂
を
誘
い
込
ん
で
蜜
を
取

る
た
め
の
木
箱
も
物
置
の
脇
に
あ
る
。
家
の
周
囲
に
は
杉
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
南
側
に
は
台
杉
仕
立
て
の
杉
が
数
本
植
え
ら
れ
て
い

る
。
入
口
付
近
に
は
、
馬
乗
り
石
と
呼
ば
れ
る
石
が
残

っ
て
お
り
、
昔
朽
木
の
お
殿
様
が
馬
に
乗
る
際
に
使
用
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
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る
。
殿
様
が
こ
の
家
に
宿
泊
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
地
に
は
い
く

つ
か
の
石
仏
が
残
さ
れ
て
い
る
。
下
坂
氏
の
案
内
で
そ
の
い
く
つ
か
を
調
査
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
ず
東
斜
面

に
あ
る
背
戸

(小
さ
な
谷
の
こ
と
)
に

一
基
、
元
水
田
跡
を
越
え
た
西
側
の
山
の
斜
面
に
も

一
基
と
い
う
具
合
に
、
村
に
入
る
谷
ご
と

に
石
仏
が
配
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
綱
本
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
石
仏
は
村
に
入

っ
て
く
る
邪
霊
の
侵
入
を
防
い
だ
り
、

道
中

の
安
全
を
守
る
と
い
う
役
割
を
も

っ
て
い
た
と
い
う
。
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4
.
結

論

　
尾
越
の
女
王
の
樹
形
が
巨
大
な
傘
状
の
極
め
て
特
異
な
形
を
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
現
在
は
落
葉
広
葉
樹
の
林
の
中
に
あ
る

が
、
古
く
は
単
木
と
し
て
生
育
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
松
は
陽
樹
で
あ
る
た
め
日
陰
に
な
る
と
生
育

が
抑
え
ら
れ
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
人
為
的
に
古
く
か
ら
周
囲
の
木
が
切
ら
れ
た
た
め
、
風
や
積
雪
に
強

い
影
響
を
受
け
て
低
く
押

さ
え
ら
れ
て
い

た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
全
国
の
赤
松
の
樹
形
を
調
査
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
赤
松
の
大
木
に
見
ら
れ
る
普
遍
的

な
樹
形
か
ど
う

か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
冬
期
の
積
雪
が
ニ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
厳
し
い
自
然
環
境
に
数
百
年
も
生
き
延
び
て
き
た
歴
史
が
そ
の
姿
に

反
映

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
根
元
に
お
け
る
捻
れ
や
大
規
模
な
伐
採
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
傷
口
は
こ
の
赤
松
が
苦
難
の
歴
史
を
持
つ
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
つ
い
最
近
ま
で
、
こ
の
森
で
薪
炭
を
得
て
生
業
と
し
て
い
た
人
間
の
森

へ
の
関
わ
り
が
そ
の
幹
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ

る
。

　
先

に
述
べ
た
よ
う
に
多
雪
地
帯
で
あ

っ
て
も

「天
然
杉
」
は
ま

っ
す
ぐ
に
生
育
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
条
件
の
よ
い



里

の
苗
床
で
実
生
苗
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
歪
ん
だ
樹
形
の
苗
は
植
栽
さ
れ
な

い
た
め
で
あ
る
。
尾
越
周
辺
の
北
山
の
尾
根
筋
に
だ
け
伏

条
台
杉
と
よ
ば
れ
る
特
異
な
樹
形
を
し
た
ス
ギ
が
残
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
今
後
の
研
究
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

5
.
今
後

の
課
題

生命環境教育の教材化(1)赤 松の枯死 に学ぶ

　
赤
松

の
枯
死
に
関
し
て
は
、
ま
ず
老
齢
で
あ
り
、
樹
勢
が
弱

っ
て
い
た
と
こ
ろ
に

マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
が
進
入
し
て
、

マ
ツ
ノ

ザ
イ
セ
ン
チ
ョ
ウ
の
増
殖
で
枯
死
に
至

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
赤
松
の
樹
齢
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
し
い
科
学
的
な
調
査
を
行

い
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　
今
回
の
社
会
科
学
的
調
査
か
ら
、
い
く

つ
か
の
興
味
深
い
点
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
域
に
は
平
安
時
代
頃

か
ら
人
間
が
住
み
始
め
て
い
た
ら
し
い
こ
と
。
そ
の
子
孫
達
は
、
こ
こ
の
自
然
環
境
を
上
手
く
利
用
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
た
こ
と
で

あ
る
。
戦
前
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
水
田
を
耕
作
し
て
充
分
な
食
料
を
得
て
お
り
、
生
業
で
あ
る
炭
焼
き
は
充
分
な
収
入
源
で
あ

っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
三
〇
年
代
の
燃
料
革
命
に
よ
り
離
村
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
村
人
が
い
な
く
な
り
里
山
は
放
棄
さ
れ
た
。
薪

炭
林

で
あ

っ
た
山
林
は
、
落
葉
広
葉
樹
が
大
き
く
な
り
陽
樹
で
あ
る
赤
松
の
生
育
に
は
抑
制
的
に
働
い
た
と
い
え
る
。
現
在
の
荒
谷
の

原
植
生
は
、
伐
採
荒
地
的
な
部
分
も
広
が

っ
て
お
り
、
ア
シ
ウ
ス
ギ
ー
イ
ヌ
ブ
ナ
群
集
の
残
存
部
分
は
少
な
い
。

　
墓
地
調
査
で
は
、
こ
の
尾
越
地
域
に
は
い
く
つ
か
の
家
族
が
生
活
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
現
在
は
下
坂
、
種
田
の
二

家
族

の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
北
山
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
文
献
が
見
あ
た
ら
な
い
た
め
、
こ
の
方
達
か
ら
往
時
の
生
活
習
慣
に
つ
い
て

の
聞

き
取
り
調
査
を
継
続
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
大
見
と
尾
越
で
作
ら
れ
た
炭
は
鞍
馬
炭
と
し
て
出
荷
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
と
な

っ
た
。
今
後
は
こ
の
方
面
か
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ら
の
文
献
調
査
も
必
要
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
山
域
に
お
け
る
生
活
の
タ
ン
パ
ク
源
が
何
で
あ

っ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
野
生
動
物
の
狩
猟
法
や
保
存
法
な
ど

民
俗
学
的
な
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
尾
越
町
に
あ
る
厳
島
神
社
に
ま
つ
わ
る
祭
礼
に
つ
い
て
も
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
事
実
を
聞
き
出
し
て
は
い
る
が
、
さ
ら
に
詳
し
い

調
査
が
求
め
ら
れ
る
。
関
連
し
て
、
峰
定
寺
の
歴
史
を
検
討
す
る
必
要
も
出
て
き
た
。

　
ま
た
、
京
都
市
観
光
文
化
局
が
記
録
に
残
し
た
家
屋
の
構
造
図
に
つ
い
て
も
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
地
域
の
歴
史
は
大
変
古
く
、
花
背
等
に
比
べ
て
も
調
査
研
究
は
ほ
と
ん
ど
手

つ
か
ず
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な

っ
た
の
で
、
今
後
の
調
査
研
究
が
期
待
さ
れ
る
。

　
な
お
本
研
究
は
、
平
成
十
六
年
度
の
宗
教

・
文
化
研
究
所
の
研
究
助
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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図2　 西側 か ら見 た赤 松 樹 形(縮 尺85/100)　 　 　

(枝張 りは 東 へ7.7m、 西 へ12.2m。 高 さ約15m)



図3　 南 側 か ら見 た赤松 樹 形(縮 尺70/100)

　 　 　 (枝張 りは南 へ7.5m、 北 へ8.8m。 幹 周4.5m)


