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北
の
国
々
に
一
挙
に
や
っ
て
き
た
政
治
・
経
済
的
雪
解
け
に
よ
り
、
東
西
の
対
立
構
造
が
解
消
に
向
か
い
つ
つ

あ
る
こ
と
は
、
世
界
の
多
く
の
人
々
に
歓
迎
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
説
に
よ
る
と
極
の
氷
さ
え
融
け
は
じ
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
弊
害
が
起
こ
る
と
さ
れ
る
地
球
の
温
暖
化
現
象
は
最
も
歓
迎
さ
れ
な
い
事
態
の
一
つ
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

温
暖
化
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
森
林
、
特
に
熱
帯
林
の
減
少
が
甚
だ
し
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
今
や
熱
帯
林

は
地
球
環
境
を
左
右
す
る
鍵
の
一
つ
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
が
、
温
室
効
果
を
助
長
す
る
炭
酸
ガ
ス
の
排

出
量
は
森
林
の
喪
失
に
よ
る
も
の
よ
り
も
化
石
燃
料
の
消
費
に
よ
る
も
の
の
ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
い
こ
と
、
ま

た
樹
木
は
確
か
に
大
気
中
の
炭
酸
ガ
ス
を
吸
収
し
固
定
し
ま
す
が
、
永
久
的
な
も
の
で
は
な
く
、
成
熟
し
た
森
林

で
は
固
定
と
放
出
が
均
衡
す
る
こ
と
な
ど
、
森
林
の
大
気
環
境
に
対
す
る
貢
献
度
は
ど
の
程
度
で
あ
る
の
か
を
冷

静
に
見
極
め
る
目
も
備
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。

森
林
に
は
、
今
脚
光
を
浴
び
て
い
る
い
わ
ゆ
る
大
気
浄
化
機
能
の
ほ
か
に
も
、
大
切
な
働
き
が
い
く
つ
も
あ
り

ま
す
。
お
お
ま
か
に
言
え
ば
、
森
林
は
そ
の
存
在
す
る
地
域
の
風
土
を
つ
く
り
、
人
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
森
林
の
減
少
を
食
い
止
め
、
失
わ
れ
た
森
林
を
回
復
す
る
こ
と
も
大
切
な
ら
、
木
材
を
は
じ
め
と

は
じ
め
に



す
る
森
林
の
産
物
を
よ
り
よ
く
利
用
す
る
こ
と
も
大
切
な
の
で
す
。
一
九
九
一
年
真
横
浜
で
開
か
れ
た
世
界
シ

ニ
ア
ー
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
会
議
で
は
、
「
森
林
資
源
の
持
続
的
利
用
」
を
目
指
す
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
採
択
さ

れ
、
世
界
の
各
国
が
目
標
に
向
か
っ
て
協
力
し
合
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
森
林
を
守
り
、
育
て
、
あ
る
い

は
よ
り
よ
い
利
用
を
図
る
た
め
に
は
、
直
接
の
関
係
者
ば
か
り
で
な
く
、
多
く
の
人
々
の
理
解
と
協
力
が
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
本
は
四
釜
剛
に
出
し
た
「
森
林
の
一
○
○
不
思
議
」
に
続
き
、
一
人
で
も
多
く
の
方
に
、

森
林
に
関
心
を
も
ち
、
森
林
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
前
回
同
様
、
主
と
し
て
森
林
総
合
研

究
所
の
若
手
研
究
者
の
方
々
に
日
ご
ろ
の
研
究
成
果
の
な
か
か
ら
森
林
の
実
像
に
迫
る
い
ろ
い
ろ
な
話
題
を
披
露

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

広
大
な
森
林
、
そ
れ
を
構
成
す
る
多
種
多
様
な
樹
草
、
そ
こ
に
住
む
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
に
は
ま
だ
ま
だ
未
知
な

こ
と
が
多
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
一
方
、
た
ゆ
ま
ぬ
研
究
が
解
き
明
か
し
た
不
思
議
も
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
聞
い
た
だ
け
で
も
顔
を
し
か
め
た
く
な
る
カ
ビ
や
細
菌
が
森
林
の
中
で
大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い

た
り
、
も
の
言
わ
ぬ
は
ず
の
木
や
草
が
、
じ
つ
は
ひ
そ
か
に
さ
さ
や
き
を
交
わ
し
て
い
る
な
ど
と
考
え
た
こ
と
が

あ
る
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
が
…
：
・
・
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

編
者
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Ⅱ
森
を
育
て
る

Ｉ
森
と
歴
史
と
生
活

１
８

１
９

２
０

２
１

２
２

２
３

２
４

２
５
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ど
う
や
っ
て
測
る
？
地
球
の
森
林
面
積
４
６

宇
宙
時
代
の
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
の
目
４
８

木
の
値
段
の
決
ま
り
方
５
０

初
寅
に
は
山
へ
入
る
な
５
２

熱
帯
林
再
生
の
鍵
ｌ
き
の
こ
５
４

割
箸
が
山
を
守
る
５
６

消
費
も
美
徳
？
５
８

し
ご
き
か
過
保
護
か
優
良
木
の
育
て
方
６
０

森
が
語
る
邪
馬
台
国
１
０

古
事
記
の
木
１
２

森
が
支
え
た
古
代
文
明
１
４

ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
の
抵
抗
１
６

美
女
も
ミ
イ
ラ
も
木
の
香
り
１
８

伝
統
の
香
り
ｌ
杉
線
香
２
０

手
の
ひ
ら
に
の
る
古
樹
・
巨
木
２
２

天
然
の
食
品
保
存
料
Ｉ
葉
っ
ぱ
２
４

木
で
布
を
織
る
２
６

こ
れ
が
ほ
ん
と
の
天
然
色
２
８

ア
ク
こ
そ
わ
が
命
３
０

縁
の
下
の
炭
パ
ワ
ー
３
２

森
の
宝
石
？
松
茸
の
高
い
理
由
３
４

百
薬
の
長
の
本
家
は
こ
ち
ら
？
３
６

ス
ギ
花
粉
症
は
な
ぜ
増
え
た
３
８

頭
を
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
る
森
の
音
４
０

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
に
よ
い
森
の
歩
き
方
４
２



Ⅲ

森
は
動
い
て
い
る

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

３
１

３
２

３
３

３
４

３
５

３
６

３
７

３
８

３
９

４
０

４
１

４
２

４
３

４
４

４
５

４
６

４
７

４
８

４
９

５
０

５
１

俺
た
ち
や
街
に
は
住
め
な
い
か
ら
に
６
２

北
の
ス
ー
パ
ー
ッ
リ
ー
ｌ
ヒ
バ
６
４

雪
が
嫌
い
な
北
国
の
木
６
６

バ
イ
オ
技
術
で
ヘ
ル
シ
ー
ッ
リ
ー
６
８

種
子
を
つ
く
る
タ
ネ
と
仕
掛
け
７
０

あ
の
手
こ
の
手
の
思
案
が
実
り
７
２

ツ
ル
が
も
の
を
い
う
木
の
倒
し
方
７
４

抜
き
足
差
し
足
？
森
に
や
さ
し
い
機
械
７
６

森
は
動
く
８
Ｏ

サ
ハ
ラ
砂
漠
は
森
林
だ
っ
た
８
２

ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
の
憂
鯵
８
４

氷
河
の
残
し
た
迷
子
８
６

二
○
○
万
年
前
に
生
き
別
れ
８
８

土
に
埋
も
れ
た
大
森
林
９
０

海
を
渡
っ
た
ブ
ナ
９
２

森
の
輪
廻
転
生
９
４

火
も
ま
た
涼
し
？
山
火
事
を
待
つ
林
９
６

悪
い
こ
と
と
は
無
縁
の
ア
ン
グ
ラ
銀
行
９
８

故
郷
で
は
目
が
出
な
い
白
樺
ｌ
Ｏ
Ｏ

安
定
社
会
を
維
持
す
る
世
代
交
代
１
０
２

森
の
跡
継
ぎ
は
ど
こ
に
い
る
ｌ
Ｏ
４

「
ジ
ャ
ン
グ
ル
」
の
中
は
歩
き
や
す
い
？
１
０
６

来
春
引
っ
越
し
ま
す
ｌ
チ
ゴ
ユ
リ
ー
０
８

〃
天
狗
の
し
わ
ざ
〃
は
ぬ
れ
ぎ
ぬ
ｌ
ｌ
Ｏ

残
雪
の
森
の
落
と
し
穴
１
１
２

森
林
が
雨
を
呼
ぶ
１
１
４



Ｖ
森
の
動
物
た
ち

1V

木
の
暮
ら
し

７
１

７
２

７
３

７
４

７
５

７
６

５
２

一
，
３

５
４

５
５

５
６

５
７

５
８

５
９

６
０

６
１

６
２

６
３

６
４

６
５

６
６

６
７

６
８

６
９

７
０

ワ
ト
ソ
ン
君
、
蕊
を
よ
く
見
た
ま
え
／
，
１
５
８

シ
カ
の
ハ
レ
ム
と
カ
モ
シ
カ
の
夫
婦
－
６
０

や
は
り
ト
シ
は
隠
せ
な
い
１
６
２

文
字
ど
お
り
の
追
〃
跡
″
調
査
１
６
４

海
の
藻
屑
か
、
種
子
の
空
輸
作
戦
１
６
６

鳥
は
自
由
に
動
き
回
れ
る
か
１
６
８

む
ず
か
し
い
塩
加
減
１
１
８

殺
し
屋
は
静
か
に
し
の
び
寄
る
１
２
０

な
め
た
ら
タ
イ
ヘ
ン
ー
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
木
ｌ
２
２

Ｓ
Ｆ
ア
ニ
メ
よ
り
ず
っ
と
昔
に
〃
ガ
ッ
タ
イ
″
１
２
４

木
に
も
鼻
が
あ
る
？
１
２
６

人
よ
り
複
雑
ｌ
植
物
の
男
と
女
の
関
係
１
２
８

針
葉
樹
の
身
元
調
査
１
３
０

木
は
永
遠
の
命
を
得
た
か
？
１
３
２

目
覚
め
の
条
件
１
３
４

枝
葉
末
節
が
大
事
１
３
６

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
葉
も
変
身
１
３
８

色
気
づ
く
の
も
ト
シ
の
順
１
４
０

お
だ
て
ら
れ
た
か
？
地
上
の
根
１
４
２

邪
魔
な
壁
に
は
穴
を
開
け
る
１
４
４

寒
夜
に
響
く
木
の
悲
鳴
１
４
６

厄
介
者
に
も
取
柄
は
あ
る
１
４
８

果
樹
園
の
大
敵
ｌ
怪
菌
二
面
相
１
５
０

妖
怪
・
や
ま
ん
ば
の
髪
の
毛
１
５
２

見
上
げ
た
働
き
ｌ
ブ
ナ
を
助
け
る
カ
ビ
ｌ
ｌ
Ｄ
４



VI|

森
か
ら
の
贈
り
物

７
７

７
８

７
９

８
０

８
１

８
２

８
３

８
４
妙
な
る
調
べ
も
こ
の
板
次
第
１
８
６

８
５
飛
ぶ
バ
ッ
ト
の
ア
キ
レ
ス
腱
１
８
８

８
６
木
に
竹
を
接
ぐ
よ
う
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
１
９
０

８
７
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
の
〃
黒
い
〃
ス
ギ
１
９
２

８
８
水
が
決
め
手
ｌ
木
材
の
性
質
１
９
４

８
９
水
を
も
っ
て
水
を
制
す
？
１
９
６

９
０
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
演
出
す
る
木
の
ぬ
く
も
り
１
９
８

９
１
お
す
す
め
／
・
木
の
ド
ー
ム
球
場
２
０
０

９
２
古
代
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
大
賀
２
０
２

９
３
〃
カ
ネ
″
よ
り
柄
が
大
事
な
金
槌
２
０
４

９
４
人
に
も
効
く
？
樹
木
の
白
血
球
２
０
６

９
５
家
庭
の
〃
ダ
ニ
〃
を
追
い
出
す
妙
手
２
０
８

９
６
た
ま
ら
な
い
カ
ユ
サ
の
正
体
２
１
０

９
７
英
国
海
軍
御
用
達
？
マ
ッ
ヤ
ニ
２
１
２

９
８
シ
イ
タ
ケ
菌
で
き
れ
い
な
パ
ル
プ
２
１
４

９
９
食
べ
物
を
守
る
木
質
Ｕ
Ｖ
フ
ィ
ル
タ
ー
２
１
６

１
０
０
環
境
に
や
さ
し
い
液
体
木
材
２
１
８

編
集
委
員
・
執
筆
者
一
覧
２
２
０
競
軸
粟
蝋
冴
啼
Ａ
ｂ

ハ
イ
タ
カ
は
恐
妻
家
１
７
０

備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
１
７
２

「
オ
オ
カ
ミ
少
年
」
と
烏
１
７
４

鳥
は
森
を
守
る
か
？
１
７
６

キ
ョ
ン
シ
ー
に
な
る
昆
虫
１
７
８

魚
を
育
て
る
森
１
８
０

人
や
家
畜
が
つ
く
っ
た
景
色
１
８
２





Ｉ
森
と
歴
史
と
生
活
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「
魏
志
倭
人
伝
」
は
中
国
の
正
史
の
う
ち
、
わ
が
国
の
こ
と
を
記
し
た
最
も
古
い
も
の
で
す
。
当
時
（
三
世
紀
中
ご
ろ
）
の
日

本
は
ま
だ
文
字
が
な
か
っ
た
た
め
、
漢
文
で
一
○
七
行
に
わ
た
る
こ
の
文
章
は
、
日
本
に
関
し
て
現
存
す
る
最
も
古
い
記
録
で

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
「
倭
人
伝
」
に
記
さ
れ
た
邪
馬
台
国
す
な
わ
ち
、
女
王
卑
弥
呼
が
統
治
し
て
い
た
倭
国
の
中
心
地
の
所

在
が
、
古
代
史
の
謎
と
し
て
多
く
の
人
々
に
関
心
を
も
た
れ
て
い
る
の
は
ご
存
じ
の
と
お
り
で
す
。
大
き
く
は
九
州
説
と
畿
内

説
に
分
か
れ
ま
す
が
、
地
名
、
行
程
の
解
釈
を
巡
っ
て
出
さ
れ
た
説
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
「
倭
八
密
に
は
倭
国
の
産
業
や
自
然
環
境
も
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
最
初
に
上
陸
し
た
対
馬
は
「
絶

海
の
孤
島
で
、
千
余
戸
あ
り
．
山
は
険
し
く
、
深
い
林
が
多
い
。
道
路
は
鳥
や
鹿
の
道
の
よ
う
だ
。
良
田
は
な
く
、
海
産
物
で

生
活
し
て
い
る
」
、
壱
岐
は
「
竹
林
、
叢
林
が
多
く
、
三
千
ば
か
り
の
家
が
あ
る
。
田
を
耕
し
て
も
な
お
食
べ
る
に
は
足
り
な
い
」

と
記
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
九
州
松
浦
の
集
落
は
「
四
千
余
戸
あ
り
、
山
海
に
沿
っ
て
い
る
。
草
木
が
繁
茂
し
、
通
行
す
る
の

に
前
の
人
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
具
体
的
な
記
述
で
す
。
そ
こ
で
、
邪
馬
台
国
に
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
木
や
草
の
種

類
か
ら
そ
の
場
所
を
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

原
文
は
古
代
中
国
語
で
、
今
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
漢
字
も
含
ま
れ
て
お
り
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
辞
書
、
事

典
、
地
理
書
な
ど
も
参
考
に
し
て
苅
住
が
推
定
し
た
結
果
を
表
に
示
し
て
あ
り
ま
す
．
原
文
に
当
て
は
め
て
翻
訳
す
る
と
「
木

森
が
語
る
邪
馬
台
国

10



邪馬台国の植物 に
は
タ
ブ
ノ
キ
、
コ
ナ
ラ
、
ク
ス
ノ
キ
、
ク
サ
ポ
ケ
、
ク
ヌ
ギ
、
カ
ヤ
ノ
キ
、
カ
シ
類
カ
カ
ッ
ガ
ユ
、
カ
エ
デ
類
が
あ
る
。

竹
に
は
メ
ダ
ケ
・
サ
サ
類
ヤ
ダ
ケ
類
、
シ
ュ
ロ
が
あ
る
。
シ
ョ
ウ
ガ
、
タ
チ
バ
ナ
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
、
ミ
ョ
ウ
ガ
が
あ
る
が
、

そ
れ
で
味
の
良
い
、
滋
養
の
あ
る
食
物
を
作
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」
と
な
り
ま
す
。

苅
住
は
、
こ
れ
ら
の
植
物
が
構
成
す
る
森
林
植
生
を
日
本
の
南
部
に
発
達
す
る
暖
帯
昭
華
樹
林
に
属
す
る
も
の
と
判
断
し
、

邪
馬
台
国
の
森
林
植
生
を
「
上
木
は
う
っ
そ
う
と
し
た
タ
ブ
、
ク
ス
、
カ
シ
類
に
覆
わ
れ
、
部
分
的
に
は
カ
ヤ
な
ど
の
針
葉
樹

が
混
生
し
、
疎
開
地
に
は
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
、
カ
エ
デ
類
が
あ
り
、
低
木
と
し
て
は
カ
カ
ッ
ガ
ユ
、
ク
サ
ボ
ケ
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
、

サ
サ
類
が
繁
茂
し
、
草
本
に
は
シ
ョ
ウ
ガ
科
の
植
物
が
生
育
し
、
ま
た
タ
チ
バ
ナ
、
シ
ュ
ロ
な
ど
が
点
在
す
る
」
と
想
像
し
て

い
ま
す
。
特
に
、
タ
チ
バ
ナ
、
カ
カ
ッ
ガ
ユ
、
シ
ュ
ロ
な
ど
の
分
布
か
ら
見
る
と
こ
の
植
生
が
最
も
当
て
は
ま
る
の
は
九
州
地

原文植 物 名 苅 住 に よ る比定

號
香
支
荷

棉
杼
癖
榛
榧
投
橿
烏
楓
篠
蘇
桃
茎
橘
椒
蓑

タブノキ

コナラ

クスノキ

クサボケ

クヌギ

カヤノキ

カシ類

力カツガユ

カエデ類

メダケ・ササ類

ヤダケ類
シュロ

ショウガ

タチバナ

サンショウ

ミョウガ

(苅住昇 '970より）

方
と
し
、
さ
ら
に
、
「
倭
の
地
は
温
暖
で
、
冬
も
夏
も
生
野
菜
を
食
べ

る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
、
当
時
の
栽
培
技
術

を
推
測
し
て
九
州
説
を
支
持
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
邪
馬
宣
因
周
辺
の
植
生
を
推
定
す
る
こ
と
は
歴

史
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
も
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
三
世

紀
ご
ろ
の
日
本
は
今
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
、
深
い
森
林
に

覆
わ
れ
て
い
た
の
は
確
か
な
よ
う
で
す
。
（
斉
藤
昌
宏
）

血森が翻る邪卿古刷
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日
本
列
島
は
温
暖
多
湿
で
森
林
が
よ
く
発
達
し
、
多
様
な
樹
種
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
豊
富
な
木
の
材
料
と
繊

細
な
美
的
感
覚
お
よ
び
優
れ
た
技
術
の
才
能
を
も
っ
た
日
本
人
と
の
出
会
い
が
、
日
本
に
独
特
の
木
の
文
化
を
築
い
た
の
で
す
。

福
井
県
鳥
浜
遺
跡
の
六
五
○
○
年
前
の
出
土
木
材
を
見
る
と
、
家
屋
の
構
造
材
や
土
木
用
材
に
は
カ
シ
類
ク
リ
、
ヒ
ノ
キ
な

ど
、
板
に
は
ス
ギ
、
弓
に
は
カ
シ
類
や
ト
ネ
リ
コ
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
縄
文
時
代
の
人
た
ち
は
、
す
で
に
用
途
に
応

じ
て
原
生
林
の
豊
富
な
樹
種
の
特
性
を
識
別
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

奈
良
時
代
初
頭
の
古
事
記
、
日
本
書
紀
に
は
五
三
種
も
の
樹
木
が
登
場
し
て
い
ま
す
。
日
本
書
紀
第
一
巻
神
代
上
で
、

す
さ
の
お
の
み
こ
と

素
美
鳴
尊
は
〃
ヒ
ノ
キ
は
宮
殿
に
、
ス
ギ
と
ク
ス
ノ
キ
は
船
に
、
マ
キ
は
棺
に
使
う
べ
し
〃
と
説
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
弥
生
時

代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
遺
跡
の
出
土
品
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
日
本
の

文
化
・
経
済
の
躍
動
期
に
は
都
が
建
設
さ
れ
、
東
大
寺
大
仏
殿
を
は
じ
め
数
々
の
大
建
造
物
が
建
立
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
当
時

の
日
本
に
は
人
手
の
入
ら
な
い
森
林
が
多
く
、
巨
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
ま
し
た
。
宮
廷
や
寺
院
の
建
造
物
の
主
役
は
ヒ
ノ

キ
で
、
直
径
一
脚
、
長
さ
三
○
鮒
も
の
巨
大
丸
太
が
周
辺
の
山
か
ら
運
ば
れ
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
入
る
と

大
径
木
は
遠
隔
地
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
解
体
建
造
物
の
柱
な
ど
は
再
利
用
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

飛
鳥
時
代
に
日
本
で
彫
ら
れ
た
仏
像
は
す
べ
て
ク
ス
ノ
キ
で
す
。
中
国
か
ら
入
っ
た
彫
刻
は
熱
帯
産
の
白
檀
な
ど
の
香
木
で

古
事
記
の
木
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あ
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
に
似
た
大
木
の
ク
ス
ノ
キ
が
使
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
奈
良
時
代
以
降
の
仏
像
は
ほ
と
ん
ど
ヒ
ノ
キ
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
寺
院
建
築
の
建
造
材
に
は
、
奈
良
時
代
の
終
わ
り
か
ら
ヒ
ノ
キ
に
加
え
て
ケ
ヤ
キ
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
、
ヒ
ノ
キ
と
ケ
ヤ
キ
は
日
本
建
築
の
最
高
級
材
と
し
て
君
臨
し
続
け
て
い
ま

す
。
ス
ギ
は
弥
生
時
代
の
登
呂
の
遼
跡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
か
ら
家
屋
土
木
の
板
舟
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
家
具
、

桶
、
樽
、
下
駄
箸
な
ど
の
日
用
品
や
天
井
槙
棚
間
な
ど
高
級
品
と
し
て
幅
広
く
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
記
紀
に
は
ア
カ
マ

ッ
の
こ
と
が
あ
ま
り
出
て
き
ま
せ
ん
。
日
本
人
に
こ
れ
だ
け
親
し
ま
れ
て
き
た
ア
カ
マ
ッ
の
影
が
薄
い
の
は
、
そ
の
こ
ろ
ま
で

は
森
林
破
壊
が
少
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ア
カ
マ
ッ
は
、
森
林
伐
採
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
自
然
に
増
え
て
く
る

先
駆
樹
種
な
の
で
す
。
日
本
の
巨
木
は
奈
良
・
平
安
時
代
に
急
激
に
減
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
以
前
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
な
く

・
蕊
溌
農
翻
蕊

古事記の時代にヒノキで造った

薬師寺東塔

と
も
、
第
二
次
大
戦
前
ま
で
は
江
戸
時
代
に
藩
有
林
で
保
護
さ
れ

て
き
た
巨
木
の
森
が
残
さ
れ
、
適
度
に
大
径
材
を
出
材
し
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
ら
も
戦
中
・
戦
後
の
過
伐
で
見
る
影
も
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

私
た
ち
は
再
び
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
ク
ス
ノ
キ
・
ケ
ヤ
キ
な
ど
の

世
界
に
誇
れ
る
樹
種
の
巨
木
を
後
世
に
残
し
、
ロ
マ
ン
を
つ
な
い

で
い
き
た
い
も
の
で
す
。
（
藤
森
隆
郎
）

Z3古事記の木



3
古
来
、
中
国
で
は
「
水
を
治
む
る
者
は
国
を
治
む
」
と
い
わ
れ
、
治
水
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
森

林
が
も
つ
水
源
か
ん
養
や
土
砂
流
出
防
止
機
能
な
ど
を
熟
知
し
て
い
れ
ば
「
森
を
治
む
る
者
は
国
を
治
む
」
と
な
り
、
そ
の
後

の
国
家
運
営
自
然
景
観
は
変
わ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
古
代
文
明
は
、
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
、
ナ
イ
ル
川
、
イ

ン
ダ
ス
川
、
黄
河
の
流
域
で
興
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
現
在
は
緑
が
乏
し
く
、
昔
日
の
繁
栄
の
面
影
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
は
山
地
の
美
林
と
肥
沃
な
平
野
の
田
園
と
で
、
紀
元
前
二
○
○
○
年
ご
ろ
国
運
は
隆
盛
を
き
わ
め
、
レ
バ
ノ

ン
杉
を
用
い
た
宮
殿
も
造
ら
れ
ま
し
た
。
繁
栄
の
基
盤
の
一
つ
は
、
地
味
豊
か
な
平
地
に
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
か
ら
の
水
を
導
い
た

か
ん
か
艇

大
規
模
な
灌
概
に
よ
る
高
い
農
業
生
産
に
あ
り
ま
し
た
が
、
人
口
が
増
す
に
つ
れ
て
上
流
域
に
居
を
構
え
る
者
が
増
加
し
、
森

林
の
乱
伐
を
伴
う
開
墾
が
開
始
さ
れ
、
土
地
荒
廃
の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
土
砂

し
ゅ
ん
せ
つ

が
流
れ
、
河
床
が
高
く
な
っ
て
洪
水
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
Ⅲ
潅
概
水
路
の
竣
渓
が
重
要
な
国
家
事
業
と
な
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
自
然
の
力
に
は
勝
て
ず
、
や
が
て
は
農
地
へ
の
水
の
供
給
が
十
分
に
で
き
な
く
な
Ⅲ
土
壌
表
面
に
集
積
し
た
塩
類
が

小
麦
生
育
を
妨
げ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
さ
し
も
の
繁
栄
も
農
業
の
衰
退
と
と
も
に
終
わ
り
を
告
げ
ま
し
た
。

一
方
、
中
国
で
は
、
秦
、
周
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
王
朝
も
国
都
に
豪
壮
華
脆
な
宮
殿
を
造
営
し
、
さ
ら
に
多
数
の
邸
宅

や
寺
院
な
ど
を
配
し
て
偉
容
を
誇
り
ま
し
た
。
始
皇
帝
に
よ
る
威
陽
の
阿
房
宮
、
前
漢
の
劉
邦
に
よ
る
長
安
の
長
楽
宮
や
未
楽

森
が
支
え
た
古
代
文
明

14
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宮
な
ど
宮
殿
造
営
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
す
。
し
か
し
、
王
朝
の

交
代
に
は
必
ず
戦
乱
が
伴
い
、
都
は
多
数
の
家
屋
と
と
も
に
灰
塵
に
帰
し
ま

し
た
。
阿
房
宮
は
戦
火
に
包
ま
れ
た
際
、
「
火
三
月
紅
な
り
」
と
う
た
わ
れ
た

ほ
ど
壮
大
な
木
造
建
築
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
度
重
な
る
遷
都
と
そ
の
後

の
戦
乱
は
、
木
材
の
濫
費
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
ら
に
、
漢
の
武
帝
の
時
代
に
、
本
格
的
な
鉄
器
の
使
用
が
は
じ
ま
り
ま

し
た
が
、
鉄
器
作
り
に
は
、
燃
料
と
し
て
多
量
の
木
材
を
消
費
し
た
の
で
、

広
範
囲
に
わ
た
り
大
規
模
な
森
林
の
荒
廃
を
招
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
の
文
明
も
、
新
都
の
建
設
、
国
家
の
発
展
に
当
た
っ
て
は
森
か
ら

の
恵
み
を
享
受
し
、
木
材
の
消
費
な
し
で
す
ま
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
さ
ら
に
都
市
周
辺
の
森
は
薪
生
産
地
と
化
し
、
い
つ
し
か
切
り
尽
く
さ

れ
、
森
が
消
え
る
と
水
も
か
れ
、
耕
地
は
砂
漠
化
し
、
都
と
し
て
の
機
能
は

維
持
で
き
な
く
な
っ
て
、
遷
都
す
る
か
衰
微
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
。

杜
甫
が
、
も
し
数
世
紀
に
わ
た
る
長
寿
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
「
山
河

乱
れ
て
国
滅
ぶ
」
と
嘆
じ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
佐
藤
明
）

15轍が支えた!+i代文IﾘI
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イ
ギ
リ
ス
と
い
う
と
牧
場
の
広
が
る
丘
陵
地
帯
が
思
い
出
さ
れ
、
森
林
の
イ
メ
ー
ジ
は
ほ
と
ん
ど
浮
か
び
ま
せ
ん
。
事
実

日
本
の
場
合
、
国
土
に
対
す
る
森
林
の
割
合
が
六
七
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
は
九
％
に
し
か
す
ぎ
ま
せ
ん
。

し
か
し
今
か
ら
二
○
○
○
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
オ
ー
ク
を
主
と
す
る
広
葉
樹
林
や
マ
ツ
と
カ
ン
パ
の
混
交
林
に

広
く
覆
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
先
住
民
で
あ
る
ケ
ル
ト
人
は
こ
の
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
、
森
や
樹
木
、
特
に
巨
大
な
オ
ー
ク

を
神
聖
視
す
る
宗
教
の
下
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
森
林
の
大
規
棋
な
破
壊
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
紀
元
前
一
世

紀
半
ば
か
ら
紀
元
四
世
紀
に
わ
た
る
ロ
ー
マ
支
配
の
時
代
で
し
た
。
ロ
ー
マ
人
は
森
を
切
り
開
い
て
農
地
を
拡
大
し
、
イ
ギ
リ

ス
を
ロ
ー
マ
帝
国
の
穀
倉
に
し
た
の
で
す
。
ロ
ー
マ
の
撤
退
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
か
ら
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
が
次
々
に
入

り
込
ん
で
き
ま
す
が
、
一
○
六
六
年
に
ノ
ル
マ
ン
人
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
侵
攻
し
、
ノ
ル
マ
ン
王
朝
が
成
立
し
ま
し
た
。

ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
の
生
活
基
盤
は
農
耕
と
牧
畜
で
、
彼
ら
の
時
代
に
は
森
林
は
共
有
で
あ
り
、
利
用
権
の
み
が
設
定
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
森
か
ら
木
材
や
食
料
を
得
て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
秋
に
は
豊
か
に
実
る
ド
ン
グ
リ
を
求
め
て
、
こ

こ
に
豚
を
放
し
ま
し
た
。
こ
の
放
飼
場
と
し
て
の
用
途
は
、
そ
の
当
時
、
森
の
広
さ
や
価
値
を
そ
こ
で
義
え
る
豚
の
頭
数
で
表

し
て
い
た
ほ
ど
大
事
な
も
の
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
森
に
は
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
動
物
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。
新
し
く
イ

ギ
リ
ス
の
支
配
者
と
な
っ
た
ノ
ル
マ
ン
人
は
根
っ
か
ら
の
狩
猟
好
き
で
し
た
か
ら
、
王
は
自
分
た
ち
の
猟
場
を
確
保
す
る
た
め
、

ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
の
抵
抗
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フ
ォ
レ
ス
ト
・
ロ
－
（
森
林
法
ま
た
は
御
猟
林
法
）
を
制
定
し
、
そ
の
法
律
の
対
象
と
な
っ
た
土
地
で
の
領
民
や
土
着
地
主
の

狩
猟
や
樹
木
の
伐
採
を
厳
し
く
制
限
し
ま
し
た
。
十
三
世
紀
末
に
は
六
八
の
御
猟
林
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
国
土
面
積
の
五
分

の
一
を
占
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、
僧
院
に
よ
る
林
野
の
開
墾
も
重
な
り
、
ノ
ル
マ
ン
の
支
配
層
は
土

着
地
主
や
農
民
が
長
く
確
保
し
、
依
存
し
て
い
た
森
林
の
利
用
権
を
ど
ん
ど
ん
は
く
奪
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
一
方
、
こ
れ
に

対
し
領
民
は
密
猟
や
盗
伐
な
ど
で
抵
抗
し
、
当
時
の
森
は
こ
う
し
た
反
逆
者
の
仕
事
場
兼
隠
れ
家
に
も
な
り
ま
し
た
。
十
二
世

紀
以
降
、
こ
の
種
の
紛
争
や
裁
判
が
多
発
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
情
勢
を
背
景
と
し
て
、
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
の
森
で
、
悪
徳
代
官

一
理

一一

康
云
誼
葺撚

一

一

スコットランド中部の農村風景

(森林総研平川浩文氏提供）

一
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
情
勢
を
背
景
と
し
て
、
シ
ャ
ー
ウ
ッ
ド
の
森
で
、
悪
徳
代
官

や
高
僧
に
敢
然
と
立
ち
向
か
っ
た
正
義
の
味
方
、
「
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ
ド
」
の
伝
説
が
生

ま
れ
て
き
た
の
で
す
。

そ
の
後
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
森
は
迫
害
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ク
の
大
径
木

は
大
英
帝
国
の
繁
栄
を
支
え
た
大
帆
船
の
建
造
の
た
め
、
十
八
世
紀
ま
で
に
ほ
と
ん

ど
切
り
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
自
分
た
ち
は
伝
統
的
に
「
森

の
民
」
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
ケ
ル
ト
や
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
時
代

か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
の
心
意
気
が
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
ロ
ビ
ン
・
フ
ッ

ド
の
英
雄
課
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
と
と
も
に
、
今
日
の
自
然
保
護
思
想
の
基
撚
に
も

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

（
脹
居
忠
量
）
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5
乳
香
は
、
ア
ラ
ビ
ア
、
イ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
東
北
部
に
生
育
す
る
乳
香
樹
の
幹
に
傷
を
つ
け
る
と
樛
出
す
る
乳
白
色
の
樹
液

が
固
ま
っ
た
芳
香
性
ゴ
ム
樹
脂
で
す
。
燃
や
し
た
後
に
は
芳
香
が
漂
い
ま
す
○
現
在
で
は
こ
の
樹
脂
か
ら
と
っ
た
精
油
は
オ
リ

バ
ナ
ム
油
と
し
て
香
料
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
解
嚴
、
解
熱
用
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
木
の
香

り
は
、
古
代
で
は
薬
用
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
す
。

芳
香
性
樹
脂
に
油
脂
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
香
油
は
、
当
時
化
粧
品
と
し
て
も
使
わ
れ
、
没
薬
や
乳
香
を
主
体
と
す
る
香
油
が
特

に
多
く
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ツ
タ
ン
カ
ー
メ
ン
王
の
墓
を
発
掘
し
た
と
き
棺
の
中
に
あ
っ
た
香
油
の
つ
ぼ
の
ふ
た
を
開
け
る

と
、
ほ
の
か
な
乳
香
の
香
り
が
漂
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
王
が
葬
ら
れ
て
か
ら
な
ん
と
三
○
○
○
年
も
の
間
、
香
り
を
保
ち

古
代
の
人
々
は
香
木
、
香
料
を
た
き
、
神
や
仏
に
祈
り
を
捧
げ
、
立
ち
昇
る
煙
に
願
い
を
込
め
ま
し
た
。
聖
書
や
古
代
を
記

も
つ
や
く
に
ゅ
う
こ
う
じ
ん
こ
う
び
ゃ
く
だ
ん
に
つ
け
孵

す
歴
史
書
に
は
、
没
薬
、
乳
香
、
沈
香
、
白
檀
、
肉
桂
な
ど
の
香
料
の
名
前
が
よ
く
登
場
し
ま
す
。

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ミ
イ
ラ
作
り
に
は
、
香
料
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
ミ
イ
ラ
作
り
は
死
体
を
腐
ら
せ
な
い
よ
う
に
保

存
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
防
腐
効
果
を
も
つ
香
料
が
使
わ
れ
た
の
で
す
。
ア
フ
リ
カ
東
北
部
に
生
育
す
る
モ
ッ
ヤ

ク
ノ
キ
の
樹
脂
で
あ
る
没
薬
は
、
強
い
防
腐
効
果
を
も
つ
の
で
肉
桂
な
ど
の
香
料
と
と
も
に
腹
部
に
詰
め
ら
れ
、
死
体
を
保
存

す
る
の
に
使
わ
れ
ま
し
た
。

美
女
も
ミ
イ
ラ
も
木
の
香
り
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続
け
て
い
た
の
で
す
。
一
三
○
○
年
を
経
た
法
隆
寺
の
ヒ
ノ
キ
の
柱
が
朽
ち
ず
に
い
る
の
も
防
腐
成
分
を
含
ん
で
い
る
た
め
で

す
が
、
カ
ン
ナ
で
薄
く
削
る
と
今
な
お
ヒ
ノ
キ
の
香
り
が
す
る
と
い
い
ま
す
。
木
に
秘
め
ら
れ
た
香
り
は
遠
い
古
代
を
現
代
に

運
び
、
古
代
の
雰
囲
気
を
今
な
お
か
も
し
出
し
て
く
れ
る
の
で
す
。

わ
が
国
の
香
料
に
つ
い
て
の
最
古
の
記
録
は
、
推
古
天
皇
の
時
代
に
沈
香
が
淡
路
島
に
漂
着
し
た
と
い
う
日
本
書
紀
の
記
述

で
す
．
沈
香
は
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
に
生
育
す
る
ジ
ン
チ
ョ
ウ
ゲ
科
の
ジ
ン
コ
ウ
ジ
ュ
が
、
傷
つ
い
た
り
倒
木
に
な
っ
て

腐
朽
菌
に
侵
さ
れ
て
樹
脂
分
が
異
常
に
多
く
な
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
朽
ち
木
は
樹
脂
含
量
が
高
く
、
比
重
が
大
き
く
て
水
に

沈
む
の
で
沈
香
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
沈
香
の
生
成
過
程
は
長
期
間
を
要
し
、
ま
た
、
野

り

静

疾
鎮

香
外
で
探
し
当
て
る
の
も
非
常
に
雌
し
い
の
で
、
沈
香
の
な
か
に
は
た
い
へ
ん
高
価
な
も
の

の

去
，

木
，
毒
胃
消
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
ジ
ン
コ
ウ
ジ
ュ
に
菌
を
植
え
つ
け
て
、
短
期
間
で
人
工
的
、
実

の代
用
健
毒

古
症
解

験
室
的
に
沈
香
を
生
成
さ
せ
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
沈
香
に
は
鎮
静
、
解
毒
、
健

た
も
ん

で
作
罐
眠
嘩
癖
胃
作
用
が
あ
り
、
薬
用
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
室
町
時
代
に
集
大
成
さ
れ
た
聞

日
エ
命
９
，
こ
』
つ

鍛
造
鐸
雫
麺
香
は
、
沈
香
や
白
檀
な
ど
の
香
を
た
い
て
香
り
を
か
ぎ
分
け
る
芸
道
で
す
が
、
こ
の
聞
香

れさ

菌
雌
醗
菖
胃
が
心
身
症
な
ど
の
病
気
の
治
療
に
効
果
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
聞
香

用利

抗
消
鎮
抗
健

てし
り
薬
香
香
檀
桂
療
法
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
の
療
法
で
は
、
不
安
、
緊
張
感
な
ど
の
ス
ト
レ
ス
か
ら
く
る
病

筆
香
没
乳
沈
白
肉
気
の
治
療
に
特
に
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
谷
田
貝
光
克
）
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が
ん
じ
ん
わ
じ
よ
う
た
き
も
の
く
す
ぷ

奈
良
時
代
後
期
、
唐
の
鑑
真
和
上
が
わ
が
国
に
渡
来
し
た
際
に
、
薫
物
の
製
法
を
伝
え
ま
し
た
。
薫
物
と
は
薫
ら
せ
て
そ
の

香
り
を
楽
し
む
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
香
料
を
練
り
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
好
み
の
香
り
を
作
り
出
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
Ⅲ
仏
教
儀
式
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
香
り
が
仏
教
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
香
り
を
楽
し

む
遊
び
へ
と
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。
室
町
時
代
に
入
る
と
香
木
の
香
り
を
当
て
合
う
聞
香
と
い
う
遊
び
も
生
ま
れ
、
香
り
を

楽
し
む
風
習
が
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
風
習
も
香
の
原
料
が
高
価
な
た
め
に
、
庶
民
か
ら
は
ほ
ど
遠

の
り

い
も
の
で
し
た
。
こ
ん
な
背
景
の
も
と
で
も
た
ら
さ
れ
た
の
が
線
香
で
す
．
線
香
は
各
種
の
香
料
の
粉
末
を
糊
で
練
り
固
め
て

線
状
に
し
た
も
の
で
す
。
線
香
は
大
量
に
、
し
か
も
安
価
に
製
造
で
き
る
の
で
、
世
の
中
に
広
く
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
製
造
技
術
は
約
四
○
○
年
前
に
、
朝
鮮
あ
る
い
は
中
国
か
ら
長
崎
に
伝
え
ら
れ
、
次
い
で
堺
で
盛
ん
に
製
造
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
線
香
に
は
、
香
り
を
楽
し
む
に
お
い
線
香
と
仏
壇
で
使
わ
れ
る
仏
事
用
線
香
が
あ
り
ま
す
。
に
お
い
線
香
は
各
種
の

香
料
を
含
み
、
室
内
で
優
雅
な
香
り
を
楽
し
む
も
の
で
、
仏
事
用
線
香
と
し
て
使
わ
れ
る
の
が
杉
線
香
で
す
。
わ
が
国
に
豊
富

に
あ
る
杉
の
葉
で
線
香
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
三
○
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
す
○

杉
の
葉
を
乾
燥
し
て
二
、
三
巻
に
裁
断
し
、
水
車
小
屋
で
二
日
ほ
ど
つ
い
て
粉
に
し
ま
す
。
こ
の
杉
粉
に
緑
色
の
染
料
を
加

伝
統
の
香
り
Ｉ
杉
線
香

"



こ
ふ
人

え
、
さ
ら
に
ツ
ナ
ギ
と
称
す
る
糊
粉
を
入
れ
て
湯
で
練
り
上
げ
、
押
出
機
の
穴
を
通
し
て
出
て
き
た
線
状
の
も
の
を
乾
燥
し
、

一
定
の
長
さ
に
切
り
そ
ろ
え
た
も
の
が
杉
線
香
で
す
。
杉
粉
を
作
る
の
に
水
車
が
好
ん
で
使
わ
れ
る
の
は
、
水
車
の
き
ね
が
杉

の
葉
に
、
ほ
ど
よ
い
粘
り
を
出
す
の
に
適
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
ツ
ナ
ギ
は
粘
着
力
を
加
え
る
も
の
で
、
ク
ス
ノ
キ
科
の
タ
ブ

の
木
の
皮
の
粉
末
が
使
わ
れ
ま
玄
適
度
な
粘
着
力
を
も
つ
ほ
か
に
、
に
お
い
が
な
い
の
が
そ
の
理
由
で
す
。
に
お
い
が
あ
る

と
せ
っ
か
く
の
線
香
の
香
り
を
駄
目
に
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
ツ
ナ
ギ
と
し
て
は
ほ
か
に
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
の
粉
や
シ
ナ
粉
と

呼
ば
れ
る
中
国
ベ
ト
ナ
ム
産
の
樹
木
の
皮
も
使
わ
れ
ま
す
○
杉
の
葉
が
線
香
の
原
料
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
資
源

的
に
身
近
に
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
す
が
、
真
っ
す
ぐ
に
高
く
成
長
し
、
巨
木
と
な
る
杉
は
神
々
し
い
感
じ

2Z佳統の香り－杉線香
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盆
栽
は
、
手
先
の
器
用
な
日
本
人
が
、
従
来
の
鉢
植
え
に
い
ろ
い
ろ
創
意
工
夫
と
研
究
を
重
ね
て
、
き
わ
め
て
観
賞
価
値
の

高
い
草
木
に
仕
上
げ
た
世
界
に
誇
れ
る
芸
術
品
で
す
。
こ
の
盆
栽
白
目
の
望
）
と
い
う
言
葉
は
、
今
で
は
世
界
の
共
通
語
と
な

っ
て
い
ま
す
。
盆
栽
の
盆
は
、
植
木
鉢
な
ど
縁
の
浅
い
器
物
、
栽
は
、
植
え
る
と
か
作
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
盆
栽
と
は
、
植
木
鉢
に
小
型
の
草
木
を
植
え
、
形
を
整
え
て
、
そ
の
趣
を
観
賞
す
る
こ
と
、
と
な
り
ま
す
。
「
草
本
育
種
」

（
岩
崎
常
正
著
）
に
よ
れ
ば
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
こ
ろ
に
は
、
盆
栽
と
書
い
て
「
は
ち
う
え
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
現

代
で
は
「
は
ち
う
え
」
と
は
、
植
物
を
植
木
鉢
に
植
え
、
美
し
い
花
や
葉
あ
る
い
は
果
実
な
ど
の
植
物
美
を
観
賞
す
る
こ
と

で
、
盆
栽
と
は
区
別
さ
れ
て
い
ま
す
。
盆
栽
は
、
一
本
の
木
に
よ
っ
て
、
天
を
摩
し
て
直
立
す
る
千
古
の
老
樹
巨
木
を
見
る
よ

う
な
、
ま
た
、
寄
せ
植
え
に
よ
っ
て
、
う
っ
そ
う
と
し
た
森
林
や
深
山
幽
谷
な
ど
、
深
遠
広
大
な
大
自
然
の
風
致
を
小
さ
な
盆

上
で
表
現
さ
せ
る
芸
術
品
な
の
で
す
。

さ
て
、
ど
う
し
て
樹
齢
数
百
年
の
木
が
、
小
さ
な
植
木
鉢
で
元
気
に
生
き
て
い
ら
れ
る
の
か
不
思
議
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
る

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
樹
木
の
生
育
力
を
巧
み
に
利
用
し
、
適
切
な
維
持
・
肥
培
管
理
を
行
い
な
が
ら
、
矯
姿
を
行
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
盆
栽
は
、
限
ら
れ
た
環
境
で
生
き
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
、
地
下
部
を
健
全
に
生
育
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
樹
種
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
が
、
普
通
は
一
年
か
ら
四
年
ご
と
に
通
気
性
の
良
い
土
に
植
え
替
え
ま
す
。
植
木

手
の
ひ
ら
に
の
る
古
樹
・
巨
木
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鉢
に
植
え
込
む
と
き
は
、
今
ま
で
の
土
を
三
分
の
一
以
上
払
い
落
と
し
た
り
、
根
先
を
切
り
詰
め
た
り
し
て
不
用
な
部
分
を
取

り
除
き
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
地
上
部
も
整
枝
し
ま
す
。
最
小
限
の
土
で
生
き
続
け
る
の
で
す
か
ら
、
養
分
は
す
ぐ
に
欠
乏

し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
お
な
か
を
す
か
せ
な
い
よ
う
に
腐
熟
し
た
肥
料
（
養
分
）
を
食
べ
さ
せ
た
り
、
の
ど
が
乾
か
な

い
よ
う
に
水
（
瀧
水
）
を
飲
ま
せ
る
な
ど
、
文
字
ど
お
り
盆
栽
と
の
対
話
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
盆
栽
（
植
物
）
は
、
動
物
と
同
じ
よ
う
に
世
話
を
し
て
や
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
吸
水
と
蒸
散
に
か
か
わ
る
根

数
と
枝
葉
数
な
ど
、
地
上
部
と
地
下
部
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
好
な
ら
ば
、
盆
栽
は
お
の
ず
と
美
し
い
樹
形
に
成
長
し
て
い
き
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
挫
枝
・
剪
定
は
あ
く
ま
で
も
補
助
的
手
段
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

クロマツの模様木

盆
栽
に
適
し
た
木
は
、
寿
命
が
長
い
、
幹
肌
が
荒
く
古
木
の
風

格
が
早
く
出
る
、
枝
分
か
れ
が
多
く
葉
が
小
さ
い
、
幹
や
枝
の
太

り
が
速
い
、
根
張
り
が
よ
く
老
・
大
樹
の
相
を
表
現
で
き
る
、
花

や
実
が
よ
く
つ
く
も
の
な
ど
、
数
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
盆

栽
に
適
さ
な
い
木
は
葉
が
大
き
く
成
長
が
速
い
、
そ
し
て
寿
命
の

短
い
も
の
な
ど
で
す
。
し
か
し
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
な
ど
に

よ
っ
て
、
今
ま
で
盆
栽
に
適
さ
な
か
っ
た
木
の
銘
品
盆
栽
が
観
賞

で
き
る
日
が
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
原
敏
男
）

皇3 手のひらにのる古樹・匡木



’8
端
午
の
節
句
に
柏
餅
を
食
べ
る
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
柏
の
語
源
は
、
食
べ
物
を
盛
っ
た
り
、
あ
る
い
は
蒸
し
た

り
す
る
と
き
に
使
わ
れ
た
葉
を
カ
シ
キ
ハ
（
炊
葉
）
と
い
い
、
こ
れ
に
柏
を
多
く
用
い
た
と
こ
ろ
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
食
べ
物
を
盛
っ
た
り
包
ん
だ
り
、
ま
た
飾
り
と
し
て
木
の
葉
を
用
い
る
こ
と
は
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
今

で
も
、
柏
餅
、
桜
餅
、
笹
だ
ん
ご
、
そ
れ
に
お
に
ぎ
り
や
す
し
を
葉
で
包
ん
だ
も
の
は
よ
く
見
か
け
ま
す
。
包
む
と
い
う
実

用
的
な
要
素
以
外
に
、
見
た
目
の
美
し
さ
、
そ
れ
に
香
り
と
い
う
点
で
木
の
葉
は
使
わ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
も
う
一
つ
、
木
の
葉
に
は
優
れ
て
い
る
点
が
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
カ
ビ
を
生
え
に
く
く
す
る
、
腐
り
に
く
く

す
る
と
い
っ
た
性
質
で
す
。
こ
れ
を
抗
菌
性
と
い
い
ま
す
。

木
の
葉
に
は
い
ろ
い
ろ
な
成
分
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
な
か
に
微
生
物
（
カ
ビ
、
細
菌
な
ど
）
の
成
長
を
阻
害
す
る
、
つ

ま
り
抗
菌
性
を
示
す
物
質
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
単
独
で
は
抗
菌
性
の
弱
い
い
く
つ
か
の
物
質
が
相
互
作
用
し
て
、
よ
り
強
い

抗
菌
性
を
示
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
薬
に
含
ま
れ
る
物
質
の
抗
菌
性
の
強
さ
や
量
、
そ
れ
に
物
質
ど
う
し
の
相
互
作
用
な
ど
に

よ
り
、
葉
全
体
と
し
て
の
抗
菌
性
の
強
さ
が
決
ま
る
わ
け
で
す
。

植
物
か
ら
得
ら
れ
る
芳
香
を
も
つ
揮
発
性
の
油
（
精
油
）
は
、
多
く
の
成
分
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
な
か
に
は
、
強

ち
〆
よ
み
侭
》

い
抗
菌
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
香
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
シ
ナ
モ
ン
や
丁
子
に
多
く
含
ま
れ

天
然
の
食
品
保
存
料
ｌ
葉
っ
ぱ

2‘



る
オ
イ
ゲ
ノ
ー
ル
が
、
比
較
的
強
い
抗
菌
性
を
示
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
オ
イ
ゲ
ノ
ー
ル
は
柏
の
葉
に
も
含
ま
れ
て
お
り
、
あ

の
独
特
な
香
り
の
主
成
分
で
あ
る
と
同
時
に
、
柏
餅
に
カ
ビ
を
生
え
に
く
く
す
る
働
き
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

笹
（
ク
マ
ザ
サ
）
か
ら
の
抽
出
物
は
、
合
成
保
存
料
と
し
て
広
く
使
わ
れ
て
い
る
ソ
ル
ビ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
、
安
息
香
酸
ナ
ト

リ
ウ
ム
よ
り
強
い
抗
菌
性
を
示
し
ま
す
。
そ
の
抽
出
物
中
に
は
、
酢
酸
、
安
息
香
酸
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
な
ど
の
酸
類
と
、
フ
ェ

ノ
ー
ル
、
グ
ア
イ
ア
コ
ー
ル
な
ど
の
フ
ェ
ノ
ー
ル
類
が
含
ま
れ
、
そ
の
な
か
で
安
息
香
酸
が
比
較
的
強
い
抗
菌
性
を
も
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
抽
出
物
中
に
含
ま
れ
る
大
部
分
の
酸
フ
ェ
ノ
ー
ル
は
、
単
独
で
は
抗
菌
性
が
弱
い
の
で
す
が
、
抽
出
物
の
よ

冠6．

憲副配
･誼

蝿
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せき
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団
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陀
貞
９
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１
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ー

葉 に包まれた食べ物

ノ
ー
ル
は
、
単
独
で
は
抗
菌
性
が
弱
い
の
で
す
が
、
抽
出
物
の
よ

う
に
混
合
し
て
い
る
状
態
で
は
相
乗
効
果
が
あ
っ
て
、
強
い
抗
菌

性
を
発
揮
し
ま
す
。
桜
の
葉
に
も
独
特
の
香
り
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
ク
マ
リ
ン
と
い
う
物
質
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
の
ク
マ
リ

ン
に
も
抗
菌
性
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
木
の
葉
に
は
抗
菌
性
を
も
つ
い
ろ
い
ろ
な
物
質

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
人
間
は
食
べ
物
を
盛
っ
た
り
包
ん

だ
り
と
い
っ
た
目
的
で
木
の
葉
を
用
い
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は

同
時
に
食
べ
物
を
保
存
す
る
役
目
も
し
て
き
た
の
で
す
。

（
伊
藤
由
紀
子
）

鐙天然の食品保存料一葉っぱ



9
織
物
の
歴
史
は
古
く
、
わ
が
国
で
は
三
世
紀
中
ご
ろ
に
は
す
で
に
麻
と
絹
が
着
る
も
の
の
主
要
な
原
料
で
あ
っ
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
、
一
般
の
人
々
の
衣
料
に
使
わ
れ
た
の
は
麻
と
絹
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
は
南
北
に
細
長
い
列
島
で
、
植
物
の
種
類
が
多
く
、
繊
維
の
原
料
と
な
る
植
物
も
豊
富
で
し
た
。
昔
か
ら
人
々
は
、
そ
の

土
地
に
自
生
す
る
樹
木
の
樹
皮
や
草
の
繊
維
を
有
効
に
使
っ
て
い
た
の
で
す
。

樹
皮
の
利
用
で
は
、
古
く
か
ら
全
国
的
に
織
ら
れ
て
い
た
の
が
、
フ
ジ
布
と
シ
ナ
布
で
す
。

フ
ジ
は
、
公
園
な
ど
に
も
植
え
ら
れ
て
い
る
マ
メ
科
の
ツ
ル
植
物
で
す
が
、
古
く
は
、
古
事
記
に
フ
ジ
の
衣
の
記
事
が
あ
り

ま
す
。
明
治
時
代
ま
で
は
全
国
各
地
の
山
村
で
織
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
シ
ナ
ノ
キ
は
、
日
本
の
温
帯
を
代
表
す
る
シ
ナ
ノ
キ
科

の
樹
木
の
一
つ
で
、
シ
ナ
ノ
キ
と
い
う
名
は
、
こ
の
樹
皮
か
ら
と
っ
た
繊
維
を
意
味
す
る
「
シ
ニ
ペ
シ
」
と
い
う
ア
イ
ヌ
語
か

ら
き
て
い
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
も
そ
の
繊
維
を
利
用
し
て
い
ま
し
た
。
東
北
地
方
で
は
、
シ
ナ
布
を
マ
ダ
布
と
も

呼
び
、
フ
ジ
布
と
と
も
に
、
冬
の
猟
に
は
欠
か
せ
な
い
織
物
で
し
た
。

北
海
道
に
は
ア
ッ
シ
（
厚
司
）
織
が
あ
り
ま
す
。
ニ
レ
科
の
オ
ヒ
ョ
ウ
の
樹
皮
を
使
っ
た
も
の
で
、
今
で
は
袋
物
や
敷
物
と

し
て
北
海
道
の
観
光
特
産
品
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
ア
イ
ヌ
の
女
性
た
ち
は
、
愛
情
込
め
て
織
っ
た
こ
の
布
で
作
っ
た
衣

料
を
、
家
族
に
着
せ
る
こ
と
を
喜
び
と
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

木
で
布
を
織
る

妬



織
物
に
樹
皮
が
利
用
さ
れ
て
い
た
樹
木
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
シ
ナ
ノ
キ
科
で
は
ヘ
ラ
ノ
キ
、
ニ
レ
科
で
は
ハ
ル
ニ
レ
、

イ
ラ
ク
サ
科
の
コ
ア
カ
ソ
、
ク
ワ
科
の
ク
ワ
、
コ
ウ
ゾ
、
カ
ジ
ノ
キ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ク
ワ
は
、
葉
が
養
蚕
に
も
使
わ
れ
、

絹
と
も
縁
が
深
い
樹
木
で
す
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
樹
木
が
利
用
き
れ
て
い
ま
す
が
、
化
学
繊
維
の
一
種
で
あ
る
レ
ー
ヨ
ン
（
人
絹
）
は
主
ゞ

原
料
が
木
材
パ
ル
プ
で
す
か
ら
、
「
織
物
に
関
係
し
て
い
る
樹
木
」
と
な
る
と
ま
だ
ま
だ
広
が
り
ま
す
。

'

'副；
‘'|電
0，画

ご

i篇

肌
班
哩
Ｊ

風
惜
鴎
戦
６

鐘鐘 I■

温海町のシナ布と掛川市のクズ布のパンフレット

て
い
ま
す
が
、
化
学
繊
維
の
一
種
で
あ
る
レ
ー
ヨ
ン
（
人
絹
）
は
主
な

い
る
樹
木
」
と
な
る
と
ま
だ
ま
だ
広
が
り
ま
す
。

な
お
、
木
か
草
か
、
い
さ
さ
か
紛
ら
わ
し
い
も
の
に
ク
ズ
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
繊
維
を
使
っ
て
織
ら
れ
た
ク
ズ
布
も
古
代
の
織
物
を
代
表

す
る
一
つ
で
す
。

昨
年
東
京
で
開
か
れ
た
着
物
の
展
示
会
で
、
「
日
本
の
銘
宝
織
展
」
の

コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、
結
城
紬
や
越
後
上
布
な
ど
と
並
ん
で
、
桶
（
シ
ナ
）

布
が
展
示
ざ
れ
て
い
ま
し
た
。
最
近
、
山
形
県
温
海
町
で
は
シ
ナ
布
が
、

静
岡
県
掛
川
市
で
は
ク
ズ
布
が
民
芸
品
用
と
し
て
織
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
木
綿
の
普
及
に
つ
れ
て
姿
を
消
し
て

い
っ
た
古
い
時
代
の
織
物
で
す
が
、
現
代
の
〃
村
お
こ
し
″
に
役
立
っ

て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
（
石
戸
忠
五
郎
）

27木で零布を織る



|〃
終
戦
後
、
落
下
傘
用
だ
っ
た
と
い
う
白
布
が
配
給
さ
れ
て
、
母
は
出
が
ら
し
の
お
茶
の
葉
や
タ
マ
ネ
ギ
の
皮
で
そ
れ
を
染
め
、

子
供
た
ち
の
物
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
つ
や
と
渋
み
の
あ
る
色
の
美
し
さ
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
と
き
ど
き
天
然
染
料
で
染

め
た
着
物
の
作
品
展
へ
出
か
け
ま
す
。
そ
れ
ら
の
色
調
は
い
つ
も
静
か
で
、
や
さ
し
く
、
そ
の
う
え
色
に
深
み
が
あ
り
ま
し
た
。

神
の
造
り
し
天
然
物
は
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
の
か
と
、
つ
く
づ
く
感
心
い
た
し
ま
す
。

天
然
物
に
よ
っ
て
染
め
る
行
為
は
古
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
人
間
の
生
活
と
と
も
に
根
づ
い
て
き
た
染
料
で
す
が
、

そ
の
種
類
に
は
、
植
物
染
料
と
動
物
染
料
と
鉱
物
染
料
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど
合
成
に
よ
る
化
学
染
料

に
頼
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
森
の
中
か
ら
採
れ
る
天
然
の
染
料
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

染
料
は
、
色
素
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
色
を
現
さ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
色
素
で
も
媒
染
剤
を
変
え

る
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
色
を
現
す
も
の
も
あ
り
ま
す
。
媒
染
剤
の
も
つ
助
色
団
の
違
い
に
よ
っ
て
、
色
素
の
発
色
団
と
反
応
し

て
で
き
る
発
色
物
質
の
構
造
が
違
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。
ヤ
マ
モ
モ
（
楊
梅
）
の
皮
の
場
合
に
は
、
①
鉄
媒
染
を
す
れ
ば
黒
緑

色
に
、
②
石
灰
媒
染
で
は
褐
色
に
、
ま
た
、
③
ミ
ョ
ウ
バ
ン
で
染
色
す
る
と
黄
色
に
な
り
ま
す
。
④
さ
ら
に
、
①
の
黒
緑
色
に

な
っ
た
も
の
を
石
灰
水
で
処
理
す
る
か
、
灰
汁
で
処
理
す
る
と
黒
茶
色
に
染
ま
り
ま
す
。
こ
の
成
分
は
、
フ
ラ
ボ
ノ
イ
ド
類
と

タ
ン
ニ
ン
類
で
す
。

こ
れ
が
ほ
ん
と
の
天
然
色

詔



喪
服
に
欠
か
せ
な
い
ロ
グ
ウ
ッ
ド
の
黒
。
こ
の
黒
色
は
ロ
グ
ウ
ッ
ド
の
幹
材
の
熱
水
抽
出
成
分
（
ヘ
マ
ト
キ
シ
リ
ン
）
に
よ

る
も
の
で
す
。
繊
維
の
黒
染
め
の
ほ
か
、
建
築
の
内
装
材
、
家
具
な
ど
木
材
に
も
使
わ
れ
、
耐
光
性
に
優
れ
て
い
ま
す
。
木
酢

酸
鉄
で
黒
に
、
鉄
媒
染
で
青
黒
色
、
錫
媒
染
で
赤
紫
色
、
銅
媒
染
で
暗
青
色
に
染
め
上
が
り
ま
す
。

大
島
紬
を
染
め
る
シ
ャ
リ
ン
バ
イ
は
、
奄
美
大
島
で
は
海
辺
に
近
い
森
に
自
生
し
て
い
ま
す
．
こ
の
樹
皮
、
幹
、
根
を
鉄
釜

で
煮
出
す
と
、
タ
ン
ー
ラ
分
を
含
ん
だ
赤
い
汁
が
出
ま
す
が
、
鉄
媒
染
の
作
用
で
さ
ら
に
濃
く
な
り
ま
す
。

ク
チ
ナ
シ
の
実
は
、
栗
ご
は
ん
に
使
い
ま
す
。
赤
榿
色
の
ク
チ
ナ
シ
の
実
の
煮
汁
は
、
そ
の
ま
ま
で
栗
を
黄
色
に
染
め
ま
す
。

森の染料植物

染め色

二一一一一
亦

肌色・梅鼠

黄

黄・緑

水色

部位植物名

アカネ

ウメ

エンジェ

キハダ

クサギ

クチナシ

クルミ

ケヤキ

シャlﾉンバィ

スオウ

トチノキ

ムラサキ

ヤマモモ

ャシャブシ

ログウッド

葉

材
皮

根
幹
蕾
樹
実

黄

茶

灰褐色・赤茶
赤茶

赤紫

実

果皮･樹皮･葉

樹皮・葉

実

心材

黄褐色・黒鼠

紫

オリーブ

黒茶・黒

紫・黒

樹皮・生葉

根

樹皮

実・葉・樹皮

樹皮・幹材

そ
の
ほ
か
、
漬
物
の
た
く
あ
ん
用
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

布
や
糸
を
染
め
た
色
は
古
代
名
が
よ
く
似
合
い
ま
す
○
こ
れ
は

ま
た
、
モ
ダ
ン
な
色
名
で
呼
ん
で
も
よ
く
似
合
う
と
思
い
ま
す
。

天
然
染
料
の
欠
点
は
、
変
色
し
や
す
い
こ
と
と
染
色
工
程
に
手
間

が
か
か
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
色
合
い
に
は
人
を
魅
了
す
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。

森
の
染
料
植
物
の
一
部
を
表
に
示
し
ま
し
た
。
あ
な
た
も
染
め

て
み
ま
せ
ん
か
。
も
し
、
遊
び
で
染
め
る
な
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
草

や
木
で
染
め
て
み
た
ら
楽
し
い
で
し
ょ
う
。
（
基
太
村
洋
子
）
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山
菜
に
は
、
栽
培
さ
れ
て
い
る
野
菜
と
違
い
ア
ク
（
灰
汁
）
の
強
い
も
の
が
多
い
の
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
ア
ク
は
植
物
体

内
の
ア
ル
カ
リ
塩
、
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
な
ど
の
成
分
に
由
来
し
、
え
ぐ
み
、
渋
み
、
苦
み
な
ど
の
不
快
な
味
を
呈
し
ま
す
。
適
度

に
ア
ク
抜
き
を
し
た
山
菜
は
独
特
な
風
味
で
味
覚
を
刺
激
し
、
食
欲
を
そ
そ
る
反
面
、
量
や
処
理
法
を
誤
る
と
毒
に
も
な
り
ま

す
。
漢
方
胃
腸
薬
と
し
て
広
く
愛
用
さ
れ
る
薬
草
の
苦
み
も
ア
ク
の
一
種
で
す
。
そ
の
苦
み
に
は
、
薬
効
が
あ
る
こ
と
で
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
の
一
種
、
ベ
ル
ベ
リ
ン
を
含
む
も
の
も
あ
り
ま
す
。
原
料
に
一
○
○
種
類
の
薬
草
を
使
用
す
る

と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
木
曽
谷
に
昔
か
ら
伝
わ
る
名
薬
〃
お
百
草
″
は
、
主
と
し
て
キ
ハ
ダ
、
ゲ
ン
ノ
シ
ョ
ウ
コ
、
オ
ウ
レ

ン
、
セ
ン
ブ
リ
、
タ
カ
ト
ウ
ダ
イ
な
ど
を
煎
じ
て
得
た
エ
キ
ス
で
、
い
わ
ば
ア
ク
な
の
で
す
。

そ
の
ま
ま
で
は
食
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
ア
ク
が
強
い
ゼ
ン
マ
イ
や
ワ
ラ
ビ
、
フ
キ
ノ
ト
ウ
な
ど
は
、
一
般
に
「
ア
ク
ヌ
キ
」
と

称
し
、
灰
汁
・
重
曹
・
湯
・
水
・
塩
・
日
光
な
ど
に
さ
ら
し
て
か
ら
食
用
に
供
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
山
野
の
副
産
物
と
し
て
自

然
食
品
ブ
ー
ム
に
の
り
、
ぜ
い
た
く
品
と
も
い
え
る
よ
う
な
形
で
供
さ
れ
、
需
要
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
だ
れ
に
教
わ
る
で
も
な
い
は
ず
の
森
の
動
物
た
ち
や
家
畜
が
、
こ
の
ア
ク
の
強
い
ワ
ラ
ビ
な
ど
は
食
べ
な
い
か

ら
不
思
議
で
す
。
毒
で
あ
る
こ
と
を
本
能
的
に
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
で
も
、
タ
デ
食
う
虫
も
好
き
好
き
と
い
う
よ
う
に
、

ち
ょ
っ
と
し
た
ア
ク
を
身
に
つ
け
る
程
度
の
防
御
で
は
摂
食
者
も
負
け
ず
に
食
い
荒
し
ま
す
。
と
は
い
っ
て
も
、
ア
ク
と
い
う

ア
ク
こ
そ
わ
が
命
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主な山菜の酸性度および電気伝導度の値 武
器
を
も
た
な
い
野
菜
を
山
野
で
栽
培
す
る
こ
と
は
多
量
の
農
薬
な
し
で
は
ま
ず
不
可
能
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
山
菜
の
ア
ク

は
自
分
を
守
る
た
め
の
一
定
の
働
き
を
す
る
た
め
に
植
物
体
内
で
作
ら
れ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
渋
み
の
元
で
あ

る
タ
ン
ニ
ン
に
は
微
生
物
の
侵
入
を
抑
え
た
り
、
林
床
の
有
機
物
と
結
び
つ
い
て
好
適
な
土
壊
環
境
を
作
っ
た
り
す
る
な
ど
の

働
き
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
菜
の
ア
ク
の
主
成
分
で
あ
る
ア
ル
カ
リ
成
分
は
、
ほ
か
に
い
ろ
い
ろ
の
重
金
属
と
化

合
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
酸
性
度
（
ｐ
Ｈ
）
が
高
く
電
導
度
（
Ｅ
Ｃ
）
が
大
き
い
フ
キ
、
次
い
で
ウ
ド
、
タ
ラ
の
芽

酸性度電気伝導度摂食量限度
山菜名(pH,ろ過)(EC,ms/20cm)(9)抽液色

芽
ド
キ
ビ
デ
バ
リ

の

ラ
オ
イ
外

一
フタ

ウ
フ
ワ
シ
ス
イ

黒褐色
黒緑色
褐色
乳黄色

緑色

茶色
桃色

4．70

7．10

1646

0．59

5．60

7．55

7．56

０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

４
４
４
４
５
５

一
一
一
一
一
一
へ

０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０

３
２
３
３
４
４

7.22

7.36

7.40

5．52

6．35

2．85

4．00

(生509をすりつぶし,50ccろ過液抽出）

な
ど
は
ア
ル
カ
リ
塩
成
分
が
多
い
と
い
え
ま
す
。
天
然
山
菜
の
含
有
物
賀
の
実
態
は
十
分
に

明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
現
代
の
農
薬
演
け
に
さ
れ
た
野
菜
に
比
べ
れ
ば
、

ず
っ
と
安
全
性
が
高
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
ワ
ラ
ビ
は
で
ん
ぷ
ん
質
が
多
い
せ
い
か
酸
性
度
は

低
く
、
一
方
、
ス
イ
バ
や
イ
タ
ド
リ
は
酸
性
が
強
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ス
イ

バ
や
イ
タ
ド
リ
を
カ
モ
シ
カ
が
好
ん
で
食
べ
る
の
で
、
カ
モ
シ
カ
の
食
害
で
問
題
に
な
る
ヒ

ノ
キ
造
林
木
も
酸
っ
ぱ
い
か
と
思
い
食
べ
て
み
ま
し
た
が
、
ヤ
ニ
臭
さ
と
苦
み
の
ほ
う
が
強

す
ぎ
ま
し
た
。
カ
モ
シ
カ
の
味
覚
は
人
間
と
違
う
よ
う
で
す
。

さ
て
、
大
人
が
健
康
的
に
食
べ
る
量
は
ど
の
く
ら
い
が
適
当
で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
の
食

糧
難
時
代
と
個
人
差
を
勘
案
し
て
試
算
し
ま
す
と
、
一
日
に
三
○
○
～
四
○
○
弩
が
限
度
の

よ
う
で
、
旬
の
味
を
楽
し
む
程
度
が
上
手
な
食
べ
方
の
よ
う
で
す
。
（
荒
井
国
幸
）
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最
近
で
は
エ
コ
ロ
ジ
ー
ブ
ー
ム
に
の
っ
て
、
炭
の
隠
れ
た
素
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
一
つ
に
河
川
の
浄
化
へ
の

利
用
が
あ
り
ま
す
。
炭
に
は
細
孔
が
無
数
に
あ
り
、
云
う
当
た
り
の
表
面
積
が
二
○
○
～
四
○
○
平
方
脚
に
も
な
り
ま
す
。
こ

の
た
め
、
炭
は
吸
着
力
が
大
き
い
の
重
鬼
ま
た
、
炭
は
ア
ル
カ
リ
性
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
好
む
微
生
物
に
と
っ
て
は
住
み

や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
炭
を
河
川
汚
染
の
元
と
な
る
生
活
廃
水
の
処
理
施
設
な
ど
に
利
用
す
る
と
、
水
質

炭
は
こ
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
の
家
庭
か
ら
す
っ
か
り
姿
を
消
し
、
最
近
の
若
者
に
と
っ
て
は
、
炭
が
ひ
と
昔
前
ま
で
の
生
活

必
需
品
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
知
る
よ
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
意
外
な
所
で
ま
だ
炭
に
お
目
に
か
か
り
ま
す
。
型
苧
に
あ

る
火
鉢
、
ど
じ
ょ
う
鍋
食
通
の
通
う
焼
鳥
屋
、
う
な
ぎ
の
蒲
焼
き
、
炭
焼
き
ビ
フ
テ
キ
な
ど
、
町
の
あ
ち
こ
ち
で
皆
さ
ん
も

一
度
は
出
会
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
料
理
の
熱
源
に
電
気
、
ガ
ス
な
ど
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
今
日
で
も
、

焼
物
に
は
、
炭
が
愛
好
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
理
由
は
、
炭
の
場
合
、
都
市
ガ
ス
に
比
べ
燃
焼
ガ
ス
に
硫
黄
分
が
少
な
い

た
め
味
が
良
く
、
火
加
減
が
簡
単
な
こ
と
か
ら
調
理
し
や
す
い
な
ど
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
味
の
よ
う
に
デ
リ
ケ
ー
ト

な
感
覚
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
、
そ
の
本
当
の
秘
密
は
な
か
な
か
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
で
支
昔
か
ら
、
日
本
人
は
炭
火

を
愛
し
、
炭
火
を
題
材
に
し
た
詩
を
多
く
残
し
て
い
ま
す
。
炭
火
の
秘
密
は
、
意
外
と
こ
ん
な
風
情
を
好
む
心
に
も
関
係
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

縁
の
下
の
炭
パ
ワ
ー
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が
良
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
炭
の
孔
に
吸
着
し
た
汚
濁
物
質
が
微
生
物
に
よ
り
分
解
さ
れ
た
た
め
で
す
。
現
在
、
炭
を
使

っ
て
河
川
を
き
れ
い
に
す
る
試
み
は
各
地
で
行
わ
れ
て
お
り
、
水
質
問
題
が
深
刻
な
所
で
は
水
の
浄
化
に
た
い
へ
ん
役
立
っ
て

い
ま
す
◎
炭
の
水
浄
化
機
能
を
応
用
し
、
農
薬
な
ど
に
よ
る
環
境
汚
染
を
未
然
に
防
ぐ
研
究
を
進
め
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
炭
は
い
ろ
い
ろ
な
才
能
を
発
揮
し
、
私
た
ち
の
生
活
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
、
炭
窯
跡
や
た
き
火
跡

で
は
樹
木
の
成
長
が
良
い
と
か
、
き
の
こ
が
よ
く
出
る
と
い
っ
た
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
炭
が
土
壌
中
に
あ
る
と

植
物
の
育
ち
が
良
く
な
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
炭
が
肥
料
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
炭
が
存
在
す
る
と
、
植

物
の
成
長
を
助
け
る
特
定
の
微
生
物
が
簡
単
に
増
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
成
長
が
良
く
な
る
の
で
す
。
こ
の
ほ
か
に
、

炭
の
吸
着
性
を
利
用
し
た
吸
湿
剤
と
し
て
の
利
用
も
あ
り
ま
す
。
住
宅
の
床
下
、
壁
な
ど
に
炭
を
入
れ
て
お
く
と
余
分
な
水
分

鍵

緑化調湿

俺に任せる／

が
炭
に
吸
着
さ
れ
、
快
適
な
暮
ら
し
が
で
き
る
と
い
う
仕
組
み
で

す
。
こ
の
よ
う
に
、
炭
の
利
用
は
意
外
な
所
で
行
わ
れ
て
い
る
の

で
す
や
炭
に
は
、
ま
だ
ま
だ
秘
め
ら
れ
た
パ
ワ
ー
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。
私
た
ち
は
ま
だ
、
炭
の
ほ
ん
の
一
部
の
塞
顔
し
か
見
て
い
な

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
な
た
も
炭
の
素
顔
に
も
っ
と
出
会
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
大
平
辰
朗
）
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日
本
人
は
、
昔
か
ら
き
の
こ
が
好
き
で
す
。
マ
ツ
タ
ケ
、
ヒ
ラ
タ
ケ
、
シ
イ
タ
ケ
、
エ
ノ
キ
タ
ケ
な
ど
は
古
く
か
ら
知
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
特
に
マ
ツ
タ
ケ
は
香
り
の
良
さ
が
好
ま
れ
、
最
高
級
の
き
の
こ
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
き
の
こ
栽
培
の
試
み
も
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
す
で
に
湿
痙
業
全
書
」
（
一
六
九
七
年
）
に
は
、
シ
イ
タ

ケ
の
栽
培
万
法
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
空
気
中
に
浮
遊
し
て
い
る
天
然
の
胞
子
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
か
ら
約
三
○
○

年
前
に
は
シ
イ
タ
ケ
栽
培
が
産
業
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
マ
ツ
タ
ケ
に
つ
い
て
も
、
「
本
朝
食
鑑
」
（
一
六
九
七
年
）
に
「
根
の
下

に
ヒ
ゲ
が
あ
り
へ
あ
る
い
は
ま
た
巣
と
な
っ
て
い
る
。
松
茸
の
つ
る
と
呼
ん
で
、
こ
れ
を
栽
培
す
れ
ば
マ
ツ
タ
ケ
の
出
な
い
土

地
も
出
る
よ
う
に
な
る
」
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
マ
ツ
タ
ケ
の
人
工
栽
培
は
成
功
し
て
い
ま
せ
ん
。

マ
ツ
タ
ケ
は
、
シ
イ
タ
ケ
の
よ
う
な
木
材
を
分
解
す
る
き
の
こ
と
は
違
い
、
菌
糸
と
呼
ば
れ
る
細
長
い
細
胞
で
、
生
き
て
い

る
ア
カ
マ
ッ
の
根
の
表
面
を
覆
い
、
ブ
ド
ウ
糖
な
ど
の
必
要
な
栄
養
分
を
根
の
細
胞
か
ら
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
に
ア

カ
マ
ッ
の
根
の
表
面
を
外
界
の
悪
影
響
か
ら
保
護
し
、
水
や
無
機
物
を
吸
収
し
や
す
く
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
根
と
の
共

生
関
係
を
菌
根
と
呼
び
ま
す
。
ホ
ン
シ
メ
ジ
、
シ
ョ
ウ
ロ
、
ハ
ッ
タ
ケ
な
ど
も
同
様
に
菌
根
を
形
成
す
る
き
の
こ
で
す
。
い
ず

れ
も
鋸
ｆ
す
の
よ
う
な
培
地
上
で
は
ほ
と
ん
ど
成
長
せ
ず
、
菌
根
の
条
件
を
人
工
的
に
作
り
出
す
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
の
が

現
状
で
す
。
と
き
ど
き
△
△
マ
ツ
タ
ケ
と
い
う
名
前
で
栽
培
の
成
功
が
新
聞
で
報
じ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
正
体
は
シ
イ
タ
ケ
な

森
の
宝
石
？
松
茸
の
高
い
理
由
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ど
の
ほ
か
の
き
の
こ
に
、
化
学
的
に
合
成
さ
れ
た
香
り
成
分
を
か
け
た
だ
け
の
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

数
十
年
前
ま
で
、
日
本
の
ア
カ
マ
ッ
林
の
環
境
は
、
マ
ツ
タ
ケ
に
と
っ
て
良
い
も
の
だ
っ
た
の
で
す
が
、
マ
ツ
林
の
高
齢
化
、

下
草
や
低
木
の
繁
茂
に
よ
る
林
床
環
境
の
変
化
、
マ
ッ
ク
イ
ム
シ
に
よ
る
マ
ツ
の
枯
損
な
ど
に
よ
り
、
マ
ツ
タ
ケ
の
生
育
環
境

が
悪
く
な
り
、
発
生
量
が
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
庶
民
に
は
高
嶺
の
花
の
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
○
こ
の
た
め

国
内
の
生
産
量
の
三
倍
以
上
の
マ
ツ
タ
ケ
を
韓
国
中
国
な
ど
か
ら
輸
入
し
て
い
ま
す
。
香
り
の
不
足
が
不
評
だ
っ
た
外
国
産

の
マ
ツ
タ
ケ
も
、
以
前
よ
り
出
荷
体
制
の
整
備
が
進
ん
だ
結
果
、
品
質
が
良
く
な
り
日
本
産
に
近
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

生産燭

(t)

6.000

平均単価
(円/kg)

※点線は
生シイタケ

10,000

4,000

5.000

2,000

lll狐.｜斧筒
0

195060708090(年）

マツタケの生摩量と価格の推移

現
在
、
日
本
で
は
十
数
種
の
き
の
こ
が
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

堆
肥
を
使
う
ツ
ク
リ
タ
ケ
（
商
品
名
マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
）
以
外
は

す
べ
て
木
材
を
分
解
す
る
き
の
こ
で
、
原
木
ま
た
は
鋸
く
ず
と
米

ぬ
か
、
ふ
す
ま
な
ど
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
年
、
原
木
と
労
働
力
な
ど
の
不
足
か
ら
シ
イ
タ
ケ
の
鋸
く
ず

栽
培
が
注
目
さ
れ
、
ま
た
エ
ノ
キ
タ
ケ
、
ヒ
ラ
タ
ケ
な
ど
の
鋸
く

ず
栽
培
で
は
、
空
調
設
備
を
備
え
た
栽
痙
塞
足
よ
る
大
規
模
な
栽

培
が
主
流
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
外
見
か
ら
は
工
場
生
産
の
よ
う

で
、
昔
と
は
様
変
わ
り
し
て
き
た
よ
う
で
す
．
（
根
田
仁
）
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Zユ
き
の
こ
に
は
、
食
用
き
の
こ
や
毒
き
の
こ
、
そ
れ
に
薬
用
と
な
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
人
々
は
、
飢
鐘
の
と
き
な
ど
見
知
ら
ぬ
き
の
こ
も
口
に
入
れ
て
み
た
の
で
し
ょ
う
か
、
ま
た
自
ら
薬
と
な
る
か
ど

う
か
試
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
、
こ
の
よ
う
な
人
体
実
験
的
知
識
の
集
積
が
、
き
の
こ
の
食
毒
薬
区
分
と
し
て
今
日

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
一
千
年
余
の
歴
史
を
も
つ
漢
方
で
は
、
き
の
こ
（
菌
類
）
で
は
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
類
が
よ
く
使

わ
れ
ま
す
。
コ
フ
キ
タ
ケ
、
チ
ョ
レ
イ
マ
イ
タ
ケ
、
マ
ン
ネ
ン
タ
ケ
な
ど
で
す
。
た
だ
し
、
妓
近
の
方
法
で
舩
明
さ
れ
て
い
る

薬
効
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
街
な
か
で
、
煎
じ
薬
と
し
て
売
ら
れ
て
い
る
切
り
刻
ん
だ
き
の
こ
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
が
、
薬
効
は
な
い
が
簡
単
に
採
集
で
き
る
カ
イ
ガ
ラ
タ
ケ
、
ホ
ウ
ロ
ク
タ
ケ
、
ツ
ガ
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
な
ど
の
き
の
こ
が
、

増
匙
剤
の
よ
う
に
多
餓
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
と
き
に
あ
り
ま
す
。

一
般
に
薬
は
過
剰
に
と
れ
ば
毒
と
な
り
ま
す
か
ら
、
逆
に
考
え
て
、
毒
で
も
微
還
な
ら
薬
と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
か
つ

て
ツ
キ
ョ
タ
ケ
の
毒
素
と
し
て
分
離
さ
れ
た
ラ
ン
プ
テ
ロ
ー
ル
（
イ
ル
ジ
ン
Ｓ
）
が
、
が
ん
に
効
く
か
も
し
れ
な
い
と
注
目
さ

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
結
局
は
副
作
用
が
強
く
て
薬
と
し
て
は
使
え
な
い
と
わ
か
り
ま
し
た
。

効
果
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
サ
ル
ノ
コ
シ
カ
ケ
科
の
カ
ワ
ラ
タ
ケ
が
あ
り
ま
す
。
培
養
菌
体
か
ら
抽
出
さ
れ
た
タ
ン
パ

ク
多
糖
類
に
、
抗
腫
瘍
性
や
免
疫
抵
抗
性
回
復
作
用
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
ク
レ
ス
チ
ン
と
い
う
薬
名
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

百
薬
の
長
の
本
家
は
こ
ち
ら
？
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HO-CH

COOH

エリタデニンシイタケ

最
新
の
知
見
に
よ
り
効
能
な
ど
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
玄

薬
用
効
果
の
あ
る
き
の
こ
と
い
え
ば
、
シ
イ
タ
ケ
が
最
も
な
じ
み
の

深
い
も
の
で
し
ょ
う
。
食
用
と
し
て
広
く
使
わ
れ
て
お
り
、
低
カ
ロ
リ

ー
の
自
然
食
品
で
す
が
、
シ
イ
タ
ケ
か
ら
は
レ
ン
チ
ナ
ン
と
呼
ば
れ
る

抗
腫
瘍
性
の
多
糖
類
が
発
見
さ
れ
、
医
薬
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
式

ま
た
、
含
ま
れ
て
い
る
エ
リ
タ
デ
ニ
ン
は
、
血
中
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
値

を
引
き
下
げ
、
エ
ル
ゴ
ス
テ
ロ
ー
ル
は
日
光
（
紫
外
線
）
が
当
た
る
と

ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
に
変
わ
り
、
骨
の
健
全
な
発
達
を
助
け
ま
す
。

ま
た
、
ほ
か
の
き
の
こ
で
も
そ
う
で
す
が
、
シ
イ
タ
ケ
に
は
食
物
繊

維
が
多
く
含
ま
れ
て
い
て
、
大
腸
が
ん
や
便
秘
を
防
ぐ
効
用
が
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
食
用
に
し
た
だ
け
で
血
圧
降
下
作
用
が
あ
る
と
わ
か
り

ま
し
た
。
そ
の
後
マ
イ
タ
ケ
で
も
同
様
な
作
用
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
プ
ク
リ
ョ
ウ
の
菌
核
の
パ
キ
マ
ラ
ン
、
エ
ノ
キ
タ
ケ
の
フ

ラ
ン
ム
リ
ン
な
ど
の
抗
腫
瘍
性
物
質
が
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
浅
輪
和
孝
）
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ス
ギ
花
粉
症
は
一
九
六
四
年
に
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
五
○
年
代
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
今

で
は
ス
ギ
花
粉
症
患
者
は
全
国
民
の
一
割
近
く
に
達
し
て
お
り
、
ま
さ
に
「
国
民
病
」
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
状
況
で
す
○

花
粉
症
は
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
の
一
種
で
す
。
ス
ギ
花
粉
を
吸
う
と
、
花
粉
の
も
つ
ア
レ
ル
ゲ
ン
だ
け
に
結
合
で
き
る
垣
Ｅ
抗

体
が
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ひ
と
た
び
こ
の
状
態
に
な
っ
た
人
が
次
に
ス
ギ
花
粉
を
吸
う
と
、
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
地
Ｅ

と
結
合
し
、
こ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
そ
の
た
び
に
花
粉
症
の
症
状
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
文
た
だ
し
、
ス
ギ
花
粉
は
尾

Ｅ
抗
体
を
生
産
さ
せ
る
力
が
弱
く
、
十
分
な
量
の
抗
体
が
で
き
る
ま
で
に
は
普
通
長
い
年
月
が
か
か
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
近
年
に
な
っ
て
ス
ギ
花
粉
症
が
こ
ん
な
に
増
え
た
の
で
し
ょ
う
か
？

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、
飛
ん
で
く
る
花
粉
が
以
前
よ
り
増
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
飛
ん
で
き
た
花
粉
の
量
を
長
期
間
に

わ
た
っ
て
調
べ
た
例
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
主
要
な
花
粉
発
生
源
と
考
え
ら
れ
る
三
○
年
生
以
上
の
ス
ギ
林
の
面
積
の
変
遷
を

統
計
資
料
な
ど
か
ら
推
測
し
て
み
ま
し
た
（
図
）
。
現
在
は
約
一
三
○
万
鯵
で
す
が
、
な
る
ほ
ど
、
近
年
の
増
加
が
著
し
く
二
○

年
で
倍
増
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
戦
後
積
極
的
に
植
林
さ
れ
た
ス
ギ
が
育
っ
て
着
花
林
齢
に
達
し
て
い
る
た
め
で
す
。
し
か

し
、
一
九
五
○
年
代
で
も
現
在
の
約
半
分
の
発
生
源
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
当
時
で
も
、

雄
花
の
豊
作
年
に
は
今
の
多
い
年
の
半
分
く
ら
い
の
花
粉
が
飛
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
ま
－
％
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
こ
ろ
ス
ギ
花

ス
ギ
花
粉
症
は
な
ぜ
増
え
た

詔



粉
症
が
な
か
っ
た
の
は
不
思
議
で
す
℃
何
か
ほ
か
の
要
因
も
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

最
近
に
な
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
大
気
汚
染
物
質
の
一
つ
で
あ
る
Ｄ
Ｅ
Ｐ
（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
の
排
ガ
ス
中
に
含

ま
れ
る
微
粒
子
）
で
す
や
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ギ
花
粉
は
囎
Ｅ
を
生
産
さ
せ
る
力
が
弱
い
の
で
す
が
、
Ｄ
Ｅ
Ｐ
は
囎
Ｅ

の
生
産
を
助
け
る
こ
と
が
動
物
実
験
で
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
Ｄ
Ｅ
Ｐ
と
ス
ギ
花
粉
を
一
緒
に
吸
う
と
数
シ
ー

０
０
０

２
８
４

１
面
積
（
×
旨
蘂
訂
） －ノーノ

0

1 9 0 1 2 0406080(年）

主要なスギ花粉発生源(31年生以上のスギ人エ林）

の面穣の変遷（林野庁の統計資料などから一定の仮定の

もとで推定した値）

た
よ
う
に
、
ス
ギ
花
粉
は
囎
Ｅ
を
生
産
さ
せ
る
力
が
弱
い
の
で
す
が
、
Ｄ
Ｅ
Ｐ
は
尾
Ｅ

確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
Ｄ
Ｅ
Ｐ
と
ス
ギ
花
粉
を
一
緒
に
吸
う
と
数
シ
ー

ズ
ン
で
「
花
粉
症
体
質
」
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
交
通
量
の
多
い
都
会
で
の
ス

ギ
花
粉
症
患
者
の
人
口
比
率
が
、
花
粉
の
ず
っ
と
多
い
郊
外
や
山
村
ょ
且
伺
い
こ
と
も
、

Ｄ
Ｅ
Ｐ
の
重
要
性
を
示
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
一
九
五
一
年
に
は
約
一
万
五
○
○

○
台
だ
っ
た
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
は
六
○
年
代
以
降
急
増
し
、
八
三
年
に
は
五
○
○
万
台
を

超
え
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
食
生
活
の
変
化
に
よ
る
体
質
の
変
化
な
ど
、
花
粉
症
の
増
加
に
関

与
す
る
要
因
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
多
く
が
花
粉
症
患
者

の
急
増
と
同
様
、
こ
こ
二
、
三
○
年
の
問
に
急
速
に
状
況
が
変
化
し
た
も
の
で
す
。
ス

ギ
花
粉
症
が
増
え
た
こ
と
の
犯
人
と
し
て
、
飛
ん
で
く
る
花
粉
遥
の
増
加
ば
か
り
に
目

が
向
け
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
実
際
に
は
多
く
の
要
因
が
複
合
し
た
結
果
な
の
で
す
。

（
金
指
達
郎
）
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け
，
鋤
七
い
つ

盛
り
場
に
近
い
所
で
も
、
森
林
に
入
る
と
空
気
が
ひ
ん
や
り
と
し
、
都
会
の
喧
騒
が
う
そ
み
た
い
に
勝
か
に
な
っ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
す
○
こ
れ
は
、
森
林
内
に
あ
る
樹
木
や
草
の
幹
や
葉
に
よ
る
音
の
屈
折
、
吸
音
効
果
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
を
利
用
し
て
家
屋
と
道
路
の
問
に
街
路
樹
や
公
園
を
配
し
て
車
の
騒
音
を
防
ぐ
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
．
人
間
に
と
っ
て

不
快
な
音
を
防
ぎ
、
気
持
ち
を
落
ち
着
か
せ
る
効
果
を
ね
ら
っ
た
と
い
う
解
釈
も
で
き
ま
す
。
防
音
と
は
逆
に
、
森
林
内
に
生

息
す
る
虫
の
声
や
烏
の
さ
え
ず
り
、
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
、
滝
の
音
、
さ
ら
に
は
風
に
よ
る
木
の
葉
の
ざ
わ
め
き
な
ど
、
森
林
内

で
発
生
す
る
音
が
人
間
に
与
え
る
影
響
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
近
ご
ろ
環
境
ビ
デ
オ
と
称
し
、
森
林
の
風
景
や
海
の
波
の
影
像
を

見
せ
る
ビ
デ
オ
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
映
像
と
音
に
よ
る
心
身
の
安
静
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
音
環
境
が
心
身
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、
沈
静
化
に
つ
な
が
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
研
究
は
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
こ
れ

だ
と
い
う
結
論
は
ま
だ
得
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
今
ま
で
に
得
ら
れ
た
知
見
を
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。

ま
ず
、
森
林
内
で
発
生
す
る
音
の
特
質
で
す
。
森
林
内
で
発
生
す
る
音
を
、
ス
ペ
ク
ト
ル
解
析
と
い
う
方
法
で
分
析
し
、
縦

軸
に
パ
ワ
ー
ス
ペ
ク
ト
ル
（
各
周
波
数
ご
と
の
音
の
大
き
さ
）
、
横
軸
に
周
波
数
（
一
秒
間
の
音
波
の
周
期
回
数
）
を
と
っ
て
プ

ロ
ッ
ト
し
ま
す
と
、
「
１
／
ｆ
ゆ
ら
ぎ
」
と
称
す
る
直
線
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
「
１
／
ｆ
ゆ
ら
ぎ
」
を
も

つ
現
象
は
、
人
間
に
「
快
適
感
」
を
も
た
ら
す
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
近
ご
ろ
自
然
界
に
あ
る
「
１
／
ｆ
ゆ
ら
ぎ
」

頭
を
刑
ノ
フ
レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
る
森
の
音
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か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
風
の
強
弱
を
「
１
／
ｆ
ゆ
ら
ぎ
」
で
制
御
さ
せ
、
自
然
の
風
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
扇
風
機
が
発
売
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
な
ど
が
よ
い
例
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
自
然
界
の
音
を
聴
い
た
と
き
の
人
間
の
反
応
を
生
理
学
的
に
検
討
し
た
研
究
も
見
ら
れ
ま
す
。
特
に
こ
の
分
野
の
研

究
は
、
脳
波
に
よ
る
分
析
が
進
ん
で
い
ま
す
。
脳
波
は
、
そ
の
周
波
数
の
帯
域
で
分
類
し
て
６
波
、
β
波
、
α
波
、
β
波
な
ど

と
区
分
し
て
い
ま
す
が
、
人
間
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
り
、
意
識
を
集
中
し
た
り
、
落
ち
着
い
て
い
る
と
き
は
α
波
が
出
や
す
い

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
不
安
、
緊
張
、
イ
ラ
イ
ラ
な
ど
の
ス
ト
レ
ス
状
態
に
あ
る
と
き
は
β
波
が
、
浅
い
睡
眠

森林内の音環境は精神集中の必要条件？

状
態
の
と
き
は
β
波
深
い
睡
眠
の
と
き
は
６
波
が
主
成
分
と
な

り
ま
す
。
実
験
で
は
森
林
内
の
音
、
た
と
え
ば
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
、

鳥
の
声
な
ど
を
聴
か
せ
る
と
脳
波
に
α
波
成
分
が
多
く
現
れ
ま
し

た
。
つ
ま
り
、
森
林
内
の
音
は
人
間
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
状
態
に
誘
う

わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
森
林
内
に
は
人
間
の
脳
波
を
α
波
状
態
に
導
く

「
１
／
ｆ
ゆ
ら
ぎ
」
を
も
つ
音
環
境
が
あ
り
ま
す
。
よ
く
森
林
内
で

座
禅
を
組
ん
で
い
る
イ
ラ
ス
ト
を
見
ま
す
が
、
こ
の
辺
に
根
拠
が

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
豊
川
勝
生
）

廻航をリブレ･ソシュさせる操の商
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森
の
中
を
歩
く
と
気
持
ち
が
よ
い
も
の
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
長
い
距
離
を
歩
い
て
し
ま
う
こ
と
が
た
び
た
び
あ
り

ま
す
。
き
っ
と
森
の
中
に
は
、
人
間
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
な
雰
囲
気
が
満
ち
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
直
射

●
●
●
●

日
光
を
遮
る
森
の
木
陰
は
涼
し
く
、
フ
ィ
ト
ン
チ
ッ
ド
を
含
む
ふ
く
い
く
と
し
た
香
り
が
漂
い
、
そ
し
て
、
遮
音
効
果
は
車
や

都
会
の
騒
音
に
代
わ
っ
て
、
風
に
そ
よ
ぐ
木
の
葉
や
せ
せ
ら
ぎ
の
音
、
烏
の
さ
え
ず
り
な
ど
で
森
を
満
た
し
ま
す
。
人
間
の
運

動
能
力
は
心
理
的
要
因
に
か
な
り
影
響
さ
れ
ま
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
気
持
ち
の
よ
い
森
の
中
で
、
日
常
社
会
の
ス
ト
レ
ス
か

ら
解
放
さ
れ
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
歩
行
を
楽
し
む
こ
と
は
、
健
康
に
良
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
ト
レ
ー
ー
ラ
グ
効
果
も
期
待
で
き

ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
無
理
を
し
す
ぎ
る
と
身
体
に
悪
影
響
を
も
た
ら
し
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
あ
る
目
安
を
守
っ
て
、

森
の
中
の
散
策
を
楽
し
ま
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

原
則
的
に
疲
れ
を
残
さ
な
い
歩
行
が
望
ま
し
い
わ
け
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
運
動
は
有
酸
素
的
（
エ
ア
ロ
ビ
ッ
ク
な
）
運
動

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、
こ
の
運
動
に
は
身
体
の
余
分
な
脂
肪
を
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
使
っ
て
し
ま
う
効
果
も

あ
る
の
で
す
。
で
は
、
歩
行
中
に
有
酸
素
的
運
動
を
確
認
す
る
た
め
の
目
安
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
手
首
に
触

れ
て
脈
拍
を
測
る
方
法
が
最
も
簡
単
で
、
し
か
も
比
較
的
正
確
な
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
○
秒
間
の
脈
拍
を
測
り
、
そ

れ
を
六
倍
し
て
一
分
間
の
心
拍
数
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。
心
拍
数
に
よ
る
有
酸
素
的
運
動
の
限
界
レ
ベ
ル
は
、
そ
の
人
の
最
高

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
に
よ
い
森
の
歩
き
方
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心
拍
数
の
七
○
％
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
．
し
か
し
、
最
高
心
拍
数
は
簡
単
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
、
通
常
は
二
二
○
か
ら
そ
の
人
の
年
齢
を
差
し
引
い
た
値
を
予
想
最
高
心
拍
数
と
し
て
代
用
し
ま
す
。
疲
れ
な
い
程
度
に

歩
行
を
楽
し
み
た
い
方
は
、
こ
の
七
○
％
レ
ベ
ル
以
下
の
心
拍
数
を
保
て
る
よ
う
な
速
度
で
歩
い
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
持
久

力
を
高
め
た
い
方
お
よ
び
ダ
イ
エ
ッ
ト
し
た
い
方
は
、
七
○
％
レ
ベ
ル
の
心
拍
数
を
保
て
る
速
度
で
二
○
分
か
ら
三
○
分
の
歩

行
を
一
週
間
に
三
日
以
上
の
頻
度
で
続
け
る
こ
と
が
肝
要
で
す
○

森
の
中
に
は
、
起
伏
の
あ
る
山
道
も
あ
り
ま
す
。
特
に
、
上
り
坂
で
は
心
拍
数
も
高
ま
り
、
平
地
の
歩
行
に
比
べ
て
よ
り
短

い
時
間
で
よ
り
大
き
な
運
動
効
果
を
期
待
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
歩

ｌ
【
叩
Ｕ

や
″
ｆ

蕊
誰
の
で
す
。
（
山
田
容
二
一
）

心
拍
数
（
拍
／
分
）
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地
球
の
約
三
○
％
が
陸
地
で
、
そ
の
う
ち
約
三
○
％
（
約
四
○
億
鯵
）
が
森
林
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
球
全
体
の
正
確

な
森
林
面
積
を
求
め
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
困
難
な
こ
と
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
も
Ｆ
Ａ
Ｏ
は
全
世
界
の
森
林
面
積
を
発
表
し
て
き

ま
し
た
が
、
各
国
か
ら
の
報
告
を
基
に
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
国
に
よ
っ
て
精
度
が
ま
ち
ま
ち
で
「
森
林
」
の
定
義
さ
え

も
異
な
る
た
め
、
信
頼
で
き
る
数
値
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
ず
、
Ｆ
Ａ
Ｏ
で
は
、
木
ま
た
は
竹
の
樹
冠
が
二
○
％
以
上

覆
っ
て
い
る
所
を
森
林
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
た
、
精
度
の
向
上
を
図
る
た
め
一
九
八
○
年
の
世
界
森
林
調
査
で
は
、

一
部
の
地
域
で
必
要
に
応
じ
て
人
工
衛
星
の
写
真
を
使
っ
て
森
林
面
積
を
推
定
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
一
九
九
○
年
の
調
査
で
は
、

よ
り
積
極
的
に
熱
帯
地
域
で
人
工
衛
星
写
真
を
森
林
面
積
の
推
定
に
使
用
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
人
間
が
宇
宙
か
ら
地
球
を
見
て
も
、
「
地
球
は
青
か
っ
た
」
と
宇
宙
飛
行
士
が
言
う
よ
う
に
、
青
い
光
が
散
乱
し

て
地
表
の
状
況
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
散
乱
の
少
な
い
近
赤
外
波
長
の
反
射
を
観
測
で
き
る
装
置
を
人
工
衛
星
に

載
せ
て
、
ク
リ
ア
な
映
像
を
収
集
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
近
赤
外
波
長
は
植
物
の
葉
面
か
ら
の
反
射
が
強
く
、
植
物
の
構

成
の
遠
い
や
そ
の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
森
林
の
分
布
把
握
に
も
き
わ
め
て
有
効
重
鬼
そ
の
う
え
、
人
工

衛
星
で
は
広
い
施
囲
を
同
時
に
観
測
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
人
工
衛
星
を
用
い
た
地
球
観
測
技
術
（
こ
れ
を
衛
星
リ
モ
ー
ト

セ
ン
シ
ン
グ
と
呼
ん
で
い
ま
す
）
は
、
広
範
囲
の
森
林
調
査
に
最
適
な
道
具
と
い
え
ま
す
。

ど
、
つ
や
っ
て
測
る
？
地
球
の
森
林
面
積

46



ノア衛星
高度800km
地上分解能1.1km

さ
て
、
そ
れ
で
は
全
世
界
の
森
林
面
積
を
人
工
衛
星
写
真
を
一
枚
一
枚
調
べ
て
求
め
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
森
林
が
識
別

で
き
る
よ
う
な
高
い
分
解
能
を
も
つ
人
工
衛
星
写
真
で
す
と
、
全
陸
地
を
カ
バ
ー
す
る
の
に
数
万
枚
必
要
に
な
り
、
そ
の
す
べ

て
を
利
用
す
る
と
経
費
は
ば
く
大
な
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
熱
帯
地
域
で
は
地
上
の
分
解
能
が
低
い
衛
星
と
組
み
合
わ

せ
て
、
統
計
処
理
に
よ
っ
て
森
林
面
穣
を
推
定
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
説
一
平
方
燭
の
分
解
能
を
も
つ
ア
メ

リ
カ
の
気
象
衛
星
ノ
ア
で
、
森
林
の
分
布
の
よ
う
す
を
大
ま
か
に
と
ら
え
、
そ
の
中
か
ら
一
部
の
地
域
を
確
率
比
例
抽
出
に
よ

っ
て
選
択
し
ま
す
○
次
に
、
選
択
し
た
地
域
の
森
林
の
状
況
を
一
鯵
以
上
の
分
解
能
を
も
つ
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
衛
星
な
ど
の
写
真

ソ

ランドサット衛星
高度700km
地上分解能30m

潔識：＃輔懸職
人エ衛星による森林情報解析の方法

を
使
い
、
詳
細
に
観
察
し
ま
す
。
こ
れ
を
適
当
な
面
秋
分
繰
り
返

し
て
、
全
体
の
森
林
面
積
を
推
定
し
ま
す
。
こ
れ
は
衛
星
を
利
用

し
た
多
段
サ
ン
プ
リ
ン
グ
と
い
う
手
法
で
、
能
率
的
で
あ
る
と
と

も
に
推
定
さ
れ
た
面
積
の
精
度
も
検
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
熱
帯
以
外
で
は
、
各
国
の
調
査
結
果
を
収
集
し
て
森
林
面

積
を
集
計
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

一
九
九
二
年
に
世
界
の
森
林
面
積
と
そ
の
変
化
の
よ
う
す
が
統
一

さ
れ
た
基
準
の
下
で
詳
細
に
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
沢
田
治
雄
）
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ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
で
の
最
初
の
渡
航
地
（
小
人
国
）
の
最
も
高
い
樹
木
は
「
見
た
と
こ
ろ
約
七
フ
ィ
ー
ト
（
二
脚
強
）
」
だ

っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
程
座
の
高
さ
な
ら
、
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
は
自
分
の
身
長
と
比
較
し
て
わ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
小
人
国
の
林

務
官
た
ち
は
直
径
を
測
る
輪
尺
や
巻
尺
を
用
い
て
太
さ
を
測
り
、
木
登
り
を
し
た
り
、
比
較
目
測
の
で
き
る
目
印
を
つ
け
た
棒

か
、
測
量
器
械
を
用
い
て
樹
高
を
測
り
、
そ
れ
ら
か
ら
樹
木
の
体
積
（
材
積
）
を
計
算
し
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
現
代
の
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
な
ら
ぬ
超
巨
人
が
地
上
に
降
り
立
ち
、
地
面
を
見
下
ろ
す
と
し
ま
す
○
彼
の
目
ま
で
の
高
さ
は

四
二
○
○
豚
、
両
目
の
間
隔
は
一
八
四
○
脚
で
す
。
航
空
機
に
焦
点
距
離
が
二
瓦
ン
、
視
野
角
七
五
度
、
二
三
琴
×
二
三
巻
の

画
枠
の
カ
メ
ラ
を
搭
載
し
て
、
彼
の
右
目
と
左
目
の
位
置
で
、
真
上
か
ら
地
上
を
撮
影
す
る
と
、
縮
尺
二
万
分
の
一
の
空
中
写

真
が
撮
影
で
き
、
重
な
り
合
っ
て
写
っ
て
い
る
部
分
約
二
・
四
壕
四
方
は
、
右
目
で
右
写
真
、
左
目
で
左
写
真
を
見
る
と
、
彼

の
目
に
映
じ
た
よ
う
に
立
体
的
に
再
現
（
立
体
視
）
で
き
ま
す
。
私
た
ち
人
間
の
両
目
の
間
隔
は
約
六
・
五
巻
で
す
が
、
こ
れ

で
超
巨
人
の
目
を
も
つ
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
空
中
写
真
の
世
界
で
の
「
立
体
」
は
、
三
次
元
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
い

る
対
象
物
を
二
次
元
の
画
像
と
し
て
記
録
し
た
写
真
を
、
再
び
立
体
的
な
空
間
の
広
が
り
を
も
っ
た
対
象
物
に
再
現
し
、
三
次

元
の
測
定
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
す
。

私
た
ち
が
物
体
を
両
目
で
見
た
場
合
、
遠
近
感
（
立
体
感
）
を
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ち
な
み
に
両
目
の
幅
が
広
い

宇
宙
時
代
の
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
の
目
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ほ
ど
遠
近
感
の
感
知
能
力
が
高
く
な
り
、
打
者
が
投
手
の
投
げ
た
ボ
ー
ル
の
ス
ピ
ー
ド
と
変
化
を
判
断
す
る
能
力
な
ど
、
ス
ポ

ー
ツ
な
ど
で
有
利
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
物
が
立
体
的
に
見
え
る
の
は
、
右
目
と
左
目
と
で
は
見
る
角
度
に
差
が
あ
る
た
め
で

す
○
そ
の
証
拠
に
、
鉛
筆
を
手
に
持
っ
て
目
の
近
く
に
置
き
、
交
互
に
片
目
を
つ
ぶ
る
と
、
右
目
と
左
目
と
で
は
鉛
筆
の
形
が

違
っ
て
見
え
ま
す
。
こ
の
物
体
と
目
の
位
置
と
の
関
係
が
変
わ
る
た
め
に
起
こ
る
ズ
レ
を
視
差
（
パ
ラ
ラ
ッ
ク
ス
）
と
い
い
ま

す
。
空
中
写
真
上
に
は
、
視
差
の
た
め
に
一
本
の
樹
木
が
左
右
の
写
真
上
に
長
さ
を
違
え
て
斜
め
に
写
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

立
体
視
し
な
が
ら
、
写
真
上
で
一
○
○
分
の
一
ゞ
リ
単
位
で
視
差
を
読
み
取
る
道
具
（
視
差
測
定
桿
）
を
用
い
て
迩
局
を
測
り
ま

超巨人の右目と左目の位置で地上を撮影すると

彼が見たように立体的に再現（立体視）できま
す。

す
。
ま
た
、
樹
冠
の
形
状
、
大
き
さ
や
数
な
ど
、
空
中
写
真
か
ら

い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
推
定
で
き
ま
す
。
小
人
な
ら
ぬ
私
た
ち
が
空

中
写
真
を
判
読
し
、
複
雑
な
森
林
を
樹
種
樹
高
林
の
混
み
具

合
い
な
ど
で
類
型
化
し
、
空
中
写
真
と
現
地
の
調
査
デ
ー
タ
と
を

整
理
し
た
判
読
基
準
資
料
を
用
い
て
、
榔
種
や
材
祇
を
推
定
で
き

ま
｛
鬼

近
ご
ろ
は
、
身
長
七
○
○
隙
の
超
超
巨
人
ラ
ン
ド
サ
ッ
ト
が
、

人
間
の
能
力
を
超
え
る
各
種
セ
ン
サ
ー
を
装
備
し
た
特
別
仕
様
の

目
で
宇
宙
か
ら
地
上
を
観
察
し
て
い
ま
す
。
（
高
橘
文
敏
）
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す
で
に
家
を
建
て
た
人
、
ま
た
計
画
中
の
人
な
ら
経
験
ず
み
の
よ
う
に
、
ひ
と
口
に
木
の
値
段
と
い
っ
て
も
じ
つ
に
さ
ま
ざ

ぺ
い

ま
で
す
○
た
と
え
ば
、
見
え
な
い
所
に
使
う
ス
ギ
や
米
ツ
ガ
の
柱
だ
と
二
、
三
○
○
○
円
も
出
せ
ば
一
本
買
え
る
の
に
、
北
山

ス
ギ
の
床
柱
だ
と
一
本
が
一
○
○
万
円
を
超
え
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

同
じ
木
な
の
に
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
値
段
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
図
で
説
明
す
る
と
、
ま
ず
北
山
ス
ギ
の
床
柱
の

場
合
、
そ
れ
に
適
し
た
木
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
供
給
曲
線
は
ａ
の
よ
う
に
、
価
格
が
高
く
な
っ
て
も
供
給
量
を
増

や
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
そ
の
価
格
は
た
だ
需
要
の
増
減
（
由
、
山
）
に
よ
っ
て
上
下
す
る
だ
け
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
普
通
の
柱
の
場
合
、
そ
れ
に
適
し
た
木
は
大
量
に
あ
り
、
そ
の
供
給
曲
線
は
鼬
の

よ
う
に
、
価
格
が
上
が
れ
ば
供
給
量
は
相
当
の
限
度
ま
で
増
え
ま
す
。
そ
の
た
め
、
需
要
量
が
大
き
く
て
も
安
い
値
段
で
大
量

に
供
給
で
き
れ
ば
そ
の
値
段
は
低
く
決
ま
る
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
普
通
の
柱
の
価
格
は
需
要
曲
線
に
だ
け
依
存
す
る
の
で

は
な
く
、
供
給
曲
線
に
も
深
く
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

大
量
に
使
わ
れ
て
い
る
普
通
の
柱
に
も
う
少
し
注
目
し
て
み
る
と
、
か
な
り
前
か
ら
柱
材
の
多
く
は
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
よ
り
も

米
材
の
ほ
う
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
日
本
の
生
産
者
が
、
ス
ギ
の
柱
は
一
本
一
万
円
で
な
け
れ
ば
生
産
し
ま
せ
ん

と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
米
材
の
生
産
者
が
こ
れ
よ
Ｉ
す
っ
と
安
い
三
○
○
○
円
で
供
給
し
、
し
か
も
需
要
を
賄
う
こ
と
が
で
き

木
の
値
段
の
決
ま
り
方

5り



ま
す
の
で
、
価
格
は
米
材
の
生
産
コ
ス
ト
で
あ
る
三
○
○
○
円
に
落
ち
着
い
て
し
ま
い
ま
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
安
い
外
材
を
輸
入
す
る
こ
と
は
個
々
の
消
費
者
に
と
っ
て
は
利
益
に
か
な
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
全
体

と
し
て
も
消
費
者
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
数
な
わ
け
で
す
か
ら
、
外
材
を
輸
入
す
る
こ
と
は
社
会
的
に
は
正
し
い
よ
う
に
見
え

ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
次
の
点
で
す
。
つ
ま
り
、
ス
ギ
の
柱
の
生
産
コ
ス
ト
が
高
い
の
は
、

米
材
の
柱
生
産
に
比
べ
て
生
産
性
が
低
い
た
め
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
の
も
、
米
材
は
自
然
に
生
育
し
た

樹
木
（
天
然
林
）
を
伐
採
・
加
工
す
る
だ
け
な
の
に
対
し
て
、
ス
ギ
は
樹
木
の
育
成
そ
の
も
の
に
も
コ
ス
ト
が
必
要
だ
か
ら
で

す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
米
材
の
柱
が
安
い
の
は
自
然
を
収
奪
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
の
に
対
し
、
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
柱
は
人
間

の
手
で
作
っ
た
も
の
で
す
か
ら
コ
ス
ト
が
高
く
な
る
わ
け
で
す
。

S

価
格

ｄ
ｄ

p

pl S

p

ｄ
ｄ

pＳ
Ｓ

O
量

木材需給と価格決定との関係

森
林
の
減
少
を
少
し
で
も
食
い
止
め
る
た
め
に
は
、
国
内
で
樹
木
を
植

え
て
育
て
、
な
る
べ
く
世
界
の
天
然
林
を
切
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
す
が
、
図
に
見
る
よ
う
な
木
の
値
段
の
決
ま
り
方
か
ら
す
る

と
、
な
か
な
か
そ
れ
は
難
し
い
の
も
事
実
で
す
。
で
す
か
ら
、
国
内
で
生

産
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
条
件
を
作
り
出
す
た
め
に
、
社
会
的
な
盗
金
を

投
入
す
る
こ
と
は
、
木
材
を
大
量
に
消
萱
し
て
い
る
日
本
人
の
責
任
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
（
柳
幸
庚
登
）

51木の値段の決まり方



|〃
山
で
働
く
人
た
ち
に
は
、
昔
か
ら
「
仕
事
の
安
全
」
に
関
す
る
し
き
た
り
や
言
い
伝
え
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
．
そ

れ
に
は
道
理
に
合
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
非
科
学
的
な
迷
信
と
さ
え
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
「
山
の
神
」
は
そ
の
典

そ
ま

型
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
山
の
神
」
は
山
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
司
る
神
霊
で
あ
り
、
狩
人
や
杣
、
炭
焼
き
な
ど
山
に
生
き
る
人
た

や
お
よ
る
ず

ち
の
守
護
神
で
し
た
。
そ
し
て
、
じ
っ
に
多
様
な
神
々
ｌ
ま
さ
に
八
百
万
の
神
々
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

山
林
は
水
源
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
食
物
や
生
活
溌
材
を
豊
富
に
提
供
し
、
一
方
で
は
、
水
害
、
風
雪
害
な
ど
の
発
生
源

と
も
み
な
さ
れ
、
人
々
は
山
に
対
し
て
親
し
み
と
恐
れ
の
両
面
の
心
情
を
も
っ
て
接
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
山
の
神
に
対

す
る
禁
忌
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
．
山
仕
事
に
は
常
に
危
険
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
山
で
働
く
人
た
ち
の
「
仕
事
の
安
全
」
へ
の

願
い
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
「
初
寅
に
は
山
へ
入
る
な
」
な
ど
が
そ
れ
で
す
。
山
の
神
の
日
（
祭
り
）
を
神
の

意
志
に
背
か
な
い
「
忌
み
日
」
と
し
、
こ
の
日
は
山
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
初
寅
つ
ま
り

正
月
の
最
初
の
寅
の
日
を
山
の
神
の
日
と
す
る
も
の
で
、
祭
り
日
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
よ
う
で
す
。
そ
の
ほ
か
、
「
女
房
が

嫉
妬
す
れ
ば
山
の
神
か
ら
見
放
さ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
仕
事
に
出
か
け
る
亭
主
を
笑
顔
で
送
り
出
し
な
さ
い
と
、
女
房
た

る
も
の
の
心
得
を
教
え
た
も
の
や
、
「
山
仕
事
の
は
じ
め
に
た
き
火
の
煙
に
当
た
り
山
の
神
へ
安
全
を
祈
る
」
、
さ
ら
に
、
樹
木
が

成
長
の
過
程
で
幹
の
形
状
が
人
Ｕ
ｌ
に
な
っ
た
「
窓
木
は
山
の
神
の
木
だ
か
ら
切
る
な
」
と
い
う
伐
倒
危
険
木
を
知
ら
せ
る
も

初
寅
に
は
山
へ
入
る
な
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の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
山
の
神
に
ま
つ
わ
る
慣
習
も
時
代
と
と
も
に
変
化
し
、
祭
り
も
山
で
働
く
人

た
ち
の
慰
労
の
色
彩
が
濃
く
な
り
、
仕
事
の
安
全
を
山
の
神
に
祈
り
な
が
ら
日
ご
ろ
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
懇
談
会
と
称
し
て
酒

宴
を
催
す
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
最
近
で
は
カ
ラ
オ
ケ
も
登
場
す
る
そ
う
で
玄
一
方
で
は
、
「
三
度
の
山
神
祭
よ
り

一
度
の
下
刈
り
を
せ
よ
」
な
ど
と
い
う
、
山
神
祭
も
楽
し
み
で
は
あ
る
が
、
仕
事
の
ほ
う
が
大
切
で
あ
る
と
戒
め
る
こ
と
わ
ざ

御神木（新岡正吾氏提供）

で
は
あ
る
が
、
仕
事
の
ほ
う
が
大
切
で
あ
る
と
戒
め
る
こ
と
わ
ざ

も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
の
神
を
男
神
と
す
る
所
や
夫
婦
神
と
す
る
所
も
あ
り
ま
す
が
、

全
国
的
に
は
女
神
と
す
る
所
が
多
い
よ
う
で
す
。
女
の
山
の
神
は

嫉
妬
深
く
、
女
人
が
山
に
入
る
の
を
好
ま
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

家
庭
の
主
婦
を
「
山
の
神
」
Ⅱ
カ
ミ
（
神
）
ざ
ん
と
い
う
の
も
、

お
そ
ら
く
こ
れ
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
の
神
に
ま
つ
わ
る
安
全
の
こ
と
わ
ざ
に
は
、
非
科
学
的
な
も

の
が
多
い
の
も
事
実
で
す
が
、
山
で
働
く
人
た
ち
の
強
く
安
全
を

願
う
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
安
全
の
大
切
さ
を
諭
し
、
安
全
の
原

点
を
示
唆
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。
（
奥
田
吉
春
）

53初術には11lへ入るな



’22
最
近
、
「
き
の
こ
を
使
っ
て
熱
帯
林
を
再
生
す
る
」
計
画
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
急
速
に
減
少
し

て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
の
熱
帯
林
を
、
そ
の
代
表
的
な
樹
種
で
あ
る
ラ
ワ
ン
な
ど
の
フ
タ
バ
ガ
キ
科
樹
種
を
使
っ
て
造
林
し
、
再

生
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
フ
タ
バ
ガ
キ
科
樹
種
を
使
っ
た
造
林
は
こ
れ
ま
で
に
も
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
焼
き
畑
耕
作

を
し
た
跡
な
ど
の
荒
廃
地
に
造
林
し
た
た
め
、
大
部
分
が
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
ま
す
。

一
般
に
、
土
壌
条
件
や
気
象
条
件
が
悪
い
場
所
に
生
育
す
る
樹
木
の
多
く
は
、
き
の
こ
な
ど
の
微
生
物
と
一
緒
に
生
活
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
木
は
き
の
こ
か
ら
土
壌
中
の
水
分
や
無
機
養
分
を
も
ら
い
、
き
の
こ
は
木
か
ら
有
機
物
な
ど
を
も
ら
っ
て
互

い
に
助
け
合
っ
て
共
生
し
て
い
ま
す
。
樹
木
の
根
の
先
端
に
土
壌
中
の
菌
糸
が
侵
入
し
て
共
生
し
て
い
る
根
を
菌
根
と
い
い
、

菌
根
が
で
き
る
と
木
の
成
長
が
良
く
な
り
ま
す
。
ラ
ワ
ン
な
ど
の
フ
タ
バ
ガ
キ
科
樹
種
は
「
外
生
菌
根
」
を
作
り
ま
す
。
こ
の

菌
根
は
マ
ツ
タ
ケ
菌
な
ど
と
同
じ
仲
間
で
す
。
外
生
菌
根
が
で
き
る
と
根
の
先
端
が
菌
糸
で
覆
わ
れ
保
護
さ
れ
る
の
で
、
根
は

乾
燥
や
地
中
温
度
の
変
化
、
病
原
菌
の
侵
入
に
対
し
て
強
く
な
る
な
ど
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
熱
帯
の
貧
栄
養

の
土
壌
、
乾
燥
、
高
温
と
い
っ
た
厳
し
い
生
育
条
件
の
な
か
で
造
林
を
す
る
場
合
に
は
、
菌
根
の
つ
い
て
い
る
苗
を
使
う
こ
と

が
成
功
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
東
カ
リ
マ
ン
タ
ン
な
ど
で
行
わ
れ
た
フ
タ
バ
ガ
キ
科
樹
種
の
苗
に
菌
根
を
つ
け
る
研
究
の
結
果
、
菌
根
を

熱
帯
林
再
生
の
鍵
ｌ
き
の
こ
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つ
け
た
苗
は
つ
け
な
い
も
の
に
比
べ
て
、
山
に
植
え
た
と
き
の
活
着
率
や
生
存
率
が
高
く
木
の
成
長
も
良
い
こ
と
、
ま
た
、
フ

タ
バ
ガ
キ
科
樹
種
に
菌
根
を
作
る
き
の
こ
は
ニ
セ
シ
ョ
ウ
ロ
、
キ
ッ
ネ
タ
ケ
な
ど
の
八
属
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の

う
ち
、
ニ
セ
シ
ョ
ウ
ロ
属
の
陣
辱
。
烏
一
営
倉
８
冒
言
冨
胃
。
と
い
う
き
の
こ
は
、
特
に
幼
苗
に
菌
根
を
作
り
や
す
く
、
ま
た
多
く

の
樹
種
と
菌
根
を
作
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
き
の
こ
は
球
形
の
子
実
体
内
部
に
胞
子
が
詰
ま
っ
て
い
る
た
め
、
一
度

に
大
量
の
胞
子
が
簡
単
に
得
ら
れ
る
と
い
う
利
点
も
あ
り
、
菌
根
の
接
種
源
と
し
て
現
在
最
も
有
望
な
も
の
で
す
。
菌
根
を
つ

け
る
方
法
と
し
て
は
、
大
量
の
胞
子
が
得
ら
れ
る
場
合
は
胞
子
を
水
に
混
ぜ
た
液
を
苗
に
潅
水
し
、
や
や
日
陰
の
場
所
に
数
カ

月
間
置
い
て
お
く
と
苗
に
菌
根
が
で
き
ま
す
。
ま
た
フ
タ
バ
ガ
キ
科
林
の
中
に
苗
畑
を
作
る
と
、
周
囲
か
ら
き
の
こ
の
胞
子
や

ScIerodermacolumnareの子実体

Shoreasp.外生菌根

菌
糸
が
入
り
、
六
カ
月
程
度
で
自
然
に
菌
根
が
で
き
る
こ
と
も

わ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
フ
タ
バ
ガ
キ
科
樹
種
の
造
林
に
き
の
こ
は
重
要

な
働
き
を
し
て
お
仇
ま
た
、
苗
に
菌
根
を
つ
け
る
た
め
の
基

礎
的
技
術
も
ほ
ぼ
で
き
上
が
っ
て
い
ま
す
が
、
世
界
的
な
緊
急

課
題
で
あ
る
熱
帯
林
再
生
技
術
の
早
期
確
立
に
向
け
て
、
日
本

を
は
じ
め
欧
米
先
進
諸
国
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
（
横
田
明
彦
）
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す
さ
の
お
の
み
こ
と

わ
が
国
で
箸
が
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
素
菱
鳴
尊
が
川
に
箸
が
流
れ
て
き
た
の
を
見
て
上
流
に
人
が
住
ん
で
い
る
こ
と

を
知
る
く
だ
り
が
古
事
記
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
相
当
に
古
い
よ
う
で
す
ゎ
し
か
し
、
剖
箸
の
出
現
は
そ
う
古
い
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
江
戸
時
代
の
一
七
五
○
年
ご
ろ
か
ら
一
般
的
な
料
理
屋
が
現
れ
、
文
化
文
政
（
一
八
○
四
～
二
九
年
）
の
こ
ろ
に
は

に
は
ち
そ
ば

二
八
蕎
麦
に
代
表
さ
れ
る
大
衆
的
外
食
産
業
も
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
文
政
期
に
杉
製
の
「
引
裂
箸
」
が
、
江
戸
、
京
、

大
阪
で
使
わ
れ
た
と
い
う
の
が
割
箸
が
文
献
に
現
れ
る
最
初
だ
と
い
い
ま
す
。

は
ざ
い

明
治
一
○
年
に
奈
良
県
吉
野
郡
下
市
町
で
、
吉
野
杉
か
ら
建
築
用
材
や
樽
用
材
を
と
っ
た
残
り
の
端
材
部
分
を
利
用
し
た
「
小

判
型
」
、
「
丁
六
型
」
、
「
元
禄
型
」
の
割
箸
が
考
案
さ
れ
、
明
治
四
○
年
に
は
同
じ
下
市
町
の
箸
商
人
小
間
治
三
郎
が
「
利
久
型
」

て
か
そ
げ

を
考
案
し
ま
し
た
。
大
正
五
年
ご
ろ
に
「
天
削
型
」
が
出
現
し
て
、
大
衆
品
の
丁
六
、
中
級
品
の
小
判
・
元
禄
型
、
高
級
品
の

利
久
・
天
削
型
と
い
う
現
在
使
わ
れ
て
い
る
種
類
が
そ
ろ
っ
た
の
で
す
。

長
い
時
間
を
か
け
て
成
立
し
た
天
然
林
は
と
も
か
く
、
自
然
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
成
立
さ
せ
た
人
工
林
を
、
有
用
な
材
木
を

生
産
で
き
る
林
分
に
育
て
上
げ
る
に
は
十
分
な
手
入
れ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
怠
る
と
経
済
的
価
値
の
低
い
樹
木
に
負
け
て

し
ま
い
ま
す
。
ひ
ど
い
場
合
は
ツ
ル
や
サ
サ
に
覆
わ
れ
て
、
成
林
す
ら
お
ぼ
つ
か
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
近
ご
ろ
は

除
伐
や
間
伐
、
ツ
ル
切
り
な
ど
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
人
工
林
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
人
手
不
足
と
手
入
れ
を
し
て

割
箸
が
山
を
守
る
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も
収
益
が
期
待
で
き
な
い
た
め
で
す
。
健
全
な
森
林
を
造
り
管
理
す
る
こ
と
は
、
山
で
働
く
人
が
い
な
い
と
不
可
能
で
す
。
そ

の
た
め
に
は
、
山
村
で
は
十
分
な
収
入
が
見
込
め
な
い
状
況
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
山
で
働
く
人
々
に
豊
か
な
生

活
が
で
き
る
だ
け
の
産
業
基
盤
を
提
供
で
き
れ
ば
、
収
入
は
改
善
さ
れ
、
人
々
の
定
着
率
も
向
上
す
る
で
し
ょ
う
。

割
箸
製
造
の
た
め
に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
元
手
は
必
要
で
な
い
し
、
原
材
料
の
早
生
樹
や
間
伐
材
、
あ
る
い
は
高
級
材
で
も

。
割

’
’

一
一
壹
一ﾔ弓勺ﾝ-－

間伐材を利用した割箸

端
材
は
ダ
ダ
同
然
に
安
い
の
で
、
特
別
に
材
料
林
を
造
成
し
な
く
と
も
、
材
料
は

無
尽
蔵
と
い
え
る
ほ
ど
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
、
割
箸
製
造
は
山
村
地
域
の
産
業

と
し
て
有
利
で
す
。
昔
は
商
品
価
値
の
な
か
っ
た
シ
ラ
カ
ン
バ
や
シ
ナ
ノ
キ
な
ど

で
も
割
署
と
し
て
市
場
価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
豊
富
な
北

国
で
も
割
箸
製
造
が
産
業
化
き
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、
除
・
間
伐
材
と
い
う

材
料
を
切
り
出
し
て
く
る
こ
と
で
造
林
地
は
よ
り
よ
い
林
に
成
長
す
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
制
箸
は
山
を
守
り
育
て
る
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

か
つ
て
吉
野
地
方
に
花
開
い
た
割
箸
産
業
が
そ
の
経
済
を
支
え
た
事
例
を
他
の
地

方
に
移
植
す
る
こ
と
は
、
地
域
の
産
業
振
興
に
も
寄
与
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
し
、

そ
れ
が
緑
の
守
り
手
を
育
成
す
る
力
に
な
る
と
期
待
さ
れ
る
の
で
す
。

（
桜
井
尚
武
）
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過
度
な
森
林
の
利
用
が
森
林
の
荒
廃
を
招
く
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
一
方
、
意
外
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
手

を
加
え
な
い
、
利
用
し
な
い
、
利
用
し
た
く
て
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
森
林
を
荒
廃
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
に
な
り
ま
す
。

山
に
も
す
べ
て
所
有
者
が
い
ま
す
。
私
有
地
、
公
有
地
や
国
有
地
な
ど
に
分
け
ら
れ
ま
す
が
、
い
か
な
る
所
有
者
も
、
森
か

ら
の
収
益
の
向
上
を
願
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
す
。
自
然
環
境
の
厳
し
い
林
地
の
所
有
者
は
、
も
っ
ぱ
ら
環
境
保
全

の
役
割
を
任
さ
れ
、
伐
採
に
よ
る
収
入
は
期
待
で
き
な
い
場
合
も
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
樹
木
の
生
育
に
適
し
た
林
地
で
は
、

木
材
生
産
を
中
心
と
し
た
山
林
か
ら
の
収
益
を
目
指
し
て
い
る
の
で
す
や
木
材
の
需
要
が
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
計
を

立
て
る
者
が
い
て
不
思
議
は
な
い
わ
け
で
、
適
切
な
管
理
を
行
え
ば
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
生
産
さ
れ
る
木
材
は
永
続
的
な
生

産
が
可
能
な
の
で
、
高
収
入
が
あ
れ
ば
、
お
の
ず
と
山
の
見
回
り
回
数
は
増
え
、
管
理
に
も
身
が
入
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

高
価
な
建
築
用
材
の
生
産
が
無
理
な
森
林
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
シ
イ
タ
ケ
用
ほ
だ
木
や
割
箸
原
木
が
生
産
さ
れ
て
金
に
な

れ
ば
、
病
虫
害
な
ど
の
な
い
健
全
な
林
を
造
り
効
率
の
良
い
生
産
を
目
指
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
収
益
が
乏
し
い
と
な
る
と
、
特
に
小
規
模
な
個
人
の
山
持
ち
は
、
山
林
へ
の
投
査
意
欲
が
失
せ
、
結
果
と
し
て
、

木
々
は
ツ
ル
に
巻
か
れ
、
樹
木
ど
う
し
の
競
合
も
激
化
し
て
モ
ヤ
シ
の
よ
う
に
な
り
、
値
打
ち
の
な
い
木
に
な
る
の
を
見
過
ご

す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
仮
に
病
虫
害
が
発
生
し
て
も
、
防
除
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
。
人
件
費
が
高
騰

消
費
も
美
徳
？
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す
る
一
方
で
木
材
の
値
段
が
安
く
、
山
か
ら
の
収
益
の
上
が
ら
な
い
現
在
森
林
は
ま
さ
に
こ
う
い
う
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

か
つ
て
里
近
く
の
山
林
は
、
住
民
の
日
常
生
活
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
枯
木
や
落
ち
て
き
た
枝
な
ど
は
燃

料
と
し
て
、
草
木
の
葉
や
茎
は
馬
な
ど
の
家
畜
の
餌
と
し
て
、
ま
た
、
落
葉
な
ど
は
田
や
畑
へ
の
肥
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
ぃ

の
で
す
。

ツル切りが遅れクズに覆われたスギ林

(森林総研浅沼晟吾氏提供）

た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
と
も
に
育
っ
た
木
は
薪
炭
用
、
あ
る
い
は
建
築

用
の
木
材
と
し
て
切
ら
れ
も
し
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
切
ら
れ
て
も
、
す

ぐ
に
切
株
か
ら
生
え
て
き
た
木
々
や
植
え
た
苗
を
育
て
、
日
々
の
生
活
や
農

業
に
役
立
つ
林
が
造
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
ら
の
山
林
は
、
今
、
ツ
ル
に
覆
わ
れ
た
り
、
虫
に
や
ら
れ
た
り
し
て

元
気
の
な
い
木
々
で
占
め
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
ゴ
ミ
捨
て
場
に
な

っ
て
い
る
所
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
荒
れ
た
姿
を
変
え
る
に
は
、

無
駄
使
い
と
い
わ
れ
る
割
箸
や
門
松
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
で
も
結
描
で
す
。

大
い
に
木
を
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
身
風
が
吹
け
ば
桶
屋
が
も
う
か
る
」

式
で
、
所
有
者
に
「
山
は
も
う
か
る
」
こ
と
を
実
感
し
て
も
ら
う
こ
と
、
こ

れ
が
森
林
を
育
て
る
い
ち
ば
ん
の
近
道
な
の
で
す
。
（
佐
藤
明
）
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皆
さ
ん
が
、
わ
が
家
を
建
て
る
と
き
に
は
ど
の
よ
う
な
木
材
が
良
い
と
思
わ
れ
ま
す
か
。
多
く
の
方
は
、
第
一
に
節
の
な
い

こ
と
、
そ
し
て
年
輪
幅
が
狭
く
て
よ
く
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
、
色
つ
や
が
良
く
て
肌
ざ
わ
り
の
良
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
る

と
思
い
ま
す
。
優
良
木
と
は
、
こ
の
よ
う
な
木
材
を
得
る
こ
と
が
可
能
な
樹
木
で
、
な
か
で
も
、
柱
や
板
の
表
面
に
節
が
あ
る

の
は
大
き
な
欠
点
に
な
り
ま
す
の
で
、
節
の
な
い
木
材
を
得
る
割
合
が
高
い
樹
木
と
い
え
ま
す
。
建
築
用
材
に
最
も
多
く
用
い

ら
れ
る
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
の
優
良
木
は
、
ど
の
よ
う
に
育
っ
て
い
る
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

天
然
林
で
は
、
若
木
は
大
木
や
周
辺
の
樹
木
、
雑
草
な
ど
に
太
陽
光
を
遮
ら
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
成
長
が
遅
く
て
年
輪
幅

が
狭
く
な
り
ま
す
○
節
の
原
因
と
な
る
枝
は
、
光
の
条
件
が
悪
く
な
る
と
枯
れ
落
ち
、
節
の
少
な
い
木
材
に
な
る
の
重
鬼
こ

の
よ
う
に
、
太
陽
光
を
遮
ら
れ
た
り
、
周
辺
の
樹
木
と
の
競
争
と
い
う
ス
ト
レ
ス
が
優
良
木
を
育
て
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
で
は
、
優
良
木
を
育
て
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
方
法
を
用
い
ま
す
。
人
工
林
の
植
栽
密
度
は
、
普

通
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
三
○
○
○
本
前
後
で
す
が
、
こ
の
密
度
で
は
植
栽
木
間
の
競
争
が
は
じ
ま
る
の
が
遅
く
、
そ
の
間
成
長

が
良
く
、
枝
も
枯
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
結
果
、
年
輪
幅
が
広
く
て
節
の
多
い
木
材
に
な
り
ま
す
。
年
輪
幅
が
狭
く
、
節
の
少
な
い

木
材
に
す
る
た
め
に
は
、
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
の
植
栽
本
数
を
六
○
○
○
本
、
あ
る
い
は
一
万
本
と
多
く
し
、
植
栽
木
間
の
競

争
が
早
く
か
ら
は
じ
ま
る
よ
う
に
し
ま
す
。
激
し
い
競
争
が
長
く
続
く
と
モ
ヤ
シ
状
に
な
り
、
風
や
雪
に
対
す
る
抵
抗
力
が
低

し
ご
き
か
過
保
護
か
優
良
の
育
て
方

木

6り



下
し
ま
す
の
で
、
間
伐
命

度
管
理
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

節
は
、
光
合
成
を
行
う
葉
を
支
え
て
い
る
枝
に
よ
る
も
の
で
す
か
ら
、
す
べ
て
な
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
節

の
分
布
を
幹
の
中
心
部
だ
け
と
し
、
そ
の
外
側
を
節
の
な
い
木
材
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
方
法
は
、
枝
を
つ
け
根
か

ら
切
る
枝
打
ち
と
い
う
作
業
に
よ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一
辺
が
一
○
・
五
巻
角
の
柱
材
の
表
面
に
一
個
の
節
も
出
な
い
よ
う
に

10

０
０
０
０

８
６
４

乾
材
積
の
割
合
（
％
） （

間
引
き
）
を
頻
繁
に
し
て
植
栽
木
間
で
の
競
争
と
い
う
し
ご
き
を
調
整
し
ま
す
。
こ
の
調
整
を
、
密

下

1 01520

林齢(年）

枝打ちをしない林の幹材菰に対する枝打ち林の
幹材積の割合の変化Oはヒノキ林，●はスギ林，
矢印は枝打ちの実施年を示す。

と
え
ば
、
一
辺
が
一
○
・
五
巻
角
の
柱
材
の
表
面
に
一
個
の
節
も
出
な
い
よ
う
に

す
る
に
は
、
枝
の
つ
い
て
い
る
箇
所
の
幹
直
径
が
六
巻
以
下
で
枝
打
ち
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
根
元
直
径
が
六
拶
に
な
る
植
栽
後
六

～
一
○
年
か
ら
枝
打
ち
を
は
じ
め
、
数
年
ご
と
に
繰
り
返
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

条
件
が
同
じ
所
で
、
枝
打
ち
を
ま
っ
た
く
し
な
か
っ
た
林
の
、
単
位
面
識
当
た

り
の
幹
材
積
に
対
す
る
枝
打
ち
を
五
回
繰
り
返
し
た
林
の
幹
材
秋
の
割
合
（
図
）

は
、
二
一
年
生
で
約
五
○
％
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
枝
打
ち
に
よ
っ
て
、
生
産
器

官
で
あ
る
葉
を
枝
と
と
も
に
強
制
的
に
除
く
し
ご
き
を
受
け
る
た
め
、
成
長
は

遅
れ
ま
す
が
、
節
が
な
く
年
輪
幅
の
狭
い
優
良
木
に
仕
立
れ
ば
価
格
面
で
十
分

な
見
返
り
が
あ
る
の
で
す
。
木
も
食
物
も
人
も
温
室
育
ち
は
歓
迎
さ
れ
な
い
よ

う
で
す
。
（
竹
内
郁
雄
）

6Zしぎきか過保謹か優良木の宵てル
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人
間
だ
れ
し
も
便
利
で
環
境
の
良
い
所
に
住
み
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
所
は
土
地
の
価
格
や
税
金
が
高
く
、
簡
単

に
は
住
め
ま
せ
ん
。
植
物
に
と
っ
て
は
、
基
本
的
に
は
温
度
、
光
、
水
分
、
空
気
、
養
分
が
十
分
に
供
給
さ
れ
る
所
が
住
み
良

い
所
で
す
が
、
そ
う
い
う
条
件
に
恵
ま
れ
た
立
地
に
は
い
ろ
い
ろ
の
植
物
が
生
育
で
き
る
の
で
、
お
互
い
の
間
の
競
争
が
激
し

く
な
り
、
結
局
、
競
争
力
の
優
れ
た
植
物
が
優
占
す
る
こ
と
に
な
り
ま
玄

現
在
、
日
本
で
最
も
広
い
面
積
を
占
め
て
い
る
森
林
は
ス
ギ
林
と
ヒ
ノ
キ
林
で
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
人
間
が
世
話
を
し

て
育
て
た
人
工
林
で
す
。
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
の
見
ら
れ
る
冷
温
帯
・
暖
温
帯
は
、
自
然
状
態
に
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
ブ
ナ
・
ナ
ラ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
あ
る
い
は
シ
イ
・
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
の
森
林
に
な
り
ま
す
。
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
は
芽

生
え
（
実
生
）
が
小
さ
い
の
で
定
着
す
る
の
が
難
し
い
う
え
、
ほ
か
の
多
く
の
広
葉
樹
類
よ
り
初
期
の
成
長
が
劣
り
ま
す
。
有

用
な
ス
ギ
林
・
ヒ
ノ
キ
林
を
育
成
す
る
た
め
、
ほ
か
の
植
物
と
の
競
争
に
負
け
な
い
よ
う
に
、
人
間
は
こ
れ
ま
で
苗
畑
と
い
う

理
想
的
環
境
で
実
生
を
大
き
く
し
て
か
ら
林
地
に
移
植
し
て
、
十
分
に
大
き
く
な
る
ま
で
何
度
も
雑
草
木
を
刈
り
払
っ
た
り
、

ツ
ル
を
と
っ
て
や
っ
た
り
と
い
う
こ
と
を
し
て
き
ま
し
た
。

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
天
然
林
の
分
布
は
、
人
工
林
の
広
が
る
地
域
に
比
べ
て
狭
い
地
域
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
気
候
的
に
は
、
ス

ギ
が
青
森
県
か
ら
屋
久
島
ま
で
広
く
分
布
し
、
ヒ
ノ
キ
は
福
島
県
か
ら
屋
久
島
ま
で
の
太
平
洋
側
の
主
に
寡
雪
地
域
に
分
布
し

俺
た
ち
や
街
に
は
住
め
な
い
か
ら
に

a2
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て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
と
も
に
花
崗
岩
な
ど
の
貧
栄
養
の
酸
性
岩
を

基
岩
と
す
る
地
域
や
急
峻
な
山
地
の
尾
根
な
ど
生
育
立
地
条
件
の
悪

い
所
に
限
ら
れ
て
自
然
分
布
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
ス
ギ
も
ヒ
ノ

キ
も
、
植
栽
・
下
刈
り
な
ど
の
世
話
を
し
て
生
育
さ
せ
る
と
、
よ
り

肥
沃
な
土
壌
で
よ
く
成
長
す
る
し
、
同
一
斜
面
で
は
乾
燥
し
や
す
く

貧
栄
養
の
尾
根
や
斜
面
上
部
よ
り
湿
潤
で
肥
沃
な
斜
面
下
部
で
よ
く

成
長
し
ま
す
。
植
物
の
生
育
に
と
っ
て
条
件
の
良
い
立
地
で
は
、
ス

ギ
・
ヒ
ノ
キ
は
、
実
生
が
定
着
し
や
す
く
成
長
が
速
い
広
葉
樹
類
と

の
競
争
に
負
け
て
し
ま
う
た
め
に
、
自
然
の
ま
ま
で
は
そ
こ
に
優
占

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
が
現
在
の
よ
う
に
限
ら

れ
た
所
に
天
然
分
布
し
て
い
る
の
は
、
長
い
間
の
競
争
の
結
果
で
あ

り
ま
す
や

植
物
の
世
界
で
も
、
好
適
な
立
地
条
件
の
所
に
住
む
に
は
、
ほ
か

の
植
物
と
の
厳
し
い
競
争
に
打
ち
勝
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（
田
中
信
行
）

a3俺たちや街には住めないからに
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ヒ
バ
材
は
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
に
比
べ
建
築
材
と
し
て
の
知
名
度
は
低
い
の
で
す
が
、
そ
の
品
質
は
決
し
て
劣
り
ま
せ
ん
。
ヒ
バ

で
造
ら
れ
た
中
尊
寺
金
色
堂
が
一
○
○
○
年
も
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
の
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
腐
り
と
シ
ロ
ア
リ
に

は
抜
群
に
強
く
、
あ
ま
り
人
目
に
は
触
れ
ま
せ
ん
が
、
土
台
材
と
し
て
は
最
高
の
折
紙
つ
き
で
す
。
こ
れ
は
ヒ
バ
に
含
ま
れ
る

主
に
ヒ
ノ
キ
チ
ォ
ー
ル
と
い
う
成
分
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
、
鋸
く
ず
か
ら
成
分
を
抽
出
し
て
養
毛
剤
、
化
粧
品
、
歯
磨
料
な

ど
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
最
近
は
、
食
品
添
加
物
と
し
て
も
厚
生
省
か
ら
認
知
さ
れ
、
多
く
の
加
工
食
品
に
利
用
さ
れ
て

い
る
ほ
か
、
青
果
物
の
鮮
度
保
持
．
リ
ン
ゴ
の
木
の
樹
皮
を
腐
敗
さ
せ
る
腐
乱
病
の
治
療
、
ミ
ツ
バ
チ
の
カ
ビ
の
害
か
ら
の
予

防
な
ど
に
も
実
用
化
さ
れ
、
ダ
ニ
や
ゴ
キ
ブ
リ
に
対
す
る
忌
避
効
果
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ヒ
バ
の
香
り
の
成
分
が

脳
の
判
断
力
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
も
ネ
ズ
ミ
の
実
験
で
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

ヒ
バ
は
ア
ス
ナ
ロ
と
い
い
、
日
本
の
特
産
で
す
。
一
般
に
は
「
明
日
は
ヒ
ノ
キ
に
な
ろ
う
」
が
そ
の
名
の
由
来
だ
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
青
森
地
方
の
ア
ス
ナ
ロ
は
変
種
（
ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
）
で
、
特
に
ヒ
バ
と
呼
ん

で
区
別
し
て
い
ま
す
．
ヒ
バ
は
種
子
で
増
え
る
ほ
か
に
、
下
の
ほ
う
の
枝
が
垂
れ
下
が
Ⅲ
地
面
に
接
す
る
と
そ
こ
か
ら
根
を

出
し
て
独
立
し
た
木
に
な
る
増
え
方
を
し
ま
す
。
こ
れ
を
伏
条
更
新
と
い
い
ま
す
。
芽
生
え
が
成
長
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の

光
が
必
要
で
す
が
、
伏
条
更
新
で
は
親
木
か
ら
栄
養
を
も
ら
う
の
で
強
い
光
は
い
り
ま
せ
ん
。
暗
い
林
の
中
で
安
全
・
確
実
に

北
の
ス
ー
パ
ー
ッ
リ
ー
ｌ
ヒ
バ

“
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造スギ

米ヒバ

スキ輪切

ヒノキ

ホクヨウ
カラマツ

米ツガ

クロマツ

…
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シロアリの被害指数

被害指数は0～7に区分し，0は0%,

7は100%の被害量である。

(岡辺敏弘ほか｢青森ヒバの不思繊｣よ

り）

ヒバの抗カビ性試験

サブロウ寒天培地に黄色コウジカビの

胞子を塗布し20日経過したが，ヒバの

周囲に菌が近寄らない。

(青森営林局工藤悦郎氏提供）

繁
殖
す
る
方
法
を
、
ヒ
バ
は
長
い
年
月
を
か
け
て
身
に
つ
け
た
の

で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
場
所
で
独
り
立
ち
し
た
ヒ
バ
の
菜
は
、
タ
ン
ポ
ポ

の
よ
う
な
ロ
ゼ
ッ
ト
型
で
大
き
く
、
わ
ず
か
な
光
で
も
生
活
で
き

る
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
大
き
な
木
が
枯
れ
た
り

し
て
、
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
て
い
け
る
余
地
が
で
き
る
ま
で
何
十
年
も

耐
え
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
光
が
入
り
、
根
も
十

分
発
達
す
る
と
ど
ん
ど
ん
成
長
し
は
じ
め
、
一
二
○
年
も
た
つ
と

胸
高
直
径
が
六
○
巻
以
上
の
大
径
木
に
な
り
ま
す
。

ヒ
バ
は
日
陰
に
耐
え
る
木
で
す
が
、
同
じ
よ
う
な
性
質
の
シ
イ

や
ブ
ナ
の
よ
う
に
単
一
樹
種
の
林
は
作
り
ま
せ
ん
。
必
篭
ホ
オ

ノ
キ
、
ト
チ
ノ
キ
と
い
っ
た
広
葉
樹
の
混
じ
っ
た
林
を
作
り
、
仲

良
く
育
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
抗
菌
性
以
外
に
も
多
く
の
有
用
な
成
分
を
も
っ

た
ヒ
バ
は
、
育
ち
方
も
ス
ー
パ
ー
で
す
。
（
糸
屋
吉
彦
）

6芯北のスーパーツリーヒパ
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北
国
の
木
・
ト
ド
マ
ッ
は
昔
か
ら
雪
が
嫌
い
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
雪
の
マ
ン
ト
の
お
か
げ
で
、
冬
の
寒

さ
を
し
の
い
で
き
た
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
で
す
。
雪
が
嫌
い
に
な
っ
た
の
は
、
雪
の
中
で
進
行
す
る
病
気
「
ト
ド
マ
ッ
枝
枯

ま
ん
ｘ
ん

病
」
が
蔓
延
し
て
き
た
か
ら
で
、
そ
れ
は
こ
こ
二
○
年
と
い
う
ご
く
最
近
の
出
来
事
な
の
で
す
。

ト
ド
マ
ッ
は
長
い
年
月
を
か
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
に
適
応
し
て
き
ま
し
た
。
多
雪
地
帯
の
ト
ド
マ
ッ
は
、
雪
害
に
は
強
い

が
寒
害
に
は
弱
い
。
そ
の
反
対
に
、
少
雪
地
帯
の
ト
ド
マ
ッ
は
、
雪
害
に
は
弱
い
が
寒
害
に
は
強
い
と
い
う
性
質
を
、
自
然
淘

汰
に
よ
っ
て
獲
得
し
て
き
た
の
で
す
。
北
海
道
の
脊
梁
山
脈
の
日
本
海
側
は
多
雪
地
帯
で
す
。
こ
の
多
雪
地
帯
に
は
、
離
れ
た

地
域
か
ら
の
遺
伝
子
の
導
入
を
避
け
、
近
い
地
域
の
、
で
き
る
だ
け
雪
害
に
強
い
ト
ド
マ
ッ
を
植
え
る
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。

雪
害
は
雪
圧
と
い
う
機
械
的
な
力
に
よ
る
樹
木
の
損
傷
で
、
主
な
症
状
は
、
幹
折
れ
、
枝
折
れ
、
枝
抜
け
な
ど
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
多
雪
地
帯
の
ト
ド
マ
ッ
に
、
一
年
生
枝
の
針
葉
が
緑
色
の
ま
ま
多
量
に
落
下
す
る
と
い
う
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
雪

害
が
大
発
生
し
ま
し
た
。
雪
に
埋
ま
っ
て
い
た
細
い
幹
に
は
、
凍
害
に
よ
く
似
た
陥
没
斑
も
認
め
ら
れ
た
の
で
す
。
新
型
雪
害

そ
し
て
、
雪
の
マ
ン
ト
の
下
で
は
起
き
な
い
は
ず
の
凍
害
の
発
生
と
い
う
不
思
議
な
現
象
が
注
目
を
集
め
、
原
因
究
明
の
た
め

の
研
究
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
現
象
は
、
カ
ビ
の
仲
間
に
よ
る
新
し
い
病
気
で
、
の
ち
に
「
ト
ド
マ
ッ
枝
枯

病
」
と
命
名
さ
れ
た
も
の
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
す
。

雪
が
嫌
い
な
北
国
の
木

66



①降雪前②融雪後
一冬を経過したトドマツ枝枯病の病徴

ト
ド
マ
ッ
枝
枯
病
菌
の
胞
子
は
、
六
月
か
ら
七
月
に
飛
散
し
ま

す
。
病
原
菌
は
、
樹
皮
の
割
れ
目
、
芽
の
鱗
片
が
重
な
り
合
っ
た

す
き
間
な
ど
の
乾
燥
に
耐
え
る
場
所
に
定
着
し
、
菌
糸
の
状
態
で

夏
を
越
し
ま
す
。
雪
が
降
る
前
の
ト
ド
マ
ッ
の
外
観
は
ま
っ
た
く

健
全
で
す
（
写
真
①
）
。

病
原
菌
は
雪
の
下
で
樹
皮
に
侵
入
し
、
生
皮
（
形
成
層
と
内
樹

え
し

皮
）
を
壊
死
さ
せ
枝
を
枯
ら
し
ま
す
（
写
真
②
）
。
融
雪
時
の
、
緑

色
の
ま
ま
の
針
葉
の
落
下
は
、
雪
圧
と
い
う
機
械
的
な
力
に
よ
っ

て
抜
け
た
の
で
は
な
く
、
生
皮
組
織
の
破
壊
の
結
果
と
し
て
起
こ

る
付
随
的
な
現
象
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

積
雪
が
五
○
拶
以
上
あ
れ
ば
、
厳
寒
期
で
も
積
雪
下
の
地
面
付

近
は
ほ
ぼ
○
℃
、
暗
黒
、
多
湿
の
状
態
に
保
た
れ
ま
す
。
こ
の
雪

に
よ
り
緩
和
さ
れ
た
環
境
条
件
が
ト
ド
マ
ッ
枝
枯
病
菌
の
活
動
を

助
け
て
い
ま
す
。
ト
ド
マ
ッ
が
雪
を
嫌
い
に
な
っ
た
の
は
、
雪
の

マ
ン
ト
の
下
の
環
境
条
件
だ
っ
た
の
で
す
。
（
田
中
潔
）

67奇が蝿いな北岡の木
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病
気
を
も
つ
キ
リ
か
ら
長
さ
○
・
四
ミ
リ
の
茎
頂
を
切
り
取
り
、
広
葉
樹
用
に
開
発
し
た
培
地
に
人
造
植
物
ホ
ル
モ
ン
を
添
加

し
て
培
養
し
ま
す
。
茎
頂
か
ら
は
多
数
の
芽
が
伸
び
て
き
ま
す
が
、
電
子
顕
微
鏡
の
観
察
で
そ
の
半
数
は
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
様

能
と
な
り
ま
す
。

近
年
、
生
花
や
果
樹
の
栽
培
に
バ
イ
オ
技
術
が
盛
ん
に
利
用
き
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
や

イ
チ
ゴ
、
ブ
ド
ウ
、
リ
ン
ゴ
な
ど
で
は
、
各
種
の
ウ
イ
ル
ス
病
対
策
と
し
て
茎
頂
培
養
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
植
物

の
成
長
点
近
辺
で
は
新
し
い
細
胞
が
増
殖
し
て
い
る
た
め
、
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
そ
れ
に
追
い
つ
か
篭
無
病
の
部
分
が
存
在

す
る
こ
と
を
利
用
す
る
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
イ
チ
ゴ
で
は
成
長
点
を
含
む
茎
頂
組
織
を
○
・
三
～
○
・
五
ｆ
切
り
取
り
、

そ
れ
を
無
菌
培
養
し
て
芽
や
根
を
分
化
さ
せ
て
、
植
物
体
を
再
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
全
な
個
体
を
得
て
い
ま
す
．
皆
さ
ん

が
食
べ
て
い
る
粒
の
そ
ろ
っ
た
み
ご
と
な
大
粒
の
イ
チ
ゴ
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
技
術
に
よ
っ
て
い
ま
す
。

キ
リ
材
は
、
軽
く
て
湿
気
や
火
に
強
く
、
腐
り
に
く
い
た
め
、
ダ
ン
ス
な
ど
家
具
を
作
る
の
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で

す
が
、
キ
リ
に
は
、
患
部
に
小
枝
が
群
生
し
て
生
育
を
阻
害
す
る
て
ん
ぐ
巣
病
が
あ
り
、
栽
培
上
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
様
微
生
物
と
い
う
ウ
イ
ル
ス
に
似
た
も
の
が
原
因
で
発
病
す
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
よ
い
防
除
方
法

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
茎
頂
培
養
を
利
用
す
る
と
、
て
ん
ぐ
巣
病
に
か
か
ら
な
い
キ
リ
の
苗
の
大
量
増
殖
が
可

バ
イ
オ
技
術
で
ヘ
ル
シ
ー
ッ
リ
ー

69
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てんぐ巣病にかかったキリ(左上)と切り出したキリの成長点(右上),および茎頂培

養で得られた健全な苗(左下,左2本)と順化して外で生育する培韮ギリ(右下)。

微
生
物
に
感
染
し
て
い
な
い
健
全
な
芽
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
培
養
の
途
中
で
病
原
微
生
物
が
熱
に
弱
い
こ
と

を
利
用
し
て
三
八
℃
で
二
週
間
処
理
し
、
そ
の
間
に
伸
び
た
部
分

か
ら
再
び
茎
頂
を
切
り
取
っ
て
培
養
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
高
い

率
で
健
全
な
苗
木
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
（
写
真
）
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
耐
病
性
や
耐
虫
性
の
遺
伝
子
を
取
り
込
む
バ

イ
オ
技
術
を
駆
使
し
て
ヘ
ル
シ
ー
ッ
リ
ー
を
作
り
出
す
研
究
も
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
あ
る
種
の
バ
ク
テ
リ
ア
が
も
っ
て

い
る
殺
虫
作
用
の
あ
る
タ
ン
パ
ク
性
の
毒
素
（
Ｂ
ｔ
ト
キ
シ
ン
）

の
遺
伝
子
を
遺
伝
子
組
み
換
え
に
よ
っ
て
、
今
、
熱
帯
で
盛
ん
に

植
え
ら
れ
て
い
る
ユ
ー
カ
リ
な
ど
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

す
。
遺
伝
子
導
入
さ
れ
た
樹
木
は
、
殺
虫
成
分
を
自
身
で
生
産
す

る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
害
虫
が
つ
か
な
く
な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
健
全
な
森
林
づ
く
り
の
た
め
の
バ
イ
オ
研
究
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
石
井
克
明
）

69ベイオ技術でヘルシーツリー



30
植
物
体
の
一
部
を
、
養
分
を
含
ん
だ
培
地
で
培
養
す
る
こ
と
に
よ
り
細
胞
分
裂
を
引
き
起
こ
し
、
不
定
形
の
細
胞
の
塊
で
あ
る

カ
ル
ス
を
形
成
さ
せ
た
り
へ
芽
を
多
数
形
成
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
多
く
の
植
物
で
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
林
木
で
も
培
養
法

の
確
立
さ
れ
た
種
類
は
か
な
り
の
数
に
上
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
培
養
の
仕
方
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
子
中
の
胚
に
よ

く
似
た
「
胚
様
体
」
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
胚
様
体
は
、
こ
の
場
合
、
生
殖
細
胞
で
な
い
体
細
胞
か
ら
作
ら
れ
る
の
で
「
体

細
胞
胚
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
体
細
胞
胚
を
ゼ
ラ
チ
ン
状
の
カ
プ
セ
ル
で
保
護
し
、
天
然
種
子
と
同
じ
よ
う
に
取
り
扱
う

こ
と
が
ア
メ
リ
カ
の
ム
ラ
シ
ゲ
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
、
「
人
工
種
子
』
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
す
で
に
セ
ロ
リ
、
ア
ル
フ
ァ
ル
フ

ァ
、
レ
タ
ス
な
ど
の
草
本
で
は
、
あ
る
程
度
制
御
さ
れ
た
環
境
下
で
高
い
発
芽
率
を
示
す
人
工
種
子
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
工
種
子
と
い
う
言
葉
に
は
ま
だ
明
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
で
は
、
体
細
胞
胚
の
代
わ
り
に
不
定
芽

な
ど
の
分
裂
組
織
を
用
い
た
も
の
も
人
工
種
子
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
林
木
の
人
工
種
子
開
発
の
一
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
シ
ラ
カ
ン
バ
で
は
、
野
外
の
植
物
体
の
一
部
を
培
養
し
て
高
い

効
率
で
増
殖
さ
せ
る
方
法
は
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ガ
ラ
ス
容
器
内
の
無
菌
の
幼
植
物
体
は
著
し
く
過
保
護

な
条
件
で
育
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
ガ
ラ
ス
容
器
か
ら
外
に
出
す
と
外
気
の
乾
燥
や
カ
ビ
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
が
枯
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
ガ
ラ
ス
容
器
内
の
植
物
を
外
の
環
境
に
馴
ら
す
「
馴
化
」
の
作
業
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ
の
煩
雑
な

種
子
を
つ
く
る
タ
ネ
と
仕
掛
け

た
れ

”



シラカンバの腋芽

を用いた人エ種子

到
奔

一
コ

侭
F

唾一一一

人 エ種子から得られた

シラカンバの苗木

パーライト上での

人エ種子の発芽

馴
化
の
作
業
を
省
略
し
、
培
養
で
増
殖
し
た
シ
ラ
カ
ン
バ
か
ら
効

率
よ
く
苗
を
生
産
す
る
方
法
と
し
て
人
工
種
子
技
術
を
用
い
る
こ

と
が
試
み
ら
れ
ま
し
た
。
無
菌
の
幼
植
物
体
か
ら
切
り
出
し
た
腋

芽
（
葉
の
つ
け
根
に
つ
い
て
い
る
芽
）
を
海
藻
か
ら
と
れ
る
ア
ル

ギ
ン
酸
と
い
う
物
質
の
ゲ
ル
で
包
埋
し
て
人
工
種
子
を
作
り
ま
し

た
（
写
真
）
。
シ
ラ
カ
ン
バ
の
人
工
種
子
は
滅
菌
し
て
い
な
い
パ
ー

ラ
イ
ト
上
で
発
芽
し
、
苗
と
し
て
使
え
る
大
き
さ
に
成
長
し
ま
し

た
。
ま
た
、
こ
の
人
工
種
子
は
冷
蔵
庫
で
一
○
○
日
以
上
保
存
し

た
後
で
も
発
芽
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

シ
ラ
カ
ン
バ
の
腋
芽
を
用
い
た
人
工
種
子
は
天
然
の
種
子
と
同

じ
よ
う
に
貯
蔵
や
輸
送
に
耐
え
る
の
で
、
苗
床
に
ま
い
て
発
芽
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
優
良
木
の
ク
ロ
ー
ン
苗
を
得

る
の
に
適
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
人
工
種
子
技
術
は
組
織

培
養
に
よ
る
優
良
木
の
増
殖
と
苗
の
供
給
の
間
を
つ
な
ぐ
技
術
と

し
て
発
展
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
木
下
勲
）

刀敵子をつくるタネと仕掛け



Ez
木
は
た
い
へ
ん
大
き
く
重
い
物
で
す
。
た
と
え
ば
、
直
径
四
○
準
、
樹
高
二
一
卿
程
度
の
木
に
な
る
と
、
そ
の
重
さ
は
地
上

部
だ
け
で
一
・
五
ト
ン
に
も
な
り
ま
す
。
ま
た
、
木
の
生
え
て
い
る
所
は
た
い
て
い
斜
面
で
あ
Ⅲ
平
均
傾
斜
四
○
度
以
上
の
場
所

も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
険
し
い
所
か
ら
、
木
材
を
ど
の
よ
う
に
し
て
運
ん
で
い
る
の
か
お
話
し
し
ま
す
。

平
均
傾
斜
○
～
二
○
度
の
所
で
は
、
車
両
（
ス
キ
ッ
ダ
ー
や
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
）
を
使
用
し
て
木
材
を
運
び
出
し
ま
す
。
ス
キ

ッ
ダ
ー
は
木
材
を
全
幹
（
枝
を
払
っ
た
幹
だ
け
の
木
）
ま
た
は
全
木
（
枝
を
払
っ
て
い
な
い
木
）
の
状
態
で
牽
引
し
ま
す
。
フ

ォ
ワ
ー
ダ
ー
は
切
り
そ
ろ
え
た
木
材
を
積
載
し
て
走
行
し
ま
宙
こ
の
よ
う
な
車
両
を
使
用
す
る
ト
ラ
ク
タ
ー
集
材
は
、
林
道

や
作
業
道
（
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
な
ど
で
造
る
簡
単
な
道
）
が
あ
る
程
度
造
っ
て
あ
れ
ば
準
備
に
た
い
し
た
手
間
が
か
か
ら
ず
、
機

動
性
も
良
い
と
い
う
長
所
を
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
か
っ
て
は
集
材
作
業
の
大
勢
を
占
め
た
架
線
集
材
は
漸
減
し
、
級

傾
斜
地
で
は
ト
ラ
ク
タ
ー
集
材
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
車
両
が
林
地
を
走
り
回
っ
た
り
、
作
業
道
を
つ
け

た
り
す
る
こ
と
で
、
林
地
を
荒
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

斜
而
の
平
均
傾
斜
が
二
○
度
以
上
に
な
る
と
車
両
で
走
行
す
る
の
は
危
険
で
す
し
、
作
業
道
を
つ
け
る
の
も
困
難
に
な
っ
て

き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
険
し
い
所
で
は
、
架
線
集
材
が
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
架
線
集
材
は
山
に
張
っ
た
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
利
用

し
て
木
材
を
運
び
出
す
作
業
方
法
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
の
張
り
方
が
あ
り
、
日
本
で
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ま
で

あ
の
手
こ
の
手
の
思
案
が
実
り

瘤



集材手段のいろいろ（新編『集材機索張り図集｣!,1970より改変）

含
め
る
と
一
○
○
種
類
以
上
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
画
そ

の
な
か
で
も
代
表
的
な
の
が
エ
ン
ド
レ
ス
タ
イ
ラ
ー
式
や
ダ

ブ
ル
エ
ン
ド
レ
ス
式
で
、
集
材
現
場
に
行
く
と
よ
く
見
か
け

ま
す
。
架
線
集
材
は
ワ
イ
ヤ
ロ
ー
プ
を
何
本
も
山
に
張
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
準
備
に
か
な
り
手
間
が
か
か
り
ま

す
。
し
か
し
、
木
材
を
空
中
で
輸
送
す
る
た
め
林
地
を
あ
ま

り
荒
ら
さ
な
い
と
い
う
長
所
も
あ
り
ま
す
。

ほ
か
の
方
法
で
は
接
近
す
る
こ
と
が
困
難
な
奥
地
林
か
ら

木
材
を
運
び
出
す
場
合
や
、
林
地
を
荒
ら
さ
ず
に
運
び
出
し

た
い
場
合
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
集
材
は
、
ど
ん
な
所
か
ら
で
も
早
く
木
材
を

運
び
出
せ
る
の
で
す
が
、
チ
ャ
ー
タ
ー
料
が
高
い
た
め
材
価

の
高
い
木
材
で
な
い
と
な
か
な
か
採
算
が
合
い
ま
せ
ん
。
ま

た
天
候
に
左
右
さ
れ
や
す
く
、
雨
、
霧
、
強
風
（
一
○
厨
／
秒

以
上
）
の
と
き
は
稼
働
で
き
ま
せ
ん
。
（
朝
日
一
司
）

窓あの手この手の思栞が実'】
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お
の
の
こ
ぎ
り

森
林
に
生
育
し
て
い
る
立
木
を
切
り
倒
す
仕
事
を
伐
倒
作
業
と
呼
び
ま
｛
兎
伐
倒
す
る
手
段
と
し
て
以
前
は
斧
や
鋸
が
使
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
三
○
年
代
初
期
ご
ろ
か
ら
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
の
使
用
が
盛
ん
に
な
り
、
現
在
で
は
こ
の
方
法
が
一
般
的
と

な
っ
て
い
ま
す
○
山
に
生
え
て
い
る
木
は
、
針
葉
樹
の
よ
う
に
樹
幹
が
通
直
で
樹
形
が
整
っ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
広
葉
樹

の
よ
う
に
樹
幹
が
変
形
し
枝
の
つ
き
方
や
張
り
方
が
不
規
則
な
も
の
も
あ
り
ま
｛
兆
し
た
が
っ
て
、
伐
倒
す
る
立
木
の
樹
幹
の

傾
き
や
曲
が
り
の
程
度
、
枝
の
つ
き
方
や
張
り
具
合
い
な
ど
に
よ
り
立
木
の
重
心
の
偏
り
や
重
心
方
向
を
見
極
め
、
適
切
な
状

況
判
断
に
基
づ
い
た
伐
倒
方
法
を
取
ら
な
け
れ
ば
立
木
は
と
ん
で
も
な
い
方
向
に
倒
れ
、
重
大
災
害
が
発
生
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
林
地
と
い
う
足
場
が
非
常
に
悪
い
傾
斜
面
上
で
斧
、
鋸
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
な
ど
の
道
具
を
携
行
し
た
り
、
使
っ

た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
肉
体
的
に
も
き
つ
く
て
つ
ら
い
仕
事
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
口
に
木
を
切
り
倒
す
と

い
っ
て
も
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
伐
倒
の
方
法
は
、
は
じ
め
に
伐
倒
方
向
側
に
受
け
口
を
作
Ⅲ
次
に
追
い
口
を
切
る
と
い
う
順
序

で
進
め
ら
れ
ま
す
。
受
け
口
の
形
や
大
き
さ
、
追
い
口
の
鋸
断
位
置
な
ど
は
伐
倒
方
向
、
立
木
の
大
き
さ
、
重
心
位
置
な
ど
に

応
じ
て
適
切
な
処
置
が
大
切
で
す
が
、
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
追
い
口
を
切
り
進
み
立
木
が
倒
れ
る
と
き
、
追
い
口
と
受
け

つ
る

口
の
間
に
切
り
残
さ
れ
る
豆
弦
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
部
分
で
す
。
弦
は
木
が
倒
れ
る
と
き
に
折
断
し
ま
す
。
こ
の
弦
は
、
曲
が

ツ
ル
が
も
の
を
い
う
木
の
倒
し
方

湾



ち
よ
う
つ
が
い

り
な
が
ら
折
れ
る
と
き
の
抵
抗
と
蝶
番
の
働
き
で
伐
倒
方
向
を
確
実
に
し
、
倒
れ
る
速
度
を
調
節
す
る
と
い
う
大
切
な
働
き

を
し
ま
す
。
弦
の
大
き
さ
（
高
さ
と
幅
）
は
、
追
い
口
の
高
さ
と
切
り
込
み
の
深
さ
で
決
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
弦
の
大
き
さ
は

樹
種
、
個
々
の
立
木
の
大
き
さ
や
形
状
、
重
心
位
置
な
ど
に
よ
っ
て
変
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

伊
勢
神
宮
の
遷
宮
の
造
営
用
材
に
は
古
く
か
ら
木
曽
地
方
の
ヒ
ノ
キ
の
大
径
木
が
使
用
さ
れ
、
こ
の
立
木
の
伐
倒
は
御
神
木

の
伐
倒
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
御
神
木
の
伐
倒
は
「
三
つ
紐
ぎ
り
」
と
い
う
木
曽
地
方
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伐
倒
方
式
で
行

わ
れ
ま
す
。
こ
の
方
法
は
斧
の
み
が
使
用
さ
れ
、
受
け
口
と
二
個
の
追
い
口
を
作
り
、
支
柱
を
三
本
残
し
、
最
後
に
受
け
口
の

受
け
口
の
高
さ

口の位置

口の高さ
3程度）

通常の伐倒方法

ﾅロ

紐ぎり

一
個
の
追
い
口
を
作
り
、
支
柱
を
三
本
残
し
、
最
後
に
受
け
口
の

正
反
対
に
あ
る
支
柱
（
追
い
弦
）
を
斧
で
切
り
離
す
こ
と
に
よ

っ
て
所
定
の
方
向
に
確
実
に
倒
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
方

法
に
よ
れ
ば
、
木
の
中
心
部
が
完
全
に
除
か
れ
て
い
る
の
で
心

抜
け
や
割
裂
が
な
く
、
大
径
木
に
対
し
て
安
全
で
適
切
な
伐
倒

方
法
と
い
え
ま
す
。
木
曽
地
方
で
は
、
昭
和
二
○
年
ご
ろ
ま
で

大
径
木
や
貴
重
材
の
伐
倒
に
は
こ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
現
在
で
は
、
二
○
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
伊
勢
神
宮
の
式

み
そ
寵
は
じ
め

年
遷
宮
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
御
杣
始
祭
で
し
か
見
ら
れ
な

い
光
景
と
な
り
ま
し
た
。
（
今
富
裕
樹
）

石ツルがものをいう木の倒し方
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今
日
も
人
里
離
れ
た
山
奥
で
、
木
を
切
り
出
す
た
め
に
、
ま
た
新
し
い
森
を
造
り
育
て
る
た
め
に
、
い
ろ
い
ろ
な
機
械
を
使

っ
て
山
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
森
林
用
の
特
別
の
ト
ラ
ク
タ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

森
林
用
ト
ラ
ク
タ
ー
の
働
く
地
形
や
地
表
状
態
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
軟
ら
か
い
森
林
土
壌
、
サ
サ
や
ぶ
、
ぬ
か
る
み
、

雪
面
や
凍
結
地
、
そ
し
て
歩
く
の
も
困
難
な
よ
う
な
急
傾
斜
と
、
谷
と
尾
根
の
交
錯
す
る
凹
凸
地
形
が
そ
の
舞
台
で
す
。
こ
の

よ
う
な
森
林
内
を
木
や
地
面
を
痛
め
な
い
で
安
全
に
自
由
に
走
行
す
る
に
は
、
機
械
と
地
面
の
性
質
を
よ
く
理
解
し
て
、
ト
ラ

ク
タ
ー
の
構
造
や
そ
の
作
業
法
を
変
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
二
、
三
の
特
徴
的
な
こ
と
を
示
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
ク
タ
ー
の
重
量
は
森
の
地
面
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
土
を
固
め
な
い
た
め
に
、
ま
た
駆
動
力
を
得
る
た
め

に
も
、
機
械
の
接
地
圧
は
で
き
る
だ
け
小
さ
い
こ
と
が
よ
い
の
で
す
。
接
地
圧
の
一
般
的
な
目
安
と
し
て
は
、
体
重
七
○
篭
の

人
の
靴
底
で
一
平
方
セ
ン
チ
当
た
り
約
二
三
○
ぜ
、
一
ト
ン
の
乗
用
車
の
タ
イ
ヤ
で
は
一
・
七
露
程
度
で
す
。
こ
れ
に
対
し
普
通

の
車
輪
型
ト
ラ
ク
タ
ー
で
は
約
一
・
四
篭
、
森
林
用
の
超
幅
広
タ
イ
ヤ
を
装
備
し
た
も
の
で
は
約
二
○
○
管
で
、
歩
い
て
い
る

人
よ
り
小
さ
く
な
り
ま
す
。
ク
ロ
ー
ラ
ー
（
キ
ャ
タ
ピ
ラ
ー
）
型
ト
ラ
ク
タ
ー
で
は
普
通
四
○
○
予
程
度
順
広
タ
イ
プ
で
は

一
○
○
号
よ
り
小
さ
い
も
の
も
あ
り
ま
丈
こ
の
よ
う
に
森
林
ト
ラ
ク
タ
ー
は
、
タ
イ
ヤ
な
ど
の
接
地
面
積
を
広
く
す
る
こ
と

で
接
地
圧
の
全
体
平
均
を
小
さ
く
し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
な
か
な
か
計
算
ど
お
り
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
実
験
的
に
均
一
の

抜
き
足
差
し
足
？
森
に
や
さ
し
い
機
械

7石
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土
質
の
走
行
コ
ー
ス
で
ト
ラ
ク
タ
ー
下
の
土
中
圧
力
を
測
定
す
る
と
、
タ
イ
ヤ
の
接
地
面
の
前
半
や
、
ク
ロ
ー
ラ
ー
の
内
側
に

並
ん
で
い
る
小
車
輪
の
直
下
に
平
均
値
の
数
倍
の
圧
力
が
集
中
し
ま
す
。
ま
た
深
さ
方
向
で
は
、
地
中
十
数
セ
ン
チ
で
最
大
圧

力
に
な
る
圧
力
球
根
と
呼
ば
れ
る
玉
ね
ぎ
状
の
等
圧
線
に
な
り
ま
す
。

実
際
の
森
林
内
で
は
、
さ
ら
に
根
や
厚
い
腐
葉
層
な
ど
が
支
持
力
を
発
揮
し
て
お
り
、
土
庄
の
分
布
は
と
て
も
複
雑
で
す
。

こ
の
よ
う
な
土
中
へ
の
圧
力
が
ト
ラ
ク
タ
ー
の
走
行
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
、
ま
た
木
の
成
長
を
ど
れ
ほ
ど
阻
害

す
る
か
は
ま
だ
十
分
に
わ
か
っ
て
お
ら
ず
、
今
後
詳
し
く
調
べ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

地
面
が
支
え
て
い
る
の
は
、
機
械
の
重
堂
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ト
ラ
ク
タ
ー
は
、
地
表
と
平
行
に
伽
く
土
や
地
表
物
と

の
剪
断
力
や
摩
擦
力
な
ど
か
ら
推
進
力
を
得
て
い
る
の
で
す
．
エ
ン
ジ
ン
が
い
く
ら
強
力
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
力
以
上
に
動

魏蝿認、
、

日

、、f－q

¥
可

植林用トラクターの想像図

力
を
加
え
る
と
、
ト
ラ
ク
タ
ー
は
ス
リ
ッ
プ
し
て
地
表
を
か
く
乱
し
、

地
表
状
態
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ト
ラ
ク
タ
ー
は
地
面
の
発
生
で
き
る
力
（
支
持
力
）

の
範
囲
内
で
走
行
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
森
へ
の
ダ
メ
ー
ジ

を
最
小
に
し
、
厳
し
い
条
件
の
森
林
内
を
走
り
回
る
た
め
に
は
、
以
上

の
よ
う
な
こ
と
を
配
慮
し
た
、
も
っ
と
森
に
優
し
い
ト
ラ
ク
タ
ー
が
必

要
で
す
。
（
佐
々
木
尚
三
）

77披き足雄し足？森にやさい､機械
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森
は
動
い
て
い
る
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ナ
ム
の
大
森
林
が
動
き
出
さ
な
い
か
ぎ
り
王
の
地
位
は
安
泰
だ
」
と
予
言
さ
れ
た
の
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
劇
の
主

人
公
マ
ク
ベ
ス
で
す
。
魔
女
の
言
莱
ど
お
り
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
王
と
な
っ
た
マ
ク
ベ
ス
は
、
こ
の
予
言
を
信
じ
て
暴
虐
の
か

ぎ
り
を
尽
く
し
ま
す
が
、
自
分
が
殺
し
た
か
つ
て
の
王
ダ
ン
カ
ン
の
息
子
マ
ル
コ
ム
に
よ
り
、
最
後
に
は
、
森
林
に
偽
装
し
た

侵
攻
作
戦
に
よ
っ
て
敗
れ
ま
す
。
「
森
林
が
動
き
出
す
こ
と
な
ど
は
あ
り
え
な
い
」
と
考
え
る
常
識
と
、
期
せ
ず
し
て
そ
の
裏
を

か
く
こ
と
に
な
る
作
戦
の
妙
が
、
こ
の
話
の
落
ち
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
本
当
に
森
林
は
移
動
し
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。
花
粉
分
析
な
ど
に
よ
る
古
植
生
の
研
究
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
過
去
の
気
候
変
化
に
対
応
し
て
森
林
が
移
動
し

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

植
物
が
生
育
す
る
に
任
せ
て
自
然
に
安
定
し
た
状
態
を
極
相
と
い
い
ま
す
が
、
日
本
は
湿
潤
な
気
候
な
の
で
極
相
は
ほ
と
ん

ど
森
林
と
な
り
ま
す
。
一
方
、
南
北
に
長
い
日
本
列
島
は
北
と
南
で
気
温
が
か
な
り
異
な
Ⅲ
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
は
四
つ
の

タ
イ
プ
の
森
林
が
成
立
し
て
い
ま
す
。
北
あ
る
い
は
高
い
山
か
ら
順
に
、
常
緑
針
葉
樹
林
、
落
葉
広
葉
樹
林
、
常
緑
広
葉
樹
林

（
照
葉
樹
林
と
も
い
う
）
と
区
分
さ
れ
、
さ
ら
に
沖
繩
お
よ
び
小
笠
原
に
は
亜
熱
帯
林
が
分
布
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
森
林

の
配
置
は
、
植
物
の
共
同
体
で
あ
る
森
林
が
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
適
応
し
て
成
立
し
た
結
果
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
花
粉
は
植
物

体
の
う
ち
で
は
最
も
保
存
性
が
良
い
た
め
、
化
石
を
発
掘
し
て
過
去
の
生
物
を
研
究
す
る
よ
う
に
、
花
粉
の
保
存
状
態
の
良
い

森
は
動
く

80



1万5000|年前からの植生変遷（塚田,1974による）

擢擶代

1,500年前
(A@D.450)

4.250±250年前
(2300±2508.C.>

9.500年前
(7550BC,)

10,500±500年前
(8550±550BC)

約15.0m年前
（13000B‘C､）

ﾛ驚艀地繊代

歴史時代

一 後

減暖期

一氷

翌塑,棚

花粉帯

RⅢb

RⅢa

RII

R】

L

照葉樹林帯

アカマツ林,草本低木類

中部日本の温帯

アカマツ林草本低木類

~(舜雨両瑠而開晤戸人頚による森林破壊はじまる（草本類の増加開始）

零蕊隠識蕊鯉マモ|ﾇ鰯識蛎葱．
減哩期

ナラ，ブナ属林
(温帯・暖温帯林の進出）

カシ・シイ林 温畷期

針広對&銀交林

(勢と浦’雌蹄向）
冷温帯林，ヨモギ属，草本類 漸咽期

マツ属を優占する亜寒帯林 晩
氷
期

ハリモミを含む冷温帯林，
ヨモギ属，他草本類

寒冷期
(熾溺蛎總も）

泥
炭
湿
地
な
ど
で
花
粉
分
析
が
行
わ
れ
ま
す
。
泥
炭
の
堆
積
層
を
乱
ざ
な
い
よ
う
に
掘

り
下
げ
、
屑
ご
と
に
花
粉
の
種
類
と
数
を
調
べ
る
わ
け
で
す
。
花
粉
の
種
類
と
数
か
ら

調
査
地
周
辺
の
過
去
の
植
生
が
推
定
さ
れ
、
そ
れ
を
屑
の
順
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
植
物
群
落
の
変
遷
が
わ
か
り
ま
す
。
各
地
で
行
わ
れ
た
花
粉
分
析
の
結
果
を
ま
と
め

る
と
、
表
の
よ
う
に
、
森
林
は
気
候
の
変
化
に
対
応
し
て
日
本
列
島
を
南
北
に
移
動
し

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
世
界
的
に
も
、
過
去
何
回
か
の
氷
期
の
た
び
に

植
物
た
ち
は
適
地
を
求
め
て
移
動
し
て
い
ま
し
た
。
東
西
に
伸
び
る
ア
ル
プ
ス
や
ヒ
マ

ラ
ヤ
の
大
山
脈
で
区
切
ら
れ
た
地
域
で
は
、
植
物
た
ち
の
移
動
が
困
難
な
た
め
、
こ
の

過
程
で
絶
滅
し
た
種
も
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
酸
化
炭
素
な
ど
の
温
室
効
果
に
よ
っ
て
地
球
の
温
暖
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
平
均
気
温
が
二
℃
上
昇
す
る
と
森
林
の
分
布
は
緯
度
に
し
て
二
度
か
三
度
、

海
抜
高
で
は
六
○
○
脚
の
差
が
生
じ
ま
す
。
過
去
の
例
と
同
様
に
、
ゆ
っ
く
り
と
、
し

か
し
確
実
に
森
林
が
移
動
し
て
い
く
こ
と
は
明
ら
か
で
す
・
人
類
の
活
動
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
気
候
変
化
と
森
林
の
移
動
。
そ
れ
に
対
処
で
き
な
い
か
ぎ
り
マ
ク
ベ
ス
を

笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（
斉
藤
昌
宏
）

8I唾は動く
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砂
漠
は
、
降
水
量
が
極
端
に
少
な
く
、
植
物
が
生
育
で
き
な
い
地
域
に
発
達
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
少
雨
と
い
う
気
候
条
件
に

よ
っ
て
で
き
る
も
の
で
、
砂
漠
の
面
積
は
地
球
の
陸
地
の
約
三
分
の
一
に
達
し
、
日
本
の
面
積
の
一
○
○
倍
も
あ
り
ま
す
。
そ

の
砂
漠
も
、
太
古
か
ら
同
じ
場
所
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
気
候
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
位
置
や
大
き
さ
が
変
化
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
ア
フ
リ
カ
の
砂
漠
を
例
に
と
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

地
球
の
歴
史
に
人
類
が
登
場
し
た
こ
の
二
○
○
万
年
の
間
、
地
球
規
模
の
気
候
変
動
に
よ
っ
て
幾
度
か
の
氷
期
、
間
氷
期
が

繰
り
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
気
候
変
動
に
よ
っ
て
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
吹
く
風
の
流
れ
が
変
わ
り
、
雨
の
降
る
地
域
も
変

わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
砂
漠
の
分
布
は
数
十
万
年
の
単
位
で
大
き
く
変
動
し
ま
し
た
（
右
図
）
。
も
ち
ろ
ん
、
砂
漠
で
な

い
地
域
（
図
の
白
い
部
分
）
で
は
、
植
物
が
生
育
し
そ
の
大
部
分
は
森
林
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
砂
漠
と
森
林
の

分
布
状
況
は
、
こ
の
地
域
に
あ
る
湖
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
湖
底
に
あ
る
堆
積
物
に
含
ま

れ
る
花
粉
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
過
去
に
生
育
し
て
い
た
植
物
の
種
類
や
量
を
測
定
し
た
り
、
湖
岸
に
残
さ
れ
た
水
位
の
跡
を

調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
乾
燥
状
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
か
ら
、
間
氷
期
に
は
今
の

サ
ハ
ラ
砂
漠
が
森
林
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
数
十
万
年
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
で
の
森
林
と
砂
漠
の
変
動
と
は
別
に
、
近
年
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

サ
ハ
ラ
砂
漠
は
森
林
だ
っ
た

銘



認 現 在 の砂漠”]氷期の砂漠地帯

函砂漠化が進んでいる地域雨間氷期の砂漠地帯
現在の砂漠と砂漠化が懸念される氷河時代の砂漠の動き

地域（国連砂漠化防止会説資料より)(RW.FAIRBRIDGE.1968より改編）

人
間
の
影
響
に
よ
る
砂
漠
化
で
す
○
特
に
、
熱
帯
や
降
雨
の
少
な
い

地
域
で
は
、
自
然
の
植
生
の
回
復
力
が
弱
い
た
め
、
森
林
の
過
剰
な

伐
採
や
放
牧
が
容
易
に
砂
漠
化
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
こ
う
し
た
人

間
に
よ
る
土
地
の
荒
廃
に
よ
っ
て
、
地
球
上
で
は
一
年
間
に
約
六
万

平
方
臆
な
ん
と
九
州
と
四
国
を
合
わ
せ
た
面
稜
が
緑
を
失
い
、
砂

漠
へ
と
変
化
し
て
い
ま
す
○
左
の
図
は
ア
フ
リ
カ
で
砂
漠
化
が
進
ん

で
い
る
地
域
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
面
積
は
ア
フ
リ
カ
の
半
分
以

上
に
達
し
、
こ
れ
は
熱
帯
の
豊
か
な
森
林
（
緑
）
が
、
急
速
に
減
少

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
世
界
各
地

で
起
き
て
い
ま
す
。
日
本
は
降
雨
が
多
い
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
森
林

や
サ
バ
ン
ナ
の
砂
漠
化
に
つ
い
て
あ
ま
り
関
心
を
も
っ
て
い
な
い
よ

う
で
す
が
、
砂
漠
化
が
森
林
資
源
の
減
少
を
も
た
ら
し
、
、
ひ
い
て
は

地
球
環
境
の
異
変
（
二
酸
化
炭
素
の
増
加
や
温
暖
化
な
ど
）
に
少
な

か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
、
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。
（
田
内
裕
之
）

＆ヲサ,､ラ砂漠は森林だった



3⑤
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
と
同
様
に
川
の
上
流
に
生
育
し
て
い
る
ヤ
ナ
ギ
科
植
物
に
、
ド
ロ
ヤ
ナ
ギ
と
オ
オ
バ
ヤ
ナ
ギ
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
れ
ら
二
極
は
北
海
道
か
ら
近
畿
地
方
ま
で
連
続
し
て
分
布
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
だ
け
が
隔
離
分
布

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
秘
密
は
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
が
純
林
を
作
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ

れ
き

は
礫
の
多
い
河
原
の
裸
地
に
芽
生
え
、
成
長
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
所
は
光
は
十
分
に
当
た
り
ま
す
が
、
水
と
栄
養
は
乏
し

く
、
ほ
か
の
樹
木
が
ほ
と
ん
ど
生
育
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
の
純
林
が
で
き
る
の
で
す
。
し
か
し
日
陰
に

ナ
ギ
や
§
ヤ
ナ
雪

布
す
る
例
で
す
。

上
高
地
に
は
美
し
い
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
の
純
林
が
あ
り
ま
す
。
小
枝
に
ろ
う
質
の
白
粉
を
ま
と
い
、
川
面
に
影
を
映
す
姿
は

ヤ
ナ
ギ
の
女
王
の
よ
う
で
す
。
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
は
一
属
一
種
の
植
物
で
、
日
本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
に
だ
け
分
布
し
て
い
ま
す
。

ア
ジ
ア
大
陸
東
部
に
は
欧
州
や
北
米
の
よ
う
な
氷
河
が
発
達
せ
ず
、
多
く
の
固
有
の
植
物
が
生
き
残
り
ま
し
た
。
ケ
シ
ョ
ウ

ヤ
ナ
ギ
も
そ
の
一
つ
で
す
。
本
州
で
は
上
高
地
に
し
か
な
い
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
で
す
が
、
北
海
道
で
は
日
高
山
脈
か
ら
流
れ
る

川
に
沿
っ
て
数
多
く
生
育
し
て
い
ま
す
。
氷
河
時
代
に
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
が
、
暖
か
く
な
っ
た
今
は
上

高
地
と
日
高
山
脈
の
付
近
に
だ
け
生
き
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
ほ
か
に
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
と
同
様
に
枝
に
白
粉
の
つ
く
エ
ゾ
ヤ

ナ
ギ
や
、
ヤ
ナ
ギ
科
植
物
以
外
で
は
ヤ
エ
ガ
ワ
カ
ン
バ
、
ク
ロ
ビ
イ
タ
ヤ
な
ど
も
北
海
道
と
本
州
の
一
部
に
分
か
れ
て
隔
離
分

ゆ
う
う
つ

ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
の
憂
欝

84



な
っ
た
り
、
ほ
か
の
植
物
も
生
育
す
る
肥
え
た
土
壌
で
は
競
争
に
負
け
て
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
は
優
占
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
洪
水

で
長
時
間
水
に
つ
か
っ
た
り
、
砂
が
堆
械
し
て
植
物
が
埋
ま
っ
て
し
ま
う
と
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
は
生
存
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

ほ
か
の
ヤ
ナ
ギ
科
植
物
と
遠
い
、
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
は
水
中
や
土
中
で
茎
か
ら
不
定
根
を
出
す
能
力
が
な
い
か
ら
で
す
。

ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
が
う
ま
く
生
存
す
る
に
は
礫
の
多
い
土
壌
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
地
殻
変
動
で
山
地

が
少
し
ず
つ
上
昇
し
、
川
の
浸
食
作
用
に
よ
っ
て
新
し
い
礫
や
砂
が
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
光
が
た
く
さ

ん
当
た
る
広
い
河
原
が
必
要
で
す
。
山
地
の
上
昇
が
続
い
た
飛
騨
山
脈
と
日
高
山
脈
だ
け
が
、
こ
の
よ
う
な
条
件
に
合
っ
た
所

、、

バイカル湖
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｡

｡●●色

ル湖
＄＄

ノノ

ダダ

”

少

ケショウヤナギの分布

(中井,1928:伊藤・春木,1985より）

だ
っ
た
の
で
す
。
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
が
純
林
を
作
る
の
は
、
他
種

と
の
競
争
に
強
い
の
で
は
な
く
、
特
殊
な
立
地
に
し
か
生
存
で
き

な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

気
候
が
温
暖
化
し
、
地
殻
変
動
に
よ
る
山
地
の
上
昇
運
動
が
止

ま
れ
ば
、
礫
や
砂
の
供
給
が
減
り
、
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
の
生
育
地

は
日
本
か
ら
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
ダ
ム
や
河
川
改
修
も
、
そ
の

生
育
地
を
し
だ
い
に
狭
め
て
い
ま
す
。
ケ
シ
ョ
ウ
ヤ
ナ
ギ
は
自
然

の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
な
か
で
自
分
の
す
み
か
を
見
つ
け
、
か
ろ

う
じ
て
生
き
長
ら
え
て
い
る
の
で
す
。
（
新
山
馨
）

85ケショウヤナギの菱僻
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一
九
四
八
年
九
月
、
日
本
を
襲
っ
た
ア
イ
オ
ン
台
風
は
、
岩
手
県
を
中
心
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
早
池
峰
山

の
北
に
あ
る
石
合
沢
で
は
大
規
模
な
山
崩
れ
が
発
生
し
、
土
石
流
と
な
っ
て
流
れ
下
り
ま
し
た
。
跡
に
は
、
斜
面
中
ほ
ど
に
被

害
を
免
れ
た
島
状
の
土
地
を
残
し
て
、
広
大
な
荒
廃
地
が
出
現
し
ま
し
た
。

一
九
六
○
年
に
な
っ
て
、
元
の
植
生
を
残
し
て
い
る
島
状
の
部
分
が
調
査
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
コ
メ
ッ
ガ
、
キ
タ
ゴ

ョ
ウ
、
ヒ
ノ
キ
ア
ス
ナ
ロ
に
混
じ
っ
て
、
ト
ウ
ヒ
属
の
木
が
か
な
り
生
育
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、
そ

れ
が
亜
寒
帯
性
樹
種
の
ア
カ
エ
ゾ
マ
ッ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
人
々
の
注
目
を
集
め
ま
し
た
。

と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
ア
カ
エ
ゾ
マ
ッ
の
生
育
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
の
は
、
北
海
道
の
ほ
か
樺
太
・
千
島
の
一
部
だ
け

で
、
新
し
く
発
見
さ
れ
た
場
所
は
、
津
軽
海
峡
を
挟
ん
で
ず
っ
と
南
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
で
は
、
ア
カ
エ
ゾ
マ
ッ
は

な
ぜ
早
池
峰
山
に
隔
離
さ
れ
た
よ
う
な
分
布
を
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
か
ら
一
万
年
以
上
も
昔
地
球
は
氷
期
と
呼
ば
れ
る
寒
い
時
代
で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
北
部
は
厚
い

氷
で
覆
わ
れ
、
日
本
で
は
日
高
山
脈
や
日
本
ア
ル
プ
ス
に
氷
河
が
出
現
し
ま
し
た
。
東
北
地
方
で
も
、
エ
ゾ
マ
ツ
、
ア
カ
エ
ゾ

マ
ッ
と
い
っ
た
寒
冷
な
気
候
に
適
し
た
樹
種
が
広
く
生
育
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
現
在
は
樺
太
や
千
島
な
ど
に
し
か
分
布
し

て
い
な
い
グ
イ
マ
ッ
が
、
東
北
北
部
か
ら
北
海
道
に
か
け
て
生
育
し
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

氷
河
の
残
し
た
迷
子

妬



泥
炭
な
ど
の
堆
積
物
に
含
ま
れ
て
い
る
花
粉
化
石
や
、
大
型
植
物
化
石
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
気
候
が
温
暖
化
す
る
な
か
で
、
こ
れ
ら
亜
寒
帯
性
の
植
物
は
北
海
道
以
北
へ
後
退
し
て
い
き
、
し
だ
い
に
現
在
見
ら

れ
る
冷
温
帯
性
の
植
物
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
早
池
峰
山
は
蛇
紋
岩
と
い
う
特
殊
な
岩
石
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
蛇
紋
岩
地
に
は
特
有
の
植
生
が
見
ら
れ
、
普

通
の
植
物
は
う
ま
く
生
育
で
き
ま
せ
ん
（
「
土
の
一
○
○
不
思
議
」
妬
参
照
）
。
こ
と
に
、
石
合
沢
付
近
は
蛇
紋
岩
が
地
表
に
露
出

し
て
い
る
の
で
、
そ
の
特
徴
が
強
く
表
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
気
候
が
温
暖
化
し
た
あ
と
も
新
た
な
櫛
が
な
か
な
か
侵
入

で
き
ず
へ
蛇
紋
岩
地
に
も
生
育
可
能
な
ア
カ
エ
ゾ
マ
ッ
は
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
北
海
道

48.N8.N
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に
現
在
分
布
し
て
い
る
ト
ウ
ヒ
厩
二
極
の
生
育
状
況
か
ら
も
想
像

で
き
ま
す
。
つ
ま
Ⅲ
エ
ゾ
マ
ツ
が
土
壌
的
に
中
脈
で
条
件
の
良

い
所
に
生
育
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
カ
エ
ゾ
マ
ッ
は
湿
原
、

蛇
紋
岩
地
、
火
山
砂
礫
地
な
ど
の
特
殊
な
立
地
で
優
占
し
て
い
る

こ
と
が
多
い
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
冷
温
帯
種
と
の
競
争
の
結
果
、

エ
ゾ
マ
ツ
が
東
北
地
方
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
ア
カ

エ
ゾ
マ
ッ
は
特
殊
な
場
所
に
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
池
田
重
人
）

87氷河の残した迷I



38
長
野
県
側
の
標
高
一
二
○
○
肘
付
近
で
は
、
シ
ナ
ノ
ザ
サ
に
種
わ
れ
た
な
だ
ら
か
な
山
頂
緩
斜
面
か
ら
阿
寺
断
層
崖
に
移
る

小
尾
根
に
ス
ズ
ダ
ケ
が
小
さ
な
集
団
で
点
生
し
て
い
ま
す
。
崖
の
部
分
で
は
急
斜
面
の
た
め
サ
サ
類
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
崖
の

す
そ
に
広
が
る
山
麓
斜
面
に
は
、
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
に
混
じ
っ
て
、
肋
落
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
ス
ズ
ダ
ケ
の
小
生
青
地
を
見
る
こ
と

岐
阜
県
側
で
は
、
標
高
一
二
二
三
脚
の
ニ
ッ
森
山
の
山
頂
部
に
わ
ず
か
な
而
穣
で
ス
ズ
ダ
ケ
が
生
育
し
、
そ
の
他
の
場
所
で

は
サ
サ
類
を
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
山
瀧
の
緩
や
か
な
扇
状
地
に
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
が
生
育
し
て
い
ま
す
。
こ
の
山
頂
部

の
シ
ナ
ノ
ザ
サ
や
扇
状
地
に
生
育
す
る
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
、
な
か
で
も
ミ
ヤ
コ
ザ
サ
は
断
層
崖
が
で
き
た
後
に
、
そ
の
一
部
が
崩
れ

溺
状
地
が
形
成
さ
れ
た
場
所
に
分
布
を
広
げ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
比
較
的
新
し
い
時
代
の
サ
サ
な
の
で
す
。

隠
さ
れ
て
い
ま
す
。

長
野
県
と
岐
阜
県
の
県
境
に
あ
る
阿
寺
山
地
に
は
、
阿
寺
断
層
と
呼
ば
れ
る
有
名
な
活
断
層
が
走
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は

長
野
県
と
岐
阜
県
側
と
で
六
○
○
脚
以
上
も
の
垂
直
的
な
段
差
を
も
つ
、
雄
大
な
断
層
崖
が
発
達
し
て
い
ま
す
。
垂
直
に
近
い

崖
で
は
他
物
が
存
在
し
な
い
場
所
も
あ
り
ま
す
が
、
現
在
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
植
物
が
生
育
し
て
お
り
、
植
物
の
分
布
に
特

別
な
傾
向
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
断
層
崖
付
近
の
サ
サ
類
の
分
布
に
限
っ
て
見
て
み
る
と
、
と
て
も
興
味
深
い
秘
密
が

が
で
き
ま
す
。

二
○
○
万
年
前
に
生
き
別
れ

＆8



断層のできる前
断層

断層崖の発達後(現在）
阿寺断層発達前後のササ類の分布

阿
寺
断
層
を
挾
ん
だ
二
つ
の
山
地
の
地
質
は
い
ず
れ
も
同
じ
も
の
で
、
そ
の

断
層
活
動
は
二
○
○
万
年
も
前
か
ら
は
じ
ま
り
、
現
在
の
よ
う
な
大
き
な
断
層

歴
に
発
達
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
容
易
に
種
子
で
繁
殖
で
き
な

い
ス
ズ
ダ
ケ
が
阿
寺
断
層
を
挾
ん
で
二
つ
の
山
地
に
特
徴
的
に
分
布
し
て
い
る

こ
と
は
、
植
生
分
布
の
立
場
か
ら
も
、
阿
寺
断
層
の
両
側
の
山
地
が
遠
い
昔
に

互
い
に
同
じ
平
坦
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ス
ズ
ダ
ケ
は

そ
ん
な
遠
い
昔
か
ら
、
そ
こ
に
生
育
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
地
史
、
地
形
や
気
候
変
化
と
関
係
し
た
植
物
の
分
布
は
、
広
く
ど

こ
に
で
も
分
布
で
き
る
植
物
で
は
指
標
性
が
少
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
、
寒
い
時
代
に
広
く
分
布
し
て
い
た
が
温
暖
化
に
つ
れ
て
高
山
に
避
難
す

る
こ
と
の
で
き
た
ハ
イ
マ
ツ
な
ど
の
高
山
植
物
で
も
観
察
で
き
ま
す
。

ま
た
、
雪
の
中
で
寒
い
冬
を
過
ご
す
体
制
を
獲
得
し
た
ユ
キ
ッ
バ
キ
の
よ
う

に
、
低
木
に
な
っ
た
雪
国
の
常
緑
広
葉
樹
は
、
暖
か
い
時
代
に
分
布
域
を
広
げ
、

寒
冷
化
に
対
応
し
た
生
活
型
を
得
る
こ
と
の
で
き
た
植
物
な
の
で
す
。

（
谷
本
丈
夫
）
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鳥
海
山
の
よ
う
な
火
山
の
噴
火
の
ほ
か
に
も
、
気
候
変
化
に
よ
る
海
面
の
上
昇
や
洪
水
、
地
す
べ
り
な
ど
に
よ
っ
て
も
樹

木
が
土
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
、
土
の
中
の
酸
素
の
量
が
少
な
い
と
、
微
生
物
が
樹
木
を
腐

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
ま
す
。
と
き
に
は
た
く
さ
ん
の
樹
木
の
幹
が
直
立
し
た
ま
ま
、
さ
な
が
ら
生

き
て
森
林
を
作
っ
て
い
た
と
き
の
よ
う
に
土
の
中
か
ら
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
土
に
埋
も
れ
た
森
林
と
い
う
こ
と
で
「
埋

没
林
瞠
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
魚
津
の
海
底
林
な
ど
富
山
湾
の
埋
没
林
は
特
に
有
名
で
、
お
よ
そ
二
○
○
○
年
も
昔
の
森
林
が
海

面
の
上
昇
の
た
め
に
海
底
に
眠
り
続
け
て
い
ま
す
。

前
に
姿
を
現
し
た
の
で
す
。

火
山
の
噸
火
は
町
や
畑
や
森
林
を
一
瞬
の
う
ち
に
埋
め
尽
く
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
秋
田
県
と
山
形
県
の
県
境
に
あ
る
鳥
海

山
は
、
今
か
ら
三
ハ
○
○
年
ほ
ど
前
に
大
噴
火
を
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
山
体
の
一
部
が
崩
れ
、
岩
石
や
火
山
灰
と
水
の

入
り
混
じ
っ
た
流
れ
（
泥
流
）
と
な
っ
て
す
そ
野
を
埋
め
尽
く
し
、
日
本
海
に
達
し
ま
し
た
。
鳥
海
山
北
西
の
山
麓
に
は
小
高

い
丘
（
泥
流
逗
が
散
ら
ば
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
こ
の
と
き
に
で
き
た
も
の
で
す
。
や
が
て
こ
の
泥
流
の
上
に
人
が
住

み
、
水
田
や
道
路
を
造
ろ
う
と
し
て
地
面
を
掘
る
と
、
な
ん
と
、
直
径
一
肩
も
あ
る
よ
う
な
ス
ギ
の
大
木
が
土
の
中
か
ら
た
く

さ
ん
出
て
き
ま
し
た
。
大
昔
の
泥
流
は
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
と
な
り
、
当
時
の
巨
木
が
三
ハ
○
○
年
の
時
間
を
経
て
わ
れ
わ
れ
の

土
に
埋
も
れ
た
大
森
林

9り
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埋 も れ 木

ただし，この埋もれ木は横岡出土のもので，
1400～1500年前と鳥海山泥流より新しい年代
が得られているという。

鳥海山泥流の広がり

(加藤萬太郎,1977より作成）

こ
の
よ
う
な
埋
没
林
は
、
私
た
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を

教
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
こ
に
生
え
て
い
た
樹
木
の
種
類
か
ら

は
当
時
の
気
候
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
富
山
湾
の
海
底

林
の
よ
う
に
海
岸
近
く
に
あ
っ
た
森
林
な
ら
ば
、
当
時
の
海

面
の
位
置
や
そ
の
後
の
地
殻
変
動
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
ま

す
。
火
山
の
噴
火
や
土
砂
崩
れ
、
洪
水
な
ど
に
よ
っ
て
埋
め

ら
れ
た
樹
木
の
放
射
性
炭
素
の
量
を
測
れ
ば
そ
の
年
代
を
知

る
こ
と
が
で
き
、
災
害
予
知
に
役
立
ち
ま
す
。

と
こ
ろ
で
地
元
の
人
の
話
に
よ
る
と
、
鳥
海
山
の
泥
流
の

中
の
ス
ギ
材
に
は
な
ん
と
も
言
え
ぬ
深
い
味
わ
い
が
あ
る
の

で
、
茶
道
の
道
具
の
材
料
と
し
て
珍
重
さ
れ
、
大
き
な
も
の

に
な
る
と
数
千
万
円
の
値
段
が
つ
く
そ
う
で
、
農
家
に
契
約

料
を
払
っ
て
も
農
地
を
掘
る
業
者
が
後
を
絶
た
な
い
と
い
い

ま
一
％
土
の
中
の
森
林
が
お
金
も
う
け
に
も
な
る
と
い
う
の

も
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
（
大
丸
裕
武
）

9Z土に埋もれた大森林
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北
海
道
の
森
は
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
の
よ
う
な
常
緑
針
葉
樹
ば
か
り
で
で
き
て
い
る
、
と
思
っ
て
い
る
方
も
多
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
実
際
は
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
シ
ナ
ノ
キ
、
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
に
ト
ド
マ
ッ
、
エ
ゾ
マ
ツ
な
ど
の

常
緑
針
葉
樹
を
交
え
た
針
広
混
交
林
が
北
海
道
の
典
型
的
な
森
林
で
す
。
こ
の
森
林
は
気
候
的
に
は
温
帯
林
に
含
ま
れ
、
東
北

地
方
の
森
と
似
て
い
て
共
通
樹
種
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
東
北
の
森
を
代
表
す
る
ブ
ナ
は
北
海
道
の
一
部
で
し
か

見
ら
れ
ま
せ
ん
。
ブ
ナ
の
北
限
は
渡
島
半
島
の
つ
け
根
付
近
の
黒
松
内
低
地
帯
で
、
こ
こ
よ
り
南
に
は
立
派
な
ブ
ナ
林
が
あ
る

の
に
北
で
は
突
然
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
札
幌
で
も
ブ
ナ
が
育
つ
た
め
の
暖
か
さ
は
十
分
あ
る
の
に
、
な
ぜ
黒
松
内
で
分
布

が
途
切
れ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
仮
説
と
し
て
、
冬
の
寒
さ
、
降
水
量
の
少
な
さ
、
ほ
か
の
種
類
の
木
と
の
競
争
、
北
限
の

ブ
ナ
の
木
の
寿
命
の
短
さ
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
原
因
が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
こ
れ
と
い
っ
た
定
説
は
な
い
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
北
海
道
に
ブ
ナ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
昔
ど
こ
か
ら
か
祖
先
が
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
植
物
は

自
分
で
は
動
け
ま
せ
ん
が
、
種
子
を
飛
ば
す
こ
と
で
住
む
所
を
変
え
て
い
け
ま
す
。
樹
木
の
よ
う
に
次
世
代
の
種
子
が
実
る
ま

で
に
一
○
年
以
上
か
か
る
も
の
で
も
、
長
い
目
で
見
れ
ば
移
動
し
て
い
る
の
で
す
．
植
物
の
過
去
の
分
布
変
化
は
花
粉
分
析
を

多
く
の
場
所
で
行
え
ば
推
定
で
き
ま
す
（
「
土
の
一
○
○
不
思
議
」
四
○
ペ
ー
ジ
を
参
照
）
。

植
物
の
移
動
の
主
な
原
因
は
気
候
の
変
化
で
す
。
約
二
○
○
万
年
前
か
ら
一
万
年
前
ま
で
は
大
氷
河
時
代
と
も
呼
ば
れ
、
少

海
を
渡
っ
た
ブ
ナ

蛇



な
く
と
も
四
回
の
氷
期
と
温
暖
な
間
氷
期
が
繰
り
返
さ
れ
た
激
し
い
気
候
変
動
の
時
代
で
し
た
。
絶
滅
し
た
ブ
ナ
の
仲
間
に
代

わ
っ
て
現
生
の
ブ
ナ
の
化
石
が
現
れ
る
の
も
こ
の
時
代
で
す
が
、
森
林
の
分
布
な
ど
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

最
後
の
氷
期
は
七
万
年
前
か
ら
一
万
年
前
ま
で
で
し
た
。
こ
の
時
代
か
ら
後
に
な
る
と
花
粉
分
析
の
資
料
も
多
く
、
森
林
の

移
り
変
わ
り
も
か
な
り
詳
し
く
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
氷
期
は
二
万
五
○
○
○
年
前
か
ら
一
万
五
○
○
○
年
前
ご
ろ
が
最
も

寒
く
、
年
平
均
気
温
で
七
℃
も
下
が
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
ブ
ナ
は
、
東
北
地
方
南
部
以
南
の
比
較
的
温
暖
な
海
岸
地

帯
に
沿
っ
て
生
育
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
気
候
は
温
暖
化
し
て
、
一
万
年
前
に
氷
期
は
終
わ
り
ま
し
た
。

80
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ブナの北上経過

そ
れ
に
つ
れ
て
ブ
ナ
は
一
万
二
○
○
○
年
前
か
ら
北
進
を
は
じ
め
、

八
○
○
○
年
前
に
は
本
州
の
北
端
ま
で
到
達
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
こ
ろ
ミ
ズ
ナ
ラ
は
す
で
に
北
海
道
に
広
が
り
は
じ
め
て
い
ま

し
た
が
、
ブ
ナ
が
津
軽
海
峡
を
渡
っ
た
の
は
か
な
り
遅
れ
ま
し
た
。

ブ
ナ
が
北
海
道
に
上
陸
し
た
の
は
八
○
○
○
年
前
か
ら
五
○
○
○

年
前
ま
で
の
問
で
、
現
在
よ
り
も
さ
ら
に
温
暖
な
繩
文
海
進
と
呼

ば
れ
る
時
代
の
こ
と
で
し
た
。
最
近
で
は
、
そ
の
後
の
北
上
に
も

時
間
が
か
か
り
、
現
在
の
北
限
に
到
達
し
た
の
は
約
三
五
○
年
前

で
あ
る
と
い
う
資
料
も
得
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
九
島
宏
道
）

a3海を漣ったブナ
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輪
廻
転
生
と
は
、
仏
教
の
根
本
思
想
の
一
つ
で
、
人
間
が
前
世
・
現
世
・
来
世
の
三
世
に
わ
た
っ
て
死
と
再
生
を
繰
り
返
す

と
い
う
意
味
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
派
生
し
て
地
球
科
学
で
は
、
地
形
の
発
達
過
程
を
地
形
の
輪
廻
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
皆
さ
ん
が
現
在
見
て
い
る
森
林
は
、
太
古
の
昔
か
ら
変
わ
ら
ぬ
姿
で
ず
っ
と
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。

な
か
に
は
自
然
の
作
用
あ
る
い
は
人
間
の
営
み
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
破
壊
き
れ
、
そ
の
後
再
び
よ
み
が
え
る
と
い
う
、
あ
た
か

も
輪
廻
転
生
の
よ
う
に
死
と
再
生
を
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
な
森
林
も
各
地
に
見
ら
れ
ま
す
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
火
山
の
噴
火
に
伴
う
火
山
灰
や
溶
岩
に
よ
る
森
林
の
埋
没
や
焼
失
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
五
十
二
年
に
噴

火
し
た
北
海
道
の
有
珠
山
周
辺
で
は
、
火
山
灰
が
薄
く
堆
穣
し
た
所
は
元
の
土
壌
か
ら
再
生
し
た
植
物
が
中
心
と
な
っ
て
比
較

的
早
く
植
生
が
回
復
し
ま
す
が
、
厚
く
堆
積
し
た
所
で
は
周
辺
か
ら
飛
散
し
た
種
子
に
頼
る
だ
け
な
の
で
回
復
は
や
や
遅
く
な

り
ま
す
。
し
か
し
、
浅
間
山
の
鬼
押
出
し
溶
岩
流
の
よ
う
に
、
噴
火
後
二
○
○
年
近
く
た
っ
た
現
在
で
も
な
お
植
物
が
十
分
生

育
で
き
る
だ
け
の
土
壌
が
形
成
さ
れ
蛍
植
物
の
侵
入
を
拒
否
し
て
い
る
所
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
類
し
た
も
の
に
山
火
事
に
よ
る
森
林
の
焼
失
が
あ
り
ま
す
。
火
災
直
後
は
真
っ
黒
焦
げ
に
焼
き
尽
く
さ
れ
た
よ
う
に

見
え
ま
す
が
、
樹
皮
の
厚
い
樹
種
で
は
や
が
て
幹
や
枝
か
ら
芽
を
吹
く
も
の
や
、
幹
が
枯
れ
て
も
根
や
地
下
茎
な
ど
か
ら
芽
を

吹
く
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
土
中
に
埋
ま
っ
て
い
た
種
子
が
火
災
に
よ
っ
て
発
芽
が
促
進
さ
れ
た
り
、
北
米
大
陸
の
あ
る

森
の
輪
廻
転
生
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種
の
マ
シ
の
よ
う
に
、
火
災
に
遭
っ
て
は
じ
め
て
球
果
が
開
い
て
種
子
が
散
布
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
環

境
条
件
が
整
っ
て
く
れ
ば
、
植
物
が
本
来
も
っ
て
い
る
再
生
力
に
よ
っ
て
植
生
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
す
．

一
方
、
銅
鉱
山
な
ど
か
ら
排
出
さ
れ
る
亜
硫
酸
ガ
ス
に
よ
っ
て
発
生
し
た
煙
害
地
や
、
過
度
の
伐
採
が
原
因
と
な
っ
て
発
生

し
た
花
崗
岩
地
帯
の
は
げ
山
で
は
、
森
林
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
土
壌
が
流
亡
す
る
た
め
、
植
物
が
生
育
で
き
る
だ
け
の

環
境
条
件
は
自
然
雑
態
の
ま
ま
放
置
し
た
の
で
は
な
か
な
か
整
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
人
工
的
に
土
壌
を
改
良
し
た
り
、
緑
化

工
事
な
ど
を
施
し
て
植
生
の
早
期
回
復
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
台
風
に
よ
る
風
害
地
や
大
雨
に
よ
る
崩
壊
地
な
ど
に

山火事跡地に萌芽した低木類（釜石市）

お
い
て
も
同
様
に
、
人
の
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
植
生
回
復

が
促
進
さ
れ
る
例
も
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
熱
帯
雨
林
の
消
失
や
酸
性
雨
に
よ
る
森
林
の
衰
退

は
地
球
規
模
の
環
境
問
題
で
あ
り
、
そ
の
回
復
方
法
は
最
も
緊
急

を
要
す
る
検
討
課
題
の
一
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
森
林
の
消
失
と
再
生
の
サ
イ
ク
ル
は
、
人
間
の
時

間
の
尺
度
で
計
れ
ば
長
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
地
球
の
歴
史

か
ら
見
れ
ば
ほ
ん
の
一
瞬
に
す
ぎ
ず
、
お
釈
迦
様
の
ま
ば
た
き
の

間
の
出
来
事
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
竹
内
美
次
）
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消
さ
な
く
て
も
よ
い
山
火
事
な
ん
て
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
も
し
山
火
事
が
起
き
て
も
ま
っ
た
く
消
火
活
動
を
し
な
か
っ
た

と
し
た
ら
、
貴
重
な
森
林
が
大
面
積
に
わ
た
っ
て
無
惨
な
焼
け
野
原
に
な
り
、
多
く
の
動
植
物
が
そ
の
す
み
か
を
追
わ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
山
火
事
が
起
き
て
も
消
火
活
動
は
行
わ
な
い
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い

る
国
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
．
そ
れ
は
決
し
て
消
火
す
る
技
術
が
な
い
と
か
、
予
算
が
な
い
と
か
い
っ
た
理
由
か
ら
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
純
粋
に
科
学
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
そ
う
い
う
方
針
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
す
．
こ
こ
で
は
、
そ
う
い
っ
た
政
策

を
と
っ
て
い
る
国
の
一
つ
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
例
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

日
本
と
は
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
落
雷
な
ど
に
よ
り
自
然
に
発
生
す
る
山
火
事
が
毎
年
何
回
と
な
く
あ
り
ま
玄

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
入
植
が
は
じ
ま
っ
た
当
初
は
、
山
火
事
は
悪
し
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
火
災
防
御
が
森
林
管
理
の
中
心

を
占
め
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
火
災
防
御
の
た
め
の
設
備
の
充
実
や
技
術
の
向
上
が
図
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。

一
方
、
森
林
の
生
態
や
火
災
の
影
響
に
つ
い
て
研
究
を
続
け
て
い
た
科
学
者
た
ち
は
、
多
く
の
動
植
物
が
火
に
適
応
し
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
火
に
依
存
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
広
く

分
布
す
る
ロ
ッ
ジ
ポ
ー
ル
パ
イ
ン
や
ジ
ャ
ッ
ク
パ
イ
ン
な
ど
の
マ
ツ
類
は
、
多
少
の
火
災
で
は
死
な
な
い
厚
い
樹
皮
を
も
ち
、

さ
ら
に
そ
の
球
果
は
成
熟
し
て
も
数
年
間
は
開
か
ず
樹
上
に
残
り
、
火
災
時
に
高
温
に
さ
ら
さ
れ
る
と
は
じ
め
て
開
い
て
磁
子

火
も
ま
た
涼
し
？
山
火
事
を
待
つ
林

96



1988年の大火災の1年後のイェローストン国立公園（ワイオミング州）

この火災でバイソン（野牛）をはじめとする400頭近い大型哺乳類が死んだが，

火災後養分力遜元され草本類の生育が進み，それにより多くの動物の個体数がか
えって増加することになるだろうと予想されている。

を
散
布
し
ま
す
。
火
災
に
よ
り
林
床
が
焼
き
払
わ
れ
、
競
争
相
手

の
植
物
が
い
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
す
ぐ
に
種
子
を
散
布
す
れ
ば
、

後
の
生
育
に
優
位
で
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
あ
る
種
の

キ
ツ
ツ
キ
は
、
火
災
の
跡
で
は
餌
と
な
る
穿
孔
性
の
昆
虫
が
増
え
、

焼
け
た
樹
木
が
営
巣
の
場
所
に
適
し
て
い
る
た
め
、
個
体
数
が
火

災
前
よ
り
増
加
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
数
年
間
隔
で

発
生
す
る
火
災
は
、
雨
や
雪
、
風
と
同
じ
く
自
然
環
境
の
一
部
に

な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
た
と
え
数
十
年
、
数
百
年
に
一
度

し
か
起
き
な
い
よ
う
な
大
火
災
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
森
林
の
活

性
化
に
つ
な
が
る
重
要
な
環
境
要
素
の
一
つ
な
の
で
す
．

こ
の
よ
う
な
多
く
の
指
摘
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国

立
公
園
や
自
然
保
謹
区
で
は
、
人
命
や
財
産
に
危
険
が
及
ば
な
い

か
ぎ
り
、
自
然
に
発
生
し
た
火
災
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
消
火
活

動
は
行
わ
ず
に
自
然
鎮
火
を
待
つ
、
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
実

行
し
て
い
る
の
で
す
。
（
後
藤
義
明
）
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第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
っ
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
荒
れ
果
て
た
戦
場
の
跡
に
、
ヒ
ナ
ゲ
シ
の
一
種
が
一
面
に
花
を
咲
か
せ

ま
し
た
。
人
々
に
は
、
そ
れ
が
訪
れ
た
平
和
の
象
徴
の
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
じ
つ
は
こ
の
ヒ
ナ
ゲ
シ
は
、
土
の
中
で
長
い
間

眠
っ
て
い
た
種
子
が
発
芽
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
土
の
中
で
眠
っ
て
い
る
種
子
（
埋
土
種
子
）

の
大
切
さ
が
人
々
に
認
め
ら
れ
は
じ
め
ま
し
た
。

数
千
年
も
前
の
遮
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
種
子
が
生
き
て
い
て
発
芽
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
佐
賀
県
の
坂
の
下
遺
跡
（
縄
文

中
期
か
ら
後
期
）
か
ら
大
量
に
出
土
し
た
ア
ラ
カ
シ
の
実
は
、
四
○
○
○
年
の
眠
り
か
ら
覚
め
て
芽
を
出
し
、
今
、
佐
賀
県
立

博
物
館
の
中
庭
に
若
々
し
く
茂
っ
て
い
ま
す
（
写
真
①
）
。
カ
ナ
ダ
で
も
、
ユ
ー
コ
ン
川
流
域
の
永
久
凍
土
層
か
ら
採
集
さ
れ
た

一
万
年
前
の
マ
メ
の
種
子
が
生
き
て
い
た
と
い
う
例
が
あ
り
ま
す
。
有
名
な
例
で
は
、
弥
生
時
代
（
約
二
○
○
○
年
前
）
の
も

の
と
思
わ
れ
る
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
た
ハ
ス
の
実
が
、
発
芽
し
て
立
派
に
育
ち
、
毎
年
花
を
咲
か
せ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
長
寿
の
種
子
は
珍
し
い
例
で
、
普
通
は
埋
土
種
子
の
寿
命
は
も
う
少
し
短
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
短
い

と
い
っ
て
も
、
一
○
年
か
ら
一
○
○
年
も
生
き
る
種
子
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
一
方
で
、
数
年
し
か
生
き
な
い
種
子
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
埋
土
種
子
の
寿
命
は
種
類
に
よ
っ
て
、
数
年
か
ら
数
千
年
ま
で
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
森
林
内
に
ど
れ
ぐ
ら
い
種
子
が
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
九
州
の
常
緑
広
葉
樹
林
か
ら
土
を
採
取
し
て

悪
い
こ
と
と
は
無
縁
の
ア
ン
グ
ラ
銀
行

兜



調
べ
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
一

落
ち
た
種
子
の
な
か
に
は
、

●■

硯さﾛ

戸
剖

露 、篭謬
,い

ず

蕊織る塁、総嗣’

､”鋤
脇
の
土
の
中
に
も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
種
子
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
ま
し
た
（
写
湾
煮
〕
。

す
ぐ
に
は
発
芽
し
な
い
で
落
葉
の
下
や
土
の
中
で
休
眠
し
、
何
年
も
生
き
続
け
る
も
②

虚懇

つ

①4000年の眠りから覚めた②22の土(上)とその中の埋

縄文アラカシ土種子(下）

種
類
の
種
子
が
た
く
さ
ん
入
っ
て
い
ま
し
た
（
写
墓
②
）
。
地
面
に

の
下
や
土
の
中
で
休
眠
し
、
何
年
も
生
き
続
け
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
種
子
が
、
埋
土
種
子
と
な
る
の
で
す
。
古
く
な

っ
た
埋
土
種
子
が
死
ん
で
も
新
し
い
も
の
が
供
給
さ
れ
る
た
め
、

土
の
中
に
は
常
に
、
あ
る
量
の
種
子
が
蓄
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
を
シ
ー
ド
バ
ン
ク
（
種
子
の
貯
蔵
庫
）
と
呼
び
ま
す
。

自
然
林
で
は
木
が
倒
れ
た
り
老
木
が
枯
れ
た
り
し
て
林
内
に
空

間
が
で
き
る
と
、
温
度
や
光
な
ど
の
環
境
が
変
わ
り
ま
す
。
埋
土

種
子
に
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
変
化
が
刺
激
と
な
っ
て
発
芽
す

る
も
の
が
多
い
の
で
す
。
こ
う
し
て
発
芽
し
た
木
は
、
そ
の
後
、

林
内
の
空
間
を
埋
め
る
後
継
樹
と
な
っ
た
り
、
森
の
樹
種
の
多
さ

を
保
つ
一
員
と
な
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
埋
土
種
子
は
、

豊
か
な
緑
を
育
て
る
大
切
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

埋
土
種
子
を
蓄
え
て
い
る
土
は
、
優
れ
た
種
子
の
貯
蔵
庫
と
い
え

ま
す
。
（
竹
下
慶
子
）

99悪い皇ととに無緑のアングラ銀行



44
今
や
ア
ジ
ア
の
名
曲
と
も
い
え
る
「
北
国
の
春
」
に
登
場
す
る
「
白
樺
」
。
図
鑑
な
ど
で
使
わ
れ
る
こ
の
木
の
標
準
和
名
は
シ

ラ
カ
ン
バ
と
い
い
ま
す
。
シ
ラ
カ
ン
バ
に
は
「
北
国
」
、
「
高
原
」
な
ど
青
春
の
夢
を
く
す
ぐ
る
、
ど
こ
か
あ
か
抜
け
た
イ
メ
ー
ジ

が
あ
っ
て
、
避
暑
地
の
重
要
な
小
道
具
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
シ
ラ
カ
ン
バ
林
を
将
来
も
絶
や
さ
な
い
た
め
に
、
次
の
世

代
の
木
を
生
や
す
（
更
新
と
い
い
ま
す
）
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
相
談
を
受
け
て
困
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
い

う
の
は
、
シ
ラ
カ
ン
バ
は
暗
い
所
が
苦
手
で
、
森
の
中
で
も
発
芽
は
す
る
も
の
の
ま
ず
生
き
残
れ
な
い
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
シ
ラ
カ
ン
バ
の
後
継
樹
を
育
て
る
に
は
林
の
中
を
明
る
く
す
る
心
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
今
あ
る
シ
ラ
カ
ン
バ
林
を

切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
矛
盾
し
た
話
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
信
州
や
東
北
に
広
が
る
シ
ラ
カ
ン
バ
林
の
多
く
は
、
元
は
放
牧
地
で
し
た
。
牧
場
と
い
う
と
、
小
岩
井
農
場
な

ど
の
よ
う
に
、
明
治
以
降
に
欧
米
の
技
術
で
開
か
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
じ
つ
は
日
本
に
は
奈
良
・
平
安

時
代
の
昔
か
ら
馬
の
放
牧
場
が
各
地
に
あ
っ
た
し
、
そ
の
面
穣
も
今
よ
り
ず
っ
と
広
か
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
霧
ヶ
峰
の

ビ
ー
ナ
ス
ラ
イ
ン
を
ド
ラ
イ
ブ
さ
れ
た
方
は
、
カ
ラ
マ
ツ
の
林
に
囲
ま
れ
た
台
地
の
上
に
広
が
る
美
し
い
草
原
を
見
た
こ
と
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
草
原
が
、
か
つ
て
は
山
麓
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
先
の
戦
争
前
の
写
真
を
見
る
と
わ
か
り
ま
す
ｂ

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
奈
良
の
若
草
山
の
草
原
の
よ
う
な
風
景
が
、
昔
の
日
本
で
は
決
し
て
珍
し
く
な
か
っ
た
の
で
す
。

故
郷
で
は
目
が
出
な
い
白
樺

ふ
る
さ
と

ZOO



シ
ラ
カ
ン
バ
は
、
羽
根
が
つ
い
て
い
て
よ
く
飛
ぶ
小
さ
い
種
子
を
一
○
年
に
も
な
ら
な
い
こ
ろ
か
ら
大
量
に
実
ら
せ
は
じ
め

ま
す
。
こ
れ
が
、
牧
場
な
ど
の
よ
う
に
頻
繁
に
火
入
れ
（
山
焼
き
）
が
行
わ
れ
る
場
所
で
子
孫
を
残
し
、
火
が
入
ら
な
く
な
る

と
一
斉
に
林
を
作
る
と
い
う
生
き
方
を
可
能
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
ブ
ナ
林
の
よ
う
に
昔
か
ら
大
き
く
壊

さ
れ
る
こ
と
な
く
統
い
て
き
た
森
で
は
悪
ら
し
づ
ら
い
よ
う
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ラ
カ
ン
バ
の
寿
命
は
一
○
○
年
程
度
と
、

ブ
ナ
の
半
分
も
な
い
の
で
、
シ
ラ
カ
ン
バ
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
ブ
ナ
林
が
大
き
く
壊
れ
な
い
か
ぎ
り
子
孫
を
残
せ
な
い
か
ら

謬冒

1FⅦ

シラカンバの果序と大きな羽根をもった堅果

で
す
○
だ
か
ら
、
一
面
大
森
林
に
覆
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
大
昔
の
わ
が
国
で

は
、
シ
ラ
カ
ン
バ
は
崩
壊
地
や
湿
原
の
周
囲
、
火
山
に
よ
る
荒
廃
地
な
ど
で
細
々

と
生
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
人
が
草
原
を
拡
大
さ
せ
る
と
と
も
に
、
各
地
に
見

ら
れ
る
今
の
よ
う
な
シ
ラ
カ
ン
バ
林
が
で
き
た
、
そ
ん
な
道
筋
が
考
え
ら
れ
そ
う

で
す
。

話
は
戻
っ
て
、
今
あ
る
シ
ラ
カ
ン
バ
林
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
。

教
科
書
ど
お
り
に
植
生
遷
移
が
進
め
ば
や
が
て
ブ
ナ
林
な
ど
に
な
っ
て
い
く
は
ず

で
す
が
、
種
子
の
供
給
源
の
ブ
ナ
そ
の
も
の
が
ど
ん
ど
ん
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
所

で
は
そ
う
も
い
か
篭
ミ
ズ
ナ
ラ
や
ア
カ
マ
ッ
の
林
に
な
っ
た
Ⅱ
相
変
わ
ら
ず

か
く
乱
さ
れ
て
シ
ラ
カ
ン
バ
林
が
続
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（
大
住
克
博
）

ZOI故郷では目が出な↓‘白樺
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「
極
相
林
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
荒
れ
地
に
草
が
生
え
、
木
が
育
ち
、
森
林
に
な
る
と
い
う
長

い
時
間
の
変
遷
（
植
生
遷
移
と
い
い
ま
す
）
の
末
最
後
に
到
達
し
、
そ
れ
以
上
樹
種
の
椛
成
や
植
物
の
量
が
大
き
く
変
化
し

な
い
と
い
う
安
定
な
森
林
の
概
念
で
す
。
た
と
え
ば
、
ブ
ナ
林
な
ど
は
、
最
近
数
千
年
間
は
現
在
の
ブ
ナ
林
地
帯
で
ず
っ
と
ブ

ナ
林
の
ま
ま
続
い
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
花
粉
分
析
な
ど
で
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
い
く
ら
変
化
の
少
な
い
極
相
林
と
い
っ
て
も
、
一
本
一
本
の
樹
木
に
は
寿
命
が
あ
り
ま
す
。
ブ
ナ
な
ら
、
い
く
ら

が
ん
ば
っ
て
も
四
○
○
～
四
五
○
年
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
と
て
も
何
千
年
も
生
き
続
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
動

き
の
止
ま
っ
た
か
に
見
え
る
森
の
中
で
も
、
常
に
代
替
わ
り
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。

原
生
林
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
大
木
の
生
い
茂
っ
た
林
を
歩
い
て
み
る
と
、
台
風
で
幹
が
折
れ
た
り
、
老
い
て
立
ち
枯
れ
た
り

し
て
い
る
大
木
（
写
真
）
が
意
外
に
多
い
こ
と
に
気
づ
く
も
の
重
鬼
大
き
な
木
が
一
本
倒
れ
る
と
、
森
の
天
井
に
穴
が
開
い

た
よ
う
に
、
そ
こ
だ
け
明
る
く
な
り
ま
す
．
明
る
い
所
で
は
樹
木
の
成
長
が
速
く
な
る
の
で
、
た
く
さ
ん
の
若
木
が
争
う
よ
う

に
生
え
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
森
林
の
世
代
交
代
の
場
な
の
で
す
。
よ
く
「
昼
な
お
暗
い
原
生
林
」
な
ど
と
い
っ
た
言
い
方
を
し

ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
明
る
い
場
所
（
ギ
ャ
ッ
プ
）
は
、
ブ
ナ
林
な
ど
で
は
森
林
面
祇
の
二
○
％
以
上
を
占
め
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
か
ら
、
林
の
中
は
か
な
り
明
る
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

安
定
社
会
を
維
持
す
る
世
代
交
代
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世
代
交
代
の
進
む
ス
ピ
ー
ド
は
、
こ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
の
で
き
る
頻
度
や
大
木
が
倒
れ
る
頻
度
か
ら
推
定
で
き
ま
す
。
こ
れ

ま
で
の
推
定
で
は
、
ブ
ナ
林
や
照
葉
樹
林
で
一
年
間
に
で
き
る
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
森
林
全
体
の
面
積
の
○
・
三
か
ら
一
％
程
度
で

す
。
こ
の
ス
ピ
ー
ド
で
す
と
、
森
全
体
が
す
っ
か
り
世
代
交
代
を
す
る
ま
で
に
一
○
○
年
か
ら
三
○
○
年
く
ら
い
か
か
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
林
業
で
行
う
択
伐
（
一
定
の
割
合
で
木
を
選
ん
で
伐
採
す
る
）
や
天
然
更
新
（
苗
を
植
え
る
の
で
は
な
く
、
自

台風で倒れたミズナラ

然
に
芽
生
え
た
苗
か
ら
森
を
造
る
）
の
技
術
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
の
シ
ス
テ
ム

を
効
率
よ
く
利
用
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
。
択
伐
で
は
一
部
の
木
を
切
る
こ
と
で

明
る
い
場
所
を
増
や
し
、
若
木
の
成
長
を
速
め
ま
す
。
ま
た
、
自
然
の
森
林
で
は

サ
サ
類
や
低
木
類
が
茂
っ
て
稚
樹
が
芽
生
え
て
こ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
代
替
わ
り
が
う
ま
く
進
ま
な
い
理
由
を
見
つ
け
、
適
切
な
処

理
を
す
る
こ
と
で
種
子
の
発
芽
や
稚
樹
の
成
長
を
助
け
る
の
が
天
然
更
新
技
術
で

す
。

極
相
林
は
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
人
手
を
加
え
な
く
て
も
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
世

代
交
代
で
森
林
を
維
持
し
続
け
ま
す
が
、
木
材
生
産
を
行
う
林
で
は
、
代
替
わ
り

の
速
度
を
速
め
る
こ
と
が
生
産
速
度
を
速
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

（
浅
野
透
）

Z”安定社会を維持する世代交代
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長
い
寿
命
を
も
つ
樹
木
も
、
い
つ
か
は
そ
の
一
生
を
終
え
て
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
で
き
た
明
る
い
光
の
差
し
込

む
空
き
地
（
ギ
ャ
ッ
プ
）
は
、
森
林
の
世
代
交
代
の
舞
台
と
な
り
ま
す
。
こ
の
舞
台
の
上
で
主
役
を
演
ず
る
樹
木
は
、
そ
の
森

林
の
性
格
や
ギ
ャ
ッ
プ
の
で
き
方
、
大
き
さ
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
シ
ラ
カ
ン
バ
や
ダ
ケ
カ
ン
バ
、
ア
カ
マ
ッ
な
ど
は
し
ば
し
ば
ひ
と
か
た
ま
り
の
純
林
を
作
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
下
に
こ
れ
ら
の
稚
樹
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
仲
間
は
、
暗
い
林
内
で
は
運
よ
く
芽
生
え
て
も
育
つ
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
す
。
で
も
、
ひ
と
た
び
山
火
事
な
ど
で
大
面
積
に
森
林
が
焼
失
し
裸
地
が
形
成
さ
れ
る
と
、
風
で
運
ば
れ
る
小
さ
な

種
子
が
い
ち
早
く
飛
来
し
て
次
世
代
の
森
林
を
作
り
ま
す
。
火
災
に
よ
っ
て
地
表
の
落
葉
や
草
本
も
焼
き
払
わ
れ
た
裸
地
は
、

小
さ
な
種
子
の
カ
ン
パ
や
マ
ツ
の
仲
間
に
と
っ
て
発
芽
と
成
長
に
絶
好
の
場
所
な
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
イ
エ
ロ
ー
ス
ト
ー
ン

国
立
公
園
で
は
、
ロ
ッ
ジ
ポ
ー
ル
パ
イ
ン
の
森
林
が
大
規
模
な
自
然
火
災
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
、

自
然
に
発
生
し
た
森
林
火
災
は
放
置
さ
れ
て
い
ま
す
．

一
方
、
亜
高
山
帯
や
亜
寒
帯
で
見
ら
れ
る
モ
ミ
や
ト
ウ
ヒ
の
仲
間
の
針
葉
樹
の
林
の
下
に
は
、
た
く
さ
ん
の
針
莱
樹
の
稚
樹

が
育
っ
て
い
る
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
暗
い
林
内
で
も
耐
え
る
力
が
比
較
的
強
い
の
で
、
上
木
が
倒
れ
る
ま

で
、
次
世
代
を
自
分
た
ち
の
下
に
待
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
見
か
け
は
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
上
木
と
の
競
争
に
負
け

森
の
跡
継
ぎ
は
ど
こ
に
い
る

ZO4



届

‘
＃
Ｆ
Ｊ
］
凡
１

瞼

ギャップ内で成長するシラベ，オオシラビソの

稚樹（八ケ岳）

根返り上のカラスザンシ

ョウ（春日山）

て
取
り
残
さ
れ
た
前
世
代
の
生
き
残
り
が
し
ぶ
と
く
が
ん
ば
っ
て
い
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
待
ち
き
れ
ず
に
枯
死
し
て
い
く
個
体
も
多
い
の

で
す
が
、
そ
の
分
は
次
々
に
補
充
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
冷
温
帯
で
見
ら
れ
る

ブ
ナ
林
や
暖
温
帯
に
残
さ
れ
た
シ
イ
、
カ
シ
な
ど
の
照
葉
樹
林
で
も
、
ブ
ナ

や
シ
イ
、
カ
シ
の
実
生
（
芽
生
え
）
は
、
前
の
世
代
が
倒
れ
て
ギ
ャ
ッ
プ
が

で
き
林
床
が
明
る
く
な
る
ま
で
、
一
部
の
個
体
が
数
～
十
数
年
間
は
生
き
残

っ
て
待
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
実
生
や
稚
樹
の
形
で
次
世
代
が
待
機
す
る
代
わ
り
に
、
森
林

の
中
に
ま
ん
べ
ん
な
く
ば
ら
ま
か
れ
た
比
較
的
寿
命
の
長
い
種
子
が
、
す
ぐ

発
芽
の
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
土
の
中
で
上
木
が
枯
死
す

る
の
を
待
っ
て
い
る
、
そ
ん
な
樹
木
も
存
在
し
ま
す
．
台
風
に
よ
る
上
木
の

根
返
り
や
小
規
模
の
地
す
べ
り
な
ど
に
よ
っ
て
地
表
近
く
に
現
れ
た
種
子
が

発
芽
し
、
明
る
い
光
を
利
用
し
て
す
ば
や
く
成
長
す
る
の
で
す
。
鳥
な
ど
に

よ
っ
て
種
子
が
運
ば
れ
る
ミ
ズ
キ
、
カ
ラ
ス
ザ
ン
シ
ョ
ウ
、
ホ
オ
ノ
キ
な
ど

の
樹
木
が
こ
う
し
た
仲
間
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
田
中
浩
）

Z妬森の跡継ぎはどこにいる
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「
う
ち
の
お
に
わ
が
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
、
こ
い
ぬ
の
タ
ロ
ー
が
ラ
イ
オ
ン
だ
。
そ
う
だ
っ
た
ら
い
い
の
に
な
…
．
．
．
」
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

子
供
向
け
番
組
「
お
か
あ
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
」
の
歌
で
す
。
こ
の
歌
や
手
塚
治
虫
氏
の
「
ジ
ャ
ン
グ
ル
大
帝
」
に
出
て
く
る
ジ

ャ
ン
グ
ル
は
、
ラ
イ
オ
ン
の
い
る
明
る
い
草
原
で
、
樹
木
は
あ
っ
て
も
疎
林
程
度
だ
い
ぶ
開
放
的
で
す
。
一
方
、
タ
ー
ザ
ン

の
世
界
ｌ
昼
な
お
暗
い
森
林
、
垂
れ
下
が
る
無
数
の
ツ
ル
、
動
物
の
鳴
き
声
ｌ
も
ま
た
ジ
ャ
ン
グ
ル
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
ジ
ャ
ン
グ
ル
と
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
語
の
荒
れ
地
、
耕
し
て
い
な
い
土
地
を
指
す
言
葉
で
、
英
語
化
さ
れ
て
か
ら
は

木
々
が
密
生
し
、
野
生
動
植
物
が
多
い
森
林
を
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
と
い
う
派
生
語
が

生
ま
れ
た
と
お
り
、
木
や
ツ
ル
が
絡
み
合
い
、
そ
こ
を
通
り
抜
け
る
の
は
た
い
へ
ん
で
す
。
た
だ
、
日
本
で
は
、
一
般
的
に
は

ジ
ャ
ン
グ
ル
を
熱
帯
雨
林
と
同
じ
意
味
に
用
い
る
こ
と
が
多
く
、
と
き
に
は
冒
頭
の
例
の
よ
う
に
、
ラ
イ
オ
ン
や
キ
リ
ン
の
住

む
草
原
ま
で
も
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
含
め
て
い
ま
す
。
原
意
と
は
ず
い
ぶ
ん
離
れ
た
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

森
林
が
河
川
や
畑
な
ど
疎
開
地
に
接
す
る
所
で
は
、
光
が
地
表
近
く
ま
で
よ
く
差
し
込
む
た
め
、
林
の
へ
り
に
は
マ
ン
ト
群

落
と
呼
ば
れ
る
独
特
の
椛
造
が
発
達
し
ま
す
。
低
木
や
ツ
ル
の
生
い
茂
っ
た
や
ぶ
が
マ
ン
ト
の
よ
う
に
林
を
囲
ん
で
い
る
状
況

で
す
。
な
か
に
は
針
の
よ
う
な
と
げ
を
も
つ
植
物
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
本
来
の
意
味
で
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
、
こ
の
よ
う
な
中

を
通
り
抜
け
る
に
は
、
鉈
を
振
り
回
し
、
ツ
ル
を
切
り
、
木
を
な
ぎ
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
熱
帯
を
訪
れ
た
初
期
の
探

「
ジ
ャ
ン
グ
ル
」
の
中
は
歩
き
や
す
い
？
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検
家
は
川
に
沿
っ
て
上
流
に
進
み
、
と
き
ど
き
上
陸
し
て
は
川
近

く
の
林
を
探
検
し
て
い
た
よ
う
で
す
か
ら
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
は
悩

ま
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

一
方
、
こ
の
や
ぶ
の
奥
に
は
歩
き
や
す
い
成
熟
し
た
天
然
林
が

広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
十
分
に
年
を
と
っ
た
大
木
が
林
冠
を
椛
成

す
る
林
で
は
、
林
内
が
暗
く
、
や
ぶ
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

草
本
や
低
木
の
な
か
に
は
、
ご
く
弱
い
光
で
も
育
つ
も
の
が
あ
る

の
で
す
が
、
そ
の
数
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
天
然
林

の
大
部
分
で
は
大
き
な
林
冠
木
と
中
く
ら
い
の
若
木
か
ら
成
る
椛

造
が
保
た
れ
て
い
ま
す
が
、
枯
木
の
下
や
倒
木
の
跡
地
で
は
光
が

差
し
込
み
、
一
時
的
に
や
ぶ
が
で
き
る
こ
と
も
あ
り
ま
｛
ち
ま
た
、

や
ぶ
は
、
大
き
な
木
が
切
り
出
さ
れ
た
跡
に
も
発
達
し
ま
す
。
天

然
林
の
商
業
伐
採
（
大
木
の
抜
き
切
り
）
が
進
ん
だ
今
日
で
は
、

や
ぶ
が
増
え
、
歩
き
や
す
い
ほ
ど
の
立
派
な
熱
帯
雨
林
は
、
も
う

め
っ
た
に
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
（
清
野
嘉
之
）

IO7rジャングル」の中は歩きやすも‘，
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動
く
植
物
が
森
林
に
い
る
と
い
う
と
疑
問
を
も
つ
人
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
動
く
生
物
は

動
物
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
植
物
の
一
つ
の
特
徴
は
固
着
性
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
山
を
歩
く
と
そ

こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
植
物
種
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
群
落
が
目
に
つ
き
ま
す
。
こ
の
群
落
は
、
い
ろ
い
ろ
な
場
所
か
ら
種
子
が

動
物
に
運
ば
れ
た
り
、
風
に
飛
ば
さ
れ
た
り
、
水
に
流
さ
れ
た
り
、
斜
面
を
転
げ
落
ち
た
り
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
種
子
の
散
布
に
よ
る
植
物
の
分
布
の
移
動
は
、
植
物
が
動
く
と
す
る
に
は
少
し
そ
の
意
味
を
拡
大
解
釈
し
す
ぎ
の
よ

う
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
コ
ナ
ラ
、
ブ
士
カ
エ
デ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
や
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
カ
ラ
マ
ツ
な
ど
の
針
葉
樹
の
林
床

に
広
範
囲
に
分
布
す
る
チ
ゴ
ユ
リ
は
、
毎
年
観
察
を
続
け
る
と
生
え
て
く
る
地
上
茎
の
位
置
が
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
集

団
の
密
度
が
増
減
し
て
そ
の
位
置
が
変
化
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
ど
の
個
体
も
多
少
と
も
位
置
を
変
え
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。

チ
ゴ
ユ
リ
は
四
月
上
旬
に
落
葉
の
問
か
ら
葉
を
巻
い
た
茎
を
伸
ば
し
は
じ
め
、
四
月
の
終
わ
り
に
は
展
葉
し
ま
す
。
集
団
内

の
い
く
つ
か
の
個
体
は
ク
リ
ー
ム
色
の
花
を
咲
か
せ
五
月
に
な
る
と
液
果
が
実
り
は
じ
め
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
に
、
土
壌
中
で

は
ラ
ン
ナ
ー
（
走
出
枝
）
が
一
～
四
本
伸
張
し
は
じ
め
、
九
月
に
な
る
と
こ
の
ラ
ン
ナ
ー
は
長
さ
三
ン
か
ら
最
大
六
○
壱
ま
で

伸
び
、
先
端
に
芽
が
形
成
さ
れ
ま
す
○
十
一
月
の
末
に
は
葉
地
上
茎
、
根
は
す
べ
て
枯
れ
て
個
体
は
完
全
に
枯
死
し
ま
す
。

こ
の
こ
ろ
ラ
ン
ナ
ー
の
途
中
が
腐
っ
て
切
れ
、
新
し
い
芽
は
栄
養
繁
殖
体
と
し
て
翌
年
の
個
体
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
親

来
春
引
っ
越
し
ま
す
ｌ
チ
ゴ
ュ
リ

Z妬



植
物
が
毎
シ
ー
ズ
ン
後
に
枯
死
し
、
形
成
さ
れ
た
栄
養
繁
殖
体
由
来
の
新
た
な
地
上
個
体
が
形
成
さ
れ
る
植
物
を
疑
似
一
年
草

と
呼
び
ま
す
。
多
年
草
と
呼
ば
れ
て
い
た
チ
ゴ
ユ
リ
は
、
毎
年
新
し
い
個
体
に
変
わ
る
疑
似
一
年
草
な
の
で
す
。
こ
の
栄
養
繁

殖
体
は
親
個
体
と
遺
伝
的
に
ま
っ
た
く
同
じ
ク
ロ
ー
ン
で
す
。
ラ
ン
ナ
ー
に
は
長
い
も
の
も
短
い
も
の
も
あ
り
、
成
育
期
間
の

終
わ
り
に
は
腐
っ
て
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ン
ナ
ー
の
長
さ
だ
け
地
中
を
動
い
た
こ
と
に
な
り
ま
｛
鬼

チ
ゴ
ユ
リ
は
、
種
子
に
よ
る
有
性
繁
殖
と
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
栄
護
繁
殖
に
よ
っ
て
集
団
を
維
持
し
、
ま
た
空
間
分
布
を
広
げ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
長
い
ラ
ン
ナ
ー
は
移
動
能
力
が
高
く
、
新
し
い
生
育
地
へ
集
団
を
拡
大
さ
せ
る
開
拓
型
と
い
え
ま
す
。

9月には親個体は枯れはじめ，ランナーの先端

に栄養繁殖体が形成される。11月には親個体と

ランナーは完全に枯れ，栄養繁殖体が個体とな

り，ランナーの長さだけ個体は移動する。

一
方
短
い
ラ
ン
ナ
ー
は
集
団
の
密
度
を
安
定
的
に
維
持
す
る
定
着

型
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
有
性
繁
殖
、
栄
養
繁
殖
や
ラ
ン
ナ
ー
の

開
拓
型
や
定
着
型
の
発
現
は
環
境
に
対
応
し
て
い
て
、
チ
ゴ
ユ
リ
の

適
応
戦
略
と
い
え
ま
す
。
植
物
の
生
育
に
と
っ
て
好
適
で
な
い
環
境

で
は
栄
養
繁
殖
や
集
団
を
安
定
的
に
維
持
す
る
定
着
型
の
ラ
ン
ナ
ー

が
優
占
し
、
好
適
な
環
境
で
は
有
性
繁
殖
と
と
も
に
集
団
を
拡
大
す

る
開
拓
型
の
ラ
ン
ナ
ー
が
優
占
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
チ
ゴ
ユ
リ

の
個
体
の
移
動
は
環
境
に
対
し
て
集
団
を
維
持
し
た
Ⅲ
拡
大
す
る

と
き
の
有
効
な
手
段
な
の
で
す
。
（
小
林
繁
男
）

ZO9米な引っ越します一チゴユリ
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北
上
山
地
は
緩
や
か
な
高
原
地
形
が
随
所
に
見
ら
れ
、
こ
こ
に
形
成
さ
れ
た
広
大
な
シ
バ
（
和
芝
）
草
原
を
利
用
し
て
古
く

か
ら
牛
馬
の
放
牧
が
盛
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
シ
バ
草
原
の
い
た
る
所
で
シ
バ
が
枯
れ
、
地
面
の
露
出
し
た
裸
地
が
発

生
し
、
そ
の
裸
地
が
拡
大
し
て
山
は
荒
廃
し
は
じ
め
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
荒
廃
地
は
、
南
北
に
走
る
稜
線
沿
い
の
西
向
き

の
標
高
八
○
○
脚
以
上
の
シ
バ
草
原
に
見
ら
れ
、
北
上
山
地
全
体
で
八
三
五
カ
所
総
面
積
約
三
五
○
鯵
に
達
し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
シ
バ
草
原
は
荒
廃
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
、
シ
バ
草
原
が
分
布
し
て
い
る
場
所
は
、
ず
っ
と
以
前
は
う
っ
そ
う
と

し
た
ブ
ナ
の
自
然
林
が
成
立
し
て
い
た
の
で
す
。
農
民
は
自
然
林
内
に
放
牧
地
を
確
保
す
る
た
め
、
森
林
の
伐
採
、
火
入
れ
を

繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
ブ
ナ
林
は
消
滅
し
、
そ
れ
に
伴
い
林
床
の
植
生
も
衰
退
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
牛
馬
の
放
牧

を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
シ
バ
草
原
が
で
き
た
の
で
す
。
こ
の
時
期
は
約
二
○
○
年
ぐ
ら
い
前
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

北
上
山
地
の
住
人
は
、
古
く
か
ら
シ
バ
草
原
の
こ
と
を
「
か
ぬ
か
平
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
緑
の
豊
か
な
「
か
ぬ
か

平
」
に
、
い
つ
か
ら
か
得
体
の
知
れ
な
い
リ
ン
グ
状
の
シ
バ
の
枯
死
帯
が
た
く
さ
ん
発
生
し
、
地
元
で
は
そ
の
枯
死
帯
を
通
称

「
か
ぬ
か
輪
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
「
か
ぬ
か
輪
」
は
ち
ょ
う
ど
土
俵
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
天
狗
が
角
力
を
取
っ
て
植
生
を

踏
み
荒
ら
し
た
た
め
、
「
か
ぬ
か
輪
」
の
中
が
裸
地
に
な
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
、
裸
地
の
場
所
を
別
名
「
天
狗
の
角
力

取
り
場
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
裸
地
が
シ
バ
草
原
の
あ
ち
こ
ち
で
拡
大
し
て
、
は
げ
山
が
現
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
し

″
天
狗
の
し
わ
ざ
″
は
ぬ
れ
ぎ
ぬ

IIO



た
。
こ
の
草
原
の
荒
廃
は
天
狗
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
別
な
原
因
だ
と
い
う
こ
と
が
最
近
の
調
査
で
判
明
し
ま
し
た
。

荒
廃
の
端
緒
は
「
か
ぬ
か
輪
」
を
形
成
す
る
悪
魔
で
し
た
。
こ
の
悪
魔
の
正
体
は
ア
キ
ヤ
マ
タ
ケ
と
い
う
き
の
こ
な
の
で
す
。

こ
の
き
の
こ
は
シ
バ
の
根
に
寄
生
し
て
根
を
腐
ら
せ
、
地
上
部
ま
で
枯
死
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
地
上
部
の
枯
死
帯
は
、
最
初
は

シ
バ
地
を
一
○
琴
前
後
の
穴
状
に
枯
ら
し
て
、
そ
の
後
は
一
年
間
に
約
二
五
巻
の
幅
で
枯
死
帯
を
外
側
に
リ
ン
グ
状
に
拡
大
し

て
い
き
ま
す
。
こ
の
「
か
ぬ
か
輪
」
の
枯
死
帯
部
分
が
裸
地
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
拡
大
し
は
じ
め
る
の
で
し
た
。

北
上
山
地
の
シ
バ
草
原
は
、
冬
季
は
非
常
に
寒
冷
で
雪
は
少
な
く
風
当
た
り
の
強
い
場
所
に
あ
る
の
で
、
「
か
ぬ
か
輪
」
の
発

北 上 山地のシバ草原の荒廃状況

■

図

rかぬか輪｣，白い部分がシバの枯死帯

生
を
端
緒
に
し
て
小
さ
な
裸
地
が
発
生
す
る
と
、
そ
の
裸
地
は
、

土
壌
が
初
冬
か
ら
初
春
に
か
け
て
凍
っ
た
り
、
融
け
た
り
、
強
風

で
侵
食
さ
れ
る
た
め
徐
々
に
拡
大
し
て
い
く
の
で
す
。
放
牧
家
畜

も
地
表
を
か
く
乱
し
、
裸
地
の
拡
大
を
助
長
し
ま
す
。
シ
バ
草
原

の
荒
廃
は
寒
冷
な
気
候
条
維
ア
キ
ヤ
マ
タ
ケ
の
発
生
に
よ
る
裸

地
化
、
放
牧
家
畜
の
影
響
が
主
要
因
と
な
り
、
拡
大
し
は
じ
め
る

と
植
生
に
よ
る
自
然
回
復
は
困
難
と
な
り
、
シ
バ
草
原
の
荒
廃
に

と
ど
ま
ら
ず
、
山
全
体
が
十
数
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
達
す
る
荒
廃
地

へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
す
。
（
北
田
正
葱
）

ZZZ，天狗のしわざﾞはぬれぎぬ
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本
州
の
日
本
海
側
や
北
海
道
さ
ら
に
標
高
の
高
い
山
々
な
ど
の
雪
深
い
地
域
で
は
、
春
先
に
な
る
と
樹
木
の
幹
の
周
り
だ

け
雪
が
早
く
融
け
、
穴
が
開
い
て
い
る
の
を
見
か
け
ま
す
。
ス
キ
ー
の
上
手
な
方
の
な
か
に
は
、
ゲ
レ
ン
デ
を
抜
け
出
し
て
周

辺
の
ブ
ナ
や
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
の
林
の
中
を
華
麗
に
滑
っ
て
い
て
、
突
然
こ
の
よ
う
な
穴
に
落
ち
た
経
験
の
あ
る
方
も
い
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
樹
木
の
幹
の
周
り
の
穴
の
で
き
方
は
、
森
林
内
の
雪
の
積
も
り
方
と
融
け
方
に
関
連
し
て
い
る

た
め
、
ブ
ナ
林
の
よ
う
な
落
葉
広
葉
樹
林
と
ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ッ
林
の
よ
う
な
針
葉
樹
林
で
は
、
穴
の
形
や
大
き
さ
、
で
き
る

時
期
な
ど
に
違
い
が
見
ら
れ
ま
す
。

地
域
に
よ
り
多
少
差
は
あ
り
ま
す
が
、
降
雪
の
は
じ
ま
る
十
二
月
か
ら
三
月
初
旬
ま
で
、
森
林
内
の
積
雪
深
は
増
加
し
ま
す
。

稜
雪
深
が
増
加
す
る
こ
の
時
期
の
森
林
内
で
の
雪
の
秋
も
り
方
は
、
落
葉
広
葉
樹
と
針
葉
樹
で
は
か
な
り
違
い
ま
す
。
落
葉
広

葉
樹
林
は
冬
季
は
葉
が
な
い
た
め
、
林
の
中
は
ほ
ぼ
一
様
に
雪
が
秋
も
り
、
幹
の
周
辺
も
雪
に
覆
わ
れ
ま
す
。
一
方
、
針
葉
樹

林
で
は
冬
季
で
も
枝
葉
が
密
に
あ
る
た
め
、
雪
が
穂
も
る
と
き
枝
の
下
に
な
る
幹
の
周
辺
は
穣
雪
が
極
端
に
少
な
く
な
’
穴

状
の
空
間
が
で
き
ま
す
。
こ
の
空
間
は
積
雪
深
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
け
れ
ば
穴
で
す
が
、
穂
雪
深
が
増
え
て
樹
木
が
か
な
り
積

雪
中
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
積
雪
中
の
空
洞
と
な
り
ま
す
○

雪
の
融
け
は
じ
め
る
三
月
中
旬
以
後
に
な
る
と
、
雪
面
は
太
陽
光
の
反
射
率
（
ア
ル
ベ
ド
）
が
大
き
く
太
陽
光
の
エ
ネ
ル
ギ

残
雪
の
森
の
落
と
し
穴

ZI2



針葉榊休
(アオモリトドマツなど）

落葉広葉樹林
(ブナなど）

Ｉ
の
吸
収
が
少
な
い
の
に
対
し
、
落
葉
広
葉
樹
の
幹
や
針
葉
樹
の
枝
莱
は
ア
ル
ベ
ド
が
小
さ
い
た
め
、
太
陽
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
よ
く
吸
収
し
温
度
が
上
が
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
幹
な
ど
の
周
囲
の
雪
ほ
ど
融
け
や
す
く
な
り
ま
す
。
落
葉
広
葉
樹
林
で
は

こ
の
よ
う
な
ア
ル
ベ
ド
の
差
に
よ
り
、
融
雪
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
幹
の
周
辺
に
穴
が
で
き
は
じ
め
ま
す
。
一
方
、
針
葉
樹
林

髪
積
雪
期 －

/Z'Z′〃"〃/〃ZZ〃

且

‘
融
雪
期

－1
7万〃"〃ジ ’'Z〃Z"Z"Z〃

森林内の稲雪断面の模式図

で
は
、
融
雪
期
に
入
る
前
か
ら
枝
の
下
に
で
き
て
い

た
穴
や
空
洞
の
周
囲
の
雪
が
、
同
じ
よ
う
に
ア
ル
ベ

ド
の
差
に
よ
り
融
け
、
融
雪
期
に
さ
ら
に
拡
大
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
同
様
な
現
象
は
雪
国
で
あ
れ
ば
町
の

中
で
も
観
察
で
き
ま
す
。
雪
面
か
ら
突
き
出
た
立
て

札
の
支
柱
な
ど
の
周
囲
は
、
小
さ
い
な
が
ら
穴
が
開

き
ま
李
鬼
よ
く
見
る
と
、
支
柱
の
色
な
ど
に
よ
り
穴

の
大
き
さ
に
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
樹
木
の
幹
の
周
辺
で
の
雪
の
融
け
方
を
考

え
る
手
助
け
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
山
野
井
克
己
）

"3蜜噺の梯の蒲とし
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森
林
で
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
一
部
は
も
ち
ろ
ん
光
合
成
に
使
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
樹
木
が
成
長
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
そ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
は
意
外
な
こ
と
に
わ
ず
か
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
部
分
は
、
気
温
上

昇
と
蒸
発
に
使
わ
れ
る
の
で
す
。

庭
で
の
水
ま
き
は
そ
の
近
く
に
い
る
人
が
涼
し
い
と
感
じ
る
だ
け
で
、
影
響
が
狭
い
範
囲
に
と
ど
ま
り
ま
す
が
、
森
林
は
広

夏
の
日
に
、
庭
に
水
を
ま
く
と
急
に
涼
し
く
な
る
の
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
蒸
発
が
起
こ
る
と
き
に
は
、
必

ず
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
奪
わ
れ
る
の
で
す
。
太
陽
か
ら
与
え
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
地
面
や
樹
木
の
葉
や
枝
を
暖
め
、
こ
れ
が

空
気
に
伝
わ
っ
て
気
温
が
上
が
っ
て
き
ま
す
。
け
れ
ど
も
水
の
蒸
発
が
あ
る
と
こ
れ
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
奪
わ
れ
る
た
め
、
気
温

上
昇
が
抑
え
ら
れ
ま
す
や

洪
水
を
少
な
く
し
渇
水
時
の
河
川
流
量
を
増
や
す
と
い
う
森
林
の
機
能
は
、
樹
木
の
根
が
し
っ
か
り
と
支
え
て
い
る
森
林
土

壌
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
す
．
一
方
、
樹
木
は
土
壌
に
蓄
え
ら
れ
た
水
分
を
吸
収
し
て
、
葉
か
ら
水
蒸
気
を
蒸
発
さ
せ
て
い
ま

す
。
樹
木
は
背
が
高
い
の
で
、
空
気
の
渦
に
よ
っ
て
水
蒸
気
を
上
空
に
多
く
運
ぶ
た
め
に
、
裸
地
か
ら
の
水
の
蒸
発
に
比
べ
て

森
林
は
ど
う
し
て
も
蒸
発
量
が
多
く
な
り
ま
す
。
森
林
が
水
を
多
量
に
消
賀
す
る
こ
と
は
無
駄
使
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

森
林
が
雨
を
呼
ぶ

の
で
し
ょ
う
か
。

夏
の
日
に
、
崖
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南米アマゾンにおける森林の牧草地化による気候変化

(J.Shuklaetal.,Science247,1990より改変）

1年間の平均値により示されており,左は気温上昇(℃)を,右は降雨量の減少(n'm)
を表す。

い
範
囲
の
気
候
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
最
近
で
は
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
を
駆
使
し
、
広
大
な
地
域
の
森
林
消
失
が
地
球
規
樅
の
気

候
に
及
ぼ
す
影
響
を
予
測
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
図
は
、

南
米
ア
マ
ゾ
ン
の
熱
帯
雨
林
が
全
部
伐
採
さ
れ
て
牧
草
地
に
な
っ
た

と
仮
定
し
、
全
地
球
の
気
候
を
計
算
す
る
大
気
大
循
環
モ
デ
ル
を
使

っ
て
、
気
温
、
雨
量
の
変
化
を
推
定
し
た
も
の
で
す
。
蒸
発
が
減
り
、

気
温
が
上
が
る
だ
け
で
は
な
く
、
雨
量
が
非
常
に
少
な
く
な
っ
て
い

る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
雨
逓
か
ら
蒸
発
壁
を
引
い
た
、
地
面
に
吸
い

込
ま
れ
る
正
味
の
水
量
が
、
む
し
ろ
減
少
し
て
い
る
所
が
多
い
よ
う

で
す
。
ま
た
、
気
温
上
昇
の
程
度
も
相
当
大
き
い
の
で
、
環
境
へ
の

影
響
は
と
て
も
大
き
い
も
の
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

ア
マ
ゾ
ン
に
降
る
多
量
の
雨
は
、
森
林
が
放
出
し
た
膨
大
な
量
の

水
蒸
気
の
一
部
が
地
上
に
戻
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
森

林
は
生
物
資
源
の
宝
庫
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
私
た
ち
の
生
活
に

か
か
わ
る
気
候
に
ま
で
も
影
響
し
て
い
る
の
で
す
。
（
谷
賊
）

〃5鰯*が雨を畔』
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の
暮
ら
し
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イ
ン
ド
洋
に
発
生
す
る
台
風
を
サ
イ
ク
ロ
ン
と
呼
び
ま
す
が
、
一
九
九
一
年
に
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
を
襲
っ
た
サ
イ
ク
ロ
ン
に

よ
る
高
潮
に
よ
っ
て
、
何
万
人
も
の
犠
牲
者
が
出
た
と
い
う
報
道
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
被
害
は
、
燃
料

と
し
て
切
ら
れ
、
荒
れ
果
て
て
い
た
河
口
部
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
が
、
も
し
健
全
な
形
で
多
く
残
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
う

ま
で
も
大
規
模
な
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
が
防
潮
壁
の
役
割
を
果
た
す
わ
け
で
す
。

こ
の
ほ
か
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
は
海
岸
浸
食
の
防
止
、
よ
い
漁
場
の
確
保
あ
る
い
は
持
続
的
な
林
産
物
採
取
の
場
所
と
し
て
、

陸
と
海
の
境
に
あ
っ
て
人
々
の
生
命
と
暮
ら
し
を
支
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
と
は
汽
水
域
に
生
育
す
る
樹
木
群

の
総
称
で
、
そ
れ
は
普
通
に
見
ら
れ
る
樹
種
だ
け
で
も
七
科
一
○
属
二
○
数
種
に
及
ぶ
と
さ
れ
、
樹
種
ご
と
に
塩
分
濃
度
や
浸

水
頻
度
の
違
う
立
地
に
住
み
分
け
て
生
育
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
海
岸
汽
水
域
に
生
育
地
を
定
め
た
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
は
、
生
き
て
い
く
う
え
で
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
問

に
遭
遇
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
水
と
塩
が
多
す
ぎ
る
こ
と
で
す
。
水
の
多
さ
は
気
根
か
ら
空
気
を
取
り
込
ん
で
呼
吸
す
る
こ
と
で

解
決
し
ま
し
た
が
（
一
四
二
ペ
ー
ジ
）
、
厄
介
な
の
は
塩
で
す
。
呈
同
菜
に
塩
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
多
す
ぎ
る
塩
分
は
植
物
に

と
っ
て
大
敵
で
す
。
土
壌
水
の
塩
分
が
濃
い
と
浸
透
圧
の
関
係
で
土
壌
が
乾
い
た
状
態
と
同
じ
に
な
Ⅱ
い
く
ら
水
が
あ
っ
て

も
根
は
吸
水
で
き
な
く
な
り
ま
｛
鬼
そ
の
う
え
深
刻
な
こ
と
に
は
、
濃
い
塩
分
は
細
胞
に
直
接
的
に
毒
と
し
て
働
き
ま
す
。
こ

む
ず
か
し
い
塩
加
減

~血8



の
塩
分
の
と
り
す
ぎ
を
避
け
る
た
め
に
、
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
は
二
種
類
の
方
法
を
編
み
出
し
て
問
題
を
解
決
し
ま
し
た
。

一
つ
は
、
根
か
ら
水
を
吸
い
上
げ
る
と
き
に
フ
ィ
ル
タ
ー
で
塩
分
を
取
り
除
き
、
な
る
べ
く
真
水
に
近
い
形
で
吸
水
す
る
方

式
で
す
。
ヒ
ル
ギ
の
仲
間
や
マ
ヤ
プ
シ
キ
が
こ
の
手
を
使
い
ま
す
○
二
つ
目
は
、
吸
水
時
に
は
そ
の
ま
ま
塩
水
を
取
り
込
ん
で

し
ま
い
、
そ
の
後
で
過
剰
な
塩
分
を
強
制
的
に
体
外
に
排
出
す
る
方
式
で
す
。
こ
れ
は
葉
に
「
塩
類
腺
」
と
呼
ば
れ
る
組
織
を

作
Ⅲ
そ
こ
か
ら
塩
分
を
析
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
内
の
塩
分
濃
度
を
海
水
の
一
○
分
の
一
程
度
に
抑
え
る
方
法
で
す
。

ヒ
ル
ギ
ダ
マ
シ
な
ど
が
こ
の
方
式
を
と
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
フ
ィ
ル
タ
ー
方
式
で
も
普
通
の
陸
上
植
物
の
一
○
倍
以
上

も
の
塩
分
を
取
り
込
ん
で
し
ま
う
の
で
、
ヒ
ル
ギ
の
仲
間
な
ど
で
は
古
く
な
っ
た
葉
が
塩
分
を
集
め
て
落
ち
て
い
き
ま
す
。

の

1口

●●2

ｎ
ｍ
〕
句
角

析
出
塩
量
応
／
岬１

･･･3
●

1卜
｡●4

口5

■}6

●
寺
ノ

ー
●

'1'．,･6)ﾏ孟総蓋一0

0112510

樹液中の塩濃度(mg/m@)
Naciの析出症(9時間日照)と樹液中の

漉度の関係(Tomlinson,1986より改変）

1:Aegb"fis属,2:ヒルギダマシ属，

3:Aegiceras属,4:ヤエヤマヒルギ

属，5：マヤプシキ属，6：オヒルギ属，
7：ヒルギモドキ属，8：フヨウ属

こ
の
よ
う
に
塩
分
を
追
い
出
す
の
に
余
分
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
真
水
で
育
て
れ
ば
よ
く
成
長

す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
水
で
も
生
育
で
き
ま
す
が
、

い
く
ら
か
の
塩
分
が
あ
っ
た
ほ
う
が
良
い
成
長
を
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ヒ
ル
ギ
ダ
マ
シ
で
は
海
水
の
半
分
ぐ
ら
い
、
ヒ

ル
ギ
類
で
は
約
二
割
の
塩
分
濃
度
で
最
も
よ
く
育
つ
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
ま
す
○
塩
加
減
は
じ
つ
に
難
し
い
も
の
で
す
。

（
田
淵
隆
一
）

ZI9むずかい､堪加減
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木
が
ほ
か
の
木
を
締
め
殺
す
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
種
子
が
ほ
か
の
木
の
枝
や
幹
に
散
布
さ
れ
、

成
長
し
な
が
ら
そ
の
根
が
元
の
木
を
締
め
殺
し
て
し
ま
う
現
象
で
す
。
熱
帯
地
域
で
は
こ
の
奇
妙
な
生
活
を
す
る
植
物
が
意
外

と
多
く
、
英
語
で
切
冒
邑
里
．
と
い
う
こ
の
植
物
は
「
締
め
殺
し
植
物
」
と
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。

締
め
殺
し
植
物
の
ほ
と
ん
ど
は
国
胃
吟
属
（
ク
ワ
科
イ
チ
ジ
ク
属
）
、
陣
貢
電
⑮
昌
属
（
ウ
コ
ギ
科
）
、
Ｑ
昌
巨
属
（
オ
ト
ギ
リ

ソ
ウ
科
）
の
三
属
に
入
っ
て
い
ま
す
。
東
南
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
熱
帯
多
雨
林
で
は
イ
チ
ジ
ク
属
の
締
め
殺
し
植
物
が
ほ
と

ん
ど
で
す
。
こ
の
イ
チ
ジ
ク
属
の
個
体
は
森
林
内
の
い
た
る
所
で
見
る
こ
と
が
で
き
、
東
南
ア
ジ
ア
だ
け
で
も
五
○
○
種
類
ぐ

ら
い
あ
る
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
南
ア
メ
リ
カ
の
熱
帯
多
雨
林
で
は
イ
チ
ジ
ク
属
は
少
な
く
、
オ
ト
ギ
リ
ソ
ウ

科
の
厚
員
。
属
が
多
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
西
南
日
本
に
ま
で
分
布
を
広
げ
て
い
る
ア
コ
ウ
や
ガ
ジ
ュ
マ
ル
も
イ
チ
ジ
ク
属
の

締
め
殺
し
植
物
で
、
フ
カ
ノ
キ
な
ど
ウ
コ
ギ
科
の
樹
木
を
ね
ら
う
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

締
め
殺
し
の
方
法
を
、
イ
チ
ジ
ク
属
を
例
に
少
し
詳
し
く
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
木
の
幹
や
枝
で
発
芽
し
た
個
体
は
成
長
す
る
過

程
で
気
根
を
宿
主
の
幹
に
密
着
さ
せ
な
が
ら
伸
ば
し
て
い
き
ま
す
。
や
が
て
地
面
に
達
し
た
根
は
地
中
で
分
岐
し
栄
養
分
を
吸

収
し
ま
す
。
す
る
と
地
面
に
下
り
て
い
く
根
は
数
を
増
し
、
分
岐
あ
る
い
は
交
差
し
、
宿
主
の
幹
を
丈
夫
な
木
の
編
目
で
取
り

囲
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
間
に
イ
チ
ジ
ク
の
樹
冠
は
宿
主
よ
り
も
大
き
く
な
り
、
盛
ん
に
光
合
成
を
行
い
ま
す
。
す
る
と
宿

殺
し
屋
は
静
か
に
し
の
び
寄
る

Z20



主
の
木
は
枯
死
し
て
胸
っ
て
し
ま
い
、
イ
チ
ジ
ク
は
空
洞
で
編
目
の
幹
を
も
っ
た
自
立
し
た
木
と
な
り
ま
す
。
宿
主
の
枯
死
の

原
因
は
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
被
陰
と
締
め
つ
け
、
イ
チ
ジ
ク
の
根
と
の
競
争
に
よ
る
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

き
て
、
熱
幣
多
雨
林
の
生
活
形
態
は
多
様
で
、
寄
生
植
物
の
よ
う
に
ほ
か
の
樹
木
か
ら
水
や
無
機
養
分
を
摂
取
す
る
も
の
、
大

多
数
の
肴
生
植
物
の
よ
う
に
機
械
的
な
理
由
だ
け
か
ら
支
持
植
物
（
広
い
葱
味
の
宿
主
）
に
依
存
す
る
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

こ
の
な
か
で
機
械
的
に
自
立
で
き
な
い
樅
物
は
ツ
ル
植
物
、
締
め
殺
し
植
物
、
誇
生
植
物
な
ど
に
区
分
さ
れ
ま
す
が
、
締
め
殺

し
植
物
は
中
間
的
な
性
質
を
も
ち
ま
す
。
前
述
の
イ
チ
ジ
ク
属
の
よ
う
に
果
実
が
烏
や
コ
ウ
モ
リ
に
好
ん
で
食
べ
ら
れ
、
そ
の

12I殺し脇は肺かにしのび寄為
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同
じ
種
類
の
植
物
が
、
木
に
な
っ
た
り
、
草
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
も
、
意
外
に
身

近
な
植
物
で
す
。
ナ
ス
や
ト
ウ
ガ
ラ
シ
が
そ
う
な
の
で
す
。

あ
る
植
物
を
見
て
、
そ
れ
が
木
か
草
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
が
、
で
は
木
と
草
と
は
ど
こ
が
違
う
の

で
し
ょ
う
。
木
と
葵
そ
れ
か
ら
竹
の
違
い
は
、
前
巻
の
「
森
林
の
一
○
○
不
思
議
」
で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
（
五
二
～

五
五
ペ
ー
ジ
）
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
お
さ
ら
い
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
タ
ケ
類
の
よ
う
に
茎
が
木
質
化
す
る
だ
け
で
太
ら
な
い

単
子
葉
植
物
を
別
に
す
る
と
、
木
と
草
で
は
維
管
束
形
成
層
と
呼
ば
れ
る
細
胞
の
分
裂
組
織
の
あ
り
方
が
違
う
わ
け
で
す
。
樹

木
は
茎
（
幹
・
枝
）
の
周
り
を
一
周
す
る
維
管
束
形
成
層
が
あ
り
ま
す
が
、
草
で
は
茎
の
て
つ
ぺ
ん
以
外
で
は
完
全
な
円
周
状

に
な
り
ま
せ
ん
。
樹
木
の
形
成
層
は
細
胞
分
裂
を
繰
り
返
し
な
が
ら
茎
の
外
側
へ
広
が
り
続
け
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
連
続
し
た

形
成
層
を
も
た
な
い
草
本
植
物
は
、
肥
大
成
長
（
茎
を
太
く
す
る
成
長
）
が
で
き
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
や
は
り
例
外
は
あ
る
の
で
す
。
ナ
ス
や
ト
ウ
ガ
ラ
シ
は
、
日
本
な
ど
の
温
帯
で
は
一
年
生
の
栽
培
植
物
で
す
が
、

熱
帯
で
は
樹
木
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
写
真
）
。
い
わ
ば
、
木
と
草
の
中
間
に
あ
る
植
物
と
い
え
そ
う
で
す
。
じ
つ
は
、
草
本

植
物
の
な
か
に
も
茎
の
周
囲
に
連
続
す
る
形
成
層
を
も
つ
種
類
は
意
外
に
多
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
植
物
で
は
肥
大
成
長
の

可
能
な
条
件
が
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
い
く
ら
肥
大
成
長
の
で
き
る
構
造
に
な
っ
て
い
て
も
、
寒
さ
に
よ
っ
て
生
育
で

な
め
た
ら
タ
イ
ヘ
ン
ー
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の
木

Z型



き
な
く
な
っ
た
Ⅱ
あ
る
い
は
種
子
を
作
っ
て
冬
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
適
応
を
し
て
い
た
り
す
る
の
で
、
植
物
体

が
毎
年
枯
れ
て
し
ま
い
、
樹
木
に
な
れ
な
い
わ
け
で
す
。
ナ
ス
や
ト
ウ
ガ
ラ
シ
は
、
条
件
（
冬
が
な
く
、
一
年
中
温
度
が
高
い

と
い
う
よ
う
な
）
が
整
え
ば
そ
の
ま
ま
生
き
続
け
、
肥
大
成
長
を
続
け
る
の
で
柑
木
に
な
る
の
で
文

ナ
ス
科
に
は
こ
の
よ
う
な
木
と
草
の
中
間
の
よ
う
な
植
物
が
多
く
、
た
と
え
ば
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
新
大
陸
発
見
後
世
界
中
に
広

ま
っ
た
タ
バ
コ
は
、
原
産
地
の
中
米
で
は
二
～
三
年
生
の
低
木
と
し
て
生
育
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
科
に
も
、
同
じ
科
や
属
の

な
か
に
草
と
木
を
一
緒
に
含
む
も
の
が
意
外
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
文
キ
ク
科
、
マ
メ
科
、
ア
カ
ネ
科
ト
ウ
ダ
イ
グ
サ
科
な

トウガラシの木（誇;刀雷吉郎氏提供）

ど
で
す
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
熱
帯
や
亜
熱
帯
に
分

布
の
中
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。
ナ
ス
の
原
産
地
も
イ

ン
ド
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
の

原
産
地
も
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
と
い
わ
れ
、
と
も
に
熱

帯
で
す
○
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
も
と
も
と
暖
か
い

地
方
で
連
続
し
た
形
成
層
を
分
化
さ
せ
、
樹
木
と
し

て
生
活
し
て
い
た
植
物
が
分
布
を
広
げ
、
寒
い
地
方

で
草
本
に
進
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像

を
働
か
せ
た
く
な
り
ま
す
。
（
浅
野
透
）

123なめたらタイヘンl･ウカラシの水
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ヒ
ノ
キ
は
、
わ
が
国
の
重
要
造
林
樹
種
と
し
て
そ
の
地
位
を
確
保
し
て
お
り
、
木
曽
の
ヒ
ノ
キ
林
は
、
秋
田
の
ス
ギ
林
、
青

森
の
ヒ
バ
林
と
と
も
に
日
本
三
大
美
林
と
た
た
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ヒ
ノ
キ
に
も
、
ほ
か
の
生
き
物
と
同
じ
よ
う
に
個
性

豊
か
な
集
団
や
個
体
が
あ
り
、
学
術
上
は
も
ち
ろ
ん
実
用
上
か
ら
も
、
私
た
ち
を
と
り
こ
に
す
る
魅
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
「
ス
リ
ム
」
な
ヒ
ノ
キ
。
普
通
の
ヒ
ノ
キ
に
比
べ
て
枝
が
極
端
に
細
く
て
短
く
、
ロ
ウ
ソ
ク
を
立
て
た
よ
う
な
木

が
集
団
と
し
て
佐
賀
県
や
長
崎
県
の
人
工
林
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
単
位
面
積
当
た
り
の
成
立
本
数
が
多
い
の
で
、
こ
の
性

質
を
活
用
す
る
道
は
あ
り
そ
う
で
す
。
ヒ
ノ
キ
で
も
ま
れ
に
「
シ
ボ
」
個
体
が
発
見
さ
れ
ま
す
。
樹
皮
を
は
ぐ
と
丸
太
表
面
に

縦
ジ
ワ
の
凹
凸
（
シ
ボ
）
が
現
れ
、
磨
け
ば
床
柱
に
利
用
で
き
、
製
材
す
る
と
独
特
の
紋
様
（
ア
ズ
キ
モ
ク
ま
た
は
ヤ
ニ
モ
ク
）

が
現
れ
、
装
飾
材
と
し
て
賞
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
シ
ボ
は
ス
ギ
だ
け
の
専
売
特
許
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

ヒ
ノ
キ
と
サ
ワ
ラ
の
種
間
雑
種
は
、
人
工
交
配
で
も
た
い
へ
ん
作
り
に
く
い
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
と
び
き
り
優
れ
た
エ

リ
ー
ト
と
し
て
全
国
の
林
か
ら
選
ば
れ
た
一
○
○
○
本
足
ら
ず
の
ヒ
ノ
キ
精
英
樹
の
中
に
、
ヒ
ノ
キ
の
遺
伝
子
セ
ッ
ト
を
二
つ

（
普
通
の
二
倍
体
ヒ
ノ
キ
）
と
サ
ワ
ラ
の
遺
伝
子
セ
ッ
ト
を
一
つ
も
っ
た
三
倍
体
の
天
然
雑
種
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

天
然
雑
種
で
自
然
三
倍
体
、
し
か
も
精
英
樹
と
い
う
三
つ
の
「
狭
き
門
」
に
合
格
し
て
生
き
て
き
た
静
岡
県
産
の
富
士
二
号
に
、

私
た
ち
が
林
木
の
品
種
改
良
を
考
え
て
い
く
う
え
で
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

Ｓ
Ｆ
ア
ニ
メ
よ
り
ず
っ
と
昔
に
〃
ガ
ッ
タ
イ
″
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■
■
せ

》
ゞ
印
輔
訟
、

由
醒
海
。

尚

．

ヒノキとサワラの合体木。いずれも矢印上部がヒノキで下部がサワラ

(③は三好氏提供）

写
真
①
の
木
は
、
裏
木
曽
国
有
林
（
加
子
母
営
林
署
）
に
現
存

す
る
ヒ
ノ
キ
と
サ
ワ
ラ
の
合
体
木
で
す
○
樹
高
三
五
脚
、
樹
齢
が

五
○
○
年
以
上
の
こ
の
木
は
、
先
代
の
古
い
根
株
上
に
発
生
し
た

ヒ
ノ
キ
と
サ
ワ
ラ
の
稚
樹
が
生
育
途
中
で
根
元
部
を
癒
着
さ
せ
、

成
長
す
る
に
し
た
が
い
合
体
し
て
ヒ
ノ
キ
が
優
勢
と
な
っ
た
自
然

の
つ
ぎ
木
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
写
真
②
は
、
二
○
年
前
に
筆

者
が
つ
ぎ
木
を
し
た
も
の
で
す
。
両
個
体
と
も
矢
印
の
上
部
が
ヒ

ノ
キ
、
下
部
が
サ
ワ
ラ
の
樹
皮
の
特
徴
を
表
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

一
九
三
○
年
代
は
じ
め
に
連
理
材
と
称
す
る
合
体
木
の
材
を
調
べ

た
報
告
が
あ
り
ま
す
（
写
真
③
）
。
仮
導
管
の
壁
厚
や
髄
線
の
特
徴

か
ら
、
板
の
半
分
は
ヒ
ノ
キ
で
半
分
は
サ
ワ
ラ
の
材
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
、
こ
う
し
た
自
然
の
絶
妙
な
か
ら
く
り
に
学
び
、

さ
ら
に
活
用
し
て
い
く
た
め
に
、
個
性
豊
か
な
素
材
を
大
い
に
発

見
し
て
遺
伝
資
源
と
し
て
大
切
に
保
存
す
る
と
と
も
に
、
研
究
を

重
ね
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
（
山
本
千
秋
）

Z"sFアニメよりずっと昔に．カタイ．



5⑤
最
近
の
研
究
で
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
植
物
は
他
感
物
質
の
よ
う
な
揮
発
性
物
質
を
放
出
し
て
意
志
を
伝
え
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
ポ
プ
ラ
は
害
虫
に
食
べ
ら
れ
た
り
す
る
と
、
周
り
の
植
物
に
警
戒
信
号
を
出
し
て

害
虫
に
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
と
、
あ
る
種
の
他
感
物
磁
を
使
っ
て
話
し
か
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
シ
ラ
カ
ン
バ
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
、
候
補
物
質
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
○
そ
れ
で
は
逆
に
、
ほ
か
の

植
物
の
出
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
か
ぎ
、
理
解
で
き
る
感
覚
器
官
、
す
な
わ
ち
臭
覚
は
植
物
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
ん
な
疑
問

に
こ
た
え
る
研
究
も
、
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
植
物
は
大
気
に
葉
を
広
げ
、
気
孔
と
い
う
器
官
を
通
じ
て
盛
ん
に
炭
酸
ガ

ス
や
酸
素
を
吸
っ
た
り
、
吐
い
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
葉
の
機
能
に
、
動
物
の
鼻
に
相
当
す

動
物
に
は
、
周
り
と
の
触
れ
合
い
を
保
つ
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
感
覚
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
視
覚
、
聴
覚
、
臭
覚
、
味
覚
、

触
覚
の
い
わ
ゆ
る
五
感
で
す
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
で
も
欠
け
る
と
、
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
す
。

で
は
、
私
た
ち
の
周
り
に
あ
る
植
物
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
植
物
は
動
物
と
違
い
、
い
っ
た
ん
根
を
張
っ
た
ら

動
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
周
り
と
の
触
れ
合
い
も
い
っ
そ
う
重
要
な
も
の
と
な
り
篭
い
わ
ゆ
る
五
感
も
動
物
以
上
に
発
達

し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
動
物
は
意
志
を
伝
え
る
の
に
言
葉
や
鳴
き
声
な
ど
が
使
え
ま
す
が
ゞ
植
物
は
い
っ
た
い

何
を
使
う
の
で
し
ょ
う
か
。

木
に
も
鼻
が
あ
る
？

Z妬



る
臭
覚
の
働
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
植
物
の
葉
に
特
殊
な
装
置
を
取
り
つ
け
て
炭
酸
ガ
ス
を

流
し
た
と
き
の
反
応
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
植
物
で
顕
著
な
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
応
答
パ
タ
ー
ン
は
植
物

の
種
類
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
炭
酸
ガ
ス
よ
り
も
低
濃
度
の
刺
激
臭
、
花
の
香
ｑ

シ
ナ
モ
ン
や
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
香
り
を
与
え
る
と
、
や
は
り
炭
酸
ガ
ス
の
と
き
と
同
じ
よ
う
に
応
答
パ
タ
ー
ン
が
香
り
ご
と
に
認

め
ら
れ
、
明
ら
か
に
植
物
が
香
り
を
識
別
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。
現
在
、
さ
ら
に
詳
し
い
研
究
が
行
わ
れ
て
お

り
、
近
い
将
来
そ
の
仕
組
み
が
わ
か
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
植
物
が
も
っ
て
い
る
香
り
識
別
機
能
を
利
用

し
た
香
り
セ
ン
サ
ー
の
開
発
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
膨
大
な
量
の
デ
ー
タ
の
蓄
積
と
そ
の
解
析
が
必
要

に
な
る
た
め
時
間
が
か
か
り
ま
す
が
、
や
が
て
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
役
立
つ
日
が
や
っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

噂

植
物
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
刺
激
に
対
し
て
こ
た
え

て
く
れ
ま
す
。
触
わ
る
と
サ
ッ
と
葉
を
閉
じ
る
オ
ジ
ギ
ソ
ウ
や
、

光
の
あ
る
方
向
に
成
長
し
て
い
く
ざ
ま
ざ
ま
な
植
物
。
変
わ
っ
た

と
こ
ろ
で
は
、
あ
る
音
楽
を
聞
か
せ
る
と
成
長
が
良
く
な
る
な
ど

音
に
対
し
て
反
応
す
る
と
い
っ
た
報
告
も
あ
り
ま
す
。
植
物
は
、

意
外
と
人
間
に
よ
く
似
た
機
能
を
多
く
も
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
（
大
平
辰
朗
）
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ヒ
ト
を
含
め
動
物
の
大
部
分
は
雄
と
雌
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
植
物
に
も
雄
の
個
体
と
雌
の
個
体
が
あ
る
こ
と
は
忘
れ
ら

れ
が
ち
で
す
。
こ
れ
は
、
身
近
に
あ
る
花
の
多
く
が
、
一
つ
の
花
の
中
に
雄
し
べ
と
雌
し
べ
を
も
つ
両
性
花
で
あ
る
た
め
で
す
。

ス
ギ
や
マ
ツ
で
は
同
じ
個
体
に
雄
花
と
雌
花
が
つ
き
ま
す
が
、
イ
チ
ョ
ウ
や
ヤ
ナ
ギ
で
は
雄
花
と
雌
花
を
別
々
の
個
体
に
つ
け

ま
す
。
つ
ま
り
木
に
も
明
ら
か
に
雄
と
雌
が
あ
る
の
で
す
。
木
は
大
き
く
な
る
ま
で
な
か
な
か
花
を
つ
け
ま
せ
ん
し
、
ま
た

花
が
目
立
た
な
か
っ
た
り
、
す
ぐ
に
咲
き
終
わ
っ
て
し
ま
う
木
も
多
い
の
で
、
雌
雄
異
株
と
さ
れ
て
い
る
木
で
も
よ
く
観
察
し

な
い
と
、
雌
雄
の
判
定
は
容
易
に
で
き
ま
せ
ん
。

植
物
界
で
は
全
体
の
約
七
二
％
が
一
つ
の
個
体
に
両
性
花
を
つ
け
る
両
全
株
、
一
つ
の
個
体
に
雄
花
と
雌
花
を
つ
け
る
雌
雄

同
株
は
約
五
％
、
別
々
の
個
体
に
雄
花
と
雌
花
を
つ
け
る
雌
雄
異
株
は
約
四
％
、
残
り
は
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
型
に
分
類

さ
れ
て
い
ま
す
。
カ
エ
デ
や
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ
の
仲
間
で
は
性
転
換
の
現
象
が
見
ら
れ
、
一
生
の
う
ち
に
雄
か
ら
雌
へ
、
雌
か

ら
雄
へ
と
性
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
植
物
の
性
型
の
分
類
を
さ
ら
に
複
雑
に
し
て
い
ま
支
身
近
な
雌
雄
異
株
植
物
と
し
て
は
、

イ
チ
ョ
ウ
、
ソ
テ
ッ
、
イ
チ
イ
、
イ
ヌ
マ
キ
、
ネ
ズ
、
ヤ
ナ
ギ
、
ポ
プ
ラ
、
ホ
ッ
プ
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
ほ

か
、
熱
帯
性
植
物
の
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ッ
、
パ
パ
イ
ヤ
、
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
雌
雄
異
株
植
物
は
草
本
植
物

で
少
な
く
、
木
本
植
物
と
り
わ
け
高
木
で
二
○
～
三
○
％
と
多
く
、
し
か
も
温
帯
よ
り
も
熱
帯
に
多
く
出
現
す
る
と
い
わ
れ

人
よ
り
複
雑
ｌ
植
物
の
男
と
女
の
関
係
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て
い
ま
す
。
イ
チ
ョ
ゥ
の
果
実
は
腐
敗
す
る
と
悪
臭
を
放
つ
た
め
、
街
路
樹
と
し
て
は
雄
株
が
好
ま
れ
ま
す
が
、
ギ
ン
ナ
ン
の

生
産
に
は
雄
株
は
必
要
最
少
限
の
個
体
が
あ
れ
ば
十
分
で
す
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
雄
株
は
雌
株
よ
り
も
収
量
が
多
く
、
食
卓
に

並
ぶ
も
の
は
、
す
べ
て
雄
株
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ビ
ー
ル
醸
造
に
必
須
の
ホ
ッ
プ
で
は
、
ル
プ
リ
ン
含
量
の
多
い
雌

株
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。

雌
雄
異
株
植
物
で
は
動
物
と
同
様
に
、
性
染
色
体
に
あ
る
遺
伝
情
報
に
よ
り
個
体
の
雌
雄
が
決
定
き
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

植
物
の
性
染
色
体
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
哺
乳
類
や
昆
虫
類
な
ど
に
広
く
見
ら
れ
る
Ｘ
Ｙ
型
（
雄
で
Ｘ
Ｙ
、
雌
で
Ｘ
Ｘ
）
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
雌
し
べ
に
あ
る
卵
細
胞
の
性
染
色
体
は
す
べ
て
Ｘ
で
、
花
粉
の
性
染
色

体
が
Ｘ
な
の
か
Ｙ
な
の
か
に
よ
っ
て
、
受
精
し
た
種
子
の
性
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
近
、
英
国
の
グ
ル
ー
プ
は
、

;"I
雄花

イチョウの雄花と雌花

受
精
し
た
種
子
の
性
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
近
、
英
国
の
グ
ル
ー
プ
は
、

ヒ
ト
や
マ
ウ
ス
の
Ｙ
染
色
体
上
に
存
在
し
、
雄
の
生
殖
器
官
を
発
達
さ
せ
る
の
に
必
要

な
遺
伝
子
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
遺
伝
子
を
雌
マ
ウ
ス
の
胚
に
入
れ
て
や

り
、
マ
ウ
ス
の
雌
を
雄
へ
性
転
換
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
遺

伝
子
が
胚
の
生
殖
原
基
を
卵
巣
に
で
は
な
く
、
精
巣
へ
発
生
さ
せ
る
引
き
金
と
し
て
機

能
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
わ
け
で
す
。
私
た
ち
は
、
そ
の
遺
伝
子
が
動
物
だ
け
で
な
く
、

雌
雄
異
株
の
植
物
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
の
な
ら
植
物
の
な
か
で
ど
の
よ
う

な
役
割
を
も
っ
て
い
る
の
か
研
究
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
（
篠
原
健
司
）

Z29人より腹縫一植物の男と女の関係



58
わ
が
国
は
世
界
有
数
の
森
林
国
で
国
土
の
六
七
％
が
多
く
の
種
類
の
樹
木
で
覆
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ

な
ど
の
針
葉
樹
は
林
業
的
に
重
要
で
、
人
工
造
林
面
積
の
九
八
％
を
占
め
て
い
ま
す
。
樹
木
に
も
、
そ
れ
ら
を
識
別
す
る
た
め

に
名
前
（
一
般
名
お
よ
び
学
名
）
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
植
物
分
類
学
者
に
よ
っ
て
主
に
形
態
的
特
徴
と
そ

れ
ら
の
分
布
域
を
考
慰
し
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
近
年
に
な
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
分
析
技
術
が
進
み
、
樹
木
で

も
遺
伝
情
報
の
も
と
に
な
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
レ
ベ
ル
で
の
解
析
が
可
能
に
な
り
、
新
し
い
植
物
分
類
の
方
法
が
考
え
出
さ
れ
ま
し
た
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
は
核
内
だ
け
で
は
な
く
ミ
ト
コ
ン
ド
リ
ア
と
葉
緑
体
内
に
も
あ
り
、
し
か
も
、
葉
緑
体
内
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
構
造
は
近
縁
な

種
ほ
ど
非
常
に
似
て
お
り
、
遠
縁
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
か
な
り
異
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
性
質
を
利

用
し
て
、
植
物
の
系
統
進
化
的
関
係
が
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

植
物
の
親
子
関
係
や
種
内
の
遺
伝
的
変
異
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ソ
ザ
イ
ム
（
酵
素
を
支
配
し
て
い
る
遺
伝
子
）
な
ど
の
遺
伝

子
を
用
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
は
同
じ
属
内
の
種
間
な
ど
比
較
的
近
い
関
係
に
あ
る
植
物

間
に
し
か
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
、
葉
緑
体
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
種
間
・
属
問
・
科
間
の
関
係
ま
で
も
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

植
物
の
系
統
進
化
的
関
係
を
調
べ
る
う
え
で
非
常
に
有
効
な
標
識
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
で
は
、
針
葉
樹
（
ス

ギ
、
ヒ
ノ
キ
、
ア
カ
マ
ッ
、
ト
ウ
ヒ
、
モ
ミ
な
ど
）
は
、
は
た
し
て
ほ
か
の
植
物
（
被
子
植
物
、
シ
ダ
植
物
な
ど
）
と
ど
の
よ

針
葉
樹
の
身
元
調
査

I､W
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う
な
関
係
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
系
統
分
類
学
的
に
は
ソ
テ
ッ
、
イ
チ
ョ
ウ
な
ど
と
同
じ
裸
子
植
物
の
仲
間
で
古
い
植
物
群

に
属
し
、
独
自
の
進
化
を
し
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
葉
緑
体
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
用
い
た
最
近
の
研
究
で
は
、
植
物
全
体

が
ほ
ぼ
共
通
に
も
っ
て
い
る
あ
る
特
殊
な
構
造
（
イ
ン
バ
ー
テ
ッ
ド
リ
ピ
ー
ト
）
を
針
葉
樹
は
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
報
告
が

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
進
化
的
に
は
か
な
り
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ク
ラ
ミ
ド
モ
ナ
ス
（
藻
類
）
や
ゼ
ニ
ゴ
ケ
（
苔
類
）
に

あ
る
遺
伝
子
で
、
被
子
植
物
に
は
な
い
も
の
を
マ
ツ
の
一
種
が
も
っ
て
い
る
と
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
植

物
の
葉
緑
体
Ｄ
Ｎ
Ａ
は
母
性
遺
伝
（
母
親
だ
け
か
ら
の
遺
伝
）
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
針
葉
樹
で
は
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
父
性
遺
伝
（
父
親
だ
け
か
ら
の
遺
伝
）
ま
た
は
一
部
両
性
遺
伝
（
両
親
か
ら
の
遺
伝
）
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き

‐
‐
‐
‐
‐
し
湾
字
典
一
』
↓
一

'1
一
．
拳
雲
一

《
“
唾
奉
じ

一
一
一

一
一
一
鯵
串
一
雲 二葉松

1.アカマツ

2.クロマツ

五葉松

3.チョウセンゴヨウ

4.キタゴヨウ

5.ストローブマツ

ー

5種類のマツから単離した葉緑体

DNAを特殊な酵素で切断後,断片の大

きさで分けたもの。どれだけの断片(は

しご状に見えるもの）が一致している

かで種の関係を見る。

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
特
徴
か
ら
、
針
葉
樹

は
か
な
り
原
始
的
な
も
の
を
も
ち
つ
つ
独
自
の
進
化
を
遂

げ
て
い
る
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
分
子
分
類
学
の
研
究
は
、
植
物
分
類
学
者
た
ち

が
長
い
間
に
形
態
的
特
徴
を
観
察
し
蓄
積
し
て
き
た
情
報

を
か
な
り
支
持
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
植
物
分
類

学
者
の
観
察
力
の
確
か
さ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
も
あ
り
ま

す
。
（
津
村
義
彦
）

I3Z針梁樹の身元瞬悲
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木
に
は
、
あ
る
決
ま
っ
た
寿
命
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
ど
の
よ
う
に
し
て
木
が
大
き
く
な
る
の
か
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。
木
の
先
端
に
は
、
分
裂
を
繰
り
返
す
細
胞
の
集
ま
り
（
頂
端
分
裂
組
繊
）
が
あ
り
ま
す
。
古
い
細
胞
の
先
に
新
し
い
細
胞

が
種
み
重
ね
ら
れ
、
自
身
は
先
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
う
し
て
枝
や
根
が
伸
び
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
花
や
葉
の
も
と
に

な
る
細
胞
も
頂
端
分
裂
組
織
か
ら
作
ら
れ
ま
す
○
幹
、
枝
、
根
の
周
囲
は
分
裂
を
繰
り
返
す
細
胞
の
層
（
形
成
層
）
に
よ
っ
て

覆
わ
れ
て
い
ま
す
。
古
い
細
胞
の
外
側
に
新
し
い
細
胞
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
自
身
は
そ
の
周
囲
長
を
増
し
て
い
き
ま
す
○
こ
う

し
て
幹
、
枝
、
根
が
太
く
な
り
ま
す
。
項
端
分
裂
組
織
や
形
成
層
か
ら
作
ら
れ
た
細
胞
は
葉
、
花
や
木
部
（
材
）
な
ど
を
形
づ

く
っ
て
い
く
過
程
で
分
裂
を
し
な
く
な
り
、
あ
と
は
老
化
し
て
死
ん
で
い
き
ま
す
。

で
は
、
木
の
先
端
や
周
囲
の
細
胞
に
は
寿
命
が
あ
っ
て
、
あ
る
回
数
だ
け
分
裂
を
す
る
と
そ
れ
以
上
に
分
裂
す
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
新
し
い
葉
、
幹
、
根
が
作
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
一
本
の
木
と
し
て
の
寿
命
が

決
め
ら
れ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
苗
木
を
増
や
す
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
さ
し
木
が
あ
り
ま
す
。
九
州
な
ど
で
は
主
に
さ
し
木
で
ス
ギ
を
増
や
し
て
い

ま
す
。
今
、
種
子
か
ら
大
き
く
な
づ
た
ス
ギ
の
枝
を
さ
し
木
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
木
が
大
き
く
な
っ
た
ら
、
ま
た
同
じ
よ

う
に
さ
し
木
を
し
た
と
し
ま
す
。
何
回
繰
り
返
し
て
も
、
先
端
で
分
裂
を
し
て
い
る
細
胞
は
芽
生
え
の
と
き
に
先
端
で
分
裂
を

木
は
永
遠
の
命
を
得
た
か
？
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し
て
い
た
細
胞
と
の
連
続
性
を
保
っ
て
い
ま
す
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
細
胞
に
寿
命
が
あ
る
な
ら
ば
、
何
回
目
か
の
さ
し
木
の
あ

と
、
あ
る
時
期
に
突
然
枝
が
伸
び
な
く
な
り
、
新
し
い
葉
も
作
ら
れ
ず
木
は
枯
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
九
州
の
ス
ギ
は
ま
だ

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
で
も
心
配
い
り
ま
せ
ん
。
先
端
や
周
囲
の
細
胞
は
、
「
条
件
さ
え
良
け
れ
ば
」
分
裂
を
限
り

な
く
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
分
裂
能
力
を
失
っ
た
と
思
わ
れ
る
葉
な

ど
で
も
、
ホ
ル
モ
ン
や
養
分
な
ど
の
入
っ
た
液
体
中
や
寒
天
上
で
培
養
す
れ
ば
、
再
び
活
発
な
分
裂
を
開
始
し
て
細
胞
の
塊
と

華髪
さし木つぎ木

、

美一・一

種子

実生苗／

蕾
培養苗、

－

鯵葉
鯛〃

試験管内培養

木に寿命はない!？

天
上
で
培
養
す
れ
ば
、
再
び
活
発
な
分
裂
を
開
始
し
て
細
胞
の
塊
と

な
り
、
そ
こ
か
ら
芽
や
根
が
生
じ
て
小
さ
な
植
物
体
と
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
木
に
は
あ
る
決
ま
っ
た
寿
命
と

い
う
も
の
は
な
い
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
す
。
老
木
の
枝
を
さ
し
木
や

つ
ぎ
木
し
た
り
、
そ
の
組
織
の
一
部
を
試
験
管
の
中
で
培
養
す
れ
ば
、

再
び
一
本
の
小
さ
な
木
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
木
を
親
木

の
子
供
と
し
て
で
は
な
く
、
空
間
的
に
離
れ
て
し
ま
っ
た
同
一
個
体

と
み
な
す
な
ら
、
一
粒
の
種
子
か
ら
発
芽
し
た
芽
生
え
は
、
さ
し
木
、

つ
ぎ
木
や
試
験
管
内
培
養
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
の
命

を
獲
得
で
き
る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
重
永
英
年
）

Z33木は永遠の命を得たか？
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種
子
は
、
時
が
く
る
ま
で
眠
り
続
け
ま
す
。
母
植
物
か
ら
離
れ
て
落
下
し
た
り
、
風
や
烏
な
ど
に
よ
っ
て
散
布
さ
れ
る
と
き
に

は
種
子
の
中
の
胚
は
成
長
を
一
時
休
止
し
た
状
態
に
あ
り
ま
す
。
水
、
酸
素
そ
し
て
適
当
な
温
度
が
あ
る
と
胚
が
成
長
を
再

開
し
て
種
皮
を
破
り
、
芽
生
え
へ
と
成
長
を
は
じ
め
ま
す
。
こ
れ
が
種
子
の
発
芽
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
三
要
素
が
与
え
ら
れ

て
も
す
ぐ
に
は
発
芽
せ
ず
、
一
定
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
発
芽
す
る
種
子
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
休

眠
と
い
い
ま
す
。
休
眠
は
胚
自
体
の
生
理
的
な
状
態
に
起
因
す
る
場
合
が
多
い
の
で
す
が
、
胚
が
組
織
的
に
未
分
化
の
場
合
や
、

種
皮
が
水
を
通
さ
な
か
っ
た
り
、
果
皮
な
ど
の
成
長
抑
制
物
質
が
発
芽
を
抑
え
て
い
る
場
合
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

休
眠
か
ら
覚
め
る
た
め
の
条
件
は
、
植
物
の
種
類
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
多
く
の
樹
木
の
種
子
は
○
～
五
℃
程
度
の
低

温
に
さ
ら
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
の
温
か
い
温
度
で
よ
く
発
芽
す
る
よ
う
に
な
Ⅲ
発
芽
可
能
な
温
度
域
が
広
が
り
ま
す
。
た
と

え
ば
、
ア
カ
マ
ッ
で
は
三
週
間
程
度
で
十
分
で
す
が
、
ハ
イ
マ
ツ
で
は
四
カ
月
間
ゴ
ョ
ウ
マ
ッ
で
は
六
～
九
カ
月
間
の
低
温

期
間
が
必
要
で
す
。
チ
ョ
ウ
セ
ン
ゴ
ョ
ウ
に
な
る
と
低
温
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
二
○
～
二
五
℃
の
温
か
い
温
度
に
二
カ
月
間
、

続
い
て
三
カ
月
間
程
度
の
低
温
を
経
て
よ
う
や
く
発
芽
し
ま
す
。
同
様
の
現
象
は
ヤ
チ
ダ
モ
、
セ
イ
ョ
ウ
サ
ン
ザ
シ
な
ど
か
な

り
の
樹
木
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ブ
ナ
の
発
芽
試
験
で
は
、
三
～
五
℃
で
六
カ
月
間
程
度
ま
で
観
察
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
休
眠
か
ら
覚
め
る
た
め
の
温
度
と
、
発
芽
に
適
し
た
温
度
と
を
区
分
で
き
な
い
例
で
す
。
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
で
は

目
覚
め
の
条
件

Z34



二
～
三
カ
月
間
の
低
温
の
後
に
、
五
～
一
○
℃
で
発
芽
し
ま
す
。
比
較
的
低
い
温
度
が
発
芽
に
適
し
て
い
る
例
で
す
が
、
こ
れ

よ
り
高
い
温
度
で
は
再
び
休
眠
し
て
し
ま
い
ま
す
。
二
次
休
眠
と
呼
ぶ
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
ヤ
チ
ダ
モ
や
リ
ン
ゴ
な
ど
多
く

の
植
物
に
見
ら
れ
ま
す
。
発
芽
開
始
の
信
号
と
し
て
光
も
重
要
で
す
。
フ
ィ
ト
ク
ロ
ー
ム
と
い
う
色
素
タ
ン
パ
ク
質
が
光
に
感

応
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
レ
タ
ス
や
オ
ナ
モ
ミ
な
ど
だ
け
で
な
く
、
樹
木
で
も
シ
ラ
カ
ン
バ
や
ク
ロ
マ
ッ
な
ど

が
発
芽
に
光
を
必
要
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
の
光
は
芽
生
え
の
成
長
に
必
要
な
光
よ
り
も
ず
っ
と
弱
い
光
で
、
赤
色
光
が
発
芽

を
促
進
し
近
赤
外
光
が
抑
制
し
ま
す
。
ま
た
、
種
皮
が
水
を
通
さ
な
い
硬
実
と
呼
ば
れ
る
種
子
は
、
種
皮
に
傷
が
つ
く
と
発
芽

が
可
能
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ア
カ
シ
ア
、
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
、
ウ
ル
シ
な
ど
で
す
。

植
物
の
生
存
に
と
っ
て
、
発
芽
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
．
種
子
の
段
階
で
は
環
境
に
対
す
る
耐
性
が

ヤチダモの落下直後の未熟な胚

(下)と発芽促進処理で成長した

胚 ( 上）（浅川,1956)

強
い
の
で
す
が
、
発
芽
し
て
問
も
な
い
芽
生
え
は
非
常
に
弱
い
存
在
で
す
。
生

き
残
る
可
能
性
の
少
し
で
も
高
い
環
境
を
選
ぶ
た
め
の
仕
組
み
が
休
眠
で
あ
り

休
眠
か
ら
覚
め
る
た
め
の
一
定
の
条
件
の
設
定
で
し
ょ
う
。
自
然
条
件
下
で
の

樹
木
の
種
子
は
、
低
温
や
光
、
水
、
そ
し
て
酸
素
や
二
酸
化
炭
素
エ
チ
レ
ン

な
ど
の
ガ
ス
条
件
、
ま
た
太
陽
光
の
熱
に
よ
る
昼
夜
の
温
度
変
化
な
ど
、
複
合

的
な
環
境
を
感
知
し
て
発
芽
の
時
を
待
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
横
山
敏
孝
）

Z35n覚めの条件
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樹
木
は
、
枝
分
か
れ
の
仕
方
、
葉
の
形
や
そ
の
分
布
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
の
造
形
美
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
ブ
ナ

や
ク
ス
ノ
キ
な
ど
の
広
葉
樹
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
よ
う
な
針
葉
樹
さ
ら
に
は
街
路
樹
や
庭
木
な
ど
、
そ
の
形
態
は
千
差
万
別

で
す
○
し
か
し
、
樹
木
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
光
合
成
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
換
が
必
要
で
、
変
化
に
篇
ん
だ
こ
の
よ
う

な
樹
形
は
、
光
合
成
と
い
う
共
通
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
で
す
。

効
率
的
に
光
合
成
を
す
る
た
め
に
は
、
一
枚
一
枚
の
葉
が
光
を
十
分
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
空
間
的
に
う
ま
く
配
置
さ
れ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
葉
の
形
や
そ
の
大
き
さ
、
葉
を
支
え
る
枝
の
分
岐
の
仕
方
は
ほ
ぼ
樹
種
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ら
が
う
ま
く
調
和
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
遺
伝
的
に
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い

る
こ
の
よ
う
な
構
造
だ
け
で
は
、
効
率
的
な
光
合
成
を
行
う
の
に
不
都
合
が
生
じ
る
ら
し
く
、
樹
木
が
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、

効
率
の
悪
い
葉
あ
る
い
は
隣
ど
う
し
と
ぶ
つ
か
る
よ
う
な
葉
は
次
々
と
枯
れ
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
樹
種
で
も
「
ク
ラ
ス
タ
ー
構
造
」
と
呼
ば
れ
る
葉
の
小
集
団
を
作
っ
て
、
そ
れ
ら
が
あ
た
か
も
一

枚
一
枚
の
大
き
な
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
適
当
な
間
隔
で
空
間
に
配
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
図
）
。
ケ
ヤ
キ
や
ブ
ナ
、

ア
カ
シ
デ
な
ど
で
も
、
よ
く
観
察
す
る
と
光
を
受
け
や
す
い
よ
う
に
平
ら
に
並
ん
だ
葉
群
が
幾
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
の
が
わ

か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
光
に
対
応
し
た
枝
ぶ
り
が
で
き
上
が
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
の
特
徴
を
人
工
的
に
再
現
し
て

枝
葉
末
節
が
大
事
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み
せ
た
の
が
日
本
の
伝
統
技
術
「
盆
栽
」
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
一
見
複
雑
で
樹
種
ご
と
に
ま
っ
た
く
連
っ
て
見
え
る
樹
形
も
、
じ
つ
は
非
常
に
単
純
な
術
造
で
で
き
て
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
適
当
に
切
っ
た
枝
の
重
さ
と
そ
の
切
り
口
の
断
面
讃
は
、
ど
の
枝
を
と
っ
て
も
ほ
ぼ

比
例
関
係
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
樹
木
（
じ
つ
は
草
本
植
物
も
同
じ
な
の
で
す
が
）
に
は
光
合
成
と
い
う
機
能
を
実
現

す
る
と
同
時
に
自
重
を
支
え
る
た
め
の
力
学
的
構
造
も
巧
妙
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
生
存
に
不
可
欠
な

機
能
は
ど
ん
な
樹
種
に
と
っ
て
も
不
可
欠
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
共
通
の
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
構
造
も
、
樹
種
の

診
葉のクラスター構造葉が何枚か集まって葉

群(クラスター)を形成する。

ら
、
そ
の
よ
う
な
共
通
の
機
能
を
実
現
す
る
た
め
の
構
造
も
、
樹
種
の

違
い
に
無
関
係
な
共
通
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一

見
複
雑
な
樹
形
で
あ
っ
て
も
非
常
に
単
純
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

自
然
界
に
は
、
血
符
や
河
川
な
ど
多
く
の
分
岐
櫛
造
が
存
在
し
ま
す

が
、
こ
れ
ら
の
職
造
と
樹
木
の
椛
造
に
も
共
通
の
規
則
が
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
単
純
で
共
通
の
関
係
が
さ
ま
ざ
ま
な

自
然
現
象
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
、
自
然
造
形

の
巧
み
さ
、
自
然
界
を
支
配
す
る
法
則
の
存
在
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

ま
せ
ん
。
（
千
葉
幸
弘
）
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葉
身
と
葉
柄
が
一
つ
ず
つ
の
も
の
を
単
葉
、
葉
柄
一
つ
に
葉
身
が
二
枚
以
上
つ
い
て
い
る
も
の
を
複
葉
と
い
い
ま
す
。
複
葉

の
一
枚
一
枚
の
葉
身
を
小
葉
と
い
い
ま
す
。
ニ
セ
ア
カ
シ
ア
や
フ
ジ
の
よ
う
に
、
葉
の
中
央
の
軸
の
左
右
に
小
葉
が
並
ぶ
も
の

を
羽
状
複
葉
ト
チ
ノ
キ
、
ア
ケ
ビ
の
よ
う
に
葉
柄
の
先
端
に
数
枚
の
小
葉
が
つ
く
も
の
を
掌
状
複
葉
と
い
い
ま
す
。

ま
す
○
葉
柄
唾

し
て
い
ま
す
。

樹
木
に
は
多
く
の
種
類
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
形
を
し
た
葉
が
つ
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
初
夏
の
新
緑
、
真
夏
の
緑

陰
、
秋
の
紅
葉
等
々
、
葉
は
四
季
さ
ま
ざ
ま
に
私
た
ち
を
楽
し
ま
せ
て
も
く
れ
ま
す
．
こ
の
よ
う
に
い
つ
も
私
た
ち
の
目
に
触

れ
、
暮
ら
し
に
潤
い
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
葉
で
す
が
、
本
来
は
、
光
合
成
活
動
に
よ
り
、
樹
木
が
成
長
す
る
た
め
の
有
機
物

を
生
産
し
、
ま
た
、
酸
素
を
発
生
す
る
役
割
を
も
つ
大
切
な
器
官
な
の
で
す
。
森
林
は
地
球
上
の
酸
素
発
生
源
と
し
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
は
葉
で
の
光
合
成
反
応
の
結
果
生
じ
た
酸
素
が
貢
献
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

一
般
に
、
葉
は
葉
身
、
葉
柄
托
葉
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
部
分
を
備
え
た
も
の
を
完
全
葉
、
一
つ
で
も
欠
け

た
も
の
を
不
完
全
葉
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
三
部
分
は
、
変
化
に
富
ん
だ
大
き
さ
・
形
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
れ

ら
は
植
物
を
見
分
け
る
際
の
重
要
な
一
つ
の
目
安
と
な
り
ま
す
。
葉
身
は
葉
の
本
体
で
あ
り
、
普
通
は
へ
ん
平
な
形
を
し
て
い

ま
す
。
葉
柄
は
葉
身
と
茎
の
間
に
あ
り
、
葉
身
を
支
え
る
と
と
も
に
茎
と
葉
身
の
間
の
物
質
の
流
れ
を
連
絡
す
る
役
目
を
果
た

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
葉
も
変
身

Z識



Acaciamangiumの葉の成長による変

化

Acaciamangium

こ
の
よ
う
に
本
来
の
役
割
を
も
つ
葉
を
普
通
葉
と
い
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
葉
の
中
に
は
光
合
成
以
外
の
役
割
を
果
た

す
器
官
に
特
殊
な
変
態
を
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

モ
ウ
セ
ン
ゴ
ケ
や
ウ
ッ
ボ
カ
ズ
ラ
な
ど
食
虫
植
物
で
は
、
昆
虫
を

捕
ら
え
や
す
く
変
態
し
た
捕
虫
葉
エ
ン
ド
ウ
の
ひ
げ
の
よ
う
に

絡
み
つ
く
ツ
ル
状
巻
き
ひ
げ
、
サ
ボ
テ
ン
や
メ
ギ
の
と
げ
な
ど
護

身
用
と
な
っ
た
葉
身
な
ど
で
す
。

ま
た
、
仮
葉
と
い
う
の
は
葉
身
が
発
達
せ
ず
に
葉
柄
が
へ
ん
平

と
な
っ
て
発
達
し
、
葉
身
と
同
じ
よ
う
な
機
能
を
も
つ
も
の
で
す
。

こ
れ
は
熱
帯
・
亜
熱
帯
に
分
布
す
る
マ
メ
科
ア
カ
シ
ア
属
の
樹
木

に
見
ら
れ
、
発
達
途
中
で
羽
状
複
葉
か
ら
仮
葉
に
変
化
し
ま
す
（
写

真
）
。
こ
の
変
身
は
生
存
環
境
に
対
す
る
適
応
現
象
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
生
存
の
た
め
に
葉
も
い
ろ
い
ろ
と
変
化
し
て
い

る
の
で
す
。
（
角
園
砿
郎
）

Z39ラィフスタィルに合わせて葉も変身
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北
国
の
山
々
を
彩
る
の
は
、
美
し
い
四
季
の
変
化
を
見
せ
る
落
葉
広
葉
樹
で
す
。
こ
の
四
季
の
変
化
を
よ
く
見
る
と
、
開
葉

と
紅
葉
の
仕
方
に
は
木
の
も
つ
個
性
が
じ
つ
に
よ
く
出
て
い
ま
す
。
紅
葉
を
楽
し
み
な
が
ら
木
々
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に
思

い
を
は
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。
雪
解
け
を
待
た
ず
に
続
々
と
葉
を
開
き
は
じ
め
る
ヤ
ナ
ギ
の
仲
間
シ
ラ
カ
ン
バ
は
、
葉
を
二
、
三

枚
バ
ツ
と
出
し
て
か
ら
ま
た
次
々
に
葉
を
開
き
ま
す
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
カ
エ
デ
や
シ
ナ
ノ
キ
の
仲
間
、
サ
ワ
シ
バ
、
ブ
ナ
な

ど
は
一
斉
に
葉
を
出
し
ま
す
。
深
緑
の
夏
が
く
る
こ
ろ
に
な
る
と
ハ
ン
ノ
キ
の
仲
間
は
早
々
と
落
葉
し
は
じ
め
ま
す
。
そ
し
て

秋
。
紅
葉
は
北
国
の
山
の
項
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
一
本
の
木
で
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
？

ヤ
ナ
ギ
や
シ
ラ
カ
ン
バ
で
は
幹
に
近
い
所
か
ら
、
カ
エ
デ
や
シ
ナ
ノ
キ
類
、
サ
ワ
シ
バ
、
ブ
ナ
な
ど
で
は
木
の
先
端
の
葉
か

ら
色
づ
い
て
き
ま
す
。
こ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
も
ハ
ン
ノ
キ
の
仲
間
は
、
木
の
先
端
部
分
に
ま
だ
緑
色
の
葉
を
つ
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
は
樹
種
ご
と
の
生
活
の
仕
方
、
葉
の
出
し
方
が
深
く
関
係
し
て
い
る
の
で
す
。

ヤ
ナ
ギ
、
カ
ン
パ
、
ハ
ン
ノ
キ
の
仲
間
ば
河
原
や
空
き
地
、
山
火
事
跡
な
ど
の
明
る
い
場
所
に
好
ん
で
出
て
き
ま
す
（
強
光

利
用
種
）
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
エ
デ
や
シ
ナ
ノ
キ
の
仲
間
サ
ワ
シ
バ
、
ブ
ナ
な
ど
は
発
達
し
た
森
林
の
主
な
構
成
樹
種
で
、
少
々

薄
暗
く
て
も
生
育
し
ま
す
（
弱
光
利
用
種
）
。

強
光
利
用
種
は
老
化
し
た
葉
か
ら
養
分
を
回
収
し
て
落
と
し
、
若
い
葉
を
次
々
に
出
し
て
生
育
場
所
を
大
き
く
し
ま
す
○
こ

色
気
づ
く
の
も
ト
シ
の
順
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の
た
め
、
木
の
先
端
部
分
の
葉
は
幹
に
近
い
所
の
葉
よ
り
も
若
い
の
で
す
。
葉
が
老
化
し
て
く
る
と
緑
色
の
色
素
（
葉
緑
素
）

が
分
解
し
、
カ
ロ
チ
ノ
イ
ド
三
ン
ジ
ン
の
黄
色
）
の
黄
色
が
目
立
っ
て
く
る
の
で
す
。
強
光
利
用
種
で
も
、
ハ
ン
ノ
キ
や
マ

メ
の
仲
間
は
霜
に
遭
う
ま
で
緑
色
の
葉
を
つ
け
て
い
ま
す
○
こ
れ
ら
の
樹
種
は
紅
葉
は
し
ま
せ
ん
が
、
霜
に
遭
う
ま
で
は
、
や

ヤナギ，カンパ，ハンノキ類ハンノキ類は
（強光利用種）紅葉しない

皐龍簿 櫟
奉冬今春今夏 今 秋

辮篁、鵬
カエデ，シナ類，サワシバ，ブナ矢印の方向に
（弱光利用種）紅葉(落葉)する

開葉の仕方と紅葉の仕方

は
り
樹
冠
の
内
側
の
古
い
葉
か
ら
落
葉
し
ま
す
。

一
方
、
弱
光
利
用
種
で
は
葉
を
一
斉
に
開
い
て
生
育
場
所
を
す

ば
や
く
確
保
し
ま
す
。
こ
の
た
め
、
蕊
の
齢
は
木
の
ど
こ
の
場
所

で
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
な
の
で
す
。
木
の
先
端
部
の
葉
で
は
、
強
い

日
差
し
に
含
ま
れ
る
紫
外
線
の
作
用
で
葉
の
中
の
糖
分
が
ア
ン
ト

シ
ア
ン
と
い
う
物
質
（
シ
ソ
の
紫
色
の
成
分
）
に
な
っ
て
赤
く
な

っ
た
り
、
老
化
が
進
ん
で
黄
色
く
な
る
の
で
す
。
た
だ
し
、
秋
伸

び
し
た
枝
で
は
強
光
利
用
種
と
同
じ
傾
向
重
鬼

こ
の
よ
う
な
樹
種
に
固
有
の
紅
葉
の
仕
方
は
、
秋
の
、
そ
れ
も

ほ
ん
の
二
週
間
ぐ
ら
い
し
か
は
っ
き
り
と
は
見
え
な
い
の
で
す
。

気
を
つ
け
て
、
樹
木
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
り
ま
し
ょ
う
。

（
小
池
孝
良
）
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根
は
樹
体
を
支
え
、
土
か
ら
水
や
養
分
を
吸
収
す
る
大
切
な
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ふ
だ
ん
は
目
に
触
れ
る
こ
と

が
な
い
た
め
、
幹
や
枝
葉
、
花
や
実
ほ
ど
に
は
親
し
み
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
な
か
に
は
地
上
で
見
ら
れ
る
根
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

木
の
根
は
通
常
、
根
株
か
ら
主
根
、
副
根
、
細
根
、
根
毛
と
枝
分
か
れ
し
な
が
ら
細
く
な
っ
て
地
中
に
広
が
り
ま
す
。
こ
の

広
が
り
は
、
地
下
水
位
の
高
い
所
で
は
浅
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
根
が
水
浸
し
の
状
態
に
な
っ
て
呼
吸
で
き
な
く
な
る
の
を

嫌
う
か
ら
で
す
。
熱
帯
・
亜
熱
帯
地
方
の
低
湿
地
で
は
、
そ
う
し
て
と
う
と
う
地
上
に
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
根
を
見
か
け
る
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
沖
縄
の
サ
キ
シ
マ
ス
オ
ウ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ク
ジ
ラ
の
尾
び
れ
の
よ
う
な
「
板
根
」
や
、
マ
ン
グ
ロ

ー
ブ
林
の
ヤ
エ
ヤ
マ
ヒ
ル
ギ
の
タ
コ
の
足
の
よ
う
な
「
支
柱
根
」
な
ど
が
そ
れ
で
、
種
類
に
も
よ
り
ま
す
が
、
と
き
ど
き
と
て

も
大
き
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ゾ
ウ
で
も
隠
せ
そ
う
な
板
根
や
、
地
上
五
脚
も
の
高
さ
に
な
る
支
柱
根
も
あ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
根
は
、
体
が
ひ
つ
く
り
返
ら
な
い
よ
う
に
支
え
る
の
に
適
し
た
形
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
も
、
木
質
の
堅

い
板
根
や
支
柱
根
が
そ
の
ま
ま
地
中
深
く
潜
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
面
を
ほ
ん
の
三
○
壱
も
掘
り
下
げ
る
と
、

細
く
柔
ら
か
な
根
が
モ
ッ
プ
の
先
の
よ
う
に
集
ま
っ
た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
に
細
く
て

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
か
な
と
思
う
ほ
ど
で
す
が
、
意
外
と
強
い
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
ヤ
シ
は
単
子
葉
植
物
で
ひ
げ
根
し
か
も
つ

お
だ
て
ら
れ
た
か
？
地
上
の
根

Z型2
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①マングローブのフタバナヒルギ

(Rhizophoraapiculata)林の密生した

支柱根

墨ム

②フタバナヒルギの気根

（樹上から下がるタイプ）

て
い
な
く
て
も
高
さ
二
○
脚
を
超
す
よ
う
な
木
が
ち
ゃ
ん
と
立
っ

て
い
ま
す
。
発
達
し
た
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
林
で
は
そ
ん
な
支
柱
根
が

そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に
広
が
り
（
写
雪
景
〕
、
と
き
に
は
一
○
○
肘
以
上

も
地
面
を
踏
ま
ず
に
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
バ
ラ
ン

ス
が
よ
け
れ
ば
で
す
が
。

こ
の
ほ
か
に
気
根
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
ヌ
マ
ス
ギ

や
ヒ
ル
ギ
ダ
マ
シ
の
よ
う
に
地
下
の
浅
い
所
を
は
っ
て
い
る
根
か

ら
杭
の
よ
う
に
立
ち
上
が
る
タ
イ
プ
と
、
ガ
ジ
ュ
マ
ル
の
よ
う
な

木
の
上
か
ら
下
が
っ
て
く
る
タ
イ
プ
（
写
真
希
留
が
見
ら
れ
、
湿

っ
た
地
中
で
は
十
分
に
摂
取
で
き
な
い
酸
素
を
地
上
に
上
が
っ
た

根
で
補
っ
て
い
る
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ほ
か
に
も
、

マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
地
上
根
で
は
光
合
成
を
行
っ
て
い
る
例
も
観
察

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
例
を
見
る
と
、
樹
木

に
と
っ
て
の
根
の
役
割
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
改
め
て
考
え

さ
せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
（
田
淵
隆
一
）
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植
物
細
胞
は
動
物
細
胞
と
異
な
り
、
細
胞
膜
の
外
側
に
強
固
な
被
膜
で
あ
る
細
胞
壁
を
も
っ
て
い
ま
す
。
細
胞
壁
は
セ
ル
ロ

ー
ス
、
ガ
ラ
ク
ッ
ロ
ン
酸
な
ど
の
酸
性
糖
を
含
む
ペ
ク
チ
ン
性
多
糖
類
、
キ
シ
ロ
グ
ル
カ
ン
や
ア
ラ
ビ
ノ
キ
シ
ラ
ン
な
ど
の
ヘ

ミ
セ
ル
ロ
ー
ス
性
多
糖
類
、
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ン
と
呼
ば
れ
る
タ
ン
パ
ク
質
そ
し
て
リ
グ
ー
ラ
な
ど
の
成
分
か
ら
構
成
さ
れ
、

植
物
細
胞
の
形
態
維
持
や
外
界
か
ら
の
刺
激
に
対
す
る
防
壁
と
し
て
機
能
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
細
胞
の
外
側
に

こ
の
よ
う
な
強
固
な
被
膜
が
あ
る
こ
と
は
細
胞
の
成
長
の
阻
害
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
細
胞

が
成
長
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

細
胞
壁
は
均
質
で
は
な
く
、
細
胞
の
外
周
を
薄
く
囲
む
一
次
壁
と
そ
の
内
側
の
厚
い
二
次
壁
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
一

次
壁
は
セ
ル
ロ
ー
ス
含
量
が
低
く
、
ペ
ク
チ
ン
性
多
糖
類
、
ヘ
ミ
セ
ル
ロ
ー
ス
性
多
糖
類
を
多
く
含
ん
で
い
ま
す
。
一
方
、
二

次
壁
は
主
に
セ
ル
ロ
ー
ス
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
細
胞
が
成
長
し
て
い
る
と
き
は
、
二
次
壁
は
細
胞
外
周
に
堆
積
し
て
お

ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
一
次
壁
の
み
か
ら
細
胞
壁
は
で
き
て
い
ま
す
。
さ
て
、
細
胞
が
成
長
す
る
、
つ
ま
り
細
胞
が
大
き
く
な
る
た

め
に
、
細
胞
と
細
胞
壁
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
ま
ず
、
細
胞
の
吸
水
が
促
進
さ
れ
て
細
胞

壁
に
圧
力
が
か
か
り
ま
す
。
植
物
ホ
ル
モ
ン
で
あ
る
オ
ー
キ
シ
ン
や
ジ
ベ
レ
リ
ン
に
は
、
こ
の
吸
水
を
調
節
す
る
作
用
が
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
次
に
、
細
胞
壁
に
ゆ
る
み
を
起
こ
さ
せ
て
、
細
胞
壁
の
形
が
変
わ
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

邪
魔
な
壁
に
は
穴
を
開
け
ろ
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細
胞
壁
の
ゆ
る
み
は
、
細
胞
壁
中
の
多
糖
類
の
一
部
が
分
解
さ
れ
た
り
、
新
た
に
生
合
成
さ
れ
た
多
糖
類
が
細
胞
壁
中
に
挿
入

さ
れ
て
生
ず
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
細
胞
壁
の
ゆ
る
み
が
細
胞
壁
多
糖
類
の
分
解
に
よ
り
生
ず
る
証
拠
と
し
て
、
オ
ー
ｈ
ム
ギ

の
子
葉
鞘
切
片
に
オ
ー
キ
シ
ン
処
理
す
る
と
可
塑
性
が
増
加
す
る
こ
と
、
細
胞
壁
中
の
ガ
ラ
ク
ト
シ
ダ
ー
セ
、
β
１
１
，
３
‐
グ

ル
カ
ナ
ー
ゼ
、
セ
ル
ラ
ー
ゼ
な
ど
の
細
胞
壁
多
糖
類
を
分
解
す
る
酵
素
の
活
性
が
高
ま
る
こ
と
、
子
葉
鞘
切
片
か
ら
多
糖
類
の

分
解
物
が
溶
け
出
し
て
く
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
細
胞
の
成
長
に
多
糖
類
の
生
合
成
が
必
要
な
こ
と
の
証
拠
と
し

細胞壁

細胞質

胞壁の可塑性
増加

細
の

唾箏吸水

植物細胞の成長機樋

て
は
、
細
胞
の
成
長
を
長
時
間
維
持
す
る
た
め
に
は
子
葉
鞘
切
片
に
糖
を
与

え
る
こ
と
が
必
要
で
、
こ
の
場
合
、
全
細
胞
壁
髄
が
増
加
す
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
ま
す
。

細
胞
は
成
長
を
達
成
し
た
後
、
二
次
壁
を
堆
識
し
、
果
た
す
べ
き
機
能
に

応
じ
て
分
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
細
胞
が
成
長
を
停
止
す
る
に
は
、

細
胞
の
吸
水
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、
細
胞
壁
の
可
塑
性
が
低
下
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
細
胞
壁
の
可
塑
性
を
低
下
さ
せ
る
機
構
と
し
て
、
キ
シ
ロ
グ

ル
カ
ン
な
ど
の
セ
ル
ロ
ー
ス
と
水
素
結
合
し
や
す
い
多
糖
類
の
生
合
成
量
が

増
え
る
こ
と
、
細
胞
壁
中
の
酵
素
の
作
用
に
よ
り
、
多
糖
類
ど
う
し
の
架
橋

が
起
こ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
（
枝
重
有
祐
）

145邪廠なI梱には穴を聞けろ



口⑤5

し
ば

シ
ン
シ
ン
と
凍
れ
る
冬
山
の
夜
く
ぐ
も
っ
た
「
ボ
ー
ン
」
と
い
う
よ
う
な
音
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
く
る
こ
と

が
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
寒
さ
に
よ
っ
て
樹
木
の
幹
が
割
れ
る
と
き
の
音
、
あ
る
い
は
詩
的
に
い
え
ば
冗
木
の
悲
鳴
」
と
い

わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
℃
し
か
し
、
割
れ
る
瞬
間
を
目
撃
し
た
人
は
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
幹
が
割
れ
る
と
き
に
は
こ
の
よ
う

な
音
が
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
想
像
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
幹
が
割
れ
て
い
る
例
は
わ
り
と
容
易
に
見
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
北
海
道
で
は
ト
ド
マ
ッ
の
、
本
州
・
四
国
・
九
州
で
は
限
ら
れ
た
地
域
で
す
が
、
ス
ギ
の
幹
に
も
見
ら
れ

ま
す
．
そ
の
ほ
か
に
も
、
ヤ
チ
ダ
モ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ケ
ヤ
キ
な
ど
の
広
葉
樹
に
も
と
き
ど
き
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

と
う
れ
つ

寒
い
と
き
に
幹
の
水
が
凍
っ
て
幹
が
割
れ
る
現
象
を
凍
裂
（
霜
割
れ
）
と
い
い
ま
す
。

で
は
、
凍
裂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
写
真
①
の
ス
ギ
の
場
合
の
よ
う
に
、
凍
裂
が
発
生
し
た
幹
に
は
根

元
か
ら
縦
方
向
に
走
る
割
れ
目
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
、
写
真
②
に
拡
大
し
た
よ
う
に
、
普
通
の
樹
皮
と
は
よ
う
す
が
異
な

る
樹
皮
が
そ
の
割
れ
目
を
縁
ど
る
よ
う
に
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
山
脈
状
の
盛
り
上
が
り
部
は
ち
ょ
う
ど
ヘ
ビ
が
幹
を

は
い
下
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
「
ヘ
ビ
さ
が
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
．
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
で
、
そ
の
気
に

な
れ
ば
凍
裂
が
発
生
し
た
木
を
見
つ
け
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
発
生
割
合
が
三
○
％
を

超
え
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
い
の
で
、
そ
れ
な
り
の
注
意
は
必
要
で
す
。

寒
夜
に
響
く
木
の
悲
鳴
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①スギに発生した凍裂（ヘビさがり）

②山脈状の盛り上がり（①の拡大）
③ ス ギ 凍 裂 木 の 幹 の 横 断 面

次
に
、
凍
裂
が
発
生
し
た
幹
の
内
部
を
見
て
み
ま
す
。
写
真
③

は
幹
を
輪
切
り
に
し
た
も
の
で
す
が
、
二
カ
所
（
矢
印
）
で
凍
裂

が
発
生
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、
放
射
方
向
あ
る
い
は

中
心
部
の
年
輪
に
沿
っ
て
走
っ
て
い
る
黒
い
線
が
割
れ
目
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
凍
裂
が
発
生
し
た
幹
内
部
に
は
常
に
割
れ
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
凍
裂
が
発
生
し
た
幹
か
ら
良
い
材
木
を
と
る

こ
と
は
で
き
に
く
く
な
り
、
林
業
的
に
は
困
っ
た
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
幹
の
中
の
水
分
が
異
常
に
多
い
こ

と
で
す
。
そ
れ
が
低
温
に
よ
っ
て
凍
結
し
て
凍
裂
が
発
生
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
一
％

し
か
し
、
な
ぜ
凍
裂
が
発
生
し
た
木
で
は
水
分
が
異
常
に
多
い

の
か
、
材
中
の
割
れ
と
そ
れ
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
な
ど
は

ま
だ
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
凍
裂
の
本
当
の
原
因
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
は
、
木
が
生
育
し
て
い
る
環
境
や
遡
伝
的
な
要
因
な
ど

の
面
か
ら
の
研
究
も
必
要
と
思
わ
れ
ま
す
。
（
今
川
一
志
）
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67
た
い
て
い
の
木
の
幹
は
鉛
直
上
方
に
伸
び
る
性
質
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
力
が
外
か
ら
加
わ
っ
て
幹
が
大

き
く
傾
い
た
り
曲
げ
ら
れ
た
り
す
る
と
元
に
戻
ろ
う
と
し
ま
す
が
、
こ
の
と
き
「
ア
テ
」
と
呼
ば
れ
る
異
常
な
組
織
が
幹
に
形

成
さ
れ
ま
す
。
ア
テ
材
は
正
常
材
に
比
べ
て
構
造
上
の
遠
い
が
著
し
く
、
物
理
・
化
学
的
性
質
も
た
い
へ
ん
異
な
っ
て
い
て
、

木
材
利
用
の
面
か
ら
み
る
と
加
工
し
に
く
く
、
柱
や
板
の
反
り
、
狂
い
、
割
れ
の
原
因
に
な
る
な
ど
ト
ラ
ブ
ル
発
生
の
元
に
な

り
ま
す
。
も
と
も
と
、
ア
テ
と
は
悪
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
俗
語
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
ア
テ
材
は
不
良
材
あ
る
い
は

欠
点
材
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
厄
介
者
の
ア
テ
材
も
、
じ
つ
は
樹
木
の
生
育
環
境
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変

化
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
記
録
計
と
な
る
の
で
す
。

雪
深
い
山
々
に
生
育
し
て
い
る
樹
木
の
根
元
部
分
の
幹
は
、
た
い
て
い
弓
の
よ
う
に
大
き
く
湾
曲
し
て
い
ま
す
。
冬
に
秋
雪

の
重
み
で
傾
い
た
樹
木
が
、
雪
が
解
け
た
あ
と
樹
体
を
元
に
戻
そ
う
と
ア
テ
を
形
成
し
な
が
ら
立
ち
上
が
る
結
果
こ
の
よ
う
な

形
に
な
る
の
で
す
。
ス
ギ
な
ど
の
針
葉
樹
の
切
株
の
円
盤
に
、
傾
斜
し
た
幹
の
下
側
に
扇
状
に
濃
い
赤
褐
色
に
見
え
る
部
分
が

ア
テ
材
で
す
。
広
葉
樹
に
も
ア
テ
材
は
形
成
さ
れ
ま
す
が
、
ア
テ
材
の
現
れ
る
側
は
針
葉
樹
と
は
正
反
対
で
傾
斜
し
た
幹
の
上

側
で
す
。
た
だ
し
、
色
が
淡
い
の
で
肉
眼
で
の
判
別
は
困
難
で
す
。

円
盤
に
形
成
さ
れ
た
ア
テ
材
を
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
幼
齢
木
時
代
か
ら
形
成
さ
れ
続
け
て
い
た
ア
テ
材
は
、
幹
が
あ
る

厄
介
者
に
も
取
柄
は
あ
る
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樹木を傾ける外力とアテ材形成のパターンの例（針葉樹の場合）

一
定
の
太
さ
に
達
す
る
と
そ
れ
以
降
は
形
成
し
な
く
な
る
こ
と
に

気
づ
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
成
長
に
伴
い
、
幹
が
積
雪
の
重
み
で
傾

か
な
く
な
る
ほ
ど
太
く
丈
夫
に
な
っ
た
こ
と
の
あ
か
し
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
雪
深
い
場
所
に
生
育
す
る
樹
木
ほ
ど
、
ア
テ
材
を

形
成
し
な
く
な
る
と
き
の
幹
の
直
径
は
太
く
、
雪
の
少
な
い
場
所

ほ
ど
細
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
利
用

す
る
と
、
切
株
の
円
盤
を
観
察
す
る
こ
と
で
、
そ
の
場
所
の
大
ま

か
な
雪
の
深
さ
を
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

ま
た
、
強
い
風
が
吹
く
と
、
積
雪
の
重
み
だ
け
で
は
傾
か
な
い

太
い
樹
木
で
も
傾
く
こ
と
が
あ
る
し
、
地
す
べ
り
地
に
生
育
す
る

樹
木
は
い
か
に
太
く
て
も
、
土
塊
の
移
動
に
伴
い
さ
ま
ざ
ま
な
方

向
に
傾
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
樹
木
に
記
録
さ
れ
た
ア
テ
材
を
綿
密
に
観
察
す
る

こ
と
で
、
大
風
や
地
す
べ
り
の
複
雑
な
挙
動
の
歴
史
を
探
る
こ
と

も
可
能
と
な
る
の
で
す
。
（
小
野
寺
弘
道
）

Z49厄介ｲ↑にも収柄はある



58
八
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
リ
ン
ゴ
畑
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
人
な
ら
、
葉
の
裏
側
（
と
き
に
は
新
梢
や
果
実
）
に
ヒ
ト
デ
の

よ
う
な
形
の
構
造
物
が
に
ょ
き
に
ょ
き
と
生
え
て
い
る
の
に
気
づ
か
れ
た
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
散
歩
好
き
な
方
な
ら

三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
よ
そ
の
庭
の
カ
イ
ズ
カ
イ
ブ
キ
の
葉
に
ヌ
メ
ヌ
メ
と
し
た
寒
天
状
の
黄
褐
色
の
小
さ
な
塊
が
付
着

し
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
何
だ
ろ
う
と
不
思
議
が
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
は
付
着
し
て
い
る
植
物
も
違
い
ま

す
し
、
姿
形
も
似
て
も
似
つ
き
ま
せ
ん
が
、
さ
び
菌
と
い
う
仲
間
に
属
す
る
＆
曽
菖
。
ｇ
ｏ
§
侭
ミ
ミ
負
曽
員
Ｑ
偽
と
い
う
名
前
の

カ
ビ
の
別
の
世
代
の
姿
な
の
で
す
。
前
者
は
リ
ン
ゴ
栽
培
農
家
に
リ
ン
ゴ
赤
星
病
と
し
て
た
い
そ
う
恐
れ
ら
れ
て
い
ま
す
し
、

後
者
は
ビ
ャ
ク
シ
ン
類
さ
び
病
と
し
て
植
木
屋
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
造
園
業
の
方
々
に
は
有
名
な
病
気
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
さ
び
菌
の
仲
間
は
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
、
二
種
類
の
ま
っ
た
く
別
の
植
物
を
行
っ
た
り
来
た
り
（
宿
主
交
代
）

し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
リ
ン
ゴ
に
生
え
た
ヒ
ト
デ
の
足
の
正
体
は
さ
び
胞
子
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
胞

子
の
入
れ
物
で
あ
Ｉ
カ
イ
ズ
カ
イ
ブ
キ
の
上
の
寒
天
状
物
質
の
正
体
は
冬
胞
子
と
い
う
胞
子
の
入
れ
物
な
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
場
合
、
片
方
の
植
物
を
中
間
宿
主
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ン
ゴ
赤
星
病
菌
の
中
間
宿
主
は
カ
イ
ズ
カ
イ
ブ

キ
を
は
じ
め
と
す
る
ビ
ャ
ク
シ
ン
類
で
あ
り
、
ビ
ャ
ク
シ
ン
類
さ
び
病
菌
の
中
間
宿
主
は
リ
ン
ゴ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

経
済
的
に
価
値
の
低
い
植
物
の
ほ
う
を
中
間
宿
主
と
し
ま
す
の
で
、
ビ
ャ
ク
シ
ン
類
が
リ
ン
ゴ
赤
星
病
菌
の
中
間
宿
主
で
あ
る

果
樹
園
の
大
敵
ｌ
怪
菌
二
面
相

Z5Iフ



と
い
う
ほ
う
が
一
般
的
で
す
。

春
四
月
下
旬
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
ビ
ャ
ク
シ
ン
上
で
水
分
を
十
分
に
吸
っ
て
膨
張
し
た
ゼ
リ
ー
の
中
で
冬
胞
子
が
発
芽

し
、
小
生
子
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
胞
子
を
空
中
に
飛
ば
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
胞
子
は
気
象
条
件
な
ど
に
も
よ
り
ま
す
が
、
二
陰

も
飛
ぶ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
リ
ン
ゴ
の
葉
の
上
に
落
ち
る
と
感
染
し
て
リ
ン
ゴ
に
赤
星
病
を
引
き
起
こ
し
、
前

述
の
ヒ
ト
デ
の
よ
う
な
構
造
物
を
生
じ
る
の
で
す
。
賢
明
な
読
者
諸
氏
に
は
も
う
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
で
し
ょ
う
。
そ
う
、

１
１
２
、
寺

；

零ノ
赤星病罹病リンゴ蕊(左：表面，右：褒面）

(農水省果樹試験場東北支場伊東伝氏提供）

リ
ン
ゴ
畑
の
周
辺
に
は
、
こ
の
病
気
の
中
間
宿
主
で
あ
る
カ
イ
ズ
カ
イ
ブ

キ
を
植
え
る
こ
と
は
禁
物
な
の
で
す
。
リ
ン
ゴ
赤
星
病
菌
に
非
常
に
近
い

仲
間
に
、
ナ
シ
赤
星
病
と
呼
ば
れ
て
ナ
シ
栽
培
農
家
に
恐
れ
ら
れ
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
西
南
暖
地
に
お
住
ま
い
の
方
な
ら
こ
ち
ら
の
ほ
う
が

有
名
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
病
原
菌
も
、
ナ
シ
と
ビ
ャ
ク
シ
ン
類
を
行

っ
た
り
来
た
り
し
て
生
活
し
て
い
ま
す
○
二
十
世
紀
ナ
シ
の
産
地
と
し
て

全
国
的
に
有
名
な
鳥
取
県
の
あ
る
町
で
は
、
こ
の
病
気
を
防
除
す
る
た
め

住
民
に
ビ
ャ
ク
シ
ン
類
を
植
え
る
こ
と
を
条
例
で
禁
止
し
た
ほ
ど
で
す
。

一
つ
の
病
原
菌
の
生
活
史
の
な
か
に
も
、
こ
の
よ
う
に
お
も
し
ろ
い
自
然

の
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
（
佐
橋
憲
生
）

I5Z果樹園の大敵一怪撒－1耐'1
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じ
つ
は
、
こ
れ
は
き
の
こ
が
正
体
。
そ
の
菌
糸
が
変
身
し
た
も
の
で
す
。
「
深
山
木
石
に
附
生
し
髪
を
乱
し
た
る
が
ご
と
く
」

色
黒
い
こ
の
毛
は
、
江
戸
時
代
以
前
か
ら
中
国
名
雲
霧
草
、
ま
た
は
長
髪
草
、
龍
鬚
草
な
ど
と
も
い
わ
れ
、
群
馬
県
上
野
村
、

箱
根
、
戸
隠
琵
琶
湖
は
竹
生
島
愛
知
県
春
日
井
市
、
茨
城
、
千
葉
、
和
歌
山
、
奈
良
や
三
重
県
な
ど
に
伝
承
さ
れ
て
い
ま

じ
ゆ
う
ぷ
つ

す
。
古
く
は
治
安
三
年
（
一
○
二
三
）
の
こ
と
、
藤
原
道
長
が
寺
の
什
物
に
見
た
と
い
う
記
録
さ
え
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
ら

が
す
べ
て
き
の
こ
な
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
図
は
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
和
歌
山
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
す
。

こ
の
毛
は
、
』
●
三
侭
○
ョ
ｇ
ｇ
（
根
状
菌
糸
束
）
と
い
い
、
傘
の
直
径
が
亮
シ
以
下
の
と
て
も
小
さ
な
き
の
こ
（
主
に
ホ
ウ
ラ
イ

タ
ケ
属
）
が
作
る
栄
養
器
官
で
す
。
一
般
に
き
の
こ
類
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
も
っ
た
米
分
化
の
菌
糸
束
を
作
り
ま
す
が
、

高
等
に
な
る
と
頂
端
部
に
分
裂
組
織
を
も
ち
、
中
心
部
や
周
辺
部
を
備
え
組
織
分
化
が
見
ら
れ
る
ま
で
に
発
達
し
、
こ
れ
が
「
や

ま
ん
ば
の
毛
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
毛
の
色
は
メ
ラ
ニ
ン
色
素
に
よ
る
黒
が
一
般
的
で
す
が
、
金
髪
系
、
白
色
系
も
あ
り
、
古

来
「
髪
の
毛
」
を
連
想
し
た
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。
で
は
、
こ
の
毛
は
ど
ん
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

や
産
う
ば
し
ち
な
ん
そ
そ
の
け

山
姥
の
髪
の
毛
（
や
ま
ん
ば
の
毛
）
と
は
、
謡
曲
に
登
場
す
る
山
姥
と
か
霊
婦
の
髪
の
毛
も
し
く
は
七
難
の
揃
毛
、
つ
ま
り

怪
し
げ
な
山
女
の
そ
そ
の
毛
と
し
て
、
知
る
人
ぞ
知
る
珍
品
な
の
で
す
。
こ
の
伝
承
は
、
髪
長
信
仰
と
関
係
す
る
と
も
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

妖
怪
・
や
ま
ん
ば
の
髪
の
毛
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き
の
こ
の
一
本
一
本
の
か
ぼ
そ
い
菌
糸
は
裸
同
然
で
、
ほ
か
の
菌
や
小
さ
な
土
壌
動
物
な
ど
の
攻
撃
、
そ
れ
に
乾
燥
に
対
し

心
細
い
限
り
で
す
。
そ
こ
で
菌
糸
束
や
高
密
度
の
菌
叢
を
作
り
、
身
を
固
め
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
菌
糸
束
は
食
料
を
求
め

て
進
む
斥
候
隊
と
な
っ
た
り
、
養
水
分
移
動
の
た
め
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
と
し
て
の
働
き
も
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
落
葉
層

や
地
中
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
生
息
環
境
に
適
し
た
菌
糸
束
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
毛
は
乾
湿
の
変
動
が
厳
し
い
落
枝
な
ど
に
侵
入
す
る
と
き
に
大
活
躍
し
ま
す
。
多
く
の
菌
糸
束
は
大
気
中
に
身
を
さ
ら

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
毛
の
仲
間
は
平
気
だ
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
枯
枝
が
、
ま
だ
樹
上
に
あ
る
と
き
や
落
下
し
た
直
後

に
は
、
ほ
か
の
き
の
こ
は
土
壌
と
の
わ
ず
か
な
接
触
部
か
ら
侵
入
し
た
り
、
胞
子
に
よ
る
発
芽
・
伸
長
と
い
っ
た
、
の
ん
び
り

紫藤園孜溌の図（畔田伴存著’845年）

と
し
か
も
危
険
な
手
立
て
し
か
も
ち
ま
せ
ん
。
し
か
し
毛
を

も
つ
き
の
こ
は
空
中
に
伸
び
た
り
幹
に
巻
き
つ
く
よ
う
に
登

っ
た
り
し
て
、
枯
れ
た
部
分
に
そ
の
先
端
や
側
面
が
接
触
す

る
と
た
ち
ま
ち
細
か
い
菌
糸
を
吹
き
出
し
、
離
れ
な
い
よ
う

に
く
っ
つ
い
て
侵
入
を
開
始
す
る
の
で
、
ほ
か
の
き
の
こ
よ

り
早
く
て
安
全
な
食
料
確
保
が
可
能
な
の
で
す
。
「
や
ま
ん

ば
」
が
も
つ
術
と
は
、
じ
つ
は
こ
の
「
先
制
術
」
だ
っ
た
の

で
す
。
（
岡
部
宏
秋
）
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70
日
本
の
温
帯
の
森
林
を
代
表
す
る
ブ
ナ
も
秋
に
た
く
さ
ん
の
果
実
を
実
ら
せ
ま
す
。
そ
の
中
の
種
子
は
次
代
の
苗
と
な
り
、

あ
る
い
は
森
の
動
物
た
ち
の
重
要
な
餌
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
グ
ラ
フ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
健
全
な
種
子
は
十
月
に
実
り
ま

す
が
、
未
熟
な
異
常
種
子
が
六
月
ご
ろ
か
ら
落
下
を
は
じ
め
、
シ
ー
ズ
ン
を
通
し
て
の
異
常
落
下
種
子
総
逓
は
、
健
全
な
種
子

の
数
倍
は
あ
る
と
判
断
さ
れ
ま
す
。

成
熟
前
に
種
子
が
落
下
す
る
の
は
、
病
原
菌
の
感
染
を
受
け
て
果
実
の
つ
け
根
が
腐
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
多
く

は
昆
虫
の
幼
虫
に
種
子
の
中
を
食
害
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
昆
虫
に
よ
っ
て
種
子
が
食
害
さ
れ
る
だ
け
で

は
果
実
の
急
速
な
落
下
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
害
虫
な
ど
が
入
っ
た
ブ
ナ
の
果
実
は
、
ど
う
し
て
す
ぐ
に
落
下
す
る
の
で
し
ょ
う

か
？
そ
れ
は
カ
ビ
（
菌
類
）
が
果
実
の
柄
部
に
急
速
に
繁
殖
し
、
そ
の
た
め
に
早
期
の
落
下
が
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

で
は
、
そ
の
カ
ビ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
な
試
験
に
よ
っ
て
、
健
全
で
未
熟
な
果
実
の
中
に
、
す
で
に

特
定
の
カ
ビ
が
少
量
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
カ
ビ
は
鳶
冒
。
吾
倉
属
お
よ
び
導
冒
。
・
震
ミ
属
に

所
属
す
る
二
種
が
主
で
す
が
、
果
実
の
殻
、
種
子
の
ほ
か
葉
の
中
に
も
生
息
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

虫
が
最
初
に
入
る
に
し
ろ
、
未
熟
な
果
実
の
落
下
に
カ
ビ
が
関
係
し
て
い
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
カ
ビ
は
ブ
ナ
の
木
に
悪
さ
を

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
は
ノ
ー
で
す
。
個
々
の
果
実
に
は
マ
イ
ナ
ス
で
も
ブ
ナ
の
樹
体
に
と
っ
て
は

見
上
げ
た
働
き
ｌ
ブ
ナ
を
助
け
る
カ
ビ

Z54



プ
ラ
ス
の
働
き
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
カ
ビ
の
急
速
な
繁
殖
が
な
け
れ
ば
、
熟
期
に
良
い
種
子
が
望
め
な
い
、
何
百

と
い
う
虫
害
果
実
に
無
駄
な
養
分
が
送
り
込
ま
れ
続
け
、
樹
体
に
と
っ
て
は
大
き
な
損
失
に
な
り
ま
す
。
成
熟
し
た
健
全
果
実

に
も
こ
れ
ら
の
カ
ビ
は
潜
ん
で
い
ま
す
が
、
虫
が
侵
害
し
な
い
場
合
に
は
カ
ビ
は
果
実
に
は
何
の
影
響
も
与
え
ま
せ
ん
。
ブ
ナ

と
カ
ビ
と
の
歴
史
的
な
長
い
関
係
の
な
か
で
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
が
生
ま
れ
、
ブ
ナ
樹
体
は
カ
ビ
の
助
け
を
借
り
て
必

要
以
上
の
消
耗
を
防
い
で
い
る
の
で
す
。

カ
ビ
と
植
物
が
お
互
い
に
助
け
合
う
関
係
は
、
菌
根
と
菌
根
菌
と
の
も
の
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
最
近
、
健
全

0012
-←健全種子

-垂-異常種子一･･--異常種子
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ブナの落下種子数の推移（1989年）

な
植
物
体
内
に
潜
ん
で
い
る
内
生
菌
と
呼
ば
れ
る
カ
ビ
の
な
か
に

は
、
宿
主
植
物
を
ほ
か
の
微
生
物
に
よ
る
攻
撃
か
ら
守
る
働
き
を

す
る
仲
間
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
挙
げ
た

ブ
ナ
の
果
実
内
に
潜
む
カ
ビ
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
た
も
の
と
は

異
な
る
方
法
で
ブ
ナ
を
助
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

目
に
見
え
な
い
カ
ビ
の
仲
間
た
ち
が
、
森
林
の
成
立
、
更
新
に

な
く
て
は
な
ら
な
い
働
き
を
し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
カ
ビ
と

森
林
と
の
関
係
に
つ
い
て
知
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う

で
す
。
（
金
子
繁
）

155見上げた働きブナを助けるカヒ





Ｖ
森
の
動
物
た
ち



刀
皆
さ
ん
が
野
山
を
歩
い
て
い
て
野
生
動
物
に
出
会
っ
た
な
ら
、
何
か
得
を
し
た
よ
う
な
気
に
な
る
で
し
よ
、
１
で
も
、
動
物

の
糞
に
出
く
わ
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
と
き
、
た
い
て
い
の
人
は
避
け
て
通
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
糞
と
い
う
も
の
を
調
べ
る
と
、
動
物
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。
ど
う
い
う
こ
と
を
調
べ
る
か
は
研
究

す
る
人
し
だ
い
で
す
が
、
な
か
で
も
基
本
的
な
も
の
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
へ
あ
る
動
物
の
糞
を
見
つ
け
た
ら
、
そ
の
地
域
に
そ
の
動
物
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
は

当
た
り
前
だ
と
笑
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
重
要
な
の
で
す
。
な
か
な
か
姿
を
現
さ
な
い
樋
類
で
も
、
こ
の

方
法
な
ら
い
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
す
。
さ
て
、
そ
の
動
物
が
い
る
と
な
れ
ば
、
次
は
、
い
っ
た
い
何
頭
く
ら
い
い
る
の
か

知
り
た
く
な
り
ま
す
．
こ
れ
も
、
大
ざ
っ
ぱ
な
数
で
よ
け
れ
ば
糞
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
定
面
職
当
た
り
の
糞
の
量

を
計
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
こ
れ
を
継
続
的
に
調
べ
る
と
、
数
が
増
え
つ
つ
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
や
、
分
布
域
が
ど
の

よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
動
物
が
季
節
的
に
移
動
し
て
い
る
よ

う
す
も
、
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

糞
に
は
ほ
か
に
も
大
切
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
糞
の
も
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は

食
物
で
す
○
で
す
か
ら
、
糞
に
よ
っ
て
元
の
食
物
が
か
な
り
わ
か
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
動
物
は
肉
食
性
と
草
食
性
、
雑
食

ワ
ト
ソ
ン
君
、
糞
を
よ
く
見
た
ま
え
／
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性
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、
同
じ
草
食
性
動
物
と
い
っ
て
も
主
に
サ
サ
な
ど
を
食
べ
る
も
の
や
、
木
の
葉
を
多
く
食
べ
る
も
の
な

ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
肉
食
動
物
に
し
て
も
、
大
型
の
も
の
と
小
型
の
も
の
で
は
獲
物
の
種
類
が
違
い
ま
す
ｐ
ま
た
、
同
じ
動
物

で
も
季
節
や
住
む
場
所
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
の
動
物
が
何
を
い
つ
ど
れ
だ
け
食
べ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
「
食
性
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
現
代
の
日
本
人
な
ら
、
必
要
な
食
物
を
必
要
な
だ
け
食
べ
る
と
い
う
の
は
さ
ほ
ど
努
力
せ

ず
に
で
き
る
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
食
べ
す
ぎ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
な
い
と
い
け
な
い
く
ら
い
で
す
。
で
も
、
野
生
動
物
に
と
つ

繊
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72
「
ニ
ホ
ン
ジ
カ
」
と
一
‐
ニ
ホ
ン
カ
モ
シ
カ
」
、
と
も
に
日
本
を
代
表
す
る
こ
の
二
種
の
野
生
動
物
は
、
ま
た
草
食
動
物
の
適
応

と
社
会
の
進
化
を
考
え
る
格
好
の
材
料
な
の
で
す
（
以
下
、
単
に
シ
カ
、
カ
モ
シ
カ
と
す
る
）
。

四
肢
の
そ
れ
ぞ
れ
に
二
本
ま
た
は
四
本
の
蹄
を
も
つ
哺
乳
類
の
こ
と
を
、
偶
蹄
類
と
呼
び
ま
す
。
偶
蹄
類
に
は
、
シ
カ
科
、

ウ
シ
科
、
イ
ノ
シ
シ
科
、
カ
バ
科
、
キ
リ
ン
科
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
て
、
シ
カ
は
シ
カ
科
に
、
カ
モ
シ
カ
は
ウ
シ
科
に
属
し
て

は
ん
ず
う

い
ま
一
％
シ
カ
も
カ
モ
シ
カ
も
二
本
の
蹄
を
も
ち
、
植
物
を
食
べ
、
反
調
を
す
る
動
物
で
す
。

し
か
し
、
体
型
は
カ
モ
シ
カ
が
ず
ん
ぐ
り
し
て
四
肢
も
首
も
短
め
な
の
に
対
し
て
、
シ
カ
は
四
肢
も
首
も
よ
り
ス
マ
ー
ト
で

す
。
ま
た
、
カ
モ
シ
カ
は
雌
雄
が
同
じ
大
き
さ
で
す
が
、
シ
カ
は
雄
が
雌
よ
り
大
き
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
、
シ
カ
は
雄
だ
け

が
枝
分
か
れ
し
た
立
派
な
角
を
も
っ
て
い
て
、
こ
の
角
は
毎
年
抜
け
落
ち
て
は
新
し
く
生
え
て
く
る
の
で
す
が
、
カ
モ
シ
カ
で

は
雄
に
も
雌
に
も
ず
っ
と
短
く
単
純
な
形
の
角
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
抜
け
落
ち
ず
に
一
生
少
し
ず
つ
伸
び
続
け
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ウ
シ
科
や
シ
カ
科
の
よ
う
な
草
食
の
偶
蹄
類
は
、
森
林
で
単
独
生
活
を
す
る
原
始
的
な
種
類
か
ら
、
草
原
の
よ

う
な
開
放
的
な
環
境
で
群
れ
で
生
活
す
る
種
類
へ
と
進
化
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
森
林
の
餌
は
柔
ら
か
い
木
の
葉

や
芽
で
、
こ
れ
ら
は
森
林
内
に
比
較
的
平
均
し
て
あ
る
代
わ
り
に
、
単
位
面
積
当
た
り
に
は
あ
ま
り
多
く
な
い
の
で
、
森
林
内

で
は
単
独
で
一
定
の
テ
リ
ト
リ
ー
（
縄
張
り
）
を
守
る
ほ
う
が
有
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
開
け
た
草
原
や
斜
面

シ
カ
の
ハ
レ
ム
と
カ
モ
シ
カ
の
夫
婦
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の
餌
は
葉
の
堅
い
イ
ネ
科
な
ど
の
草
本
で
、
こ
れ
ら
は
局
所
的
に
大
量
に
生
産
さ
れ
る
の
で
、
集
団
で
利
用
す
る
ほ
う
が
有
利

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
一
％
外
敵
に
対
す
る
警
戒
や
逃
避
も
、
開
け
た
環
境
で
は
集
団
の
ほ
う
が
有
利
で
す
。

カ
モ
シ
カ
は
森
林
生
活
者
で
、
ウ
シ
科
の
な
か
の
ヤ
ギ
・
ヒ
ツ
ジ
類
の
祖
先
型
の
原
始
的
な
動
物
な
の
で
す
。
彼
ら
は
単
独

（
ま
た
は
母
仔
）
で
テ
リ
ト
リ
ー
内
で
生
活
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
シ
カ
は
、
よ
り
開
け
た
環
境
へ
と
適
応
し
て
き
た
動
物
で
、

カ
モ
シ
カ
に
比
べ
、
速
く
走
る
た
め
の
長
い
四
肢
と
遠
く
を
見
張
る
た
め
の
長
い
首
を
も
ち
、
群
れ
で
生
活
し
て
い
ま
す
。
雌

雄
の
関
係
も
、
カ
モ
シ
カ
は
、
つ
が
い
の
雌
雄
が
同
じ
場
所
に
テ
リ
ト
リ
ー
を
も
ち
、
普
通
一
夫
一
妻
な
の
に
対
し
て
、
シ
カ

は
、
繁
殖
期
に
、
大
き
く
強
い
雄
だ
け
が
雌
の
群
れ
を
保
持
す
る
た
め
の
テ
リ
ト
リ
ー
、
い
わ
ゆ
る
ハ
レ
ム
を
作
り
、
ほ
か
の

ニホンジカ(左)の角は雄のシンボル。

ニホンカモシカ(右)は雄も雌も角をも
=つ

る
た
め
の
テ
リ
ト
リ
ー
、
い
わ
ゆ
る
ハ
レ
ム
を
作
り
、
ほ
か
の

季
節
は
雌
と
幼
獣
の
群
れ
か
ら
離
れ
て
、
雄
だ
け
の
群
れ
で
生

活
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
社
会
的
進
化
レ
ベ
ル
の
違
い
を
反
映
し
て
、
カ

モ
シ
カ
で
は
、
体
の
大
き
さ
も
、
短
く
鋭
い
防
術
用
の
角
も
、

雌
雄
で
差
が
な
い
の
に
、
シ
カ
で
は
、
雄
の
体
が
雌
よ
り
大
き

く
、
立
派
な
角
は
雌
を
獲
得
す
る
闘
争
用
と
し
て
、
そ
し
て
強

さ
を
誇
示
す
る
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
雄
だ
け
に
発
達
し
て
い
る

の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
（
奥
村
栄
朗
）
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’ｽヲ
で
は
、
野
生
哺
乳
類
の
年
齢
は
ど
の
よ
う
に
調
べ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
生
ま
れ
た
と
き
印
を
つ
け
る
の
が
よ
い
方
法
で
す
が
、

実
際
に
は
な
か
な
か
た
い
へ
ん
で
す
。
体
は
加
齢
と
と
も
に
大
き
く
な
る
の
で
、
ネ
ズ
ミ
類
で
は
大
ま
か
な
目
安
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
寿
命
の
長
い
哺
乳
類
で
は
、
成
長
と
と
も
に
歯
が
増
え
た
り
、
生
え
替
わ
っ
た
り
す
る
の
で
こ
れ
か
ら
も
年
齢
を
知
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
年
齢
は
や
は
り
歯
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、
残
念
で
す
が
二
～
三
歳
ま
で
に
歯
は
す
べ
て
出

そ
ろ
い
、
こ
れ
以
上
に
な
る
と
、
歯
の
数
で
は
年
齢
推
定
は
で
き
な
く
な
り
ま
｛
鬼

別
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
右
の
写
真
は
ク
マ
の
歯
を
抜
き
取
り
、
薄
く
切
っ
て
薬
品
で
染
め
た
も
の
で
す
。
セ
メ
ン
ト
質
の

し
雲

部
分
に
き
れ
い
な
縞
模
様
が
見
ら
れ
ま
す
。
セ
メ
ン
ト
質
は
歯
の
根
の
外
側
に
作
ら
れ
、
生
涯
少
し
ず
つ
成
長
を
続
け
ま
す
が
、

成
長
の
仕
方
は
体
の
代
謝
と
関
係
し
て
い
て
、
春
と
夏
に
は
盛
ん
で
す
が
、
冬
に
は
落
ち
ま
す
。
こ
の
結
果
が
縞
模
様
と
し
て

森
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
哺
乳
類
が
生
き
て
い
ま
す
。
一
度
に
六
～
七
頭
の
子
供
を
産
み
一
～
二
年
の
短
い
一
生
を
終
え

る
ノ
ネ
ズ
ミ
類
毎
年
二
～
三
頭
の
子
供
を
産
み
四
～
五
年
は
生
き
る
ノ
ウ
サ
ギ
、
一
頭
の
子
供
を
毎
年
か
一
年
お
き
に
産
み

二
○
年
を
超
え
る
寿
命
を
も
つ
カ
モ
シ
カ
な
ど
、
寿
命
と
繁
殖
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
遠
い
が
生
息
数
や
増
え

方
に
差
を
も
た
ら
し
ま
す
○
森
の
中
の
哺
乳
類
の
生
態
を
理
解
す
る
に
は
、
彼
ら
の
寿
命
や
繁
殖
の
方
法
を
調
べ
る
こ
と
が
と

や
は
り
ト
シ
は
隠
せ
な
い

て
も
大
切
で
手
兎
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カ モ シカの角の角輪ツキノワグマの犬歯に見られる年輪

現
れ
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
樹
木
の
年
輪
と
同
じ
で
す
。
縞
の
部
分
が
冬
に

当
た
り
、
そ
の
数
は
越
冬
回
数
、
つ
ま
り
年
齢
で
す
。
シ
カ
の
歯
に
も

同
じ
も
の
が
観
察
さ
れ
ま
す
し
、
ウ
サ
ギ
で
は
顎
の
骨
に
縞
が
作
ら
れ

ま
す
。
ず
ば
り
何
歳
と
言
い
当
て
る
た
い
へ
ん
便
利
な
方
法
な
の
で
す

が
、
残
念
な
こ
と
に
歯
を
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
生
き
た
個

体
に
は
使
え
ま
せ
ん
。

カ
モ
シ
カ
で
は
よ
い
方
法
が
あ
り
ま
す
．
カ
モ
シ
カ
の
角
は
ケ
ラ
チ

ン
と
い
う
爪
を
作
る
タ
ン
パ
ク
質
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。
角
は
ケ
ラ
チ

ン
が
少
し
ず
つ
付
け
加
わ
り
伸
び
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
成
長
に
は
や

は
り
代
謝
が
関
係
し
て
い
て
、
冬
に
は
落
ち
込
み
ま
す
。
こ
の
結
果
、

角
の
表
面
に
は
成
長
の
落
ち
込
み
が
リ
ン
グ
と
し
て
現
れ
ま
す
（
写
真

左
竜
ち
ょ
う
ど
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
コ
ー
ン
が
毎
年
一
つ
ず
つ
足
さ
れ

る
の
と
似
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
角
輪
」
と
呼
ば
れ
、
こ
の
数
か
ら
年

齢
が
わ
か
り
ま
す
。
カ
モ
シ
カ
は
角
に
自
分
の
年
齢
を
刻
印
し
て
生
き

て
い
る
の
で
す
。
（
三
浦
愼
悟
）
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ｱユ
基
本
と
な
る
も
の
で
す
。

野
生
生
物
っ
て
何
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
数
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

野
生
生
物
に
は
、
虫
や
植
物
ま
で
含
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
普
通
は
脊
椎
動
物
な
か
で
も
特
に
鳥
と
獣
を
指
し
て
使

わ
れ
ま
す
。
烏
と
獣
は
昔
か
ら
人
の
生
活
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
農
作
物
を
荒
ら
し
た
り
す
る
一
方
で
、
羽
毛
や

毛
皮
、
卵
、
肉
と
い
っ
た
自
然
の
豊
か
な
恵
み
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
姿
は
見
る
人
に
喜
び
を
与
え
て
く
れ
ま

し
た
。
最
近
、
そ
の
保
護
も
大
き
な
関
心
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。

野
生
生
物
は
豊
か
な
自
然
の
た
め
に
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
間
の
生
産
活
動
に
支
障
が
あ
る
と

き
に
は
防
除
す
る
必
要
も
生
じ
ま
す
。
野
生
生
物
と
人
間
と
の
共
存
を
図
る
に
は
、
彼
ら
の
生
態
を
よ
く
知
り
、
上
手
に
つ
き

合
っ
て
い
く
方
法
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
か
で
も
、
彼
ら
が
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
そ
の

で
は
、
野
山
を
自
由
に
動
き
回
っ
て
い
る
動
物
を
ど
う
や
っ
て
数
え
る
の
で
し
ょ
う
。
残
念
で
す
が
決
定
版
は
あ
り
ま
せ
ん
。

動
物
の
種
類
や
生
息
場
所
な
ど
条
件
に
よ
っ
て
方
法
は
違
っ
て
き
ま
す
。
特
に
獣
た
ち
が
困
り
者
で
す
。
直
接
見
て
数
え
る
こ

と
が
な
か
な
か
難
し
い
か
ら
で
す
．
研
究
者
た
ち
は
苦
心
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
編
み
出
し
て
き
ま
し
た
。

カ
モ
シ
カ
を
例
に
と
り
ま
し
ょ
う
。
糞
で
、
足
跡
で
、
地
上
で
見
て
、
空
か
ら
見
て
数
え
る
、
な
ど
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。

文
字
ど
お
り
の
追
〃
跡
〃
調
査
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糞
で
数
え
る
方
法
は
、
糞
の
量
か
ら
カ
モ
シ
カ
の
数
を
推
測
す
る
の
で
す
。
あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
カ
モ
シ
カ
は
一
日
に
約
三

回
、
一
回
三
○
○
粒
ぐ
ら
い
の
糞
を
し
ま
す
。
地
面
に
落
ち
て
い
る
糞
全
部
の
量
を
見
た
り
あ
る
期
間
に
落
ち
た
糞
の
量
だ

け
を
見
た
り
し
ま
す
○
糞
が
自
然
に
な
く
な
っ
て
い
く
速
さ
や
カ
モ
シ
カ
が
す
る
糞
の
量
が
問
題
至
鬼

足
跡
で
数
え
る
方
法
は
、
足
跡
の
長
さ
や
足
跡
で
わ
か
る
あ
る
区
画
へ
の
出
入
り
の
よ
う
す
か
ら
カ
モ
シ
カ
の
数
を
推
測
す

る
の
で
す
。
雪
の
上
に
残
っ
た
足
跡
を
使
う
の
が
普
通
で
す
○
ど
の
く
ら
い
の
間
に
つ
い
た
足
跡
か
、
カ
モ
シ
カ
が
ど
の
く
ら

ヘリコプターから見たカモシカ

普
通
で
す
○
ど
の
く
ら
い
の
間
に
つ
い
た
足
跡
か
、
カ
モ
シ
カ
が
ど
の
く
ら

い
動
く
の
か
が
わ
か
っ
て
い
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

地
上
で
見
て
数
え
る
に
は
少
し
工
夫
が
必
要
で
す
。
カ
モ
シ
カ
の
生
息
地

を
小
さ
な
区
画
に
分
け
一
人
ず
つ
人
を
配
置
し
て
、
全
員
が
同
時
に
区
画
の

中
を
動
き
回
っ
て
カ
モ
シ
カ
を
数
え
ま
す
。
ど
の
く
ら
い
見
落
と
し
や
重
複

が
あ
る
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。

空
か
ら
見
て
数
え
る
方
法
に
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
低
空
飛
行
し
て
、
カ

モ
シ
カ
を
追
い
出
し
て
一
頭
ず
つ
数
え
る
方
法
が
あ
り
ま
す
○
ハ
イ
テ
ク
の

熱
赤
外
高
感
度
カ
メ
ラ
を
使
い
、
高
い
空
か
ら
カ
モ
シ
カ
の
巍
恥
」
を
見
て

数
え
よ
う
と
い
う
捲
想
も
あ
り
ま
す
。
う
ま
く
い
く
で
し
ょ
う
か
。

（
平
川
浩
文
）
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’万
樹
木
の
な
か
に
は
、
種
子
が
鳥
に
運
ば
れ
る
種
類
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
人
間
が
サ
ク
ラ
ン
ボ
を
食
べ
る
と
き
、
甘
い

果
肉
だ
け
を
食
べ
て
種
子
は
食
べ
ま
せ
ん
が
、
烏
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
果
実
な
ら
ま
る
飲
み
に
し
て
し
ま
い
ま

す
ｂ
し
か
し
、
ま
る
飲
み
に
さ
れ
て
も
、
堅
い
種
子
は
消
化
さ
れ
ず
に
排
泄
さ
れ
る
の
で
、
種
子
が
運
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
種
子
が
運
ば
れ
る
木
は
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
よ
う
な
、
丈
夫
な
種
子
を
果
肉
が
包
ん
で
い
る
タ
イ
プ
の
果

実
を
つ
け
ま
す
。
種
子
を
運
ぶ
動
物
と
し
て
は
烏
が
代
表
的
で
す
が
、
タ
ヌ
キ
や
サ
ル
、
コ
ウ
モ
リ
と
い
っ
た
哺
乳
類
も
よ
く

種
子
を
運
ん
で
い
ま
す
。
珍
し
い
例
と
し
て
は
、
イ
ン
ド
洋
の
ク
リ
ス
マ
ス
島
で
は
カ
ニ
が
種
子
を
運
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
よ
う
な
温
帯
で
種
子
を
運
ぶ
代
表
的
な
鳥
と
い
え
ば
、
ツ
グ
ミ
や
ヒ
ヨ
ド
リ
な
ど
の
中
型
の
烏
で
す
。
種
子
が
食
べ

ら
れ
て
か
ら
排
泄
さ
れ
る
ま
で
の
時
間
を
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
果
実
を
ツ
グ
ミ
に
与
え
て
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
数
分

か
ら
数
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
烏
を
対
象
に
し
た
研
究
例
で
も
、
同
じ
よ
う
な
結

果
が
出
て
い
ま
す
。
こ
れ
ぐ
ら
い
早
く
排
泄
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
鳥
が
果
実
を
食
べ
た
後
す
ぐ
に
直
線
的
に
飛
ん
だ
と
し
て
も
、

運
ば
れ
る
距
離
は
数
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
数
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
す
．
ツ
グ
ミ
は
晩
秋
に
日
本
に
渡
っ
て
く
る
冬
鳥
で
、
大
陸

か
ら
日
本
海
を
横
断
し
て
能
登
半
島
付
近
に
上
陸
す
る
コ
ー
ス
が
、
主
要
な
渡
り
の
コ
ー
ス
だ
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
日
本
海
横
断
コ
ー
ス
は
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
六
○
○
際
以
上
も
あ
り
ま
す
。
種
子
が
烏
の
体
内
に
と
ど
ま
つ

海
の
藻
屑
か
、
種
子
の
空
輸
作
戦
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て
い
る
時
間
か
ら
考
え
て
、
烏
は
無
事
に
渡
っ
て
こ
ら
れ
て
も
、
そ
の
鳥
に
食
べ
ら
れ
た
種
子
が
日
本
海
を
横
断
で
き
る
可
能

性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ
う
。
津
軽
海
峡
ぐ
ら
い
で
し
た
ら
、
た
ま
に
越
え
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

長
距
離
を
飛
ぶ
直
前
の
烏
に
食
べ
ら
れ
る
果
実
は
全
体
の
ご
く
一
部
で
し
ょ
う
か
ら
、
種
子
が
運
ば
れ
る
平
均
的
な
距
離
は

も
っ
と
短
く
な
り
ま
す
。
最
近
の
研
究
か
ら
、
烏
に
食
べ
ら
れ
た
種
子
の
多
く
は
親
木
か
ら
数
百
メ
ー
ト
ル
以
内
に
運
ば
れ
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
運
び
手
が
鳥
で
す
か
ら
、
か
な
り
遠
く
に
運
ば
れ
そ
う
な
気
が
し
ま
す
が
、
数
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
も
運
ば
れ
る
こ
と
は
案
外
ま
れ
な
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
木
の
一
生
は
長
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
機
会
は
何
度
か
あ
る
は
ず

糞として排泄された場合
ツルウメモドキ43～60分
ヌルデ40～65分
へクソカズラ45～95分
アカネ30～45分
ガマズミ25～40分
ツグミに種子が食べられてから排泄される

までの時間の測定例

で
す
。
日
本
海
横
断
は
無
理
と
し
て
も
、
そ
の
機
会
に
数
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
以
上
運
ば
れ
る
こ
と
は
分
布
を
広
げ
る
う
え
で
十
分
役
に
立
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
。
一
方
で
、
た
と
え
数
十
メ
ー
ト
ル
し
か
運
ば
れ
な
く
て

も
、
そ
れ
に
は
大
切
な
意
味
が
あ
る
は
ず
で
す
。
親
木
の
真
下
に
落
ち

た
種
子
は
、
い
ず
れ
親
木
と
競
争
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
親
木

の
近
く
に
は
そ
の
木
を
餌
に
し
て
い
る
昆
虫
な
ど
が
多
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
木
に
と
っ
て
、
親
木
か
ら
少
し
で
も
離
れ
た
所
に
種
子
が
運
ば

れ
る
こ
と
は
、
同
じ
林
の
中
に
子
孫
を
残
す
確
率
を
高
く
す
る
う
え
で

大
切
な
の
で
し
ょ
う
。

（
小
南
陽
亮
）
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私
た
ち
は
ざ
”
の
よ
う
に
自
由
に
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
大
空
を
飛
び
回
る
鳥
は
、
ど
こ
へ
で

も
好
き
な
所
へ
行
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
烏
の
生
活
を
少
し
注
意
し
て
見
て
み
る
と
、
彼
ら
は
意
外
に
狭
い
空
間

に
固
執
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
が
よ
く
仕
事
に
出
か
け
る
茨
城
県
内
の
国
有
林
の
小
さ
な
空
き
地
に

は
、
い
つ
も
一
羽
の
雄
の
ホ
オ
ジ
ロ
が
い
ま
す
。
こ
の
ホ
オ
ジ
ロ
に
は
研
究
の
た
め
に
右
足
に
緑
色
の
足
輪
が
つ
い
て
い
て
、

ほ
か
の
ホ
オ
ジ
ロ
と
区
別
で
き
る
の
で
す
。
ホ
オ
ジ
ロ
は
こ
の
国
有
林
で
最
も
個
体
数
の
多
い
烏
の
一
つ
で
あ
り
ま
た
こ
の

空
き
地
の
ほ
か
に
も
、
ホ
オ
ジ
ロ
が
好
み
そ
う
な
場
所
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
空
き
地
で
さ
え
ず
っ
て

い
る
の
は
常
に
こ
の
緑
色
の
足
輪
を
つ
け
た
雄
な
の
で
す
。

多
く
の
烏
は
、
そ
の
行
動
範
囲
の
一
部
な
い
し
す
べ
て
を
繩
張
り
と
し
て
占
有
し
よ
う
と
し
ま
す
。
特
に
、
繁
殖
期
の
雄
ど

う
し
は
、
盛
ん
に
さ
え
ず
っ
て
縄
張
り
の
占
有
権
を
主
張
し
、
激
し
く
争
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
彼
ら
が
、
の
く
つ
ま

く
な
し
に
縄
張
り
を
巡
っ
て
争
う
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
程
度
繩
張
り
の
境
界
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
と
、

周
辺
に
住
ん
で
い
る
個
体
と
は
あ
ま
り
争
わ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
る
で
鳥
ど
う
し
で
お
互
い
の
住
所
を
認
め
合
っ
て
い
る
か
の

よ
う
で
す
。
彼
ら
は
、
ど
の
場
所
に
だ
れ
が
い
る
べ
き
な
の
か
を
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
北
ア
メ
リ
カ
で
ズ
キ
ン
ア
メ
リ
カ
ム
シ
ク
イ
と
い
う
鳥
を
使
っ
て
興
味
深
い
実
験
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

烏
は
自
由
に
動
き
回
れ
る
か
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こ
の
鳥
は
春
に
な
る
と
越
冬
地
か
ら
渡
っ
て
き
て
縄
張
り
を
も
ち
ま
す
が
、
縄
張
り
を
も
っ
て
い
る
あ
る
雄
に
、
隣
の
繩
張
り

の
雄
の
さ
え
ず
り
を
録
音
し
て
聞
か
せ
た
の
で
す
。
繩
張
り
の
持
ち
主
は
、
さ
え
ず
り
が
い
つ
も
聞
こ
え
る
方
向
か
ら
流
き
れ

る
と
あ
ま
り
反
応
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
同
じ
さ
え
ず
り
を
い
つ
も
聞
こ
え
て
く
る
の
と
反
対
の
方
向
か
ら
流
し
た
と

こ
ろ
攻
撃
的
な
行
動
を
と
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
鳥
は
、
単
に
さ
え
ず
り
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が

聞
こ
え
て
く
る
方
向
ま
で
覚
え
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
同
じ
雄
が
翌
年
越
冬
地
か
ら
渡
っ
て
き
て
す
ぐ
に
、
前

年
の
テ
ー
プ
を
使
っ
て
同
じ
実
験
を
し
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
間
違
っ
た
方
向
か
ら
の
さ
え
ず
り
に
よ
り
多
く
反
応
し
た
の
で
す
。

ホオジロの雄

こ
の
と
き
隣
り
の
雄
は
ま
だ
戻
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ

の
雄
の
記
憶
は
、
繁
殖
期
が
終
わ
っ
て
さ
え
ず
り
が
聞
こ
え
な
く

な
っ
て
か
ら
約
八
カ
月
間
も
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
優
れ
た
記
憶
力
に
よ
っ
て
、
烏
は
周
囲
の
鳥
に
対
す

る
無
用
な
争
い
や
醤
戒
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
ひ

と
た
び
自
分
の
行
動
圏
を
離
れ
る
と
、
ほ
か
の
個
体
に
激
し
く
攻

撃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
間
の
目
か
ら
見
る
と
、

自
由
に
暮
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
鳥
で
も
、
住
所
を
変
え
る

の
は
容
易
で
は
な
い
の
で
す
。
（
束
條
一
史
）
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77
ハ
イ
タ
カ
と
い
う
鳥
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
ハ
ト
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
小
型
の
タ
カ
で
す
。
日
本
で
は
低
山
帯
か
ら
亜
高

山
帯
に
か
け
て
繁
殖
し
、
冬
は
低
地
で
も
見
ら
れ
ま
す
。
林
の
中
を
巧
み
に
飛
び
回
り
、
ほ
か
の
鳥
を
捕
ら
え
て
餌
と
し
て
い

ま
す
。
大
き
さ
は
ハ
ト
ぐ
ら
い
と
書
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
か
な
り
大
ま
か
な
言
い
方
で
玄
と
い
う
の
は
こ
の
鳥
は
、
雄
と

雌
の
大
き
さ
が
た
い
そ
う
違
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
一
般
に
鳥
は
雄
の
ほ
う
が
雌
よ
り
い
く
ぶ
ん
大
き
い
の
が
普
通
で
す
が
、

ハ
イ
タ
カ
は
逆
に
、
雄
が
雌
よ
り
す
い
ぶ
ん
と
小
さ
い
の
で
す
。
雌
は
体
重
が
三
○
○
客
近
く
に
な
る
の
で
す
が
、
雄
は
そ
の

約
半
分
の
一
五
○
号
ぐ
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
極
端
な
違
い
が
な
ぜ
起
き
た
の
か
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
と
は
し

て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
大
き
さ
の
違
い
は
、
ハ
イ
タ
カ
の
雄
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
深
刻
な
問
題
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

ハ
イ
タ
カ
の
主
食
は
烏
で
す
。
特
に
雌
は
し
ば
し
ば
自
分
よ
り
大
き
な
烏
さ
え
捕
ら
え
て
餌
に
し
て
し
ま
い
ま
す
．
雄
は
、

大
き
さ
だ
け
か
ら
見
れ
ば
雌
に
と
っ
て
手
ご
ろ
な
餌
な
の
で
す
。
そ
し
て
実
際
、
ハ
イ
タ
カ
の
雌
は
、
と
き
に
は
雄
を
捕
ら
え

て
食
べ
て
し
ま
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
繁
殖
中
の
雌
が
、
つ
が
い
相
手
の
雄
を
食
べ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
さ

ひ
な

そ
う
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
雌
や
雛
の
た
め
の
餌
は
主
に
雄
が
捕
ら
え
て
く
る
の
で
、
雄
が
い
な
く
な
っ
て
は
繁
殖
を
成
功
さ
せ

る
の
は
事
実
上
不
可
能
だ
か
ら
で
す
。
し
か
し
雄
に
と
っ
て
み
れ
ば
雌
は
潜
在
的
な
捕
食
者
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
繁
殖
期
間

屯
交
尾
や
餌
運
び
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
雌
に
近
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
雄
は
、
ず
い
ぶ
ん
神
経
を
使
っ
て
い
る
よ
う

ハ
イ
タ
カ
は
恐
妻
家

Z"



銅
響
》

も
う
一
つ
雄
に
と
っ
て
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
彼
が
餌
を
運
ん
で
や
る
雛
た
ち
で
す
。
ハ
ィ
タ
ヵ
の
雌
の
雛
は
生
後

二
週
間
も
す
る
と
体
重
で
は
父
親
を
追
い
越
し
て
し
ま
い
ま
す
○
そ
し
て
親
が
運
ん
で
く
る
餌
に
わ
れ
先
に
飛
び
つ
き
ま
す
。

こ
れ
は
、
体
が
小
さ
い
雄
に
と
っ
て
は
た
い
へ
ん
危
険
な
こ
と
で
す
。
事
実
雄
は
雛
が
あ
る
程
度
大
き
く
な
る
と
め
っ
た
に

巣
に
は
近
づ
き
ま
せ
ん
。
雛
へ
の
給
餌
は
雄
か
ら
餌
を
受
け
取
っ
た
雌
の
仕
事
で
す
。
で
は
、
巣
に
雌
が
い
な
い
と
雄
は
ど
う

す
る
で
し
ょ
う
か
。
雌
を
呼
ん
で
も
返
答
が
な
い
場
合
、
雄
は
巣
の
い
ち
ば
ん
端
に
止
ま
る
や
い
な
や
、
持
っ
て
き
た
餌
を
置

に
見
え
る
の
で
す
。

一■

ハイタカの雌(上)と雄(下）

ま
す
○
そ
し
て
親
が
運
ん
で
く
る
餌
に
わ
れ
先
に
飛
び
つ
き
ま
す
。

こ
と
で
す
。
事
実
雄
は
雛
が
あ
る
程
度
大
き
く
な
る
と
め
っ
た
に

け
取
っ
た
雌
の
仕
事
で
す
。
で
は
、
巣
に
雌
が
い
な
い
と
雄
は
ど
う

雄
は
巣
の
い
ち
ば
ん
端
に
止
ま
る
や
い
な
や
、
持
っ
て
き
た
餌
を
置

い
て
飛
び
去
り
ま
す
。
こ
れ
は
一
瞬
の
う
ち
に
行
わ
れ
、
雄
は
数

秒
と
巣
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
と
き
に
は
慌
て
す
ぎ
て
、
置
い
た

餌
が
巣
の
外
に
転
が
り
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。

苦
労
し
て
運
ん
で
き
た
餌
を
無
駄
に
し
て
し
ま
う
ほ
ど
、
雌
の
雛

は
雄
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
ら
し
い
の
で
す
。

ハ
イ
タ
カ
の
雄
は
、
繁
殖
期
の
間
、
自
分
の
何
倍
も
の
量
を
食

べ
る
雌
と
雛
た
ち
に
餌
を
運
び
続
け
ま
す
。
彼
ら
が
本
当
に
妻
や

娘
を
恐
が
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
な
ん
と
も
気

の
毒
な
話
で
す
。
（
東
條
一
史
）

Z7EIハイタカは恐饗襟



耐
秋
に
は
多
く
の
木
々
が
実
を
つ
け
ま
す
。
木
の
実
は
栄
養
分
が
豊
富
で
、
そ
れ
は
芽
を
出
す
と
き
に
大
い
に
役
立
ち
ま
す
。

も
と
も
と
は
樹
木
が
自
分
の
子
供
の
た
め
に
蓄
え
た
栄
養
分
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
人
間
も
含
め
て
、
多
く
の
動
物
が
木
の
実
の

恩
恵
に
あ
ず
か
っ
て
い
ま
す
。
渡
り
鳥
に
と
っ
て
も
、
ま
た
冬
の
間
そ
の
地
に
残
留
す
る
留
鳥
に
と
っ
て
も
、
木
の
実
は
冬
に

備
え
て
体
力
を
つ
け
て
お
く
の
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ネ
ズ
ミ
や
昆
虫
な
ど
も
木
の
実
を
ど
ん
ど
ん

消
饗
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
う
か
う
か
し
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
と
は
い
っ
て
も
、
鳥
た
ち
が
一
日
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る

量
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
冬
が
く
れ
ば
地
面
に
落
ち
た
木
の
実
は
木
の
葉
や
雪
の
下
に
埋
ま
っ
て
し
ま
い
、
利
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
留
鳥
の
一
部
の
鳥
は
木
の
実
を
蓄
え
、
後
に
そ
れ
を
探
し
出
し
て
食
べ
ま
す
。

木
の
実
を
食
べ
る
と
い
っ
て
も
、
果
肉
を
食
べ
る
鳥
と
種
子
を
割
っ
て
そ
の
中
身
を
食
べ
る
鳥
に
大
別
で
き
ま
す
が
、
蓄
え

ら
れ
る
の
は
種
子
で
す
。
日
本
で
種
子
を
貯
食
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
烏
は
、
カ
ラ
ス
の
仲
間
で
あ
る
カ
ケ
ス
や
ホ
シ
ガ

ラ
ス
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
の
仲
間
の
ヤ
マ
ガ
ラ
、
コ
ガ
ラ
、
ヒ
ガ
ラ
そ
れ
に
ゴ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
な
ど
で
す
。

カ
ケ
ス
は
ド
ン
グ
リ
（
ミ
ズ
ナ
ラ
な
ど
の
堅
果
）
を
数
個
飲
み
込
み
、
の
ど
の
所
に
た
め
ま
す
。
そ
し
て
、
一
個
ず
つ
吐
き

出
し
て
は
地
面
や
倒
木
に
埋
め
込
み
、
枯
葉
や
コ
ケ
で
覆
い
ま
す
。
ホ
シ
ガ
ラ
ス
は
ハ
イ
マ
ツ
の
種
子
を
道
路
の
法
面
な
ど
に

隠
し
ま
す
。
と
き
に
は
母
樹
か
ら
二
○
臆
も
離
れ
た
所
に
貯
蔵
し
ま
す
。
ヤ
マ
ガ
ラ
は
、
ス
ダ
ジ
イ
な
ど
体
の
大
き
さ
の
割
に

備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し

Z瘤



は
大
き
な
種
子
を
蓄
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
イ
チ
イ
な
ど
比
較
的
小
さ
な
種
子
を
貯
食
し
ま
す
。

ヤ
マ
ガ
ラ
も
こ
れ
ら
の
種
子
を
地
面
に
隠
す
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
樹
皮
の
す
き
間
な
ど
樹
上
に
も
蓄
え
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
コ
ガ
ラ
、
ゴ
ジ
『
一
ウ
カ
ラ
な
ど
は
比
較
的
小
さ
な
種
子
を
も
っ
ぱ
ら
樹
上
に
蓄
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
烏
た
ち
も
種
子
を
隠
し

た
後
に
、
コ
ケ
な
ど
を
か
ぶ
せ
て
上
か
ら
見
た
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

比
較
的
短
い
時
間
で
あ
れ
ば
、
鳥
は
蓄
え
た
場
所
を
覚
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
何
百
個
と
隠
し
た
種
子
の
貯
蔵
場
所
を
い

黄
％
な
ち
い
ち
覚
え
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
で
は
、
鳥
た
ち
は
ど
の
よ
う
に

消
５
も

て
狐
に
し
て
隠
し
た
種
子
を
探
し
出
す
の
で
し
ょ
う
か
。
種
子
を
隠
す
場
所
に
何
か
秘

一
班
呪
班
班
や
続
謂

・
・
・
・
Ｉ
の
噸
密
が
あ
り
そ
う
で
す
。
鳥
た
ち
は
、
同
じ
森
の
中
で
も
採
食
す
る
場
所
を
お
互

今
叩

－
６
妬
氾
４
本
数
帥

運

ネ
雷
画
い
に
違
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
種
子
を
蓄
え
る
鳥
た
ち
は
、
自
分
た

》
雄
一
海
陸
鋤
ち
が
よ
く
採
食
す
る
よ
う
な
場
所
に
種
子
を
隠
し
ま
す
。
そ
れ
で
、
正
確
に
場

剖
謹
麺
所
を
覚
え
て
い
な
く
て
も
あ
る
程
度
は
隠
し
た
種
子
を
回
収
で
き
る
の
で
す
。

た
個
一

し
叩
一

臓
御
鰯
》
蝋
馳
純
蝿
灘
壼
鯏
測
蝿
鯏
灘
這
藤
受
剛
鮒
騨
購

仔
岬
蕊
一
子
科
謡
誰
嬬
乱
劫
謎
く
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
を
遠
く
ま
で
運
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。

麺
辨
甦
一
癖
壁
霊
苅
蝿
諏
坤
壷
乱

’
く
種
一
未
地
種
ャ
－
２
（
松
岡
茂
）

Z員ヲ倣えあれば憂いなし
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バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
の
多
く
は
、
森
の
中
で
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
や
コ
ガ
ラ
な
ど
が
ツ
ィ
ー
と
高
く
て
細
い
音
を
発
声
し
た
と

き
に
す
ぐ
空
を
見
上
げ
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
た
い
て
い
木
の
葉
越
し
に
ハ
イ
タ
カ
や
オ
オ
タ
カ
が
上
空
を
飛
ん
で
い
く
の
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
○
こ
の
高
い
音
の
鳴
き
声
は
外
敵
の
発
見
を
知
ら
せ
る
警
戒
声
で
、
カ
ラ
類
の
瞥
戒
声
に
よ
く

似
た
警
戒
声
を
出
す
小
鳥
類
が
ほ
か
に
も
何
種
か
い
ま
す
．
こ
れ
ら
の
鳥
は
、
お
互
い
の
警
戒
声
に
反
応
し
、
ほ
か
の
種
の
警

戒
声
を
聞
い
て
も
近
く
の
や
ぶ
な
ど
に
飛
び
込
ん
で
、
タ
カ
が
通
り
過
ぎ
る
ま
で
じ
っ
と
し
て
い
ま
す
．

こ
の
警
戒
声
の
機
能
を
逆
手
に
と
っ
て
、
ほ
か
の
鳥
を
だ
ま
し
て
し
ま
う
鳥
が
い
ま
式
北
海
道
の
広
葉
樹
林
に
設
け
ら
れ

た
餌
台
に
集
ま
る
小
鳥
を
観
察
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
○
一
羽
の
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
採
食
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
ア
ト
リ
の

群
れ
が
や
っ
て
く
る
と
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
は
ア
ト
リ
の
群
れ
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
餌
台
を
離
れ
、
近
く
の
木
に
止
ま
り
ま
し
た
。

し
ば
ら
く
し
て
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
警
戒
声
を
出
し
ま
し
た
。
ア
ト
リ
は
近
く
の
や
ぶ
に
飛
び
込
み
、
私
は
目
を
空
に
向
け
ま

し
た
。
し
か
し
、
タ
カ
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
目
を
餌
台
に
戻
す
と
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
が
一
羽
で
餌
を
つ
い
ば
ん
で
い
ま
す
。

ア
ト
リ
が
戻
り
は
じ
め
る
と
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
は
再
び
餌
台
か
ら
追
い
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
は
再
度
「
偽

の
警
戒
声
」
を
出
し
て
ア
ト
リ
を
や
ぶ
に
避
難
さ
せ
、
自
分
は
す
ぐ
に
餌
台
に
飛
ん
で
い
っ
て
採
食
し
は
じ
め
ま
し
た
。

こ
の
日
の
観
察
以
降
、
餌
台
を
舞
台
に
し
た
こ
の
よ
う
な
行
動
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
偽
の

「
オ
オ
カ
ミ
少
年
」
と
烏

1忽



シジュウカラの社会的順位と偽の警戒声の発声

(Mdller,l988より）

警
戒
声
を
使
っ
て
ほ
か
の
鳥
を
だ
ま
す
の
は
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
、
コ
ガ
ラ
、
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
の
三
種
そ
し
て
だ
ま
さ
れ
る
の
は
、

ア
ト
リ
の
ほ
か
に
ス
ズ
メ
、
カ
シ
ラ
ダ
カ
、
ミ
ヤ
マ
ホ
オ
ジ
ロ
、
ベ
ニ
ヒ
ワ
な
ど
、
群
れ
で
餌
台
に
現
れ
る
種
で
し
た
。
偽
の

警
戒
声
を
出
す
種
は
、
群
れ
で
餌
台
に
現
れ
る
種
よ
り
も
劣
勢
で
、
こ
れ
ら
の
種
に
よ
っ
て
餌
台
を
占
領
さ
れ
て
し
ま
う
と
餌

台
に
近
づ
け
な
い
こ
と
で
共
通
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
偽
の
警
戒
声
は
、
同
じ
種
や
単
独
で
餌
台
に
現
れ
る
種
に
向
か
っ
て
は

偽の警戒声を発餌場にいるシジュウカラの数

する鳥の順位鳥の順位警戒声を出す蕃戒声を出さない

優位

優位

劣位

劣位

位
位
位
位

優
劣
優
劣

５
０
６
４

１
６
０
２

優位(強い)個体は，餌場に優位個体がいるときは偽の警

戒声を出すが，劣位(弱い)個体のときは直接追い払う。劣

位個体は，餌場にいるのがだれであれ偽の警戒声を使う。

発
声
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
し
、
ア
ト
リ
や
ス
ズ
メ
な
ど
に
向
け
ら
れ
た

偽
の
警
戒
声
に
よ
っ
て
、
近
く
に
い
た
キ
ツ
ツ
キ
や
カ
ケ
ス
な
ど
単
独
で
餌
台

に
現
れ
る
烏
た
ち
も
あ
わ
て
て
警
戒
体
制
に
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、
北
欧
で
も
同
様
の
観
察
が
行
わ
れ
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
ど
う
し
の
間

で
も
偽
の
警
戒
声
を
出
す
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
一
群
の
中
で
順
位
の
低
い

（
弱
い
）
個
体
は
、
な
か
な
か
餌
台
に
乗
っ
て
採
食
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

が
、
偽
の
警
戒
声
で
餌
台
に
い
る
順
位
の
高
い
（
強
い
）
個
体
を
追
い
払
っ
て

採
食
す
る
よ
う
で
す
ｂ
偽
の
警
戒
声
を
出
し
て
餌
台
に
採
食
に
行
っ
た
と
き
、

た
ま
た
ま
本
当
に
タ
カ
が
や
っ
て
き
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
「
他

鳥
」
を
だ
ま
し
た
「
オ
オ
カ
ミ
・
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
」
の
損
得
勘
定
が
ど
う
な
っ

て
い
る
か
知
り
た
い
も
の
で
す
。
（
松
岡
茂
）

I汚『オオカミ少年」と,幽
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緑
鮮
や
か
な
初
夏
の
季
節
。
森
の
中
で
は
、
盛
ん
に
餌
を
探
し
て
い
る
烏
の
姿
を
見
か
け
ま
す
。
樹
間
の
空
中
で
捕
ら
え
る

も
の
、
細
か
い
枝
先
ま
で
行
っ
て
葉
っ
ぱ
の
裏
や
表
を
つ
い
ぱ
む
も
の
、
樹
幹
を
自
在
に
登
り
下
り
し
て
樹
幹
の
表
面
の
シ
ワ

の
間
か
ら
虫
を
引
っ
張
り
出
す
も
の
、
幹
に
へ
ば
り
つ
き
な
が
ら
ク
チ
バ
シ
で
穴
を
開
け
て
虫
を
引
き
ず
り
出
す
も
の
、
地
上

を
気
ぜ
わ
し
く
歩
き
回
り
な
が
ら
つ
い
ぱ
む
も
の
な
ど
、
餌
を
捕
ら
え
る
場
所
や
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
こ
の
季
節
は
昆

虫
を
主
食
と
す
る
鳥
が
最
も
増
え
る
時
期
で
あ
り
、
逆
に
昆
虫
に
と
っ
て
は
最
大
の
受
難
の
季
節
と
な
り
ま
す
。

見
渡
す
限
り
広
が
る
カ
ラ
マ
ツ
の
人
工
林
。
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
美
し
い
森
林
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
人
々
の
心
を
魅
了
し

て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
単
純
人
工
林
は
時
と
し
て
、
森
林
害
虫
と
呼
ば
れ
る
虫
が
大
発
生
し
て
被
害
を
受
け
ま

す
。
そ
ん
な
と
き
に
、
烏
は
は
た
し
て
強
力
な
火
消
し
人
と
な
り
得
る
の
で
し
ょ
う
か
。
非
常
に
局
所
的
な
が
ら
貢
献
し
た
例

は
あ
り
ま
す
が
、
現
在
で
は
、
害
虫
の
大
発
生
時
に
鳥
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
説
が
有
力
に
な
っ
て

カ
ナ
ダ
の
ト
ゥ
ヒ
ノ
シ
ン
ト
メ
ハ
マ
キ
の
大
発
生
時
に
は
、
烏
は
そ
の
ハ
マ
キ
ガ
の
わ
ず
か
四
％
く
ら
い
し
か
柿
食
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
｛
恥
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
周
辺
か
ら
鳥
が
集
ま
っ
て
き
た
り
、
ふ
だ
ん
は
昆
虫
食

で
は
な
い
も
の
ま
で
そ
の
虫
を
食
べ
だ
し
た
り
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
烏
の
繁
殖
も
活
発
に
な
り
個

烏
は
森
を
守
る
か
？

い
一
等
で
わ
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体
数
も
増
加
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
昆
虫
の
数
が
大
発
生
時
に
は
八
○
○
○
倍
に
増
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
虫
を
よ
く
食
べ
る
ム
シ
ク
イ
は
、
最
大
で
も
一
二
倍
の
増
加
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
よ
う
に
、
虫
と
烏
と
で

は
増
殖
力
に
も
格
段
の
差
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
こ
れ
ら
の
昆
虫
の
大
発
生
は
や
が
て
餌
不
足
、
病
気
の
蔓
延
な
ど
に
よ

り
、
頭
数
が
激
減
し
て
平
常
状
態
に
落
ち
着
く
場
合
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
に
、
樹
種
が
多
様
で
複
雑
な
森
林
で
特
定
昆
虫
の
大
発
生
が
起
き
な
い
の
は
、
一
つ
に
は
昆
虫
の
餌
が
ま
と
ま
っ
て
い

猪
後
加
蛎
妬
加
ｍ

な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
森
林
に
は
多
種
類
の
烏
が
多
数

Ｉ
生
１

ぉ
発
生
息
し
、
鳥
に
よ
る
通
常
状
態
で
の
捕
食
が
、
昆
虫
個
体
群
密
度
を
常
に
低
く
抑
え
て

錘
大

前
前
下
下
麺
い
る
の
も
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
宙
つ
ま
り
、
烏
は
森
林
生
態
系
の

生
生

発
発
囮
５
０
廻
理
錘
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
役
割
を
、
ふ
だ
ん
の
状
態
で
立
派
に
果
た
し
て
い
る
わ
け
で

大
大

唖
す
。
し
か
し
、
単
純
林
で
し
か
も
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
人
工
林
に
な
る
ほ
ど
、
住
む

の

キ
”

イ
イ

マ
ク
イ
ク
Ｍ
烏
の
種
類
も
数
も
少
な
く
な
り
ま
す
。

ハ
化
シ
ク
シ

メ
変
ム
シ
ム
ィ
料
小
鳥
た
ち
の
目
立
た
な
い
け
れ
ど
も
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
、
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
一

恥
岬
恥
》
》
轌
時
的
に
で
も
壊
そ
う
と
す
る
特
定
昆
虫
の
大
発
生
の
芽
を
摘
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
す

卜
の

ン
数

シ
い

ノ
が

和
幸
沌
砲
刈
垂
る
と
、
鳥
も
住
み
や
す
い
よ
う
な
森
林
を
造
る
こ
と
が
今
後
の
重
要
な
課
題
と
い
え
る

こ
つ

ウ
の

刎
蓉
霊
知
”
皿
で
し
ょ
う
。

卜
鳥

（
川
路
則
友
）
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何
年
か
前
、
映
画
で
、
キ
ョ
ン
シ
ー
と
い
う
の
が
は
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
を
覚
え
て
お
ら
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

腕
を
突
っ
張
ら
せ
た
死
人
が
両
足
で
跳
ね
て
歩
き
、
人
に
咬
み
つ
ぐ
、
と
い
う
や
つ
で
す
。
映
画
や
テ
レ
ビ
を
見
な
く
て
も
、

そ
の
名
前
だ
け
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
で
キ
ョ
ン
シ
ー
は
な
ぜ
跳
ね
て
歩
く
の
で
し

ょ
う
？
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
キ
ョ
ン
シ
ー
と
は
何
物
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
映

き
よ
う
し

画
の
よ
う
な
化
物
は
作
り
話
で
し
ょ
う
が
、
キ
ョ
ン
シ
ー
は
実
際
に
漢
字
で
彊
屍
と
書
き
ま
す
。
畷
と
い
う
字
は
、
硬
直
し
て

死
ぬ
と
い
う
意
味
で
、
屍
は
死
体
で
す
。
す
な
わ
ち
、
硬
直
し
た
死
体
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
キ
ョ
ン
シ
ー
は
硬
直
し
て
関

節
が
曲
が
ら
な
い
の
で
、
あ
の
よ
う
に
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
跳
ね
な
け
れ
ば
歩
け
な
い
の
で
す
。

さ
よ
う

と
こ
ろ
で
、
昆
虫
の
か
か
る
病
気
で
黄
癩
病
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
字
を
見
て
お
わ
か
り
の
と
お
り
、
「
黄
色
く
な
っ
て

硬
直
し
て
死
ぬ
病
気
」
で
す
○
こ
の
病
気
は
、
不
完
全
菌
類
の
一
種
の
評
Ｑ
§
の
昏
昏
亀
§
。
と
い
う
カ
ビ
が
寄
生
し
て
起
こ

り
ま
す
。
菌
に
侵
さ
れ
た
虫
の
血
液
は
水
分
が
減
少
し
、
菌
糸
が
充
満
す
る
の
で
、
芋
虫
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
虫
の
体
で
も
硬

化
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
不
完
全
菌
類
に
侵
さ
れ
た
虫
の
体
は
こ
の
よ
う
に
硬
化
す
る
も
の
が
多
く
、
総
称
し
て
硬
化
病
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
○
で
も
、
映
画
の
キ
ョ
ン
シ
ー
の
よ
う
に
咬
み
つ
ぐ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
ん
だ
虫
の
表
面
に
は
寄
生
し
た

菌
の
胞
子
が
形
成
さ
れ
、
粉
で
覆
わ
れ
た
よ
う
に
な
り
ま
す
。
黄
彊
病
の
黄
は
、
こ
の
菌
の
胞
子
の
色
を
示
し
て
い
ま
す
。
硬

キ
ョ
ン
シ
ー
に
な
る
昆
虫

Z活



化
病
に
は
、
ほ
か
に
も
白
、
黒
、
緑
、
赤
な
ど
色
の
名
前
に
「
彊
病
」
を
つ
け
た
も
の
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。

虫
の
好
き
な
人
で
も
虫
の
病
気
に
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
人
が
多
く
、
ま
し
て
、
普
通
の
人
は
虫
が
病
気
に
な
る
な
ん
て

考
え
た
こ
と
さ
え
な
い
で
し
ょ
う
。
で
も
、
黄
彊
病
や
黒
彊
病
は
、
農
林
業
の
重
要
害
虫
を
含
む
多
く
の
虫
を
侵
す
、
最
も
普

通
の
昆
虫
寄
生
菌
で
す
。
昆
虫
寄
生
菌
に
は
、
こ
れ
ら
硬
化
病
菌
の
ほ
か
に
も
、
虫
か
ら
き
の
こ
が
生
え
る
冬
虫
夏
草
類
や
、

周
り
に
胞
子
を
飛
ば
し
て
激
し
い
流
行
病
を
起
こ
す
疫
病
菌
類
な
ど
、
お
も
し
ろ
い
菌
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
お
も
し
ろ
い

ば
か
り
で
な
く
、
自
然
界
で
は
、
こ
の
よ
う
な
菌
の
お
か
げ
で
害
虫
の
大
発
生
が
抑
え
ら
れ
て
い
る
場
合
が
よ
く
あ
Ⅱ
昆
虫

I"キョンシーになる昆虫
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森
林
は
、
そ
の
機
能
面
か
ら
木
材
生
産
林
、
水
源
か
ん
養
林
、
風
景
林
な
ど
と
類
別
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し

う
お
り
ん

た
中
に
魚
つ
き
林
と
呼
ば
れ
る
一
風
変
わ
っ
た
森
林
が
あ
り
ま
す
。
魚
つ
き
林
は
、
海
岸
線
や
河
川
、
湖
水
の
周
辺
に
設
け
ら

れ
る
魚
類
の
繁
殖
や
生
息
を
助
け
る
た
め
の
森
林
で
、
日
本
で
は
保
安
林
制
度
の
中
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
総
面
積
は
日

本
全
国
で
二
万
八
○
○
○
鯵
ほ
ど
あ
り
ま
す
○
魚
つ
き
林
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
水
面
に
投
ず
る
森
林
の
陰
影
が
魚
類
の
繁
殖

に
関
係
す
る
と
い
う
陰
影
説
あ
る
い
は
林
内
か
ら
流
入
す
る
栄
養
分
が
魚
類
の
餌
と
な
る
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
繁
殖
を
促
す
と

い
う
説
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
効
果
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
十
分
な
科
学
的
な
解
明
が
な
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
と
り
わ
け
、
魚
つ
き
林
の
多
く
が
設
け
ら
れ
て
い
る
海
岸
線
の
森
林
の
場
合
．
魚
類
を
養
い
、
育
て
る
効
果
に
つ
い
て

は
疑
問
視
す
る
向
き
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
漁
師
の
間
で
は
経
験
的
に
魚
つ
き
林
の
重
要
性
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
役
割
に
つ
い
て
は
一
慨
に
否
定
は
で
き
ま
せ
ん
。

森
林
が
河
川
の
魚
類
の
生
息
や
繁
殖
に
果
た
す
好
適
な
役
割
に
つ
い
て
は
、
古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
た
と
え
ば
森
林
は
河
川
の
氾
濫
を
抑
え
、
水
温
や
水
質
を
保
つ
な
ど
河
川
環
境
を
保
全
す
る
一
方
、
流
路
に
倒
れ
込
ん

だ
木
々
は
小
さ
な
ダ
ム
を
作
り
魚
類
の
生
育
、
繁
殖
の
た
め
の
多
様
な
環
境
を
作
り
、
樹
木
か
ら
供
給
さ
れ
る
落
枝
落
葉
は
魚

類
の
餌
と
な
る
豊
か
な
水
生
昆
虫
相
を
は
ぐ
く
む
な
ど
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
河
川
周
辺
に
発
達
す
る
森
林
と
魚
類
と
の
関
係

魚
を
育
て
る
森
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に
は
密
接
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
な
か
で
も
、
冷
温
帯
を
代
表
す
る
落
葉
広
葉
樹
林
は
、
こ
の
よ
う
な
機
能
面
で
最
も
優
れ
た

森
林
と
い
わ
れ
、
そ
の
中
を
流
れ
る
河
川
は
ヤ
マ
メ
や
イ
ワ
ナ
な
ど
淡
水
魚
の
生
息
環
境
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
今
は
も

う
特
定
の
川
で
し
か
見
ら
れ
な
い
サ
ケ
、
マ
ス
の
遡
上
、
産
卵
の
た
め
の
環
境
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
。
森
林
の
魚
類
に
果
た

す
役
割
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
河
川
上
流
部
の
森
林
か
ら
く
る
落
葉
の
分
解
さ
れ
た
栄
養
素
を
含
む
水
は
、
沿
岸

部
の
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
豊
か
な
養
分
を
供
給
し
、
魚
類
を
養
い
、
沿
岸
漁
業
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
、

東
北
、
北
海
道
地
方
の
沿
岸
部
で
海
草
が
死
滅
し
、
魚
類
の
繁
殖
、
生
息
環
境
が
損
な
わ
れ
る
「
磯
や
け
（
海
の
砂
漠
化
）
」
と

呼
ば
れ
る
現
象
が
起
き
て
お
り
、
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
海
に
流
れ
込
む
河
川
上
流
部
の
森
林
伐
採
の
影
群
が
考
え
ら
れ
て

米国山林局は河川周辺の樹木を切り倒

し，流れに落として，魚類の生息環境

の改善に取り組んでいる(オレゴン州

シースロー国有林)。

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
沿
岸
漁
民
が
森
林
の
保
謹
や
樋
林
に
積

極
的
に
取
り
組
む
姿
も
見
ら
れ
ま
す
。

森
林
開
発
や
河
川
改
修
に
伴
い
、
渓
畔
林
や
河
畔
林
と
呼
ば

れ
る
河
川
周
辺
に
発
達
す
る
森
林
が
破
壊
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の

姿
が
変
え
ら
れ
る
な
か
で
、
河
川
の
荒
廃
と
と
も
に
魚
類
の
生

息
環
境
も
急
激
に
悪
化
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
自

然
河
川
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
努
力
と
と
も
に
、
周
辺
森
林
の
復

元
再
生
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
鈴
木
和
次
郎
）
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皆
さ
ん
は
、
風
光
明
媚
な
観
光
地
や
国
立
公
園
の
パ
ノ
ラ
マ
的
な
景
色
を
見
て
、
「
な
ん
と
美
し
い
自
然
だ
ろ
う
！
」
と
感
嘆

し
た
こ
と
が
た
び
た
び
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
確
か
に
、
言
葉
ど
お
り
の
自
然
景
観
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
実
際
に
は
「
自
然
の
景
色
」
と
い
う
よ
り
も
な
ん
ら
か
の
人
の
手
が
加
わ
っ
た
「
人
為
景
観
」
で
あ
る
場
合
の
ほ
う

が
多
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
阿
蘇
く
じ
ゅ
う
国
立
公
園
の
草
千
里
ヶ
浜
（
写
真
①
）
は
、
烏
帽
子
岳
の
北
側
に
広
が
る
標
高

二
○
○
届
の
火
口
跡
草
原
で
、
白
い
噴
煙
と
鮮
緑
の
草
原
に
牛
馬
が
の
ん
び
り
と
草
を
は
む
光
景
は
、
阿
蘇
を
代
表
す
る
景

観
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
雄
大
な
景
観
は
、
人
々
が
定
期
的
に
火
入
れ
を
行
い
、
放
牧
し
た
牛
馬
が
草
を
は
む
こ
と
で

保
た
れ
て
い
る
の
で
す
。
も
し
、
ひ
と
た
び
人
々
が
火
入
れ
を
怠
り
、
ま
た
牛
馬
が
草
原
か
ら
姿
を
消
せ
ば
、
こ
の
美
し
い
草

原
は
森
林
へ
と
姿
を
変
え
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
（
写
莫
②
、
低
木
が
か
な
り
侵
入
し
て
い
る
）
。

水
辺
の
景
観
と
紅
葉
・
新
緑
の
マ
ッ
チ
ン
グ
は
、
美
し
い
自
然
景
観
の
代
表
選
手
で
す
．
十
和
田
八
幡
平
国
立
公
園
の
奥
入

瀬
渓
谷
、
こ
の
十
和
田
湖
か
ら
流
れ
出
る
奥
入
瀬
川
が
、
落
葉
広
葉
樹
の
原
生
林
内
を
縫
っ
て
数
多
く
の
滝
や
早
瀬
や
淵
を
織

り
な
す
さ
ま
は
、
わ
が
国
を
代
表
す
る
渓
流
景
観
で
す
○
で
も
、
こ
の
美
し
い
流
れ
は
、
一
定
の
流
量
が
放
出
さ
れ
る
よ
う
に

人
為
的
に
調
整
す
る
こ
と
で
演
出
さ
れ
た
景
観
な
の
で
す
。

日
光
国
立
公
園
の
戦
場
ケ
原
は
標
高
一
四
○
○
鮒
の
湿
原
状
の
高
原
で
、
古
く
は
湖
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
長
い
年
月
を
か

人
や
家
畜
が
つ
く
っ
た
景
色
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①⑧

一
Ｌ

《と

「

一

一

④ 2

け
て
堆
積
物
が
湿
原
を
作
り
出
し
、
さ
ら
に
草
原
に
移
行
し
つ
つ

あ
る
所
で
す
。
そ
し
て
今
で
は
、
湿
原
に
カ
ン
パ
や
モ
ミ
が
侵
入

し
て
お
り
、
遠
か
ら
ず
森
林
に
変
わ
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
（
写

真
⑤
）
。
こ
の
よ
う
な
景
観
の
変
化
は
、
霧
島
屋
久
国
立
公
園
の
え

こ
し
さ

び
の
高
原
で
も
見
ら
れ
ま
す
（
写
真
④
）
。
韓
国
岳
、
白
烏
山
、
甑

岳
に
囲
ま
れ
た
標
高
一
二
○
○
勝
の
こ
の
高
原
は
、
秋
に
一
面
の

す
す
き
野
が
、
噴
煙
の
た
め
に
エ
ビ
色
に
染
ま
る
こ
と
か
ら
名
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
火
山
活
動
の
衰
退
に
伴
い
、

草
原
内
へ
徐
々
に
ア
カ
マ
ッ
の
侵
入
が
は
じ
ま
り
、
四
○
年
前
は

一
面
の
す
す
き
野
だ
っ
た
の
が
、
今
で
は
ア
カ
マ
ッ
林
に
変
貌
し

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
美
し
い
自
然
景
観

は
、
人
々
や
家
畜
の
お
か
げ
で
保
た
れ
た
り
、
人
為
的
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
自
然
に
任
せ
る
と
大
き
く
変
化
し

て
し
ま
う
も
の
な
の
で
す
。
景
観
づ
く
り
を
考
え
る
と
き
、
景
観

の
生
い
立
ち
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
（
香
川
隆
英
）

183人や家粥がつくった於色





Ⅵ
森
か
ら
の
贈
り
物



8ユ
弦
楽
器
の
音
の
源
と
な
る
の
は
弦
の
振
動
で
す
が
、
弦
が
空
気
と
接
す
る
表
面
積
は
非
常
に
小
さ
く
、
弦
自
体
か
ら
は
ほ
と

ん
ど
音
を
放
射
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
主
と
し
て
木
材
で
作
ら
れ
た
響
板
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
弦
の
振
動
を
伝
え
、
そ
の
部
分

を
振
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
気
を
振
動
さ
せ
音
を
出
し
て
い
ま
す
℃
オ
ー
デ
ィ
オ
装
置
で
い
え
ば
ア
ン
プ
・
イ
コ
ラ
イ
ザ

ー
・
ス
ピ
ー
カ
ー
に
当
た
る
役
割
を
響
板
が
受
け
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
達
し
た
ピ
ア
ノ
や
ギ
タ
ー
、
バ
イ
オ
リ
ン
な
ど
の
弦
楽
器
の
騨
板
に
は
、
主
と
し
て
ト
ウ
ヒ
属
の
板
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
ト
ウ
ヒ
属
は
針
葉
樹
と
し
て
は
材
が
均
質
で
粘
り
も
あ
り
、
加
工
し
や
す
く
身
近
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
使
わ

れ
は
じ
め
た
の
で
し
ょ
う
が
、
響
板
と
し
て
欠
か
せ
な
い
優
れ
た
性
質
を
も
っ
て
い
ま
式

響
板
に
は
弦
の
張
力
に
よ
り
、
バ
イ
オ
リ
ン
で
さ
え
何
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
も
の
、
ピ
ア
ノ
で
は
鉄
製
の
枠
の
助
け
も
借
り
て
何

ト
ン
も
の
力
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ト
ウ
ヒ
属
の
材
は
軽
い
わ
り
に
は
強
く
、
ま
た
異
方
性
と
い
う
縦
と
横
で
強
さ
が
異
な
る

性
質
が
大
き
い
た
め
、
弱
い
横
方
向
の
適
所
を
重
点
的
に
補
強
す
る
こ
と
に
よ
り
、
響
板
全
体
の
重
さ
を
あ
ま
り
増
や
さ
ず
に

大
き
な
張
力
に
耐
え
る
強
さ
が
確
保
で
き
る
の
で
す
。

弦
の
振
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
非
常
に
小
さ
い
の
で
、
そ
れ
を
大
き
な
音
に
す
る
た
め
に
共
振
現
象
を
利
用
し
ま
す
。
共
振
状
態

で
は
小
さ
な
力
で
も
大
き
な
振
幅
で
振
動
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
共
振
の
鋭
さ
や
高
さ
と
減
衰
の
よ
う
す
を
決
め
る
の
が
内
部

妙
な
る
調
べ
も
こ
の
板
次
第
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響
板
の
共
振
モ
ー
ド
の
現
れ
方
を
考
え
た
場
合
、
楽
器
は
い
ろ
い
ろ
な
音
程
で
演
奏
さ
れ
る
の
で
、
各
音
程
で
音
量
差
が
少

属
な
い
よ
う
に
音
域
内
に
な
る
べ
く
た
く
さ
ん
の
共
振
ピ
ー
ク
が
あ

繍
洲
帥
噂
鵬
卿
柵
珊
繍
蕊
紺
職
剛
我
雛
鯏
繩
瀧
溌

畿
猟
諺
筒
胤
輔
蹴
蝋
鱸
鰄
綱
剛
繊
脚
灘
織

卿
柵
仙
騨
恥
畿
聯
洲
轆
剛
灘
継
い
Ⅷ
荊
蝿
唾
繩
唾
〈
峠
鮴
鮴
鯏
洲
湖
騨

睦
華
波
数
に
出
現
す
る
は
ず
の
モ
ー
ド
ま
で
が
低
い
周
波
数
域
に
詰
め

縛
胤
罵
鷲
蕊
蕊
溌
灘
饗
脅
蕊
溌

唯”

摩
擦
と
呼
ば
れ
る
特
性
で
、
こ
れ
が
小
さ
い
ほ
ど
音
の
大
き
さ
と
伸
び
が
優
れ
て
い
ま
す
。
ト
ウ
ヒ
属
は
針
葉
樹
の
な
か
で
、

ま
た
広
葉
樹
を
含
め
た
木
材
全
侭
ざ
ら
に
縦
横
方
向
の
平
均
値
で
比
較
し
て
も
、
こ
れ
が
最
も
小
き
い
部
類
に
属
し
て
い
る

の
で
す
。

。
《
Ｕ

へ

Z87妙なる潤べもこの板次輔
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プ
ロ
野
球
を
テ
レ
ビ
で
観
戦
中
に
、
選
手
の
強
振
し
た
バ
ッ
ト
が
折
れ
て
飛
ぶ
シ
ー
ン
を
見
ら
れ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

最
近
、
バ
ッ
ト
が
折
れ
や
す
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
バ
ッ
ト
が
折
れ
や
す
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

原
因
を
実
験
・
調
査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
プ
ロ
野
球
の
バ
ッ
ト
に
は
、
材
質
が
強
靭
で
あ
り
、
打
球
面
が
容
易
に
は
く
離

し
な
い
特
徴
を
も
つ
ア
オ
ダ
モ
材
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
大
部
分
が
北
海
道
で
産
出
さ
れ
ま
す
。

人
工
乾
燥
に
よ
る
急
激
な
乾
燥
が
、
バ
ッ
ト
を
折
れ
や
す
く
す
る
一
因
で
あ
る
と
の
指
摘
が
多
く
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

バ
ッ
ト
材
の
力
学
的
性
質
と
し
て
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
、
衝
撃
的
な
力
が
加
わ
る
と
き
の
ア
オ
ダ
モ
材
の
性
質
を
自
然
乾

燥
材
と
人
工
乾
燥
材
で
比
べ
て
み
ま
し
た
。
実
験
の
結
果
、
人
工
乾
燥
材
と
天
然
乾
燥
材
の
試
験
体
を
破
壊
す
る
の
に
要
す
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
差
が
認
め
ら
れ
蓋
高
温
で
の
極
端
な
乾
燥
を
し
な
い
か
ぎ
り
、
人
工
乾
燥
に
よ
っ
て
耐
衝
撃
性
が
低
下
す
る

こ
と
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
乾
燥
が
進
み
含
水
率
（
木
材
中
の
水
分
量
）
が
低
く
な
る
と
衝
撃
的

な
力
に
対
し
て
粘
り
が
な
く
な
り
、
折
れ
や
す
く
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

最
近
は
、
振
り
や
す
く
反
発
力
の
あ
る
バ
ッ
ト
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
グ
リ
ッ
プ
径
は
細
く
、
ヘ
ッ
ド
径
は
太
く
、
か

つ
軽
量
に
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
経
量
の
バ
ッ
ト
を
製
造
す
る
に
は
、
比
重
の
低
い
材
を
用
い
る
か
、
過
乾
燥
に
し
て
重
量

を
減
ら
す
し
か
な
い
の
で
、
前
述
の
よ
う
に
バ
ッ
ト
の
破
損
に
対
し
て
は
、
き
わ
め
て
危
険
な
方
向
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
さ

飛
ぶ
バ
ッ
ト
の
ア
キ
レ
ス
腱

Z鉛



ら
に
、
細
い
グ
リ
ッ
プ
部
に
は
太
い
グ
リ
ッ
プ
部
よ
り
大
き
な
力
が
か
か
る
の
で
、
グ
リ
ッ
プ
の
細
い
バ
ッ
ト
ほ
ど
破
損
の
確
率

が
高
く
な
り
ま
す
。
選
手
の
バ
ッ
ト
の
重
さ
や
形
状
に
対
す
る
注
文
が
バ
ッ
ト
を
折
れ
や
す
く
す
る
一
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

折
れ
て
飛
ん
だ
バ
ッ
ト
の
破
壊
形
態
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
目
切
れ
に
よ
る
破
壊
（
写
真
上
）
と
脆
性
的
な
破
壊
（
写
真
下
）

に
大
別
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
製
造
時
に
注
意
を
要
す
る
点
で
す
。
繊
維
走
行
が
バ
ッ
ト
の
軸
方
向
に
対
し
て
傾
斜
し
て
い

る
場
合
に
目
切
れ
に
よ
る
破
損
が
起
こ
り
ま
す
。
一
般
に
、
材
軸
と
繊
維
走
行
の
成
す
角
度
が
一
○
度
ず
れ
る
と
衝
撃
吸
収
エ

ネ
ル
ギ
ー
は
二
分
の
一
に
減
少
す
る
の
で
、
目
切
れ
の
あ
る
バ
ッ
ト
は
折
れ
て
飛
ぶ
可
能
性
が
き
わ
め
て
大
き
く
な
り
ま
す
。

！＝

1
毎鞭ー■

缶で＝

バットの破壊形態

上：目切れによる破壊下：脆性的な破壊

目
切
れ
の
な
い
バ
ッ
ト
を
作
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
一
方
、
脆
性
的
な
破

壊
は
、
ア
オ
ダ
モ
材
の
な
か
で
も
年
輪
幅
が
極
端
に
狭
く
、
比
重
が
低
い

材
に
多
く
起
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
材
も
耐
衝
撃
性
に
劣
る
の
で
、
使
用

は
避
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

プ
ロ
野
球
選
手
が
一
人
当
た
り
年
間
五
○
本
の
バ
ッ
ト
を
使
用
す
る
と

し
て
、
お
お
む
ね
年
に
三
万
本
の
バ
ッ
ト
が
消
甜
き
れ
ま
す
。
バ
ッ
ト
の

破
損
を
減
ら
す
に
は
、
使
用
者
の
木
製
バ
ッ
ト
に
対
す
る
理
解
と
製
造
者

の
努
力
が
不
可
欠
と
思
わ
れ
ま
す
。
折
れ
た
バ
ッ
ト
に
よ
る
事
故
な
ど
の

起
こ
ら
な
い
よ
う
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
（
海
老
原
徹
）

IW飛 沙1,のアキレス雌
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木
材
を
張
り
合
わ
せ
た
り
つ
な
い
だ
り
す
る
際
に
、
接
着
剤
が
よ
く
用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
木
材
を
そ
の
ま
ま
で
張
り

合
わ
せ
て
も
く
っ
つ
か
な
い
か
ら
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
加
熱
す
る
と
軟
ら
か
く
な
っ
た
り
（
熱
軟
化
）

融
け
た
り
（
熱
流
動
）
し
、
有
機
溶
剤
に
漬
け
る
と
溶
け
（
溶
液
化
）
て
、
自
由
な
形
に
成
形
加
工
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

木
材
を
加
熱
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
軟
化
や
流
動
は
起
こ
ら
篭
成
分
が
分
解
し
て
可
燃
性
ガ
ス
を
発
生
し
て
燃
焼
し
、
炭
に

な
り
、
さ
ら
に
は
灰
に
な
り
ま
す
。
有
機
溶
剤
に
漬
け
る
と
膨
潤
し
ま
す
が
溶
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
木
材
が

結
晶
構
造
を
も
ち
、
構
成
成
分
が
巨
大
な
高
分
子
で
あ
り
、
成
分
ど
う
し
が
強
く
結
合
し
て
い
る
た
め
で
す
。

木
材
は
水
酸
基
と
い
う
反
応
性
の
高
い
官
能
基
を
多
数
も
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
水
酸
基
に
エ
ス
テ
ル
化
や
エ
ー
テ
ル
化
と
呼

ば
れ
る
化
学
反
応
に
よ
り
、
種
々
の
置
換
基
を
導
入
し
て
木
材
に
新
し
い
性
質
を
付
与
し
よ
う
と
い
う
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
最
近
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
り
木
材
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
性
質
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
付
与
さ
れ
た
熱
軟
化
や
熱
流
動
と
い
っ
た
性
質
を
利
用
し
て
、
接
着
剤
を
用
い
ず
に
木
材
を
く
っ
つ
け
よ
う
と
い

う
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
木
材
の
表
面
だ
け
を
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
化
し
、
加
熱
し
な
が
ら
数
分
間
圧
締
す
れ
ば
、

軟
ら
か
く
な
っ
た
り
融
け
た
り
し
た
表
面
ど
う
し
が
く
っ
つ
く
と
い
う
わ
け
で
す
。
写
真
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
く
っ
つ
け
た

木
材
の
境
界
付
近
の
断
面
の
電
子
顕
微
鏡
写
真
で
す
。
軟
化
し
た
木
材
細
胞
が
圧
締
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
よ
う
に
な
り
、

木
に
竹
を
接
ぐ
よ
、
っ
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
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表面をプラスチック化してくっつけた木材の断面

く
っ
つ
い
た
二
つ
の
木
材
の
境
界
が
、
は
っ
き
り
わ
か
ら
な
い
く

ら
い
に
密
着
し
て
い
る
の
が
見
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
化
き
れ
た
木
材
が
有
機
溶
剤
に
溶
け
る

性
質
を
利
用
し
て
、
接
着
剤
を
作
ろ
う
と
い
う
研
究
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
化
木
材
を
接
着
剤
の
原
料

と
な
る
反
応
性
の
有
機
溶
剤
に
溶
解
し
、
硬
化
剤
、
橋
か
け
剤
と

組
み
合
わ
せ
て
、
市
販
の
接
着
剤
と
類
似
の
接
着
剤
を
作
ろ
う
と

い
う
も
の
で
す
。

こ
れ
ら
に
対
し
、
木
材
を
無
処
理
の
ま
ま
で
有
機
溶
剤
と
と
も

に
高
温
高
圧
下
に
置
く
と
こ
の
溶
剤
に
溶
け
る
こ
と
も
わ
か
り
、

こ
う
し
て
得
た
木
材
の
溶
液
を
硬
化
剤
と
組
み
合
わ
せ
て
接
着
剤

を
作
る
研
究
が
行
わ
れ
、
市
販
の
も
の
と
同
等
の
接
着
性
能
を
も

つ
接
着
剤
が
得
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
接
着
剤
を
用
い
ず
に
木
で
木
を
く
っ
つ
け
よ
う

と
い
う
試
み
が
い
く
つ
か
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
大
越
誠
）

IgZ木に竹を接ぐような諾ではあり堂せん
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黒
い
ス
ギ
と
か
赤
い
ス
ギ
と
い
わ
れ
て
も
、
葉
の
色
で
も
連
う
の
か
な
？
と
思
わ
れ
る
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
実
際

に
は
、
木
の
幹
の
中
の
心
材
と
呼
ば
れ
る
部
分
が
黒
い
か
赤
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
心
材
と
は
髄
近
く
の
す
べ
て
の
細

胞
の
死
ん
だ
部
分
で
、
そ
れ
に
対
し
て
外
側
の
生
き
て
い
る
細
胞
と
死
ん
だ
細
胞
か
ら
成
る
部
分
を
辺
材
と
い
い
、
丸
太
を
輪

切
り
に
す
る
と
見
え
る
中
心
部
の
色
の
や
や
濃
い
部
分
が
心
材
で
す
。
樹
木
の
心
材
色
は
樹
種
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
お
り
、

大
体
は
一
色
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ギ
は
か
な
り
の
変
わ
り
者
で
、
心
材
色
に
赤
と
黒
の
似
て
も
似
つ
か
ぬ
二
通
り
の
も
の
が

く
ろ
じ
ん

あ
る
の
で
す
○
赤
と
い
っ
て
も
ピ
ン
ク
色
か
ら
茶
色
に
近
い
も
の
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
黒
は
正
真
正
銘
の
黒
で
黒
心
と
呼
ば
れ

ま
す
。
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
「
源
平
」
と
呼
ば
れ
重
宝
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ギ
本
来
の
心
材
色
は
赤
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
黒
心
は
一
種
の
異
常
材
で
価
格
も
安
く
な
り
ま
文

心
材
色
の
違
い
は
樹
種
固
有
の
化
学
成
分
や
柔
細
胞
が
死
ぬ
と
き
に
起
き
る
各
種
の
化
学
反
応
に
よ
り
ま
す
が
ゞ
ス
ギ
の
赤

色
に
つ
い
て
は
フ
ェ
ノ
ー
ル
成
分
の
一
つ
で
あ
る
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ス
ギ
レ
ジ
ノ
ー
ル
な
ど
が
関
係
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
黒
色
の
化
学
成
分
に
つ
い
て
は
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
黒
心
は
伐
採
す
る
と
す
ぐ
に
鮮
や
か
な
黒
に
、
そ

し
て
く
す
ん
だ
色
へ
と
刻
々
と
変
化
し
て
い
き
、
反
応
が
速
す
ぎ
て
分
析
を
困
難
に
し
て
い
る
た
め
で
す
。
黒
い
ス
ギ
は
外
観

が
悪
く
嫌
わ
れ
者
で
す
が
、
さ
ら
に
大
き
な
欠
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
水
食
い
材
」
と
呼
ば
れ
る
異
常
に
水
分
量
の
多
い

ジ
ど
お
り
〃
”
、

の
黒
↓
″
ス
ギ

イ
メ
ー

Z蛇



ス
ギ
の
黒
心
は
、
ト
ド
マ
ッ
の
凍
裂
と
同
様
に
近
年
特
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
選
抜
し
た
優
良

な
苗
木
を
用
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
造
林
地
で
予
想
以
上
の
本
数
が
出
現
す
る
傾
向
に
あ
る
た
め
で
す
。
今
、
日
本
で

心
材
に
黒
心
が
多
い
こ
と
で
、
木
材
乾
燥
が
難
し
く
、
割
れ
や
狂
い
が
出
や
す
い
な
ど
利
用
上
も
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。
一
般
に
樹
木
は
辺
材
に
水
分
が
多
く
、
心
材
で
は
少
な
い
の
で
す
が
、
ス
ギ
で
は
本
来
水
分
が
少
な
い
は
ず
の
心
材
に
大

量
の
水
が
た
ま
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
そ
の
よ
う
な
材
は
ほ
と
ん
ど
黒
心
で
式
水
分
異
常
の
原
因
は
バ
ク
テ
リ
ア
や
化
学

成
分
に
よ
る
な
ど
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
水
食
い
材
は
北
海
道
の
ト
ド
マ
ッ
や
中
国
北
方
の
ポ
プ

ラ
類
に
も
多
く
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
黒
心
に
は
な
ら
な
い
も
の
の
欠
季
に
材
が
割
れ
る
凍
裂
（
霜
割
れ
）
と
関
係
し
て
い
る
こ

ラ
類
に
も
多
く
見
ら
れ
、

と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

中心部の色の渡い部分が心材，上

が黒心，下が赤心

は
約
一
○
○
○
万
鯵
の
造
林
地
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
約
四
七
○
万
鯵
が

ス
ギ
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
仮
に
、
た
っ
た
一
％
が
黒
い
ス
ギ
と
し

て
も
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
三
○
○
○
本
の
ス
ギ
が
植
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、

黒
い
ス
ギ
は
一
億
本
以
上
に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
黒
い
ス
ギ
の
出

現
頻
度
に
は
も
ち
ろ
ん
地
域
や
品
種
に
よ
る
差
は
あ
り
ま
す
が
、
心
材

の
異
常
な
水
分
量
と
の
関
係
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の
原
因
や

対
策
に
つ
い
て
今
盛
ん
に
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
平
川
泰
彦
）
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か
ん
難

木
材
に
鉋
を
か
け
る
と
き
、
表
面
を
水
に
ぬ
ら
す
と
き
れ
い
に
仕
上
が
る
こ
と
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
「
で
は
な
ぜ
」
と
い
わ

れ
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
あ
っ
て
単
純
な
答
え
を
出
し
に
く
い
の
で
す
が
、
木
材
の
強
度
や
弾
性
が
木
材
中
の
水
分
の
量

に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と
が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本
題
に
入
る
前
に
、
木
材
中
の
水
分
の
状
態
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
。
立
木
の
と
き
に
は
樹
体
中
に
か
な

り
多
く
の
水
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
辺
材
で
は
、
多
い
と
き
で
含
水
率
（
木
材
の
全
乾
重
量
に
対
す
る
水
分
重
量
の
比
率
）
が

三
○
○
％
以
上
に
も
達
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
へ
実
質
の
重
量
の
三
倍
以
上
の
水
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
す
○
木
材
中
の
水
は
、

大
き
く
分
け
て
自
由
水
と
結
合
水
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
自
由
水
は
道
管
の
孔
な
ど
の
細
胞
内
の
空
間
や
細
胞
間
隙
に
毛
管
力
に

よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
る
水
で
、
細
胞
壁
と
の
結
び
つ
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
膨
潤
・
収
縮
な
ど
の
物
理
的
性
質

や
強
度
・
弾
性
な
ど
の
機
械
的
性
質
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
ま
せ
ん
。
一
方
、
結
合
水
は
細
胞
壁
の
表
面
に
水
素
結
合
な
ど

に
よ
っ
て
多
層
に
く
っ
つ
い
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
結
合
水
が
取
れ
た
り
く
っ
つ
い
た
り
す
る
と
、
木
材
は
収
縮
し
た
り

膨
潤
し
た
り
、
ま
た
強
度
的
に
強
く
な
っ
た
り
弱
く
な
っ
た
り
し
ま
す
○
結
合
水
の
量
は
木
材
の
置
か
れ
て
い
る
周
囲
の
環
境

条
件
に
よ
っ
て
異
な
り
、
湿
度
が
高
く
な
る
と
空
気
中
の
水
分
を
吸
収
し
高
い
含
水
率
に
、
湿
度
が
低
く
な
る
と
材
中
の
結
合

水
が
蒸
発
し
低
い
含
水
率
で
一
定
と
な
り
ま
す
。
木
材
中
が
結
合
水
で
飽
和
さ
れ
、
か
つ
自
由
水
の
な
い
状
態
を
繊
維
飽
和
点

水
が
決
め
手
ｌ
木
材
の
性
質

Z94



（
Ｆ
Ｓ
Ｐ
）
と
い
い
、
こ
の
点
を
境
に
木
材
の
性
質
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
繊
維
飽
和
点
は
ど
の
樹
種
で
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、
一

般
に
二
八
％
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

左
図
は
木
材
の
性
質
と
含
水
率
の
関
係
を
示
し
て
い
ま
す
。
木
材
の
強
度
や
弾
性
率
は
細
胞
壁
の
鉦
や
性
質
に
よ
っ
て
影
騨

さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
繊
維
飽
和
点
以
下
で
は
含
水
率
の
上
昇
と
と
も
に
強
度
や
弾
性
率
は
低
下
し
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
で

は
ほ
と
ん
ど
変
化
し
ま
せ
ん
。
繊
維
飽
和
点
以
下
で
の
含
水
率
一
％
当
た
り
の
強
度
低
減
率
は
縦
圧
縮
強
さ
六
％
、
縦
引
張
り

強
さ
三
％
、
剪
断
強
さ
三
％
、
曲
げ
強
さ
四
％
と
な
っ
て
い
ま
す
℃
ま
た
弾
性
率
の
低
減
は
、
引
張
り
強
さ
な
ど
と
同
様
に
約

五
％
で
す
。
一
方
、
衝
撃
破
壊
す
る
と
き
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
示
さ
れ
る
衝
撃
曲
げ
強
さ
は
含
水
率
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
ま
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せ
ん
。
普
通
の
自
然
乾
燥
状
態
で
は
含
水
率
は
一
五

％
で
す
。
材
を
水
に
ぬ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
繊
維
飽

和
点
ま
で
一
三
％
含
水
率
が
上
昇
す
る
の
で
、
強
度

お
よ
び
弾
性
率
が
か
な
り
低
下
し
ま
す
○
鉋
を
か
け

る
と
き
に
木
材
を
水
で
ぬ
ら
す
効
果
は
、
こ
の
よ
う

な
強
度
や
弾
性
率
を
低
下
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
細

胞
内
の
空
間
に
入
っ
て
い
る
自
由
水
も
関
係
し
て
い

る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
（
三
輪
雄
四
郎
）
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生
き
て
い
る
木
に
と
っ
て
、
水
は
大
切
な
命
の
源
で
す
。
し
か
し
、
木
材
と
し
て
利
用
さ
れ
る
際
に
は
も
は
や
水
は
不
要
な

も
の
と
な
り
、
水
が
あ
る
と
カ
ビ
が
発
生
し
て
変
色
し
た
り
、
虫
に
食
わ
れ
た
Ｉ
腐
る
な
ど
し
て
か
え
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
弊

害
が
生
じ
ま
す
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
木
材
は
自
ら
水
を
放
出
し
て
一
定
の
含
水
率
（
平
衡
含
水
率
）
に
近

づ
い
て
い
く
機
能
を
も
っ
て
い
ま
す
。
平
衡
含
水
率
は
木
材
が
置
か
れ
た
環
境
条
件
（
温
度
、
湿
度
）
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

が
、
い
き
な
り
温
度
の
高
い
乾
い
た
所
に
置
か
れ
れ
ば
、
急
に
乾
燥
し
て
割
れ
や
狂
い
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ｃ
木
材

の
人
工
乾
燥
で
は
こ
の
環
境
条
件
を
適
当
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
木
材
が
早
く
安
全
な
含
水
率
に
達
す
る
の
を
手
助
け
し
て
い

人
工
乾
燥
に
お
い
て
割
れ
や
狂
い
の
防
止
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
す
が
、
こ
こ
で
そ
の
発
生
原
因
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。
割
れ
や
狂
い
が
発
生
す
る
の
は
収
縮
が
材
の
各
部
位
で
違
う
た
め
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
乾
燥
応
力
（
ス
ト
レ
ス
）

が
発
生
す
る
の
が
原
因
で
す
。
表
面
割
れ
は
表
層
部
が
内
部
よ
り
も
先
に
乾
燥
し
て
自
分
だ
け
が
収
縮
し
よ
う
と
す
る
た
め
、

こ
れ
に
抵
抗
す
る
内
部
の
木
材
の
結
束
の
強
さ
に
負
け
て
、
表
層
部
が
破
壊
す
る
現
象
で
す
。
こ
れ
は
人
間
社
会
で
い
え
ば
、

全
体
の
意
向
を
無
視
し
て
自
分
だ
け
が
別
の
行
動
を
し
よ
う
と
し
た
た
め
ス
ト
レ
ス
が
生
じ
て
自
滅
し
た
例
で
す
。
こ
れ
を
防

ぐ
に
は
も
う
少
し
ゆ
っ
く
り
行
動
（
乾
燥
）
す
る
か
、
自
分
自
身
あ
る
い
は
相
手
の
性
格
を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
す
。 水

を
も
っ
て
水
を
制
す
？
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し
か
し
、
木
材
の
も
っ
て
生
ま
れ
た
性
質
は
人
間
と
同
じ
ぐ
ら
い
に
多
様
で
、
こ
れ
は
教
育
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
な
い
だ
け
に

困
り
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
環
境
条
件
を
変
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
乾
燥
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

そ
の
処
方
蕊
は
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

一
般
に
は
、
は
じ
め
は
低
め
の
温
度
で
湿
度
を
高
く
し
、
戸
外
に
お
け
る
よ
り
も
む
し
ろ
ゆ
っ
く
り
と
乾
燥
さ
せ
、
あ
る
程

度
含
水
率
が
下
が
っ
て
き
て
か
ら
徐
々
に
温
度
を
上
げ
、
湿
度
を
低
く
し
て
い
き
ま
す
。
温
度
の
上
昇
に
は
蒸
気
ヒ
ー
タ
ー
や

電
気
ヒ
ー
タ
ー
の
熱
が
使
わ
れ
、
湿
度
を
高
め
る
に
は
生
蒸
気
の
噴
射
や
水
を
霧
状
に
し
て
噴
霧
す
る
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
．
こ
の
ほ
か
木
材
か
ら
蒸
発
し
た
水
蒸
気
を
逃
が
さ
な
い
よ
う
に
し
、
除
湿
す
る
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
方
法
も
あ
り

ま
す
○
い
ず
れ
に
し
て
も
木
材
の
周
り
を
い
つ
も
適
度
な
水
蒸
気
で
取
り
囲
み
、
こ
れ
が
割
れ
を
防
ぐ
バ
リ
ア
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
木
に
は
ス
ト
レ
ス
を
自
分
で
解
消
す
る
の
が
上
手
な
木
と
、
逆
に
下
手
で
一
本
気
な
木
と
が
あ
り
ま
す
。
前
者

に
は
ヒ
ノ
キ
、
ケ
ヤ
キ
、
ブ
ナ
、
カ
ン
パ
な
ど
が
あ
り
、
後
者
に
は
ス
ギ
、
カ
シ
類
や
ラ
ミ
ン
な
ど
何
種
類
か
の
南
方
産
広
葉

樹
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
な
ん
と
な
く
木
材
の
価
格
や
人
気
と
関
係
が
あ
り
そ
う
に
も
思
え
ま
す
。
木
が
ス
ト
レ

ス
を
解
消
す
る
能
力
に
つ
い
て
は
、
科
学
的
に
は
ク
リ
ー
プ
や
粘
弾
性
と
い
わ
れ
る
分
野
で
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
現

在
の
と
こ
ろ
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
木
材
社
会
に
あ
っ
て
も
ス
ト
レ
ス
は
や
は
り
難
し
い
問
題
の

よ
う
で
、
こ
の
難
病
を
う
ま
く
解
決
す
る
こ
と
が
木
材
乾
燥
の
極
意
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
久
田
卓
輿
）

Z97水をもって水を制す？
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木
製
の
壁
や
床
な
ど
に
、
手
や
足
が
触
っ
た
と
き
に
感
じ
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
冷
た
く
も
な
く
温
か
く
も

な
い
穏
や
か
な
ぬ
く
も
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
物
に
触
っ
た
と
き
に
感
じ
る
温
か
さ
や
冷
た
さ
、
す
な
わ
ち
接
触
温
冷
感

は
、
触
っ
た
表
面
の
温
度
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
表
面
温
度
は
何
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
し
ょ
う
か
。
熱

は
発
熱
体
で
あ
る
人
体
か
ら
触
っ
た
物
へ
伝
わ
り
ま
す
。
熱
の
伝
わ
り
方
の
速
い
物
ほ
ど
、
熱
は
速
く
広
が
っ
て
し
ま
い
ま
す

か
ら
、
触
っ
て
い
る
部
分
の
温
度
は
上
が
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
熱
伝
導
率
の
大
き
い
物
ほ
ど
、
冷
た
く
感
じ
る
と
い
う
わ
け

で
す
。
図
①
は
、
木
材
に
触
っ
た
と
き
の
温
冷
感
と
木
材
の
熱
伝
導
率
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
す
。
熱
伝
導
率
の
大
き
い
重

い
木
材
ほ
ど
接
触
温
冷
感
が
低
い
、
す
な
わ
ち
冷
た
く
感
じ
る
こ
と
を
こ
の
図
は
示
し
て
い
ま
式

と
こ
ろ
で
、
日
常
経
験
す
る
接
触
温
冷
感
に
は
、
床
の
上
を
歩
い
た
り
、
戸
の
開
け
閉
め
な
ど
で
建
具
に
触
っ
た
と
き
に
感

じ
る
よ
う
な
瞬
間
的
な
接
触
温
冷
感
も
あ
れ
ば
、
床
に
座
っ
た
り
、
机
に
向
か
っ
て
手
を
つ
い
て
い
る
と
き
に
感
じ
る
よ
う
な

持
続
的
な
接
触
温
冷
感
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
接
触
温
冷
感
は
一
つ
の
評
価
指
標
だ
け
で
は
表
し
き
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
接
触
面
を
通
し
て
人
体
か
ら
流
れ
出
る
熱
量
に
相
当
す
る
熱
流
量
を
模
擬
足
を
使
っ
て
測
定
し
、
接
触
直
後
の
最
大
熱
流

量
と
接
触
し
て
か
ら
一
○
分
後
の
熱
流
量
を
指
標
と
し
て
、
木
材
と
い
ろ
い
ろ
な
材
料
を
比
較
し
た
も
の
が
図
②
で
す
。
こ
の

図
の
下
の
ほ
う
に
あ
る
物
ほ
ど
、
触
っ
た
瞬
間
に
温
か
く
感
じ
る
材
料
で
あ
り
、
ま
た
左
に
あ
る
物
ほ
ど
、
持
続
的
に
接
触
し

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
演
出
す
る
木
の
ぬ
く
も
り

Z"
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いずれも厚さ20禰のﾐスﾅﾗ材に対する相丸瓶

A:石綿ボードS:石綿スレート板

G:石膏ボードW:ウールカーペット

P:パーライトボード岼:ﾁﾊヵｰぺｯﾄ+ﾌｪﾙﾄ

(末吉修三ら：｢木材学会誌｣33(5),1987)

垂
、
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0.10.515

熱伝導率[cal/(cm.s・℃)]

①木材の熱伝導率と接触温冷嬢

の関係（縦軸の1目盛りが心理

尺度差1に対応する）

(佐道健：「木質環境の科学｣，

山田正編海青社,1987)

て
い
る
状
態
で
温
か
く
感
じ
る
材
料
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
瞬
間
的
な
接
触
温
冷
感
と
持
続
的
に
接
触
し
て

い
る
と
き
の
温
冷
感
を
指
標
と
し
て
、
住
宅
の
内
装
材
や
家
具

の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
こ
と
は
、
居
住
性
の
向
上
を
図
る
う
え

で
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ス
チ
ー
ル
製
机
の
人
の

手
や
足
が
触
れ
る
部
分
を
木
で
仕
上
げ
る
と
、
木
の
ぬ
く
も
り

を
そ
の
机
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
地
方
に
よ
っ

て
異
な
る
の
で
一
概
に
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
冬
期
の
木
の
床
は

決
し
て
温
か
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
特
に
、
高
齢
者
に
と
っ
て

足
裏
の
急
激
な
冷
え
は
禁
物
で
す
。
木
の
床
の
床
暖
房
は
、
人

体
か
ら
瞬
間
的
に
奪
わ
れ
る
熱
を
減
ら
し
て
く
れ
ま
す
か
ら
、

健
康
で
快
適
な
居
住
環
境
を
実
現
す
る
う
え
で
効
果
的
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
木
の
ぬ
く
も
り
を
積
極
的
に
作
り
出
し
て
い

く
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
（
末
吉
修
三
）

Z99アットホームを減出する木のぬくもり
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重
さ
も
増
え
る
か
ら
で
す
。

巨
大
な
ド
ー
ム
の
構
法
に
は
、
空
気
膜
、
鉄
骨
、
木
造
の
三
つ
が
あ
り
、
コ
ス
ト
的
に
は
空
気
膜
と
木
造
が
有
利
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
建
築
と
い
う
行
為
は
、
重
力
に
逆
ら
う
行
為
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
建
物
の
空
間
を
大
き
く
し
て
い
く
と
、
材
料

が
自
分
の
重
量
を
支
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
．
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
は
で
き
な
い
ド
ー
ム
が
木
で
で
き
る
」
の

は
、
「
木
製
飛
行
機
は
飛
ぶ
が
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
飛
行
機
は
飛
ば
な
い
」
理
屈
と
同
じ
で
す
。
つ
ま
り
、
軽
く
て
強
い
材
料
を
使

う
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
木
造
ド
ー
ム
が
有
利
な
秘
密
は
、
木
が
軽
く
て
強
い
材
料
で
あ
る
か
ら
で
す
。

材
料
が
ど
の
程
度
「
軽
く
て
強
い
」
か
を
調
べ
る
に
は
、
材
料
の
一
端
を
つ
か
ん
で
つ
る
し
て
み
る
と
わ
か
り
ま
す
。
つ
る

す
長
さ
を
伸
ば
し
て
い
く
と
、
必
ず
あ
る
長
さ
で
ち
ぎ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
重
さ
に
耐
え
き
れ
な
い
限
界
の

長
さ
が
あ
る
の
で
す
。
材
料
を
太
く
し
て
も
こ
の
長
さ
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
太
く
す
れ
ば
強
く
は
な
り
ま
す
が
、
そ
の
分
だ
け

れ
ま
し
た
。

「
木
で
ド
ー
ム
球
場
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
ら
、
た
い
て
い
の
人
は
「
ほ
ん
と
う
に
造
れ
る
の
？
」
『
だ
い
じ
よ
う
ぶ
な
の
？
」

と
疑
問
に
思
う
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
答
え
は
「
ほ
ん
と
う
」
で
あ
り
「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
」
な
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ

に
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
木
造
ド
ー
ム
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
も
出
雲
市
に
直
径
一
四
○
脚
の
も
く
も
く
ド
ー
ム
が
建
て
ら

お
す
す
め
／
木
の
ド
ー
ム
球
場

"0



木
材
の
こ
の
限
界
の
長
さ
は
、
ス
ギ
の
場
合
で
二
三
○
○
綴
、
建
築
用
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
規
格
の
鉄
で
五
八
○
腕
で
す
。

た
だ
し
、
実
際
の
設
計
で
は
余
裕
の
あ
る
使
い
方
が
必
要
で
す
。
欠
点
や
強
度
の
バ
ラ
ツ
キ
を
考
え
た
設
計
用
の
強
度
を
埜
準

に
す
る
と
、
ス
ギ
は
二
四
○
肘
、
鉄
は
三
○
○
脚
と
な
り
ま
す
。

ス
ギ
の
二
つ
の
値
を
比
べ
て
み
る
と
、
木
材
は
欠
点
（
節
な
ど
）
の
た
め
に
か
な
り
弱
く
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ

ー

ごマ

識 璽

"rおすすめ’木のドーム球泌
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校
倉
造
り
は
、
木
材
を
横
に
し
て
井
桁
の
よ
う
に
組
み
上
げ
、
建
物
の
壁
と
し
、
そ
の
上
に
屋
根
を
架
け
た
建
築
物
を
い
い

あ
ぜ

ま
す
。
「
校
倉
」
の
語
源
は
、
横
に
積
ん
だ
木
（
校
木
…
…
あ
ぜ
き
）
が
隅
角
部
で
交
差
し
た
状
態
が
田
の
畦
に
似
て
い
る
こ
と

か
ら
き
て
い
る
と
い
う
の
が
定
説
の
よ
う
で
す
が
、
ア
ゼ
は
ア
ワ
セ
（
為
交
）
と
か
、
交
の
義
で
、
木
を
打
ち
違
え
て
造
る
意

味
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
校
倉
造
り
の
起
源
を
北
欧
と
し
て
、
東
側
は
北
欧
↓
中
欧
↓
東
欧
↓
ソ
連
↓
中
国
↓
日
本
へ
と

伝
え
ら
れ
、
西
で
は
新
大
陸
の
発
見
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
移
住
者
が
北
米
へ
伝
え
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
わ
が
国
で
は

雄
略
天
皇
（
西
暦
四
五
○
～
八
○
年
）
の
宮
殿
が
「
朝
倉
の
木
の
丸
殿
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
が
日
本
書
紀
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、

「
朝
倉
」
は
「
あ
ぜ
く
ら
」
の
転
化
し
た
も
の
と
か
「
木
の
丸
殿
」
は
丸
木
で
造
ら
れ
て
い
た
と
容
易
に
判
断
で
き
ま
す
か
ら
、

日
本
で
も
か
な
り
古
く
か
ら
校
倉
造
り
の
建
物
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
ま
す
。
中
国
で
も
伝
播
経
路
は
と
も
か

く
、
紀
元
前
一
世
紀
に
は
こ
れ
に
似
た
も
の
が
存
在
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
伝
播
経
路
や
源
流
に
特
定
の
説
が

あ
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
、
石
や
レ
ン
ガ
造
り
に
よ
る
組
積
造
が
そ
の
地
域
の
状
況
で
発
生
し
た
場
合
と
同
様
に
、
寒
冷
地

で
、
木
材
資
源
の
豊
富
な
所
に
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
た
も
の
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

校
倉
造
り
は
、
東
大
寺
の
正
倉
院
や
唐
招
提
寺
の
宝
蔵
経
蔵
な
ど
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

校
木
の
断
面
は
、
台
形
や
三
角
形
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
図
①
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
部
の
例
外
を
除
い
て
六
角
形
ま
た
は

古
代
の
建
築
デ
ザ
イ
ン
大
賞

”2



五
角
形
の
も
の
が
多
く
、
三
角
形
の
頂
点
が
外
部
に
、
底
辺
が
室
内
側
に
な
る
よ
う
に
構
築
さ
れ
て
い
る
点
が
世
界
の
ほ
か
の

地
域
に
例
を
見
な
い
、
日
本
独
特
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
す
○
飯
塚
五
郎
蔵
博
士
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
①

宗
教
的
な
潔
癖
さ
、
②
実
用
面
か
ら
内
部
に
平
滑
な
壁
を
確
保
、
③
稜
木
相
互
の
接
触
面
を
施
工
上
の
理
由
か
ら
少
な
く
す
る
《

④
環
境
を
配
慮
し
た
三
角
形
の
稜
の
ル
ー
バ
ー
効
果
⑤
経
済
的
理
由
か
ら
丸
太
を
放
射
状
に
割
っ
て
使
用
し
た
、
な
ど
を
推

工

論
し
て
い
ま
す
。
明
治
の
初
期
に
は
北
海
道
で
屯
田
兵
の
兵
舎
、
学
校
、

蝿
罰
》
口
掛
ゞ
薑
に
こ
の
構
蓋
わ
れ
て
い
た
貢
て
ぃ
妻
し
か
し

北
心

校
倉
造
り
が
あ
ま
り
定
着
し
な
か
っ
た
の
は
、
わ
が
国
に
は
昔
か
ら
高
度

Ｃ

頭
倒
諭
山
》
》
門
川
Ｈ
Ⅱ
】
率
》
最
近
、
重
厚
な
た
た
ず
ま
い
、
木
の
ぬ
く
も
り
、
性
能
的
に
も
気
密
性

な
木
造
建
築
技
術
が
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

日
断

沌
癖
を
良
く
し
た
こ
と
、
生
活
に
ゆ
と
り
が
も
て
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど

噸
矧
鴛
鴬
ゞ
ら
こ
の
構
薑
誉
た
れ
て
ぃ
菱
す
．
蝿
獅
幽
・
莚
輸
”

露

媚
東
れ

翻
郊
の
見
返
り
で
輸
入
さ
れ
た
も
の
に
は
じ
ま
り
、
今
で
は
国
産
針
葉
樹
を
加

ら

６
１
１
見

雪
直
‐
《
芒
権
昊
皇
杲
鬘
；
晉
総
噂
講

７

１
銅
》
（
ｎ
Ｗ
（
い
〕
幟
》
断
面
は
図
②
に
示
す
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。

９
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子
供
の
こ
ろ
、
蔵
の
入
口
に
道
具
箱
が
あ
り
、
そ
の
中
に
柄
も
鉄
で
で
き
て
い
る
金
槌
が
あ
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。

頭
の
部
分
の
片
方
は
釘
が
抜
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
し
、
柄
の
手
元
の
ほ
う
で
も
釘
が
抜
け
る
し
、
こ
じ
っ
て
箱
を
開
け
た

り
も
で
き
る
、
き
わ
め
て
便
利
で
、
当
時
と
し
て
は
ア
イ
デ
ア
商
品
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
使
い
勝
手
は
き
わ
め
て

味
気
な
い
も
の
で
、
重
た
く
、
冷
た
く
、
し
か
も
ま
れ
に
し
か
使
わ
な
い
の
で
錆
び
て
い
て
、
使
っ
た
後
は
し
ば
ら
く
鉄
の
に

お
い
が
手
に
し
み
込
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。

げ
ん
の
う

金
槌
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
瓦
屋
槌
ブ
リ
キ
屋
槌
角
箱
槌
、
丸
箱
槌
両
口
玄
翁
唐
八
角
玄
翁
先
切
り
槌
両
口

あ
さ
り
槌
、
丸
刃
槌
、
唐
紙
槌
両
口
ハ
ン
マ
ー
等
々
、
さ
ら
に
各
種
に
大
・
中
・
小
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
柄
に
使
わ
れ

て
い
る
木
材
は
、
ほ
と
ん
ど
カ
シ
で
あ
る
と
い
っ
て
ま
ず
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
木
材
が
使
わ
れ
る
の
か
は
、
先
に
述

べ
た
こ
と
で
も
わ
か
り
ま
す
。
日
曜
大
工
が
盛
ん
な
近
ご
ろ
で
は
、
素
人
で
も
か
な
り
神
経
を
使
う
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
ま

し
て
大
工
さ
ん
、
石
屋
さ
ん
、
ブ
リ
キ
屋
さ
ん
、
土
建
屋
さ
ん
な
ど
プ
ロ
に
と
っ
て
は
、
頭
と
柄
木
と
の
重
さ
の
バ
ラ
ン
ス
、

握
り
具
合
い
、
強
さ
、
手
に
伝
わ
る
シ
ョ
ッ
ク
を
人
一
倍
気
に
す
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
適
性
を
兼
ね
備
え
て
い
る
も
の
は
、

今
日
で
も
数
種
の
木
材
（
シ
ラ
カ
シ
、
イ
チ
イ
ガ
シ
、
ア
カ
ガ
シ
、
ツ
ゲ
）
に
限
ら
れ
ま
す
。
単
に
疲
れ
る
と
か
、
重
た
い
と

か
の
理
由
だ
け
で
は
な
く
て
、
大
工
の
棟
領
と
も
な
れ
ば
木
柄
の
握
り
部
分
が
手
指
の
形
に
す
り
減
っ
て
い
る
く
ら
い
年
期
の

″
カ
ネ
〃

か
な
づ
ち

よ
り
柄
が
大
事
な
金
槌

"4



入
っ
た
も
の
を
大
事
に
使
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
金
槌
や
玄
翁
の
柄
に
は
か
な
り
の
力
が
加
わ
る
た
め
、
シ
ラ
カ
シ
の
よ
う

に
強
く
て
靭
性
が
あ
り
、
折
れ
に
く
い
樹
種
が
選
ば
れ
ま
す
。
唐
紙
槌
（
表
具
屋
用
）
に
は
、
槌
の
頭
に
は
割
れ
に
く
い
シ
う

て
か
ぎ

カ
シ
や
ア
カ
ガ
シ
を
用
い
、
柄
に
は
頭
よ
り
軽
い
ホ
オ
ノ
キ
が
使
わ
れ
ま
す
。
特
に
ホ
オ
ノ
キ
は
短
い
手
鈎
の
柄
や
包
丁
の
柄

用
に
も
好
ん
で
用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
手
当
た
り
が
柔
ら
か
く
、
長
時
間
使
用
し
て
も
手
に
マ
メ
が
で
き
に
く
い
利
点
が
あ

る
と
い
わ
れ
ま
す
。
手
鈎
に
も
い
ろ
い
ろ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
畳
屋
が
使
う
手
鈎
は
昔
か
ら
サ
ク
ラ
、
袋
用
の
だ
る
ま
鈎

2妬．カネ‘より柄が大事な金槌
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タ
ン
ニ
ン
は
植
物
界
に
広
く
分
布
す
る
フ
ェ
ノ
ー
ル
物
質
で
、
な
め
し
剤
、
染
料
、
生
薬
と
し
て
古
く
か
ら
利
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
最
近
の
研
究
に
よ
り
タ
ン
ー
ラ
に
は
、
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
の
増
殖
を
防
ぐ
効
果
が
あ
る
こ
と
や
抗
腫
瘍
作
用
が
あ
る

こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
タ
ン
ニ
ン
は
人
間
に
と
っ
て
利
用
価
値
の
高
い
、
将
来
有
望
な
物
質
で

す
が
、
樹
木
自
身
に
と
っ
て
も
環
境
か
ら
の
ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
生
体
防
御
と
い
う
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
ス
ト
レ
ス
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
草
食
動
物
や
昆
虫
に
よ
る
摂
食
や
病
原
菌
に
よ
る
感
染
な
ど
の
生
物

的
要
因
に
よ
る
も
の
、
お
よ
び
紫
外
線
、
酸
素
、
低
温
、
栄
養
欠
乏
な
ど
の
非
生
物
的
要
因
に
よ
る
も
の
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
．

オ
ー
ク
（
曾
駒
、
。
畠
『
・
言
、
）
の
葉
は
春
に
は
昆
虫
に
よ
る
激
し
い
摂
食
を
受
け
ま
す
が
、
六
月
中
旬
以
降
は
ほ
と
ん
ど
摂
食

さ
れ
ま
せ
ん
。
オ
ー
ク
葉
の
タ
ン
ニ
ン
含
量
は
六
月
以
降
に
増
加
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
タ
ン
ニ
ン
の
生
成
に
よ
っ
て

葉
の
細
胞
構
造
が
変
化
し
て
組
織
構
造
が
密
に
な
る
た
め
、
摂
食
が
抑
制
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ワ
タ
の
各

系
統
に
お
け
る
葉
の
タ
ン
ニ
ン
含
有
量
と
ダ
ニ
耐
性
に
つ
い
て
も
同
様
の
関
係
が
見
ら
れ
、
抵
抗
性
と
タ
ン
ニ
ン
含
有
量
と
の

間
に
は
正
の
相
関
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
表
①
）
。

植
物
が
病
原
菌
の
感
染
を
受
け
る
と
、
細
胞
壁
に
新
し
く
フ
ェ
ノ
ー
ル
物
質
が
生
成
す
る
こ
と
が
多
く
の
植
物
体
で
観
察
さ

れ
て
い
ま
す
。
病
原
菌
に
対
す
る
抵
抗
性
は
、
こ
れ
ら
の
フ
ェ
ノ
ー
ル
物
質
が
防
壁
と
な
っ
て
菌
の
進
展
を
抑
え
る
こ
と
に
よ

人
に
も
効
く
？
樹
木
の
白
血
球

2妬



①ワタの各系統のダニ(Tetranychusulticae)
耐性とタンニン含有量

っ
て
発
現
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
病
原
菌
に
対
す
る
ブ
ナ
の
抵
抗
性
種
と
感
受
性
種
の
樹
皮
中
の
フ
ェ

ノ
ー
ル
含
量
を
比
較
す
る
と
、
健
全
体
で
は
等
し
い
含
有
量
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
菌
が
感
染
し
た
場
合
に
は
抵
抗
性
種

の
ほ
う
が
フ
ェ
ノ
ー
ル
含
量
が
高
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
材
の
黒
変
を
起
こ
す
バ
ク
テ
リ
ア
に
感
染
し
た
ヤ
ナ
ギ
で
は
、
タ
ン

ニ
ン
の
前
駆
物
質
で
あ
る
カ
テ
キ
ン
の
含
有
量
が
増
大
し
ま
す
（
表
②
）
。
こ
れ
ら
の
病
原
菌
に
対
す
る
抵
抗
性
の
差
は
、
タ
ン

ニ
ン
や
リ
グ
ニ
ン
な
ど
の
フ
ェ
ノ
ー
ル
物
質
合
成
酵
素
の
活
性
が
菌
の
感
染
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
程
度
の
差
に
起
因
す
る
と

葉の相対的タンニ

ン含有量

6

225

34．6

46．0

系統 耐性

Tx401

Des24

Tx254

Tx1124

強感受性

感受性

抵抗性

強抵抗性

②バクテリアに感染したヤナギ材19中のフェ
ノール物質含有量

試料

健全材

被害材

健全材

被害材

フェノール化合物 含有量("g)

131.0

63．0

217．0

5320

フロログルシノール

カテキン

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

タ
ン
ニ
ン
は
四
○
～
三
二
○
臆
の
紫
外
線
を
吸
収
す
る
性
質
を
も
ち
、

樹
木
細
胞
中
の
タ
ン
パ
ク
質
や
核
酸
の
紫
外
線
に
よ
る
損
傷
を
防
ぐ
作

用
も
も
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
ラ
ジ
カ
ル
捕
捉
能
に
よ
Ⅲ
ス
ト

レ
ス
に
よ
っ
て
生
じ
た
活
性
酸
素
に
よ
る
生
体
成
分
の
変
質
を
抑
え
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
タ
ン
ニ
ン
は
樹
木
の
白
血
球
と
も
い
う
べ
き
、
き
わ

め
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
防
御
機
構
の
詳
細
に

つ
い
て
は
未
知
な
部
分
も
多
く
、
今
後
の
研
究
に
よ
る
解
明
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。
（
大
原
誠
資
）

卯7人にも効く？樹木の白血球
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近
年
、
家
屋
内
の
ダ
ニ
の
大
通
発
生
が
ぜ
ん
そ
く
な
ど
の
深
刻
な
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
を
引
き
起
こ
し
、
社
会
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
主
と
し
て
ヤ
ケ
ヒ
ョ
ウ
ヒ
ダ
ニ
、
コ
ナ
ヒ
ョ
ウ
ヒ
ダ
ニ
、
ケ
ナ
ガ
コ
ナ
ダ
ニ
と
呼
ば
れ
る
三
種
の
ダ
ニ
に
よ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ダ
ニ
は
体
長
○
・
三
～
○
・
四
ミ
リ
で
、
昆
虫
の
よ
う
に
頭
、
胸
、
腹
に
分
か
れ
る
こ
と
な
く
全
体
が
ひ
と
か
た
ま
り
と

な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
家
の
中
の
ダ
ニ
が
増
加
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
大
き
な
理
由
と
し
て
、
木
造
住
宅
か
ら
コ
ン

ク
リ
ー
ト
住
宅
へ
の
移
行
に
よ
る
家
屋
内
の
温
・
湿
度
の
上
昇
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
三
種
の
ダ
ニ
の
最
適
生
育
環
境
は
、

相
対
湿
度
約
七
○
～
九
○
％
、
温
度
約
二
五
～
二
八
℃
で
あ
り
、
建
築
様
式
や
生
活
様
式
の
変
化
に
よ
る
家
の
中
の
温
・
湿
度
、

と
り
わ
け
湿
度
の
上
昇
が
ダ
ニ
の
増
加
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

実
際
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
集
合
住
宅
に
住
み
、
ダ
ニ
の
害
に
悩
ん
で
い
る
家
庭
に
お
い
て
、
ダ
ニ
の
生
息
に
通
し
た
淵
・

湿
度
環
境
を
作
る
畳
お
よ
び
カ
ー
ぺ
ッ
ト
の
床
か
ら
、
ナ
ラ
材
を
主
体
と
し
た
「
木
の
床
」
に
改
装
す
る
こ
と
に
よ
り
ダ
ニ
数

が
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か
、
埼
玉
県
衛
生
研
究
所
の
高
岡
科
長
ら
と
実
験
し
ま
し
た
。
こ
の
家
族
は
五
人
全
員
が
か
ゆ
み
症

状
を
訴
え
て
お
り
、
改
装
前
の
床
上
の
ダ
ニ
数
は
一
○
四
匹
（
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
呪
八
、
九
月
の
平
均
）
で
あ
り
ま
し
た

が
、
「
木
の
床
」
へ
の
改
装
後
、
翌
年
の
同
時
期
の
ダ
ニ
数
は
平
均
二
三
匹
に
減
少
し
（
図
）
、
ダ
ニ
の
害
も
解
消
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
「
木
の
床
」
へ
の
改
装
に
よ
っ
て
、
ダ
ニ
の
数
が
減
少
し
、
そ
の
害
も
解
消
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

家
庭
の

″
ダ
テ

を
追
い
出
す
妙
手

玖鴻



こ
れ
は
「
木
の
床
」
が
、
物
理
的
に
ダ
ニ
の
繁
殖
に
適
さ
な
い
と
い
う
点
や
、
床
上
に
お
け
る
湿
度
の
低
下
な
ど
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
さ
ら
に
、
木
材
の
微
量
成
分
に
も
注
目
し
て
実
験
し
て
み
ま
し
た
。
建
材
と
し
て
よ
く

用
い
ら
れ
る
七
種
の
木
材
の
鋸
く
ず
を
作
Ⅲ
そ
れ
を
培
地
に
混
ぜ
て
ヒ
ョ
ウ
ヒ
ダ
ニ
を
飼
育
し
、
そ
の
繁
殖
状
態
を
調
べ
た

と
こ
ろ
、
樹
種
に
よ
っ
て
繁
殖
抑
制
効
果
が
異
な
り
、
ヒ
ノ
キ
、
ベ
イ
マ
ッ
、
ベ
イ
ス
ギ
な
ど
が
強
い
効
果
を
示
す
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
樹
木
の
葉
か
ら
精
油
を
抽
出
し
、
そ
の
精
油
の
揮
発
成
分
が
ダ
ニ
の
行
動
に
及
ぼ
す
効

果
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
樹
種
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
は
大
き
く
異
な
り
、
ユ
ー
カ
リ
属
、
ク
ロ
ベ
属
が
強
い
抑
制
効
果
を

↑
》

の
上

碓
ナ

》
て
．

一
一忍

匹４０１

100

：
０５

ダ
ニ
数
（
匹
／
旅
）

~司
ヤ
ケ
ヒ
ョ
ウ
ヒ
ダ
ニ

0

改装前 改装後

｢木の床」への改装によるダニ数の減少
(高岡，高野，宮崎1985の図を改変）

は
大
き
く
異
な
り
、
ユ
ー
カ
リ
属
、
ク
ロ
ベ
属
が
強
い
抑
制
効
果
を

も
つ
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
「
木
の
床
」
は
ダ
ニ
に
対
し

て
、
物
理
面
お
よ
び
化
学
面
の
両
面
か
ら
効
果
が
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
ま
し
た
。

室
内
の
ほ
こ
り
に
よ
る
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
（
気
管
支
ぜ
ん
そ
く
、

鼻
炎
、
皮
膚
炎
）
の
五
○
～
九
○
％
に
ダ
ニ
が
関
与
し
て
い
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
ダ
ニ
の
生
息
数
が
少
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
優
れ

た
湿
度
調
節
、
肌
ざ
わ
り
の
良
さ
、
香
り
の
良
い
微
量
成
分
の
放
出

な
ど
の
理
由
か
ら
、
「
木
の
床
」
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
密
室
型
家
屋
の
床

材
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
宮
崎
良
文
）

209家鹿の、ダニ〃を通い出す妙孑
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ま
き
え

「
ウ
ル
シ
」
と
聞
け
ば
、
あ
の
華
麗
な
蒔
絵
の
漆
器
を
思
い
浮
か
べ
る
と
同
時
に
、
ウ
ル
シ
の
木
に
よ
る
カ
ブ
レ
を
思
い
起
こ

し
ま
す
。
秋
の
野
山
で
、
こ
の
ウ
ル
シ
の
仲
間
た
ち
は
美
し
い
紅
葉
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
が
、
彼
ら
（
ヤ
マ
ウ
ル
シ
、
ツ

タ
ウ
ル
シ
、
ハ
ゼ
ノ
キ
な
ど
）
は
、
ウ
ル
シ
オ
ー
ル
と
い
う
カ
テ
コ
ー
ル
の
誘
導
体
を
分
泌
し
て
自
分
自
身
を
守
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
こ
の
ウ
ル
シ
オ
ー
ル
が
カ
ブ
レ
の
原
因
（
ア
レ
ル
ゲ
ン
）
で
あ
る
こ
と
が
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
人
が
ウ
ル
シ
オ
ー
ル
に
接
触
し
た
と
き
に
カ
ブ
レ
の
程
度
が
人
に
よ
り
著
し
く
異
な
る
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
ウ
ル

は

シ
に
限
ら
ず
、
刺
激
性
の
物
質
に
触
れ
る
と
発
赤
、
腫
れ
、
発
熱
な
ど
が
一
過
性
に
生
じ
ま
す
が
、
大
量
に
接
触
し
た
り
、
繰

り
返
し
接
触
し
た
り
す
る
と
ア
レ
ル
ギ
ー
性
の
カ
ブ
レ
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
汗
を
か
い
た
皮
膚
は
酸
性
状
態
に
な
り
、
酵
素

が
活
性
化
さ
れ
る
た
め
に
ア
レ
ル
ゲ
ン
が
よ
り
刺
激
性
の
物
髄
へ
と
化
学
的
に
変
化
し
て
、
ア
レ
ル
ギ
ー
性
の
カ
ブ
レ
に
移
行

し
や
す
く
な
る
の
で
、
特
に
過
敏
体
質
の
人
は
夏
が
要
注
意
で
す
℃

ア
レ
ル
ギ
ー
性
カ
ブ
レ
は
人
体
の
免
疫
機
織
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
ま
す
．
ア
レ
ル
ゲ
ン
や
病
原
体
が
侵
入
す
る
と
、
そ

の
異
物
（
抗
原
）
を
皮
膚
の
番
人
た
ち
（
ラ
ン
ゲ
ル
ハ
ン
ス
細
胞
や
マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
）
が
処
理
消
化
し
て
、
抗
原
性
（
抗
体

を
作
る
原
因
と
な
る
性
質
）
を
失
わ
せ
ま
す
（
図
）
。
と
こ
ろ
が
、
抗
原
性
が
強
い
と
き
や
た
び
た
び
侵
入
し
た
と
き
に
は
、
処

理
を
免
れ
た
抗
原
は
、
免
疫
応
答
に
基
づ
い
て
リ
ン
パ
球
（
Ｔ
、
Ｂ
細
胞
）
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
ま
す
。

た
ま
ら
な
い
カ
ユ
サ
の
正
体

2ZO



す
な
わ
ち
、
マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
は
細
胞
膜
表
面
に
抗
原
の
特
徴
を
記
録
し
た
抗
原
提
供
細
胞
と
な
り
、
Ｔ
細
胞
は
そ
の
抗
原

情
報
を
読
み
取
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
細
胞
に
分
裂
増
殖
し
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
集
団
に
感
作
Ｔ
細
胞
（
ア

レ
ル
ゲ
ン
情
報
を
蓄
え
て
お
く
記
憶
細
胞
と
、
体
内
を
血
液
に
乗
っ
て
循
環
し
ア
レ
ル
ゲ
ン
と
反
応
す
る
エ
フ
ェ
ク
タ
ー
細
胞
）

が
あ
り
ま
す
（
図
）
。
こ
れ
が
一
度
生
産
さ
れ
る
と
、
記
憶
細
胞
は
、
再
び
同
じ
抗
原
に
出
会
う
と
同
時
に
エ
フ
ェ
ク
タ
ー
細
胞

や
記
憶
細
胞
の
子
孫
を
増
殖
し
、
炎
症
性
皮
膚
反
応
を
引
き
起
こ
す
リ
ン
フ
ォ
カ
イ
ン
を
遊
離
す
る
の
で
、
ひ
ど
い
カ
ブ
レ
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
結
核
菌
に
感
染
し
た
人
の
皮
膚
に
結
核
菌
の
抗
原
を
皮
内
注
射
し
た
と
き
に
見
ら
れ
る
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン

液性抗体リンフォカイン

｜
アレルギー性皮膚炎

アレルギー性皮膚炎発症のメカニズム

反
応
と
同
じ
遅
延
型
ア
レ
ル
ギ
ー
現
象
で
、
再
接
触
か
ら
炎
症
の

極
大
ま
で
二
四
～
四
八
時
間
要
す
る
の
が
特
徴
で
す
。
花
粉
症
や

ぜ
ん
そ
く
な
ど
の
即
時
型
ア
レ
ル
ギ
ー
（
血
液
中
の
垣
Ｅ
抗
体
が

関
与
し
、
抗
原
と
接
触
後
数
分
以
内
に
発
症
）
と
は
発
症
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
異
な
り
ま
す
○
疫
を
免
れ
る
は
ず
の
免
疫
機
構
も
、
時

と
し
て
災
い
と
な
る
の
は
皮
肉
で
す
。

カ
ブ
レ
の
原
因
に
な
る
植
物
（
植
物
成
分
と
し
て
カ
テ
コ
ー
ル

類
を
含
む
ウ
ル
シ
科
、
イ
チ
ョ
ウ
科
な
ど
）
に
は
十
分
注
意
し
ま

１
‐
し
し
《
、
『
ノ
。

（
土
師
美
恵
子
）
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マ
ツ
の
幹
を
傷
つ
け
る
と
透
明
な
液
体
が
流
出
し
て
く
る
の
を
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
マ
ッ
ヤ
ニ
で
す
．
セ
ル
ロ
イ

ド
の
小
片
に
塗
り
つ
け
、
た
ら
い
の
水
に
浮
か
べ
て
ボ
ー
ト
遊
び
を
体
験
し
た
人
は
か
な
り
の
年
誰
者
で
す
ね
。
こ
れ
は
マ
ッ

ヤ
ニ
の
溌
水
性
を
利
用
し
た
遊
び
で
す
が
、
マ
ッ
ヤ
ニ
と
舟
は
古
代
か
ら
深
い
か
か
わ
り
が
あ
り
ま
し
た
。

旧
訳
聖
書
の
創
世
記
に
「
神
は
ノ
ア
に
多
数
の
小
部
屋
を
有
す
る
方
舟
を
造
り
、
そ
の
内
外
を
タ
ー
ル
で
塗
る
よ
う
に
教
え

た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
古
代
に
マ
ッ
ヤ
ニ
が
船
の
水
漏
れ
防
止
に
使
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

マ
ツ
の
樹
幹
に
刻
み
目
を
入
れ
生
マ
ッ
ヤ
ニ
を
採
取
す
る
こ
と
（
タ
ッ
ピ
ン
グ
法
）
は
、
古
代
小
ア
ジ
ア
地
方
に
発
生
し
、

欧
州
一
帯
に
広
が
っ
た
古
い
技
術
で
す
が
、
改
良
が
重
ね
ら
れ
現
在
も
世
界
各
地
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
○

生
マ
ッ
ヤ
ニ
は
七
二
～
七
三
％
の
固
体
成
分
（
ロ
ジ
ン
）
、
約
二
○
％
の
精
油
（
テ
レ
ビ
ン
油
）
、
そ
の
他
の
成
分
数
パ
ー
セ
ン

ト
が
溶
け
合
っ
た
油
状
の
マ
ツ
の
代
謝
成
分
で
す
。
精
油
は
揮
発
性
で
、
揮
散
し
た
あ
と
に
は
ロ
ジ
ン
が
固
ま
っ
て
残
り
ま
す
。

こ
れ
が
耐
水
性
の
被
膜
と
な
り
ま
す
。
紀
元
前
三
○
○
○
年
ご
ろ
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
遺
跡
の
出
土
品
か
ら
、
す
で
に
こ
の
時

代
に
は
蒸
留
、
昇
華
、
抽
出
技
術
が
存
在
し
、
マ
ッ
ヤ
ニ
は
テ
レ
ビ
ン
油
と
ロ
ジ
ン
に
分
留
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

ま
す
。
エ
ジ
プ
ト
や
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
ロ
ジ
ン
を
棺
の
密
封
や
船
の
水
漏
れ
防
止
剤
に
使
う
た
め
に
、
小
ア
ジ
ア
地
方
と
盛
ん

に
交
易
を
行
っ
て
い
た
記
録
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
マ
ッ
ヤ
ニ
を
豊
富
に
含
む
根
株
や
樹
幹
を
乾
留
す
る
と
、
ヤ
ニ
や

英
国
海
軍
御
用
達
？
マ
ッ
ヤ
ニ
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木
材
が
分
解
し
て
、
掻
根
油
、
タ
ー
ル
、
ピ
ッ
チ
が
大
量
に
得
ら
れ
ま
す
。
タ
ッ
ビ
ン
グ
法
が
難
し
い
北
欧
な
ど
の
寒
冷
地
方

に
こ
の
技
術
は
発
達
し
ま
し
た
。
近
世
の
初
頭
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
最
も
盛
ん
に
生
産
さ
れ
、
そ
の
製
品
は
イ
ギ
リ
ス
へ
輸

出
さ
れ
て
主
に
艦
船
の
防
水
・
防
護
塗
料
に
使
わ
れ
、
一
五
八
八
年
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
が
ス
ペ
イ
ン
の
無
敵
艦
隊
「
ア
ル
マ

ダ
」
を
撃
滅
し
、
大
英
帝
国
の
基
礎
を
築
き
上
げ
た
こ
と
に
大
い
に
貢
献
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
一
六
三
七
年
の
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
か
ら
英
国
へ
の
輸
出
量
は
二
万
二
○
○
○
ト
ン
と
の
記
録
が
あ
る
そ
う
で
す
。
英
語
で
マ
ッ
ヤ
ニ
は
冒
皇
い
ざ
旬
の
印
（
直
訳

一

|ﾃﾚビﾝ識トテレビン油 テレビン樹脂

合成香科
合成樟脳

ﾄー

ガムロジン

ウッドロジン

トール油口ジン

製紙用サイズ剤

不均化ロジン

ロジン変性樹脂

ロジンエステル

等の誘導体

－

マツヤ ニの用途

が
あ
る
そ
う
で
す
。
英
語
で
マ
ッ
ヤ
ニ
は
ｚ
画
皇
い
ざ
旬
の
印
（
直
訳

す
れ
ば
海
軍
貯
蔵
物
資
、
艦
船
用
需
品
）
で
す
が
、
右
の
よ
う
な

歴
史
か
ら
生
ま
れ
た
二
暴
老
す
。
今
日
で
は
広
く
マ
ッ
ヤ
ニ
関
連

産
業
を
ｚ
豊
巴
切
さ
『
の
、
旨
合
い
ｇ
と
い
い
ま
す
。

現
在
世
界
の
ロ
ジ
ン
年
産
量
は
二
五
万
ト
ン
ぐ
ら
い
で
す
。
ア

メ
リ
カ
、
中
国
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
メ
キ
シ
コ
な
ど
が
主
要
産
出
国
で

す
。
タ
ッ
ビ
ン
グ
法
の
ほ
か
に
、
ア
メ
リ
カ
、
北
欧
で
は
マ
ツ
の

切
株
を
抽
出
し
た
り
、
パ
ル
プ
エ
業
の
副
産
物
で
あ
る
ト
ー
ル
油

か
ら
ロ
ジ
ン
や
テ
レ
ビ
ン
油
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
が
国
は

マ
ッ
ヤ
ニ
の
完
全
輸
入
国
で
、
毎
年
ロ
ジ
ン
約
一
二
万
ト
ン
、
テ
レ

ビ
ン
油
約
六
○
○
○
ト
ン
を
消
費
し
て
い
ま
す
。
（
林
良
興
）
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シ
イ
タ
ケ
は
ご
存
じ
で
も
、
シ
イ
タ
ケ
菌
と
い
う
と
変
に
思
わ
れ
る
方
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
き
の
こ
が
菌
類
の
生
殖
器

官
の
一
つ
の
形
で
あ
る
よ
う
に
、
シ
イ
タ
ケ
は
シ
イ
タ
ケ
菌
の
生
殖
器
官
に
当
た
り
、
菌
糸
で
で
き
て
い
ま
す
。
滋
養
強
壮
に

効
く
食
物
と
し
て
昔
か
ら
食
べ
ら
れ
て
き
た
シ
イ
タ
ケ
で
す
が
、
最
近
で
は
、
抗
が
ん
、
抗
エ
イ
ズ
作
用
、
心
臓
病
な
ど
の
原

因
と
な
る
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
減
少
き
せ
る
作
用
な
ど
、
現
代
の
主
要
な
難
病
に
対
す
る
優
れ
た
薬
と
の
認
識
も
加
わ
り
、
万

能
食
品
的
様
相
を
呈
し
て
き
た
感
も
あ
り
ま
す
。
シ
イ
タ
ケ
（
菌
）
は
ほ
か
に
も
優
れ
た
特
性
を
も
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
木

材
腐
朽
能
と
そ
れ
を
利
用
し
た
木
材
か
ら
セ
ル
ロ
ー
ス
を
取
り
出
す
製
紙
工
程
（
パ
ル
ビ
ン
グ
）
の
夢
を
紹
介
し
ま
す
。

シ
イ
タ
ケ
の
栽
培
に
広
葉
樹
の
丸
太
が
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
菌
は
木
材
を
直
接
分
解
し
て
栄
養
を
と

り
生
育
で
き
る
菌
で
、
木
材
腐
朽
菌
と
呼
ば
れ
て
い
ま
丈
木
材
成
分
を
大
ざ
っ
ぱ
に
表
す
と
、
セ
ル
ロ
ー
ス
、
ヘ
ミ
セ
ル
ロ

ー
ス
、
リ
グ
ニ
ン
が
二
対
一
対
一
の
割
合
に
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
、
難
分
解
性
で
、
木
材
に
強
度
を
与
え
て
い
る
リ
グ
ニ
ン

は
、
木
材
を
製
紙
原
料
な
ど
に
利
用
す
る
と
き
そ
の
除
去
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
製
紙
業
で
は
薬
品
に
よ
る
化
学
的

な
方
法
や
機
械
的
に
行
う
方
法
な
ど
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
自
然
環
境
へ
の
影
響
、
光
熱
費
な
ど
の
問
題
を
考
え
る
と
ま
だ

改
良
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
パ
ル
ビ
ン
グ
に
微
生
物
を
用
い
る
バ
イ
オ
パ
ル
ピ
ン
グ
の
考
え
は
昔
か
ら
あ
っ
た
も

の
と
思
い
ま
す
が
、
最
近
ま
で
そ
の
た
め
に
必
要
な
微
生
物
に
よ
る
リ
グ
ニ
ン
分
解
機
構
の
解
明
や
、
優
れ
た
リ
グ
ニ
ン
分
解

シ
イ
タ
ケ
菌
で
き
れ
い
な
パ
ル
プ
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菌
の
育
種
研
究
な
ど
が
十
分
で
な
か
っ
た
よ
う
で
す
．
バ
イ
オ
パ
ル
ピ
ン
グ
で
は
、
木
片
ま
た
は
水
粉
の
山
で
一
～
二
カ
月
間

菌
を
生
育
さ
せ
る
間
に
リ
グ
ー
ラ
だ
け
を
選
択
的
に
分
解
さ
せ
、
セ
ル
ロ
ー
ス
を
無
傷
の
形
で
取
り
出
す
こ
と
が
理
想
で
す
。

図
の
よ
う
に
、
シ
イ
タ
ケ
菌
の
な
か
に
は
リ
グ
ニ
ン
分
解
能
お
よ
び
そ
の
選
択
性
が
非
常
に
高
い
菌
が
あ
り
、
ざ
ら
に
育
種
に

よ
っ
て
一
カ
月
間
に
木
粉
中
の
リ
グ
ニ
ン
を
四
○
％
以
上
分
解
で
き
る
菌
も
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
世
界
的
に
研
究
さ
れ
て

い
る
優
秀
な
リ
グ
ニ
ン
分
解
菌
の
な
か
に
は
、
植
物
病
原
性
や
同
一
種
が
日
本
に
存
在
し
な
い
た
め
野
外
で
の
利
用
に
制
限
が

あ
る
な
ど
の
問
題
を
も
つ
も
の
が
あ
Ⅲ
安
全
で
か
つ
高
い
リ
グ
ニ
ン
分
解
能
を
も
つ
シ
イ
タ
ケ
菌
は
環
境
に
や
さ
し
い
ク
リ

１
０

０

０

％
４
２

く
り
グ
ニ
ン
（
●
▲
■
）
と

セ
ル
ロ
ー
ス
（
○
△
ロ
）
の
減
少
率

－2 二 二 二

3*-012_3
培養期間（月）

ブナ木粉を用いた木材腐朽試験

(○,●)シイタケ菌FMC208株

(△,4)Phanerochaetechrysosporium菌
ATCC34540株

(□,n)Phanerochaetechrysosporium菌

IFO31249株

－
ン
パ
ル
ピ
ン
グ
ヘ
の
夢
を
託
す
に
適
し
た
菌
と
い
え
ま
す
。
確
か

に
、
微
生
物
に
よ
る
パ
ル
ピ
ン
グ
に
は
、
リ
グ
ニ
ン
の
分
解
速
度
や

セ
ル
ロ
ー
ス
繊
維
お
よ
び
紙
の
強
度
の
低
下
の
原
因
と
な
る
菌
の
残

存
セ
ル
ロ
ー
ス
分
解
活
性
の
問
題
な
ど
が
あ
Ⅲ
夢
が
か
な
う
に
は

少
し
時
間
が
必
要
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
菌
の
リ
グ
ー
ラ
分
解
力
を

パ
ル
プ
の
漂
白
工
程
に
用
い
る
こ
と
で
化
学
漂
白
剤
の
使
用
屋
を
減

少
で
き
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
と
し
て
有
毒
な
廃
液
が
減
少
す

る
こ
と
、
ま
た
パ
ル
プ
廃
液
中
の
有
毒
物
質
の
除
去
に
菌
が
有
効
に

働
く
こ
と
な
ど
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
（
馬
場
崎
勝
彦
）
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海
や
山
、
戸
外
に
出
て
日
焼
け
を
起
こ
す
の
は
太
陽
光
線
に
含
ま
れ
る
紫
外
線
の
た
め
で
す
。
太
陽
光
に
当
た
る
こ
と
は
、

子
供
た
ち
が
ク
ル
病
に
な
ら
ず
健
や
か
に
成
長
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
す
が
、
女
性
に
と
っ
て
は
大
敵
の
、
肌
の
シ
ミ
や

ソ
バ
カ
ス
の
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
近
ご
ろ
は
オ
ゾ
ン
ホ
ー
ル
の
拡
大
で
地
上
に
降
り
注
ぐ
紫
外
線
が
増
加
し
て
、
皮
膚
が
ん

が
増
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
紫
外
線
は
人
間
や
生
物
に
強
烈
な
作
用
を
及
ぼ
し
ま
す
が
、
食
べ
物
に
対
し
て

も
、
香
味
を
損
な
っ
た
り
有
害
物
質
を
発
生
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
、
や
っ
か
い
な
作
用
を
し
ま
す
。
家
族
の
健
康
と
安
全
を

考
え
る
家
庭
の
主
婦
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
現
象
で
す
が
、
こ
の
害
か
ら
食
品
を
守
る
た
め
に
は
、
紫
外
線
を
通
さ
な
い
も

の
で
食
品
を
包
め
ば
よ
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
森
林
総
合
研
究
所
が
考
え
出
し
た
の
が
リ
グ
ノ
セ
ロ
フ
ア
ン
で
す
○

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
樹
木
は
種
類
に
よ
っ
て
は
一
○
○
脚
に
も
達
す
る
高
木
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
高
さ
に
成
長
で

き
る
の
は
年
輪
を
重
ね
て
肥
大
成
長
し
、
丈
夫
な
セ
ル
ロ
ー
ス
繊
維
と
、
こ
れ
を
接
着
剤
の
よ
う
に
固
め
、
微
生
物
の
攻
撃
か

ら
守
る
リ
グ
ニ
ン
が
蓄
積
す
る
仕
組
み
が
あ
る
か
ら
で
す
。
植
物
が
海
か
ら
陸
に
上
陸
し
た
と
き
は
す
で
に
大
気
に
酸
素
が
あ

り
オ
ゾ
ン
層
も
で
き
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
地
上
に
降
り
注
ぐ
紫
外
線
か
ら
身
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
は
紫
外
線
を
吸
収
す
る
物
質
を
体
内
に
合
成
し
、
細
胞
を
保
談
す
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
紫
外
線

を
吸
収
す
る
物
質
の
化
学
構
造
は
亀
の
甲
羅
模
様
と
い
わ
れ
る
ベ
ン
ゼ
ン
核
を
も
っ
た
も
の
で
、
リ
グ
ニ
ン
は
ま
さ
し
く
そ
う

食
べ
物
を
守
る
木
質
Ｕ
Ｖ
フ
ィ
ル
タ
ー

2Z6



い
う
物
質
で
す
。
紫
外
線
か
ら
身
を
守
る
働
き
か
ら
接
着
剤
へ
役
目
を
変
え
て
発
達
し
た
の
が
リ
グ
ニ
ン
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

リ
グ
ノ
セ
ロ
フ
ァ
ン
は
、
木
材
の
セ
ル
ロ
ー
ス
を
堅
く
固
め
た
リ
グ
ー
ラ
を
高
執
蒸
気
や
薬
品
で
軟
ら
か
く
し
、
あ
る
程
度

除
去
し
て
か
ら
セ
ル
ロ
ー
ス
と
一
緒
に
溶
剤
に
溶
か
し
、
フ
ィ
ル
ム
に
成
型
し
て
か
ら
溶
剤
を
除
い
た
も
の
で
す
。
セ
ル
ロ
ー

ス
の
丈
夫
さ
と
リ
グ
ー
ラ
の
紫
外
線
吸
収
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
リ
グ
ノ
セ
ロ
フ
ァ
ン
で
食
品
を
包
む
と
紫
外
線
に
よ
る
食

品
の
変
質
を
防
げ
ま
す
。
自
然
環
境
に
放
置
す
れ
ば
リ
グ
ノ
セ
ロ
フ
ァ
ン
は
分
解
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、
何
年
た
っ
て
も
分
解

し
な
い
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
公
害
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
お
り
か
ら
、
こ
の
性
質
は
あ
り
が
た
い
も
の
で
す
。
使
い
捨
て
を
奨
励

す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
回
収
し
て
再
利
用
す
る
こ
と
が
難
し
い
包
装
の
場
合
は
、
燃
や
し
て
も
ク
リ
ー
ン
で
、
埋
め

紫外線から食品を守る包装

立
て
て
も
分
解
し
て
無
害
に
な
る
も
の
が
必
要
で
す
。
そ
れ
に
は
リ

グ
ノ
セ
ロ
フ
ァ
ン
が
最
適
で
す
。
リ
グ
ノ
セ
ロ
フ
ァ
ン
は
黄
色
か
ら

褐
色
の
色
を
帯
び
て
い
ま
す
が
、
見
て
く
れ
や
イ
メ
ー
ジ
を
気
に
す

る
方
で
も
、
自
然
環
境
に
や
さ
し
く
安
全
だ
と
い
う
認
識
を
抱
い
て

い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
リ
グ
ノ
セ
ロ
フ
ァ
ン
を
環
境
に
優
し
く

安
価
に
製
造
で
き
る
技
術
を
確
立
し
、
水
に
少
し
弱
い
性
質
も
改
良

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
今
後
の
技
術
開
発
で
可
能
に

な
る
で
し
ょ
う
。

（
平
林
靖
彦
）
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ZOO
木
材
は
、
主
成
分
が
約
五
○
％
の
セ
ル
ロ
ー
ス
、
約
二
○
％
の
ヘ
ミ
セ
ル
ロ
ー
ス
お
よ
び
約
三
○
％
の
リ
グ
ニ
ン
か
ら
成
る

個
体
で
す
。
セ
ル
ロ
ー
ス
は
紙
の
原
料
と
し
て
お
な
じ
み
で
す
が
、
ほ
か
に
誘
導
体
（
化
学
薬
品
で
変
性
し
た
も
の
）
と
し
て
、

タ
バ
コ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
や
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
増
粘
剤
（
粘
度
を
高
く
す
る
も
の
）
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ヘ
ミ
セ
ル

ロ
ー
ス
は
、
近
年
、
オ
リ
ゴ
糖
や
ダ
イ
エ
ッ
ト
フ
ァ
イ
バ
ー
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
リ
グ
ニ
ン
は
、
塗
料
や

接
着
剤
に
な
る
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
と
い
う
仲
間
と
同
じ
よ
う
な
働
き
を
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
木
材
の
成
分
は
役
立
つ
物
質
な
の
で
、
今
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
を
木
材
中
か
ら
取
り
出
し
て
利
用
す
る
こ
と
に

力
が
注
が
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
コ
ス
ト
的
に
不
利
で
す
。
そ
こ
で
、
木
材
を
ま
る
ご
と
溶
解
し
て
（
液
体
に

し
て
）
、
そ
の
溶
解
物
（
液
体
）
を
原
料
と
し
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
製
造
し
た
り
、
あ
る
い
は
石
油
の
よ
う
に
精
製
し
て
各
成
分

を
分
離
し
、
こ
れ
か
ら
有
用
な
製
品
を
作
る
こ
と
が
木
材
研
究
者
の
夢
の
一
つ
で
し
た
。
こ
れ
が
実
現
す
れ
ば
木
材
を
完
全
に

利
用
で
き
る
し
、
ま
た
、
現
在
は
石
油
、
石
炭
に
依
存
し
て
い
る
化
学
製
品
の
原
料
を
再
生
産
可
能
な
木
材
に
変
換
で
き
、
森

林
か
ら
持
続
的
に
木
材
を
収
穫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
化
学
製
品
の
原
料
を
い
つ
ま
で
も
確
保
で
き
る
か
ら
で
す
。

最
近
に
な
っ
て
、
フ
ェ
ノ
ー
ル
類
や
ア
ル
コ
ー
ル
類
（
可
溶
化
剤
）
を
使
っ
て
木
材
を
液
体
に
す
る
技
術
が
開
発
さ
れ
ま
し

た
。
正
確
に
言
え
ば
、
液
体
に
す
る
と
い
う
よ
り
は
い
ろ
い
ろ
な
溶
剤
（
常
温
で
液
体
の
有
機
化
合
物
）
に
溶
解
す
る
よ
う
に

環
境
に
や
さ
し
い
液
体
木
材
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す
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
高
温
高
圧
を
用
い
る
方
法
と
、
触
媒
を
用
い
る
二
つ
の

方
法
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
溶
液
化
が
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
解
明
き
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
可
溶
化
剤
は
、
木
材
中
に
浸
透
し
て
木
材
中
の
リ
グ
ー
ラ
の
よ
う

な
フ
ェ
ノ
ー
ル
性
成
分
と
反
応
し
、
こ
れ
ら
を
木
材
外
に
運
び
出
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
木
材
中
に
は
溶
け
に
く
い
セ
ル
ロ
ー

ス
な
ど
の
糖
類
が
残
り
ま
す
。
こ
の
糖
類
を
可
溶
化
剤
が
再
度
攻
撃
し
て
低
分
子
化
合
物
に
分
解
し
、
さ
ら
に
分
解
物
と
可
溶

化
剤
が
反
応
し
て
、
木
材
は
完
全
に
溶
け
た
物
質
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
液
化
木
材
は
、
残
念
な
が
ら
色
が
黒
い
た
め
、
現
在
は
用
途
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
人
目
に
つ
か
な
い

よ
う
な
場
所
に
使
わ
れ
る
接
着
剤
と
か
成
型
物
へ
の
応
用
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
優
れ
た
性
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
わ
か
つ

木材の溶液化(可溶化)の一例

上：原料カラマツ樹皮

下：フェノールで可溶化したカラマ

ツ樹皮

が
、
優
れ
た
性
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
微
生
物
分
解
性
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
の
原
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
、
環
境
汚

染
防
止
や
再
利
用
可
能
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
開
発

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
近
い
将
来
、
皆
さ
ん

の
身
の
回
り
に
溶
液
化
木
材
を
原
料
と
し
た
環

境
に
や
さ
し
い
製
品
が
出
回
る
よ
う
研
究
に
励

ん
で
お
り
ま
す
。
（
小
野
擴
邦
）
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石
井
克
明
森
林
総
研
唯
物
機
能
洲
碓
部
組
織
端
養
研
究
室
及

小
野
擴
邦
嫌
林
総
研
木
材
化
Ⅵ
部
接
符
研
究
室
良

金
子
繁
森
林
総
研
森
林
生
物
部
樹
病
研
究
室
畏

小
林
繁
男
然
林
総
研
森
林
環
塊
部
立
地
拝
価
研
究
籠
蛙

桜
井
尚
武
繩
林
総
研
生
産
技
術
部
物
質
唯
巌
研
究
室
災

島
津
光
明
森
林
総
研
森
林
生
物
部
兇
虫
病
理
研
究
室
腿

豊
川
勝
生
森
林
総
研
碓
産
技
術
部
労
働
科
学
研
究
室
災

三
輪
雄
四
郎
森
林
総
研
木
材
利
川
部
物
性
研
究
室
奨

餅
田
治
之
森
林
総
研
林
業
経
憐
部
環
境
智
理
研
究
室
及

森
徳
典
森
林
総
研
籠
物
機
能
洲
発
部
生
物
工
学
科
良

森
川
靖
森
林
総
研
緑
林
環
境
部
植
物
唯
態
科
長

谷
田
貝
光
克
森
林
総
研
生
物
機
能
開
発
部
生
物
活
性
物
質
研
究
室
長

編
集
委
員

編
集
委
員
・
執
筆
者
一
覧
（
五
十
音
順
）

浅
野
透
森
林
総
研
森
林
環
填
部
主
任
研
究
官

朝
日
一
司
森
林
総
研
生
雁
技
術
部
伐
出
機
械
研
究
室

浅
輪
和
孝
森
林
総
研
生
物
桟
能
朋
苑
部
き
の
こ
生
態
研
究
室
炎

荒
井
国
幸
森
林
総
研
木
懸
試
験
地
主
任

池
田
重
人
森
林
総
研
東
北
支
所
主
係
研
究
官

石
井
克
明
森
林
総
研
生
物
機
能
側
発
部
組
織
培
養
研
究
室
畏

石
戸
忠
五
郎
森
林
総
研
多
摩
森
林
科
学
闘
圃
長

伊
藤
由
紀
子
森
林
総
研
木
材
化
工
部
抽
出
成
分
研
究
室

糸
屋
吉
彦
森
林
総
研
東
北
支
所
主
任
研
究
官

今
川
一
志
森
林
総
研
東
北
支
所
連
絡
調
整
室
長

今
富
裕
樹
森
林
総
研
生
産
技
術
部
主
任
研
究
官

枝
重
有
祐
森
林
総
研
生
物
機
能
開
発
部
樹
木
生
化
学
研
究
室

海
老
原
徹
森
林
総
研
木
材
化
工
部
複
合
化
研
究
室
長

大
越
誠
森
林
総
研
木
材
化
工
部
主
任
研
究
官

大
住
克
博
熱
研
セ
ン
タ
ー
環
境
資
源
利
用
部
主
任
研
究
官

太
田
貞
明
森
林
諾
研
木
材
利
用
部
木
材
特
性
科
長

大
原
誠
資
森
林
総
研
木
材
化
工
部
成
分
利
用
研
究
室
畏

執
筆
者



大
平
辰
朗
權
林
総
研
生
物
機
能
Ⅲ
発
部
唯
物
栖
性
物
賀
研
究
室

岡
部
宏
秋
森
林
総
研
森
林
生
物
部
上
壌
微
生
物
研
究
室
基

奥
田
吉
春
嚥
林
総
研
生
産
技
術
部
作
業
技
術
科
災

奥
村
栄
朗
探
林
総
研
森
林
生
物
部
主
任
研
究
官

小
野
擴
邦
森
林
総
研
木
材
化
工
部
接
新
研
究
室
艇

小
野
寺
弘
道
森
林
総
研
東
北
支
所
育
林
部
多
雪
地
怖
林
業
研
究
室
長

香
川
隆
英
森
林
総
研
林
業
経
営
部
主
任
研
究
官

金
指
達
郎
森
林
総
研
森
林
環
境
部
主
任
研
究
官

金
谷
紀
行
森
林
総
研
企
画
調
整
部
企
画
科
長

金
子
繁
森
林
総
研
森
林
生
物
部
樹
病
研
究
室
長

神
谷
文
夫
森
林
総
研
木
材
利
用
部
榊
造
性
能
研
究
室
艮

川
路
則
友
森
林
総
研
北
海
道
支
所
主
任
研
究
官

北
田
正
憲
森
林
総
研
東
北
支
所
主
任
研
究
官

基
太
村
洋
子
来
京
農
工
大
学
農
学
部
非
常
勤
粥
師

木
下
勲
森
林
総
研
生
物
機
能
Ⅲ
発
部
主
繩
研
究
官

清
野
嘉
之
森
林
総
研
関
西
支
所
主
任
研
究
官

九
島
宏
道
繰
林
総
研
北
海
遊
支
所
育
林
部
適
林
研
究
篭

小
池
孝
良
緑
林
総
研
北
海
通
支
所
育
林
部
樹
木
岫
剛
研
究
戦
災

後
藤
義
明
鰈
林
総
研
森
林
環
境
部
森
林
災
瀞
研
究
叢

小
林
繁
男
森
林
総
研
橡
林
環
境
部
立
地
抑
価
研
究
室
促

小
南
陽
亮
森
林
総
研
九
州
支
所
育
林
部
暖
幣
林
研
究
掌

斉
藤
昌
宏
森
林
繕
研
森
林
環
境
部
群
落
生
態
研
究
篭
焚

桜
井
尚
武
森
林
総
研
生
瀧
技
術
部
物
髄
生
鵬
研
究
叢
長

佐
々
木
尚
三
森
林
総
研
生
歴
技
術
部
埴
任
研
究
官

佐
藤
明
操
林
総
研
生
麗
技
術
部
械
娠
制
御
研
究
室
長

佐
橋
憲
生
森
林
総
研
東
北
支
所
保
峨
部
樹
病
研
究
室

沢
田
治
雄
森
林
総
研
林
業
経
営
部
遠
隔
探
稚
研
究
室
及

重
永
英
年
森
林
繕
研
生
物
機
能
開
発
部
組
繩
培
終
研
究
室

篠
原
健
司
森
林
総
研
生
物
機
能
側
発
部
主
任
研
究
官

島
津
光
明
森
林
総
研
森
林
生
物
部
昆
虫
病
理
研
究
室
鍵

末
吉
修
三
森
林
総
研
木
材
利
用
部
主
任
研
究
官

鈴
木
和
次
郎
森
林
総
研
東
北
支
所
育
林
部
育
林
技
術
研
究
篭
焚

角
園
敏
郎
森
林
総
研
生
物
機
能
開
発
部
主
柾
研
究
官

大
丸
裕
武
森
林
総
研
束
北
支
所
経
鴬
部
防
災
研
究
寵

高
橋
文
敏
森
林
総
研
林
業
経
営
部
資
源
解
析
研
究
室
災

竹
内
郁
男
撫
林
総
研
側
刷
支
所
造
林
研
究
室
災

竹
内
美
次
森
林
総
研
纈
林
環
塊
部
地
す
べ
り
研
究
室
腿

竹
下
慶
子
繰
林
総
研
九
州
支
所
主
征
研
究
官

田
中
潔
森
林
総
研
北
海
巡
支
所
係
磯
部
艇

田
中
信
行
タ
イ
例
王
室
林
野
崎
中
央
熊
林
研
究
所
藤
林
総
研
派
遮
職
貝
）

田
中
浩
森
林
総
研
森
林
環
塊
部
棚
堆
態
研
究
室

谷
誠
森
林
総
研
森
林
環
境
部
気
欽
研
究
室
災

谷
本
丈
夫
森
林
総
研
生
睡
技
術
部
腿
新
機
椛
研
究
窓
長

田
内
裕
之
森
林
捻
研
几
州
支
所
主
任
研
究
官



田
淵
隆
一
森
林
総
研
北
海
泣
支
所
主
任
研
究
官

千
葉
幸
弘
森
林
総
研
生
産
技
術
部
物
衝
生
産
研
究
室

津
村
義
彦
森
林
総
研
生
物
機
能
開
発
部
遺
伝
分
折
研
究
室

東
條
一
史
森
林
緯
研
森
林
生
物
部
鳥
獣
生
態
研
究
室

外
崎
真
理
雄
森
林
繕
研
木
材
利
用
部
主
任
研
究
官

豊
川
勝
生
森
林
綣
研
生
礎
技
術
部
労
働
科
学
研
究
室
長

新
山
馨
森
林
総
研
森
林
環
境
部
龍
任
研
究
官

根
田
仁
森
林
総
研
生
物
機
能
開
発
部
主
任
研
究
官

土
師
美
恵
子
日
本
女
子
大
学
京
政
学
部
非
揃
勤
講
師

馬
場
崎
勝
彦
森
林
総
研
生
物
機
能
棚
発
部
主
任
研
究
官

林
良
興
森
林
総
研
木
材
化
工
部
抽
出
成
分
研
究
室
艇

原
敏
男
森
林
繕
研
企
画
調
整
部
主
伍
研
究
官

久
田
卓
輿
縦
林
総
研
木
材
利
用
部
乾
燥
研
究
室
長

平
川
浩
文
森
林
総
研
森
林
龍
物
部
主
催
研
究
宵

平
川
泰
彦
繰
林
総
研
木
材
利
用
部
主
任
研
究
官

平
林
靖
彦
森
林
総
研
木
材
化
工
部
機
能
材
料
研
究
篭
腿

廣
居
忠
量
繩
林
総
研
生
物
機
能
開
発
部
熊
林
化
学
科
性

藤
森
隆
郎
嚥
林
総
研
生
瞳
技
術
部
育
林
技
術
科
災

堀
野
眞
一
森
林
総
研
森
林
生
物
部
励
獣
篠
理
研
究
室

松
岡
茂
森
林
緯
研
森
林
生
物
部
鳥
獣
生
態
研
究
室
愛

三
浦
愼
悟
森
林
総
研
森
林
生
物
部
鳥
獣
審
理
研
究
室
畏

宮
崎
良
文
森
林
総
研
生
物
機
能
開
発
部
主
柾
研
究
官

森
林
総
研
ｌ
森
林
総
合
研
究
所

熱
研
セ
ン
タ
ー
Ｉ
熱
帯
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー

三
輪
雄
四
郎
繰
林
総
研
木
材
利
用
部
物
性
研
究
室
量

谷
田
貝
光
克
森
林
総
研
生
物
機
能
開
発
部
生
物
濡
性
物
質
研
究
室
長

山
田
容
三
森
林
総
研
生
産
技
術
部
労
働
科
学
研
究
室

山
野
井
克
己
森
林
総
研
森
林
環
境
部
防
災
林
研
究
室

山
本
千
秋
森
林
総
研
生
物
機
能
開
発
部
生
態
遺
伝
研
究
室
長

横
田
明
彦
森
林
総
研
森
林
生
物
部
土
壌
微
生
物
研
究
室

横
山
敏
孝
森
林
総
研
多
摩
森
林
科
学
園
樹
木
研
究
室
長

柳
幸
廣
登
森
林
総
研
林
業
経
営
部
経
営
組
織
研
究
室
長
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