
植
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差

樹
種
選
定
と
植
生

篠
　
原

徹

　
は

じ
め
に

一　

植
物
民
俗
の
比
較
の
前
提

ニ
　
ナ
ラ
林
の
ム
ラ
・
カ
シ
林
の
ム
ラ

三
　
樹
種
選
定
と
植
生

　
お
わ
り
に

植物民俗にみる地域差

論

文

要

旨

　
民
俗
の
生
成
・
発
展
・
伝
播
を
に
な
う
ム
ラ
を
単
位
に
し
て
、
そ
う
し
た
も
の
が
重
合
し

複
雑
な
民
俗
の
地
域
性
を
作
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
地
域
性
を
植
物
に
関
わ
る
民
俗
と
い
う

側
面
か

ら
考
察
す
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
基
本
的
な
問
題
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
は
そ
の

た
め
単
位
と
な
る
ム
ラ
の
な
か
で
何
を
ど
の
よ
う
に
調
査
し
、
そ
し
て
ど
う
比
較

し
て
い
く
の
か
基
本
的
な
こ
と
を
抽
出
し
て
み
た
。
そ
れ
は
地
域
差
を
抽
出
す
る
基
礎
作
業

で
あ
る
が
、
ま
ず
植
物
生
態
学
的
に
妥
当
な
列
島
の
環
境
区
分
を
お
こ
な
い
、
そ
の
区
分
の

な
か
で
野
生
植
物
利
用
体
系
と
い
う
点
か
ら
伝
統
的
生
活
様
式
が
同
じ
よ
う
に
区
分
で
き
る

か

ど
う
か
を
ま
ず
調
査
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た
。
そ
の
た
め
環
境
区
分
と
し
て
カ
シ
林
の

ム

ラ
と
ナ
ラ
林
の
ム
ラ
を
と
り
あ
げ
、
生
活
様
式
と
か
か
わ
り
の
深
い
植
物
利
用
体
系
が
ど

の

よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
か
を
抽
出
し
て
み
た
。
そ
れ
は
当
該
地
域
の
本
来
の
自
然
植
生
の

二
次
林
に
適
応
し
た
利
用
体
系
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で

生
活
様
式
と
同
等
な
関
係
を
も
つ
植
物
の
素
材
を
同
位
素
材
と
提
唱
し
、
そ
の
同
位
素
材
を

分
析
手
段

と
し
て
逆
に
環
境
と
生
活
の
類
型
化
を
今
後
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
同
位
素
材
と
生
活
と
の
か
か
わ
り
を
み
て
い
く
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
植
物
民

俗
が
民
俗
の
起
源
論
や
伝
播
論
の
都
合
の
い
い
材
料
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て

別
の
視
角
を
提
供
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
植
物
民
俗
の
研
究
に
お
い
て
も

福

田
ア
ジ
オ
の
い
う
「
個
別
分
析
法
」
と
同
様
な
立
場
に
ま
ず
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
の

主
張
で
あ
る
。
柳
田
国
男
は
「
鳥
柴
考
要
領
」
で
ク
ロ
モ
ジ
が
遥
か
古
代
に
は
サ
カ
キ
に
先

行
す

る
神
に
捧
げ
る
「
香
を
か
ぐ
わ
し
む
」
植
物
と
想
定
し
て
い
る
が
、
民
族
起
源
論
へ
の

限
り
無
き
憧
れ
を
内
に
秘
め
た
議
論
を
展
開
す
る
前
に
植
物
民
俗
と
伝
統
的
生
活
様
式
と
の

実
証
的
な
関
係
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
地
域
差
の
抽
出
の
先
に
分
布
・
伝
播
に

関
す
る
手
掛
か
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
植
物
民
俗
の
研
究
は
そ
の
意
味
で
は
極
め
て
初

歩
的
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

289
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は

じ
め
に

　
人
が
身
の

ま
わ
り
の
植
物
と
も
う
少
し
親
し
か
っ
た
時
代
に
は
、
今
で
は
考
え
ら

れ
な

い

よ
う
な
植
物
と
人
の
関
係
が
あ
っ
た
。
先
年
亡
く
な
っ
た
幸
田
文
の
絶
品

『
木
』
の
な
か
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
「
ど
う
い
う
切
掛
け
か
ら
、
草
木
に
心

を

よ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
き
か
れ
た
。
心
を
よ
せ
る
な
ど
、
そ
ん
な
し
っ

か

り
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
毎
日
の
暮
ら
し
に
織
り
込
ま
れ
て
見
聞
き
す
る
草
木
の

こ
と
で
、
た
だ
ち
っ
と
ば
か
り
気
持
が
う
る
む
と
い
う
、
そ
ん
な
程
度
の
思
い
な
の

で
あ
る
。
今
朝
、
道
の
途
中
で
み
ご
と
な
柘
榴
の
花
に
逢
っ
た
と
か
、
今
年
は
あ
ら

し
に
揉
ま
れ
た
の
で
、
公
孫
樹
が
き
れ
い
に
染
ま
ら
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
些
細
な

見
た

り
聞
い
た
り
に
感
情
が
う
ご
き
、
時
に
よ
る
と
二
日
も
三
日
も
尾
を
ひ
い
て
感

情
の
余
韻
が
の
こ
る
、
そ
ん
な
こ
と
だ
け
な
の
だ
。
で
も
そ
う
し
た
思
い
を
も
つ
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
、
幼
い
日
に
、
三
つ
の
事
柄
が
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
お
も
う
。
」
そ
の
三
つ
の
事

柄

と
は
住
ん
だ
土
地
と
親
の
教
え
と
嫉
妬
心
で
あ
る
が
、
こ
う
述
べ
て
こ
の
珠
玉
の

エ
ッ

セ

ー
は
タ
イ
ト
ル
「
藤
」
と
故
人
の
か
か
わ
り
の
秘
密
を
順
次
解
い
て
い
く
。

　
そ

う
し
た
毎
日
の
暮
ら
し
に
織
り
込
ま
れ
て
見
聞
き
す
る
草
木
へ
の
思
い
が
つ
ま

ら
ぬ
感
慨
か
ど
う
か
を
諄
々
と
説
き
起
こ
し
た
の
が
柳
田
国
男
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ

く
さ
ぐ
さ
の
物
を
祭
の
木
に
付
け
て
捧
げ
る
こ
と
の
各
地
の
習
俗
か
ら
「
黒
モ
ジ
一

名
鳥
柴
と
い
う
木
が
、
何
か
限
り
無
く
古
い
歴
史
を
、
秘
め
て
居
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
始
め
た
の
も
是
か
ら
で
あ
っ
た
」
と
神
に
捧
げ
る
木
が
マ
サ
キ
以
前
に
ク
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

モ
ジ

で
あ
っ
た
と
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
門
松
や
餅
花
に
使
わ
れ
る
樹
木
の
分
布

と
習
俗
の
形
態
に
着
目
し
て
問
題
を
解
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
90

は
最
後
ま
で
続
い
た
よ
う
で
晩
年
の
『
海
上
の
道
』
の
最
後
に
「
知
り
た
い
と
思
う
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

事
二
三
」
と
題
し
て
ク
ロ
モ
ジ
が
で
て
く
る
。
確
か
に
植
物
は
そ
の
種
に
よ
っ
て
分

布
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
植
物
に
関
す
る
民
俗
と
の
相
関
を
み
て
い
け
ば
あ
る
種

の

文
化
論
特
に
起
源
論
や
伝
播
論
に
有
効
な
こ
と
が
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
人
が
死

ぬ

と
線
香
を
焚
く
こ
と
は
日
本
列
島
ど
こ
で
も
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
こ

れ
が
仏
教
の

影
響
下
に
成
立

し
た
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
線
香
を
身
の
ま
わ
り
の

植
物
か

ら
作
る
こ
と
は
む
し
ろ
環
境
と
の
か
か
わ
り
か
ら
生
じ
た
民
俗
で
あ
る
。
南

は
た

と
え
ば
西
表
で
は
ス
ー
タ
ブ
・
イ
ン
タ
ブ
（
和
名
ホ
ソ
バ
タ
ブ
）
の
樹
皮
が
線

香
の
材
料
と
し
て
採
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
山
に
採
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
き
、
こ
れ
は
売
却
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
が
四
国
に
く
る
と
徳
島
県
宍
喰
町

船
津
で
は
ア
サ
ダ
（
和
名
シ
ロ
ダ
モ
）
が
線
香
の
材
料
と
し
て
山
で
採
ら
れ
て
い
た
。

中
国
地
方
に
く
れ
ば
現
在
で
も
水
車
を
使
っ
て
ス
ギ
の
葉
か
ら
線
香
を
作
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。
岡
山
県
加
茂
町
で
は
付
近
一
帯
が
よ
く
手
入
れ
さ
れ
た
植
林
地
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
採
っ
た
ス
ギ
の
葉
を
使
っ
て
い
る
。
東
北
地
方
に
い
け
ぽ
こ
れ

は
コ

ウ
ノ
キ
（
和
名
カ
ツ
ラ
）
に
な
る
。
こ
れ
は
山
形
県
朝
日
村
大
鳥
で
聞
い
た
話

で

あ
る
が
、
昔
は
各
家
に
香
箱
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
な
か
に
カ
ツ
ラ
の
葉
を

乾
燥
し
て
テ
ッ
キ
ウ
ス
と
い
う
臼
で
つ
い
て
粉
に
し
て
保
存
し
た
も
の
を
い
れ
て
お

い

た
。
盆
や
彼
岸
に
竹
を
割
っ
た
の
に
こ
の
粉
を
入
れ
、
そ
れ
を
灰
が
入
っ
て
い
る

箱
に
棒
状
に
な
る
よ
う
落
と
し
そ
れ
に
火
を
つ
け
線
香
に
し
た
と
い
う
。

　

さ
て
こ
う
し
た
植
物
に
か
か
わ
り
の
あ
る
民
俗
と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
考
え

た

ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
習
俗
の
構
造
と
分
布
を
調
べ
、
そ
れ
ぞ
れ



植物民俗にみる地域差

の

植
物
の
分
布
と
の
対
応
を
調
べ
れ
ば
何
が
分
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
柳
田
の
よ
う

に
そ

う
し
た
こ
と
か
ら
日
本
の
固
有
信
仰
に
使
わ
れ
た
神
樹
の
変
遷
を
想
定
す
る
の

か
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
日
本
の
東
西
の
文
化
の
地
域
差
を
照
葉
樹
林
文

化
論

と
し
て
論
ず
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
文
化
論
を
展

開
す
る
場
合
、
民
俗
（
素
材
の
選
択
か
ら
、
そ
れ
よ
り
上
位
の
す
べ
て
の
）
の
類
似
と
差

異
を

な
ん
ら
か
の
形
で
指
標
に
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
民
俗
の

存
在
を

伝
播
か
適
応
の

い
ず
れ

と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
文
化
論
は
左
右
さ
れ
る
。

上
野
和
男
は
地
域
性
研
究
の
全
体
的
な
構
図
を
学
史
的
に
整
理
し
、
研
究
の
動
向
と

し
て
三
つ
の
軸
を
設
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
類
型
論
と
領
域
論
の
軸
、
第

二
に

同
質
論
と
異
質
論
の
軸
、
第
三
に
起
源
論
・
動
態
論
・
構
造
論
の
軸
と
い
う
三
つ

の

軸
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
た
い
こ
と
が
微
妙
な
差
異
を
も
っ
て
い
る
と

　
　
（
6
）

し
て
い
る
。
ま
た
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に
個
々
の
研
究
が
明
確
に
分
類
で
き
る
わ
け

で
は
な

く
、
異
質
論
と
起
源
論
が
共
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
と
も
い
っ
て
い
る
。

　
植
物
民
俗
の
研
究
は
こ
う
し
た
動
向
と
無
関
係
で
は
な
い
が
、
多
く
は
そ
の
当
該

地
域
の

人
々
が
生
活
の
た
め
ど
の
よ
う
に
自
然
を
開
発
し
て
き
た
の
か
そ
の
背
後
に

あ
る
民
俗
的
知
識
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
あ
る
植
物
に
つ
い
て
の

民
俗
の

分
布
が
そ

の

論
の

中
心
的
な
も
の
に
な
る
照
葉
樹
林
文
化
論
（
コ
ナ
ラ
：
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ズ

ナ

ラ
の
水
さ
ら
し
＋
加
熱
処
理
に
対
す
る
カ
シ
類
の
水
さ
ら
し
）
や
柳
田
国
男
に

よ
る
語
彙
の
分
布
論
（
『
野
鳥
雑
記
・
野
草
雑
記
』
に
み
る
方
言
周
圏
論
）
や
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
（
8
）

類
す

る
も
の
は
あ
る
。

　
一
口
に
植
物
の
民
俗
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ミ
ソ
ハ
ギ
の
よ

う
に
盆
に
精
霊
花
あ
る
い
は
仏
に
供
え
ら
れ
る
花
と
し
て
沖
縄
八
重
山
か
ら
本
州
ま

で
広

く
分
布
す
る
習
俗
も
あ
る
。
コ
シ
ダ
の
よ
う
に
旅
と
し
て
八
重
山
か
ら
四
国
・

九

州
あ
た
り
ま
で
自
家
製
の
も
の
が
作
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
植
物

の

分
布
が
そ
れ
と
対
応
し
て
お
り
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
初
め
に
挙
げ
た
線

香
の

よ
う
に
線
香
は
同
じ
で
あ
る
が
、
素
材
だ
け
が
恐
ら
く
特
定
の
植
物
の
多
少
・

種
類
差
に

よ
っ
て
異
な
る
例
も
あ
る
。
神
に
祭
る
木
の
多
様
性
（
八
重
山
の
ク
ロ
ト

ン
・

マ

サ

キ
、
か
な
り
西
日
本
に
広
範
な
サ
カ
キ
、
あ
る
い
は
サ
カ
キ
よ
り
さ
ら
に

西

日
本
に
広
い
分
布
を
も
つ
ピ
サ
カ
キ
、
中
国
山
地
や
山
陰
の
ソ
ヨ
ゴ
、
あ
る
い
は

東
北
の

ス

ギ

や
ア

ス

ナ
ロ

）
で

も
素
材
の
類
似
と
差
異
と
そ
の
民
俗
的
慣
行
の
類
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
差
異
は
お
の
ず
と
異
な
る
問
題
を
提
起
す
る
。
植
物
民
俗
を
あ
る
当
該
地
域
の
自

然
に
働
き
か
け
て
開
発
さ
れ
た
人
々
の
民
俗
的
営
為
の
総
体
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
そ

れ
は

当
該
地
域
の
民
俗
分
類
の
体
系
と
し
て
記
述
さ
れ
、
そ
の
構
造
と
機
能
が
論
じ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
植
物
的
自
然
と
人
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
民
俗
誌
が
可
能
に

な
る
。
問
題
は
そ
の
先
で
あ
る
。
民
俗
分
類
と
し
て
認
識
の
レ
ベ
ル
で
比
較
す
る
の

か
、
利
用
体
系
と
し
て
行
動
の
レ
ベ
ル
で
比
較
す
る
の
か
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
比
較

的
よ
く
似
た
文
化
を
も
つ
地
域
内
で
比
較
し
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
通
文
化
的
な

比
較

を
す
る
の
か
。
当
該
地
域
の
植
物
民
俗
誌
が
完
成
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を

比
較
す

る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
こ
こ
で
若
干
の
試
論
を
展
開
し

て

み
た
い
。

一　

植
物
民
俗
の
比
較
の
前
提

あ
る
一
種
の
植
物
民
俗
を
認
識
の
レ
ベ
ル
（
言
語
の
レ
ベ
ル
）
そ
し
て
行
動
の
レ
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ベ

ル

（
民
俗
レ
ベ
ル
）
を
比
較
し
て
分
布
を
論
じ
る
の
は
民
俗
事
象
の
歴
史
的
変
遷

過
程
に
主
た

る
関
心
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
を
分
布
を
論
じ

る
た
め
の
前
提
条
件
と
は
考
え
ず
、
そ
れ
が
伝
播
で
あ
れ
適
応
で
あ
れ
当
該
地
域
の

人
々
が
生
き
る
た
め
に
開
発
し
て
き
た
自
然
に
関
す
る
知
識
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え

て

お

く
。
そ
れ
は
千
葉
徳
爾
が
次
の
よ
う
に
い
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

　
「
し
た
が
っ
て
、
そ
の
機
能
的
側
面
の
う
ち
に
は
広
義
の
自
然
環
境
を
含
め
て
、

い
わ
ゆ
る
地
域
性
に
対
応
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
民
間
伝
承
あ
る
い
は
民
俗
知
識
が

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
海
島
に
お
け
る
生
物
の
分
類
と
か
山
間
に
お
け
る
地
形
名
称
や

季
節
知
識
に
は
、
こ
の
種
の
も
の
が
必
ず
あ
る
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
に
は
、
そ

の

よ
う
な
歴
史
的
側
面
の
乏
し
い
民
俗
知
識
に
、
あ
ま
り
民
俗
学
徒
の
注
意
が
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
」

　

け
れ
ど
も
千
葉
の
述
べ
た
こ
と
は
直
ち
に
反
論
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
側
面

を
民
俗
の
伝
播
・
変
容
（
そ
れ
は
そ
れ
を
受
容
す
る
と
き
の
歴
史
的
・
社
会
的
条
件

を

含
め
て
の
意
味
で
あ
る
が
）
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
も
の
は
植
物
民
俗
に
関
し
て

認
識

（
言

語
）
レ
ベ
ル
・
行
動
（
民
俗
）
レ
ベ
ル
い
ず
れ
に
も
結
構
多
い
も
の
で
あ

る
。
た
と
え
ぽ
語
彙
の
レ
ベ
ル
で
は
柳
田
が
『
野
草
雑
記
』
の
な
か
で
イ
タ
ド
リ
に

つ
い
て

行

な
っ
た
よ
う
な
考
察
で
あ
る
。
こ
れ
は
周
圏
論
と
い
う
解
釈
を
生
み
だ
し

た
。
民
俗
の
レ
ベ
ル
で
も
伊
藤
良
吉
が
盆
の
儀
礼
食
と
し
て
の
ス
ベ
リ
ヒ
ユ
の
分
布

が
植
生
の

相
違
や
生
活
様
式
・
社
会
構
造
の
相
違
を
横
断
す
る
形
で
沖
縄
か
ら
東
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ま
で
覆
い
つ
く
す
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

　

あ
る
地
域
の
植
物
民
俗
と
は
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
混
在
し
て

存
在
す

る
の
で
あ
っ
て
、
単
純
に
そ
の
分
布
は
植
生
と
の
対
応
で
あ
る
と
か
周
圏
的

な
伝
播
の
結
果
で
あ
る
と
か
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
植
生
と
対
応
し
な
い
も
の
、
そ

れ
は
商

品
化
さ
れ
て
い
た
も
の
が
流
通
し
て
植
生
と
は
対
応
し
な
い
分
布
を
も
つ
も

の

も
多
い
。
そ
れ
よ
り
も
千
葉
の
い
う
こ
う
い
っ
た
民
俗
的
知
識
が
そ
の
地
域
の
歴

史
と
無
関
係
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
逆
に
こ
う
い
う
知
識
こ
そ
そ

の

地
域
の

歴
史
と
深
く
関
わ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
千
葉
の
い
う
歴
史
と
は
何
か
と

反
論

し
た
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
少
し
議
論
す
る
と
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
を

論
ず

る
た
め
の
基
礎
的
な
条
件
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
歴
史
的
側
面
の
乏
し
い
民
俗
と
は
そ
の
地
域
の
自
然
環
境
と
の
か
か
わ
り
で
開
発

さ
れ
て
き
た
適
応
と
し
て
の
民
俗
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
地
域
の
植
物
利
用

体
系
は
植
物
の
用
途
別
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
山
田
に
よ
れ
ば
七
つ
の

項

目
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
計
維
持
・
住
・
衣
・
工
芸
及
び
特
殊
用
途
・

薬
・
儀
礼
や
忌
避
・
娯
楽
の
七
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
細
目
に
分
類
す
る

　
　
　
　
（
1
2
）

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
当
該
地
域
を
か
な
り
狭
い
範
囲
に
と
っ
た
と
し
て
も
数

百
種
に
及
ぶ
植
物
が

リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
市
街
地
な
ら
別
で
あ
ろ
う

が
、
平
地
農
村
・
山
村
あ
る
い
は
漁
村
で
あ
っ
て
も
沿
岸
漁
業
の
よ
う
な
伝
統
的
な

漁
村
で

は
字
の
よ
う
な
単
位
（
藩
制
村
）
で
も
数
百
種
は
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

む

し
ろ
こ
う
し
た
民
俗
知
識
は
個
人
性
が
あ
り
、
民
俗
と
し
て
斉
一
性
を
も
つ
と
思

わ
れ

る
最
小
の
単
位
の
な
か
で
も
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
植
物
民
俗
の
利
用
体
系
と

し
て
で
き
る
か
ぎ
り
均
一
性
を
も
つ
単
位
で
可
能
な
か
ぎ
り
植
物
民
俗
誌
を
手
に
入

れ

る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
地
域
に
よ
っ
て
比
較
す
る
こ
と
で
ど
の
よ

う
な
問
題
点
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
千
葉
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
う
し
た
植
物
民
俗
の
あ
り
か
た
を
上
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野
が

い

う
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
性
の
論
議
を
す
る
以
前
に
ど
う
い
う
環
境
の
な
か
の
利

用
体
系
で
あ
る
の
か
を
ま
ず
注
目
す
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
植
生
の
な
か
で
の
利

用
体
系
は
聞
き
書
き
と
し
て
と
れ
る
範
囲
の
時
代
で
の
体
系
で
あ
る
の
で
、
当
然
そ

れ
は
現
存
植
生
に
近
い

も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
文
化
の
起
源
論
と
植
生
と

の

か
か
わ

り
は
い
わ
ゆ
る
照
葉
樹
林
文
化
論
に
お
い
て
不
可
欠
な
関
係
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
潜
在
自
然
植
生
と
文
化
要
素
の
対
応
で
あ
っ
て
、

潜
在
自
然
植
生
が
現
存
植
生
に
変
遷
し
て
き
た
過
程
と
民
俗
と
の
関
連
を
論
じ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
生
活
様
式
の
あ
り
か
た
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
も
、
伝
統
的
な

自
然
と
人
の
関
係
が
密
接
で
完
成
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
う
る
も
の
を
地
域
的
に
比

較
す

る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
前
提
条
件
で
あ
ろ
う
。

　
あ
る
文
化
要
素
の
分
布
を
日
本
列
島
の
地
図
上
に
プ
ロ
ッ
ト
す
る
と
き
平
面
上
で

の
東
西
の

分
布
ぽ

か

り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
高
度
に
よ
る
分
布
を
考
慮
に
入
れ
れ
ぽ

必
ず

し
も
東
日
本
・
西
日
本
の
相
違
で
は
な
く
平
地
と
山
の
相
違
の
場
合
も
あ
る
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
縄
文
遺
跡
の
密
度
の
薄
い
、
高
度
の
高
い
山
村
に
ア
ク
抜
き
技

術
が

存
続

し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
高
度
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ぽ
必
ず
し
も
民
俗
と

遺
跡
は
対
応
せ
ず
、
山
村
の
ア
ク
抜
き
技
術
は
縄
文
以
来
の
伝
統
と
い
う
根
拠
は
な

ん

ら
確
か
な
も
の
で
は
な
い
。

　

さ
て
日
本
の
環
境
を
植
物
的
自
然
か
ら
類
型
化
す
る
と
す
れ
ば
図
1
の
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
暖
か
さ
の
指
数
と
寒
さ
の
指
数
を
も
と
に
植
物
学
的
に
現
存

植
生
を

類
型
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
暖
か
さ
の
指
数
・
寒
さ
の
指
数
は
い
う
な
れ
ぽ

積
算
温
度
を
指
標
に
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
そ
の
地
域
の
緯
度
と
高
度
に
植
生
を
対

応

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
類
型
化
は
ほ
ぼ
東
西
の
軸
・
南
北
の
軸
に
よ

暖かさの指数
E

．

股
富
㌧
灘
ぷ

ン
・
D

　　　暖かさの指数

一：：：’
・　　●　　●　　　　●　　●

●　　●　　●　　●　　●
●　　●　　●　　　　■

　●

、

、
、

、
、

、

、

、

、

、

寒さの指数15°

暖かさの指数120°

A

B

C

D

E

F

亜熱帯林

カシ林
　　　）櫟広酬林
ナラ林

落葉暖帯林（クリ帯）

落葉広葉樹林（ブナ帯）

雑木林（混合樹林）

図1　民俗と相関をもつと思われる植生モデル
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っ

て

地
域
的

な
ま
と
ま
り
を
み
せ
る
が
高
度
と
い
う
点
で
は
そ
う
し
た
軸
で
は
分
か

れ
な

い
。
こ
の
植
生
区
分
は
植
物
学
的
な
根
拠
を
も
つ
も
の
だ
が
、
多
く
の
日
本
文

化
論
の
な

か
で
使
わ
れ
て

き
た
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
の
伝
統
的
な
生
活

様
式

と
深
い
関
連
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
自
然
と
人

間
の

関
係
か
ら
風
土
を
論
ず
る
と
き
に
も
相
関
が
で
て
く
る
と
予
測
さ
れ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
縄
文
海
進
以
後
現
在
の
よ
う
な
海
岸
線
に
な
っ
た
列
島
の
潜
在
自

然
植
生
で
は

な
く
、
そ
れ
以
降
の
人
の
自
然
に
対
す
る
働
き
か
け
を
考
慮
に
入
れ
た

現
存
植
生
の

モ
デ

ル
で

あ
る
。
つ
ま
り
今
西
の
い
う
混
交
林
、
こ
れ
は
雑
木
林
と
い

っ

て

い
い

と
思
う
が
こ
れ
が
常
緑
広
葉
樹
林
（
照
葉
樹
林
）
か
ら
落
葉
広
葉
樹
林
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

広

く
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
九
州
か
ら
東
北

ま
で
雑
木
林
は
広
が
り
、
そ
れ
は
人
と
自
然
の
関
係
で
歴
史
的
に
で
き
あ
が
っ
た
も

の

で

あ
ろ
う
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
植
生
の
占
め
る
面
積
と
し
て
は
現
在

も
っ
と
も
大
き
い
も
の
で
あ
る
。
農
耕
地
の
周
辺
や
雑
木
林
の
よ
う
に
植
生
の
区
分

と
か
な
り
無
関
係
に
出
現
す
る
種
も
か
な
り
多
い
こ
と
で
も
分
か
る
よ
う
に
植
物
学

的
な

区
分

と
人
々
の
野
生
植
物
利
用
体
系
の
地
域
的
な
区
分
と
は
必
ず
し
も
対
応
し

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
む
し
ろ
そ
の
こ
と
こ
そ
ま
ず
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
の
植
生
を
暖
か
さ
の
指
数
・
寒
さ
の
指
数
（
温
量
指
数
）
で
大
き
く
三
つ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

区
分
す

る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
暖
か
さ
の
指
数
一
八
〇
以
上
と
以
下
で
亜
熱
帯

林

と
常
緑
広
葉
樹
林
を
分
け
る
。
暖
か
さ
の
指
数
八
五
以
上
と
以
下
で
常
緑
広
葉
樹

林
と
落
葉
広
葉
樹
林
（
温
帯
林
あ
る
い
は
ブ
ナ
帯
林
）
に
分
け
る
。
そ
れ
ぞ
れ
そ
の

植
物
社
会
を
特
徴
づ
け
る
構
成
樹
種
も
か
な
り
異
な
る
の
で
、
こ
う
し
た
環
境
だ
け

が
周

り
に
存
在
す
る
と
す
れ
ぽ
植
物
利
用
体
系
も
相
当
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
94

図
1
に
み
る
よ
う
に
常
緑
広
葉
樹
林
と
落
葉
広
葉
樹
林
に
は
む
し
ろ
人
の
生
活
に
か
　
2

な
り
直
結
し
た
混
交
林
つ
ま
り
雑
木
林
が
貫
徹
し
て
い
て
そ
の
面
積
も
お
お
き
く
人

の

生
活
場
所
と
の
距
離
か
ら
い
っ
て
も
近
く
、
こ
れ
は
野
生
植
物
利
用
体
系
の
民
俗

学
的
な

問
題
を
考
え
る
上
で
は
そ
の
意
味
は
大
き
い
。
さ
ら
に
常
緑
広
葉
樹
林
は
下

位
の
区
分
と
し
て
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
そ
れ
は
暖
か
さ
の
指
数
一
二
〇
以
上
と
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

下
で
分
け

る
も
の
で
、
便
宜
的
に
カ
シ
帯
と
ナ
ラ
帯
と
に
区
分
す
る
。
カ
シ
帯
は
海

岸

型
の
常
緑
広
葉
樹
林
で
あ
り
、
ナ
ラ
帯
は
内
陸
型
の
常
緑
広
葉
樹
林
で
あ
る
。
前

者
は
九
州
・
四
国
の
低
地
、
後
者
は
中
国
地
方
・
四
国
の
高
地
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。

常
緑
広
葉
樹
林
は
そ
の
な
か
で
寒
さ
の
指
数
が
一
五
以
下
に
な
る
地
域
は
構
成
樹
種

が

か

な
り
異
な
り
別
に
分
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
植
物
社
会
学
的
な
考
え
が
あ
る
。

そ

れ
は
落
葉
暖
帯
林
つ
ま
り
通
称
ク
リ
帯
と
い
わ
れ
る
地
域
で
中
部
山
岳
地
帯
で
あ

る
。
つ
ま
り
北
海
道
を
除
き
、
植
生
の
大
き
な
三
つ
の
区
分
、
そ
し
て
常
緑
広
葉
樹

林
を

さ
ら
に
下
位
区
分
し
て
三
つ
、
そ
れ
に
人
為
と
の
か
か
わ
り
の
強
い
混
交
林

（
雑
木
林
）
の
七
つ
に
区
分
し
て
お
け
ば
野
生
植
物
利
用
の
体
系
の
地
域
的
偏
差
を

問
題
に
す
る
と
き
に
は
十
分
で
あ
ろ
う
。

ニ
　
ナ

ラ
林
の
ム
ラ
・
カ
シ
林
の
ム
ラ

　
設
定

し
た
七
つ
は
植
物
学
的
な
区
分
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
植
生
が
人
々
の
伝
統

的

な
生
活
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
山
村

社
会
の
野
生
植
物
利
用
と
い
う
観
点
か
ら
比
較
し
て
み
よ
う
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
七
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つ
の

植
生
の

な
か
で
条
件
の
似
た
七
つ
の
地
域
を
選
び
同
じ
方
法
に
よ
り
同
じ
精
度

の
調
査
が

さ
れ
て
い
れ
ば
望
ま
し
い
が
、
そ
れ
は
極
め
て
む
つ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。

筆
者
の

調
査
に

よ
る
二
地
点
を
比
較
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
自
然
と
人
の
か
か
わ
り

の

民
俗
学
的
な
地
域
性
を
抽
出
す
る
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
何
が
問
題
に
な
る
の
か

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

岡
山
県
真
庭
郡
湯
原
町
粟
谷
（
戸
数
三
十
一
軒
）
は
標
高
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
位

置

し
、
西
に
耳
ス
エ
山
（
＝
〇
三
メ
ー
ト
ル
）
、
北
に
岩
倉
山
（
一
〇
六
五
メ
ー
ト

ル

）
な
ど
中
国
山
地
の
高
い
山
に
囲
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
高
度
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
越

え
る
と
ブ
ナ
林
が
出
現
す
る
環
境
で
あ
る
。
集
落
の
ま
わ
り
は
二
次
林
と
ス
ギ
・
ヒ

ノ
キ
の
官
公
造
林
が
占
め
、
二
次
林
に
は
カ
シ
ワ
・
ク
リ
・
ク
ヌ
ギ
・
コ
ナ
ラ
・
ミ

ズ

ナ

ラ
・
ナ
ラ
ガ
シ
ワ
な
ど
が
あ
る
。
比
較
的
高
い
場
所
は
先
の
植
生
の
類
型
か
ら

い

え
ば
、
落
葉
広
葉
樹
林
の
自
然
林
か
ら
そ
の
二
次
林
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

集
落
周
辺
の
低
い
と
こ
ろ
は
常
緑
広
葉
樹
林
の
二
次
林
ア
カ
マ
ツ
・
コ
ナ
ラ
群
集
が

占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
集
落
周
辺
は
常
緑
広
葉
樹
林
の
な
か
の
ナ
ラ
地
帯
に
相
当
し
、

そ

の

周
囲
を
ブ
ナ
帯
林
の
雑
木
林
が
覆
う
関
係
に
位
置
す
る
。

　
い

ま
一
つ
は
徳
島
県
宍
喰
町
船
津
（
戸
数
四
十
六
軒
）
で
、
こ
こ
は
海
岸
か
ら
わ

ず
か
十
キ

ロ

メ
ー
ト
ル
入
っ
た
と
こ
ろ
で
や
は
り
周
囲
は
千
メ
ー
ト
ル
級
の
山
に
囲

ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
は
典
型
的
な
常
緑
広
葉
樹
林
の
な
か
の
カ
シ
地
帯
で

あ
り
、
シ
イ
林
を
伐
採
し
て
も
シ
イ
林
に
な
っ
て
し
ま
う
ま
さ
に
典
型
的
な
照
葉
樹

林
を

環
境
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
植
物
社
会
学
的
な
レ
ベ
ル
で
い
う
と
海
岸
部
か
ら

高
地
に
い
く
に
従
い
自
然
林
と
し
て
は
ウ
バ
メ
ガ
シ
群
落
・
ス
ダ
ジ
イ
群
落
・
ツ
ガ

群
落
が

出
現
す
る
。
集
落
の
周
辺
は
ス
ダ
ジ
イ
群
落
の
二
次
林
シ
イ
・
カ
シ
群
落
が

多
い
。
ど
ち
ら
も
山
間
部
の
小
さ
な
谷
間
に
水
田
を
開
き
山
仕
事
の
多
か
っ
た
村
で

あ
る
。
両
地
域
の
野
生
植
物
利
用
体
系
・
社
会
構
造
な
ど
は
既
に
述
べ
た
こ
と
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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6
）

る
の
で
必
要
な
こ
と
以
外
省
略
す
る
。

　

ど
ち
ら
の
地
域
も
さ
ま
ざ
ま
な
野
生
植
物
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
粟
谷
で
は
一
九

七
種
、
船
津
で
は
一
五
一
種
の
野
生
植
物
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
ま
ず
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
で
植
物
採
集
を
行
い
、
そ
れ
を
基
に
植
物
学
的
な
同
定
を
行
い
、
そ
れ

を
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
見
せ
て
方
名
の
採
集
を
行
っ
た
。
し
た
が
っ
て
同
一
種
が

二
つ
の

方
名
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
し
、
一
つ
の
方
名
が
二
つ
以
上
の
種
を
表
わ
す
場

合

も
あ
り
、
方
名
と
和
名
の
数
は
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
。
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
野

生
植
物
利

用
を
利
用
形
態
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
食
物
・
建
材
・
農
具
・
薪
炭
・
生

活

用
具
・
子
供
の
遊
び
な
ど
に
分
類
で
き
る
。
そ
の
な
か
で
食
物
・
薪
炭
・
子
供
の

遊
び
を
除
き
山
村
の
農
耕
生
活
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
生
活
用
具
の
素
材
と
し
て
の
野

生
植
物
利
用
を

比
較
し
て
み
た
い
。

　
表
1
に
示
し
た
三
十
四
種
の
植
物
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
表
に
お
け
る
樹
種
（
草

本

も
含
む
）
の
並
べ
方
に
は
か
な
り
作
為
が
施
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ま
ず
両
地
域

の

野
生
植
物
利
用
の

な

か
で
船
津

（
カ
シ
林
の
ム
ラ
）
に
し
か
存
在
し
な
く
て
利
用

す

る
も
の
、
粟
谷
（
ナ
ラ
林
の
ム
ラ
）
に
し
か
な
く
て
利
用
す
る
も
の
、
両
地
域
に

存
在

し
利
用
す
る
も
の
に
分
け
て
み
る
と
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

船
津
に
し
か
な
い
も
の
は
シ
ラ
カ
シ
（
和
名
シ
ラ
カ
シ
）
・
ウ
マ
メ
（
和
名
ウ
バ
メ
ガ

シ

）
・

ソ
バ
ノ
キ
（
和
名
カ
ナ
メ
モ
チ
）
・
シ
イ
（
和
名
ス
ダ
ジ
イ
、
イ
タ
ジ
イ
）
・
サ

ル

タ
（
和
名
ヒ
メ
シ
ャ
ラ
）
．
ク
ロ
ガ
キ
（
和
名
ト
キ
ワ
ガ
キ
）
．
ア
ス
ナ
ラ
（
和
名
　
9
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

ア

ス

ナ

ロ

）
・

マ
キ

（和
名
コ
ウ
ヤ
マ
キ
）
・
コ
シ
ダ
（
和
名
コ
シ
ダ
）
・
コ
ッ
コ
カ
ズ
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表1　両地域の生活用具の素材比較（rは稀なことを示す）

夏緑広葉樹林帯（落葉広葉樹林帯）

岡山県湯原町二川，粟谷

用 途

鍬の柄

肥負カゴ，タモの枠

銭・蛇の柄，杵，藁
打槌，餅花

床枢，杵

ガマコシゴ，タメッ
コなどガマ細工

湿気のあるところの
建材，オオアシ

錠袋，i蓑などの繊維

牛の鼻ぐり

床枢，臼，ヨウジバ
ン（洗濯）

カンジキ

カンジキ，タモの枠

草履類の繊維

マナイタ
（特に魚料理用の）

蓑

結束

棺桶

棺桶，建材，イモグ
ノレマ

手斧の柄，唐臼の刃，

牛梨の床

木馬のソリ，ユキオ
ロシ

防 名

（ミズ）ナラ

フクラ（シバ）

ウツキ

サルスベリ

ガマ

クリ

ヤマカゲ

ガヤ

ケヤキ

チナイ

クワ

コーカイ

ヤマオ

ホウ

ヒロレ

フジカズラ

マツ

スギ

エンズイ

ヤマザクラ

1有無

r

十

十
十
　
十
十
　
十
　
十
十
十
　
十
　
十
十
十
十
　
十
十
十
十
　
十
　
十

和 名

シラカシ

ウバメガシ

カナメモチ

スダジイ

ヒメシャフ

サカキ

トキワガキ

アスナロ

コウヤマキ

コシダ

サルナシ

ツズラフジ

シュロ

ミズナラ

ソヨゴ

ヤマボウシ

ナツツバキ

ガマ

クリ

シナノキ

イヌガヤ

ケヤキ

ェゴノキ

クワ

ネムノキ

クサマオ

ホオノキ

ミヤマカンスゲ

フジ

アカマツ

スギ

イヌエンジュ

ヤマザクラ

常緑広葉樹林帯（照葉樹林帯）

徳島県宍喰町，船津

有無

十

　
十

十

　
十

　
十

十

十

十

十

十

　

十
　
十
　
十

r
　
r
　
　
r
O
～
　
r

r
r
十
　
十
　十
十

十

十

　

十

十

十

十

　
十
　
十

方 名

シラカシ

ウマメ

ソバノキ

シイ

サルタ

サカキ

クロガキ

アスナラ

マキ

コシダ

コッコカズラ

ツヅラ

シュロ

ケヤキ

カサダ

クワ

ネムタ

チョマ

ホウ

ミノワラスゲ

フジカズラ

マツ

スギ

エンズ

ヤマザクラ

用 途

鍬の柄，手斧の柄，杵，
鎌の柄，唐臼の刃

船の櫓

杵，カケヤ，藁打槌，
展根替の針，コマシ

鍬の柄，湿気のあると
ころの建材

杵（木肌を残す）

山刈鎌の柄

小物蛇鎌の柄

柱，家の土台

棺桶

釣籠，物入れカゴ，ミ
ソコシ

山の橋の結束，屋根替
の足場，イシモッコ

下駄の緒，竹帝の結
束，箕，ウナギカゴ

蓑，牛の道具

床椎

糸巻き，タバコ入れ，
小刀の柄

鋤の柄

鋤の柄

繊維

マナイタ，タチイタ

蓑

フジモッコ，結束

臼

定木，架木，モミホシ

唐臼の刃，牛梨の床，
マンガの床

マナイタ，タンス

296
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ラ
（
和
名
サ
ル
ナ
シ
）
・
ツ
ヅ
ラ
（
和
名
ア
オ
ツ
ズ
ラ
フ
ジ
、
和
名
オ
ォ
ッ
ズ
ラ
フ

ジ
）
・
シ
ュ
ロ
（
和
名
シ
ュ
ロ
）
で
あ
る
が
、
こ
の
地
域
の
特
徴
が
よ
く
で
て
い
る
。

つ

ま
り
照
葉
樹
林
帯
お
よ
び
そ
の
二
次
林
に
特
徴
的
な
植
物
が
多
い
と
い
え
る
。

　

そ

れ
に

対

し
て
粟
谷
の
ほ
う
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ナ
ラ
（
和
名
ミ
ズ
ナ
ラ
）
・
フ

ク
ラ
シ
バ
（
和
名
ソ
ヨ
ゴ
）
・
ウ
ッ
キ
（
和
名
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
）
・
サ
ル
ス
ベ
リ
（
和
名

ナ
ッ

ツ
パ
キ
）
・
ガ
マ
（
和
名
ガ
マ
）
・
ヤ
マ
カ
ゲ
（
和
名
シ
ナ
ノ
キ
）
・
ク
リ
（
和
名

ク
リ
）
・
ガ
ヤ
（
和
名
イ
ヌ
ガ
ヤ
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
ガ
マ
（
こ
れ
は
湿
地
に
多

い
植
物
で

粟
谷
の

地
形
的
特
徴
を

示
す

も
の
で
例
外
的
で
あ
る
）
を
除
け
ぽ
や
は
り

常
緑
広
葉
樹
林
帯
と
そ
の
二
次
林
を
特
徴
づ
け
る
植
物
が
多
い
。
両
者
に
共
通
す
る

植
物
を

和
名
で
記
す
と
エ
ゴ
ノ
キ
・
ケ
ヤ
キ
・
ク
ワ
・
ネ
ム
ノ
キ
・
カ
ラ
ム
シ
・
ホ

オ

ノ
キ
・
カ
ン
ス
ゲ
・
ノ
ダ
フ
ジ
・
ア
ヵ
マ
ッ
・
ス
ギ
・
イ
ヌ
エ
ン
ジ
ュ
・
ヤ
マ
ザ

ク
ラ
の
十
二
種
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
常
緑
広
葉
樹
林
は
温
量
指
数
で
一
二
〇

を
境
に
し
て
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
る
。
カ
シ
帯
と
ナ
ラ
帯
で
あ
る
が
、
こ
の

二
つ
の

二
次
林
は
い
わ
ゆ
る
人
里
の
周
辺
に
あ
る
雑
木
林
で
そ
の
構
成
樹
種
は
よ
く

似
て

い

る
。
つ
ま
り
今
西
錦
司
の
い
う
混
交
林
で
あ
り
、
こ
ご
こ
そ
が
共
時
的
に
も

通
時
的
に

も
日
本
の
農
耕
文
化
を
育
ん
で
き
た
母
胎
と
も
い
え
る
場
で
あ
る
。
こ
れ

を

今
西
の
言
う
よ
う
に
一
種
の
極
相
林
と
と
ら
え
る
か
、
ま
た
人
と
自
然
の
交
渉
の

結
果

と
し
て
の
常
緑
広
葉
樹
林
の
二
次
林
と
と
ら
え
る
か
は
植
物
学
者
の
意
見
の
分

か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
弥
生
時
代
以
降
こ
う
し
た
雑
木
林
が
人
々
の
生
活
圏
の

回

り
を
覆
っ
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
今
両
地
域
の
生
活
用
具
の
素
材
か
ら
二
地
点
を
比
較
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ

を

野
生
植
物
の
利
用
体
系
全
体
、
つ
ま
り
食
物
・
儀
礼
・
遊
び
な
ど
に
わ
た
っ
て
み

て

み
れ
ば

こ
の
雑
木
林
を
起
源
に
す
る
植
物
が
多
い
。
照
葉
樹
林
文
化
論
に
登
場
す

る
野
生
堅
果
類
の
種
類
と
調
理
に
お
け
る
東
日
本
と
西
日
本
の
差
異
も
日
本
列
島
鹿

児

島
か
ら
青
森
ま
で
ど
こ
で
も
み
ら
れ
る
雑
木
林
の
上
に
成
立
し
た
農
耕
文
化
の
単

な
る
適
応
の
地
域
差
と
考
え
て
も
な
ん
ら
不
都
合
は
な
い
。
こ
う
し
た
野
生
堅
果
類

利
用

を
前
提
と
し
た
高
度
な
定
住
的
縄
文
文
化
の
前
段
階
と
し
て
照
葉
樹
林
起
源
の

ク
ル
ミ
・
ヒ
シ
・
ド
ン
グ
リ
・
ク
リ
・
ク
ズ
・
ワ
ラ
ビ
・
テ
ソ
ナ
ン
シ
ョ
ウ
な
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

ア

ク
抜
き
技
術
に
裏
づ
け
ら
れ
た
生
業
経
済
の
段
階
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
な
ど
も
な
に
も
照
葉
樹
林
起
源
の
も
の
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
雑
木
林
の
も
の
で

あ
り
日
本
列
島
の
人
里
周
辺
に
広
く
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
民
俗
学

は
前
代
の
生
活
の
歴
史
学
が
叙
述
し
な
か
っ
た
部
分
に
照
明
を
当
て
る
と
い
う
柳
田

国
男
以
来
の
初
志
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ぽ
、
い
つ
も
歴
史
学
か
ら
攻
撃
さ
れ
な
が

ら
も
主
た
る
舞
台
は
い
つ
も
「
前
代
」
で
あ
っ
て
「
古
代
」
や
「
先
史
」
の
時
代
で

は

な
い
。
多
く
の
民
俗
的
現
象
は
ど
う
時
代
を
遡
源
さ
せ
て
も
中
世
ま
で
と
い
う
の

は
一
種
の
不
文
律
の
よ
う
で
あ
る
が
、
野
生
植
物
利
用
の
採
集
技
術
・
調
理
技
術
の

民
俗
だ
け
が
一
気
に
時
代
を
遡
る
こ
と
が
で
き
る
と
ど
の
よ
う
に
証
明
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
中
世
以
降
の
野
生
植
物
利
用
（
堅
果
類
の
ア
ク
抜
き
技
術

な
ど
）
に
東
日
本
・
西
日
本
の
差
異
が
あ
る
こ
と
は
認
め
た
と
し
て
も
そ
れ
が
ど
う

し
て
縄
文
時
代
以
来
連
綿
と
し
て
続
い
た
も
の
の
差
異
と
し
て
検
証
で
き
よ
う
か
。

し
か
も
焼
畑
を
す
る
山
村
と
し
て
照
葉
樹
林
文
化
論
か
ら
い
え
ぽ
ま
さ
に
縄
文
時
代

の

残
存
し
た
地
域
と
い
う
の
は
標
高
は
か
な
り
高
い
地
点
（
椎
葉
・
祖
谷
・
椿
山
・

白
峰
・
北
上
山
地
な
ど
）
に
あ
る
。
そ
こ
は
照
葉
樹
林
帯
と
い
う
よ
り
落
葉
広
葉
樹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
把

林
帯
に
近

く
、
わ
ず
か
な
縄
文
遺
跡
の
存
在
は
あ
っ
て
も
密
度
は
低
地
や
低
山
帯
に
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比
べ
少
な
い
。
そ
し
て
人
々
の
伝
承
や
文
書
に
よ
れ
ば
せ
い
ぜ
い
中
世
に
人
が
住
み

つ
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
焼
畑
文
化
が
稲
作
文
化
に
先
行
す
る
農
耕
文

化

と
す
れ
ぽ
、
そ
し
て
そ
れ
が
列
島
外
か
ら
の
文
化
の
伝
播
で
あ
る
と
す
る
な
ら
当

然
低
地
の
縄
文
時
代
の
遺
跡
に
は
密
度
ぼ
か
り
で
な
く
遺
跡
の
性
格
の
う
え
で
も
そ

れ
が
焼
畑
を

示
す

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
考
古
学
的
に
は
必
ず
し

も
妥
当
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
起
源
や
伝
播
の
問
題
を
別
に
す
れ
ば

焼

畑
を
す
る
山
村
と
い
う
の
は
中
世
以
降
な
ん
ら
か
の
理
由
で
山
に
住
み
つ
い
て
周

囲
の
落
葉
広
葉
樹
林
に
適
し
た
生
業
で
あ
る
焼
畑
を
取
り
入
れ
た
村
で
あ
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
環
境
に
適
応
す
る
と
い
う
民
俗
学
的
問
題
な
の
で
は
な

か
ろ

う
か
。
む
ろ
ん
対
島
の
よ
う
に
海
岸
近
い
村
が
焼
畑
を
行
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ

は

あ
る
が
、
こ
れ
は
系
譜
が
異
な
る
か
あ
る
い
は
隔
絶
し
た
島
と
い
う
条
件
に
よ
っ

た
残
存
の
特
殊
な
形
態
か
も
し
れ
な
い
。
環
境
に
適
応
す
る
民
俗
と
い
う
側
面
を
も

う
少
し
微
細
な
点
で
眺
め
て
み
よ
う
。

三
　
樹
種
選
定

と
植
生

　
両
地
域
の

植
物
社
会
学
的
相
違
を

示

し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
粟
谷
で
五
地
点
、

船
津
で
四
地
点
を
と
り
、
そ
れ
を
植
物
社
会
学
で
使
う
ブ
ラ
ウ
ン
ー
ブ
ラ
ン
ケ
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

し
た
が
っ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
点
と
植
物
の
種
の
縦
・
横
の
軸
を

操
作

し
て
植
物
の
種
の
あ
る
ま
と
ま
り
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
土
地
の
植
物
の

構
成
の
特
徴
を
抽
出
す
る
方
法
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
数
字
は
そ
こ
に
お
け
る
そ
の
植

物
の
出
現
頻
度
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
土
地
の
植
物
社
会
学
的
な
環
境
評

価
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
操
作
を
多
く
の
地
点
で
行
な
う
こ
と
に

よ
っ
て
植
物
社
会
の
類
型
化
を
行
な
う
基
本
的
作
業
と
な
る
。
植
物
社
会
は
ク
ラ

ス
・

群

団
・
群
集
・
群
落
に
よ
っ
て
レ
ベ
ル
を
分
け
て
い
る
。
植
物
社
会
の
特
徴
を

系
統
分
類

し
て
、
レ
ベ
ル
が
高
い
ほ
ど
植
生
の
抽
象
度
は
高
く
個
別
の
種
の
分
布
の

特
徴
は
希
薄
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
落
葉
広
葉
樹
林
帯
・
常
緑
広
葉
樹
林
帯
（
照

葉
樹
林
帯
）
と
い
う
ブ
ナ
・
ク
ラ
ス
や
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
・
ク
ラ
ス
と
の
関
係
だ
け
で
個

々

の

植
物
の
民
俗
を
論
じ
る
の
は
危
険
で
あ
る
。

　

a
は
粟
谷
に
み
ら
れ
る
ブ
ナ
ー
ク
ロ
モ
ジ
群
集
で
、
b
は
そ
の
二
次
林
で
あ
る
ミ

ズ

ナ

ラ
ー
ク
ロ
モ
ジ
群
落
で
あ
る
。
こ
の
植
生
を
特
徴
づ
け
る
a
・
b
に
で
て
く
る

植
物
は
前
述

し
た
粟
谷
の
植
物
民
俗
の
利
用
体
系
と
は
構
成
種
が
異
な
る
よ
う
に
み

え
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
と
り
あ
げ
た
生
活
用
具
が
利
用
体
系
の
一
部
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
ブ
ナ
以
外
の
植
物
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ク
ロ
モ
ジ
は

方
名
で
も
ク
ロ
モ
ジ
と
い
わ
れ
餅
花
の
木
と
し
て
い
ま
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

伝
承
で
は
か

つ
て

は
妻
楊
枝
の
木
の
材
料
と
し
て
採
取
し
て
売
り
に
だ
し
て
い
た
と

も
い
う
。
そ
れ
に
は
買
い
付
け
に
く
る
人
が
い
た
と
い
う
。
ク
ロ
モ
ジ
は
香
り
の
高

い

木
で
、
こ
れ
か
ら
香
料
を
絞
り
と
っ
た
と
い
う
伝
承
も
あ
る
が
実
際
に
行
な
っ
た

り
見
た
り
し
た
人
は
い
な
い
。
各
地
で
そ
れ
は
聞
く
が
伝
承
の
な
か
で
も
こ
れ
な
ど

は
伝
承
の

尻
尾
だ
け

で
消
え
か
か
っ
て
い
る
も
の
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
粟
谷
で

は
コ

シ

ア

ブ

ラ
は
タ
ヵ
ノ
ッ
メ
と
同
じ
方
名
ボ
カ
を
も
ち
経
木
の
材
と
し
て
や
は
り

採
取

し
て
売
り
に
だ
し
た
。
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
は
方
名
ウ
ッ
キ
と
い
い
利
用
体
系
に
も
で

て

く
る
が
極
め
て
重
要
な
木
で
あ
っ
た
ら
し
く
銭
・
蛇
・
槌
・
杵
な
ど
の
柄
と
し
て

利

用
度
は
抜
群
で
あ
っ
た
。
槌
な
ど
は
木
地
師
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
餅
花

298
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表2　粟谷・船津両地域の現存植生（常在度表）

調査地点（クウォードラート）

＊ブナ

＊クロモジ
＊コシアプラ
＊ミズナラ
＊チマキザサ
　オクノカンスゲ
　ハイイヌガヤ
　ツノハシバミ
＊エゾユズリハ
＊ホオノキ
　ヤマボウシ
　ミヤマカンスゲ
　ヤマブドウ

　マンサク
　マツプサ
　シナノキ
　スギ

　タニウツギ
　ピサカキ
　ウラジロ
＊アラカシ
＊サカキ
　コシダ
　カナメモチ
＊ネズミモチ
＊ヤブツバキ
　ヤプコウジ
　アカガシ
＊テイカカズラ
＊ヤブニッケイ
　シラカシ
＊マンリョウ
＊シロダモ
　ウラジロガシ
　イヌビワ

　アカマツ
　ヤプツツジ
　コバノミツバツツジ
　ソヨゴ
　コナラ
　イヌツゲ
　ワラビ
　タカノツメ
　クリ
　ヤマザクラ
　コウヤボウキ
　ェゴノキ
　ススキ
　ネムノキ
　アオツヅラフジ

　ツガ
　アスナロ

＊スダジイ
＊タイミンタチバナ
　タプ
　クロバイ

　ウバメガシ
　トキワガキ
　ヤマモモ

ネジキ
リョウプ

粟加 船津
ブナクラスー一一一一一一 プッパキクラス

1　　　2　　　3　　　4 5　　　6 7 8 9　　　10

←－a－一一一→←b→
V　　　V　　　V　‘　nI

1

a：ブナ＝クロモジ群集
v　　v　　　v　l　V b：ミズナラ＝クロモジ群集
I　　I　　び11　V
II　nl　Il　i　nII　　　lv　　　nl　l　lI

　II　wim

W　　　V

｜

（aの二次林）c：スダジイ群団

dlアカマッ＝コナラ群落
（内陸型カシ林の二次林）

I　　　II　　　W　I　II　　， e：シイ＝カシ群落
I　　　I　　　m　l　1V　　‘ （cの二次林）
I　　　II　　　II　I　m　　l ＊：クラス・群団の標徴種
I　　　I　　II　l 1

II　　I　I　I 1～V：常在度
II　　　　　　II　l r：常在度5％以下
I　　　　　　I　I　I
I　　I　　　I　l

I　　l　l l　　　　　　　r

1　　　　　　　　　‘ 1 C

I　l ←一一d－一→ ←e→
l　m

I　　　　　　　I V　　　V・ I
I w IV　’　V

l　lI　　IIl　I

　　’II　　　II V　，　W
m　　　lII
I　IIiII　　　II　I

III

V
I
I

I
I
V
I

i
v
・
　
I
I
v
i
mI　　　ll

II　IIi
m III

　II　・　w
nl　ll　i　lI

I　　　ll V lm
】V　　IV： ：　1

I　　　r： I
I

I
I l　I

I　I　　　Il m l　I
： I

I
：　II

IIIl ：

I　　　Il ：

r　　　l 1 l　I

l　l　　rl ：

： 1 ：　1

V　　　V
V　　　V
V　　　V 1 II　　　I

V　　　V I
I

V　　　V
V　　　V

111
V
　
　
　
N
｝

I
I ，

V　　　III
’

’

IV　　　III

nI　　lv
III　　　I皿

l　II　　　IV
I
I m　　　m ツガ林

II　　　II スダジイ・タイミン
I　　　II タチバナ群落

V
V

V IV　　　田
V I

I
w I

I
1V 1

ウバメガシ
群落

V　　　II
II　　　I

II　　　I

I　　　I V　　　V IV I
I

II　　　In
V　　　II　　　II　　　II 】V　　　N III
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木

と
し
て
も
使
わ
れ
た
。
実
も
山
仕
事
な
ど
で
よ
く
採
ら
れ
て
食
べ
ら
れ
た
。
ま
た

シ

ナ

ノ
キ
は
方
名
ヤ
マ
カ
ゲ
と
い
わ
れ
蛇
な
ど
山
仕
事
用
の
道
具
を
入
れ
る
も
の
の

素
材
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
。

　
以
下
省
略
す
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
環
境
は
高
度
に
利
用
さ
れ
て
い
た

と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
こ
う
し
た
植
物
民
俗
に
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

山
村
生
活
の
な
か
で
自
給
自
足
的
な
民
俗
と
コ
シ
ア
ブ
ラ
・
ク
ロ
モ
ジ
の
よ
う
に
商

人

な
ど
仲
買
人
が
介
在
し
て
流
通
す
る
民
俗
の
あ
る
と
こ
ろ
は
注
目
し
て
お
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
粟
谷
の

も
う
一
つ
の
植
物
社
会
の
大
き
な
構
成
要
素
は
d
に
表
わ
さ
れ
る
ア
カ
マ

ツ
ー
コ
ナ
ラ
群
落
で
あ
る
。
こ
れ
は
照
葉
樹
林
帯
の
植
物
社
会
学
的
表
現
で
あ
る
ヤ

ブ

ツ

バ

キ

ク
ラ
ス
の
下
位
の
単
位
で
あ
る
内
陸
型
カ
シ
林
の
二
次
林
と
し
て
成
立
し

て

い

る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
雑
木
林
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
船
津
で
典
型
的
に
み

ら
れ
る
c
の
ス
ダ
ジ
イ
群
団
の
二
次
林
で
あ
る
。
船
津
で
は
典
型
的
な
照
葉
樹
林
で

あ
る
た
め
伐
採
な
ど
の
人
手
が
加
わ
っ
て
も
こ
の
種
の
二
次
林
は
あ
ま
り
成
長
し
な

い

こ
と
が
こ
の
表
か
ら
読
み
取
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の

表
の
調
査
地
が
四
地
点
の
た
め
、
こ
の
地
域
の
植
生
を
十
分
表
現
し
て
い
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ

よ
こ
の
植
生
の
対
比
は
野
生
植
物
の
利
用
体
系
に
も
反
映
し
て
い
る
。

そ

れ
は
植
物
利
用
体
系
の
両
地
域
の
、
粟
谷
に
存
在
す
る
植
物
に
対
応
す
る
船
津
の

植
物
を

み
て

み

る
と
こ
れ
が
明
瞭
で
あ
る
。
ソ
ヨ
ゴ
や
ク
リ
な
ど
雑
木
林
の
代
表
的

な

も
の
は
船
津
で
は
ま
れ
に
し
か
出
現
し
な
い
。
こ
の
内
陸
型
カ
シ
林
の
二
次
林
ア

カ
マ
ツ
ー
コ
ナ
ラ
群
落
の
代
表
的
構
成
樹
種
で
あ
る
植
物
は
い
ず
れ
も
粟
谷
に
お
い

て

は

山
村
生
活
を
維
持
す
る
の
に
重
要
な
植
物
た
ち
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

oo

　
ア

カ
マ
ツ
は
家
の
土
台
木
と
し
て
よ
く
使
う
し
、
ま
た
特
殊
な
用
途
と
し
て
刃
物
　
3

産
地
と
し
て
著
名
な
播
州
三
木
の
鍛
冶
用
の
松
炭
を
作
り
売
買
し
て
い
た
。
ソ
ヨ
ゴ

は
方
名
を
フ
ク
ラ
シ
バ
と
い
い
こ
の
地
方
で
は
神
に
供
え
る
木
と
し
て
使
っ
て
い
る

重
要

な
木
で
あ
る
。
コ
ナ
ラ
は
ナ
ラ
と
い
わ
れ
家
庭
用
の
黒
炭
、
あ
る
い
は
椎
茸
の

楕
木

と
し
て
使
う
。
前
述
し
た
が
タ
カ
ノ
ツ
メ
は
方
名
を
イ
モ
ギ
と
い
い
、
経
木
の

材

と
し
て
売
っ
て
い
た
。
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
木
は
そ
の
材
の
滑
り
や
す
さ
か
ら
昔
木
馬

道
の
そ
り
と
し
て
、
あ
る
い
は
雪
降
ろ
し
の
コ
シ
キ
の
素
材
と
し
て
有
用
で
あ
る
。

エ
ゴ

ノ
キ
は
方
名
を
チ
ナ
イ
と
い
い
、
こ
れ
は
粟
谷
周
辺
に
定
住
し
た
木
地
師
た
ち

が

器
物
の
素
材
と
し
て
重
宝
し
た
。
ネ
ム
ノ
キ
は
材
の
し
な
や
か
さ
を
活
用
し
か
ん

じ
き
な
ど
に
使
わ
れ
た
。
方
名
を
コ
ー
カ
イ
と
い
う
。

　
注

目
し
て
お
き
た
い
の
は
ワ
ラ
ビ
で
そ
れ
は
シ
ズ
ラ
と
も
呼
ば
れ
る
が
ゼ
ン
マ
イ

と
共
に
ア
ク
抜
き
を
し
て
保
存
食
料
と
さ
れ
た
が
、
船
津
で
は
意
外
に
こ
れ
が
少
な

い
。
つ
ま
り
典
型
的
な
照
葉
樹
林
で
は
ワ
ラ
ビ
は
少
な
く
、
逆
に
ク
ズ
は
多
い
。
標

高
の
高
い
と
こ
ろ
で
は
ク
ズ
は
少
な
く
ワ
ラ
ビ
が
多
く
、
低
い
と
こ
ろ
で
は
ク
ズ
は

多
く
ワ
ラ
ビ
は
少
な
い
と
い
う
植
生
上
で
の
特
徴
は
照
葉
樹
林
文
化
論
や
縄
文
時
代

の

植
物
食
を
考
え
る
上
で
は
無
視
で
き
な
い
。

　
粟
谷
の

植
物
社
会
学
的
特
徴
と
野
生
植
物
の
利
用
体
系
の
関
係
は
以
上
の
よ
う
で

あ
る
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
落
葉
広
葉
樹
林
・
照
葉
樹
林
の
二
型
と
そ
の
二
次

林
・
混
交
樹
林
（
雑
木
林
）
の
い
ず
れ
に
も
分
布
す
る
汎
列
島
的
植
物
も
あ
る
。
そ

れ
が

表
の
最
も
下
に
あ
る
ネ
ジ
キ
（
粟
谷
で
は
方
名
カ
シ
ホ
シ
、
船
津
で
は
方
名
カ

シ

ョ

シ

ョ

）
や

リ
ョ
ウ
ブ
（
粟
谷
で
は
方
名
リ
ョ
ゥ
ボ
ウ
、
船
津
で
は
方
名
ギ
ョ
ウ
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プ
）
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
木
本
よ
り
草
本
の
植
物
に
は
多
い
と
思
わ
れ
る
。

野
生
植
物
利
用
は
特
定
の

植
物
の
性
質
に
着
目
し
て
分
類
・
利
用
さ
れ
る
。

　
所
与
の
自
然
環
境
の
な
か
で
あ
る
植
物
が
選
択
的
に
採
集
さ
れ
る
た
め
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
理
由
が
あ
る
。
そ
し
て
使
わ
れ
る
目
的
に
よ
っ
て
採
集
の
基
準
も
そ
の
後
の

調
理
や
加

工
も
当
然
異
な
っ
て
く
る
。
採
集
の
お
も
な
目
的
は
食
物
・
道
具
の
素

材
・
薬
そ
し
て
換
金
の
素
材
で
あ
り
、
植
物
利
用
は
生
活
上
か
ら
く
る
条
件
に
制
約

を

受
け

る
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
当
該
植
物
の
生
態
的
条
件
や
量
の
多
寡
に
よ
っ
て

も
規
制
を
受
け
る
。
生
活
上
の
条
件
は
そ
れ
が
自
給
の
目
的
を
も
つ
野
生
植
物
の
利

用

の

民
俗
で

あ
っ
た
の
か
、
換
金
を
目
的
に
し
た
民
俗
で
あ
っ
た
の
か
は
明
確
に
す

る
必
要
が
あ
る
。
換
金
の
た
め
の
採
集
に
は
粟
谷
に
お
け
る
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
や
ホ
オ
ノ

キ

・
イ
ヌ
エ
ン
ジ
ュ
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
木
地
師
に
売
り
さ
ば
い
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
ク
リ
な
ど
は
鉄
道
が
普
及
・
拡
大
し
て
い
く
な
か
で
枕
木
と
し
て
需

要
が

高
か
っ
た
時
代
に
は
換
金
の
素
材
と
し
て
盛
ん
に
採
集
さ
れ
た
。
当
該
社
会
を

越
え
た
範
囲
で
流
通
す
る
民
俗
は
、
そ
の
社
会
が
全
体
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に

存
在

し
た
の
か
あ
る
い
は
対
応
し
て
き
た
の
か
を
知
る
手
掛
か
り
に
な
る
。
そ
し
て

い
ず
れ
の

場
合
に

も
着
目
し
た
素
材
の
特
性
は
ま
た
選
択
の
大
き
な
理
由
で
あ
る
。

こ

れ
を

樹
木
に
限
っ
て
考
え
て
み
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
特
性
が
森
林
や
林
を
構

成
す

る
多
く
の
樹
木
の
な
か
で
民
俗
的
な
弁
別
指
標
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ

し
て
そ
の
特
性
が
農
具
な
ど
の
素
材
と
し
て
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
か
粟

谷
の

場
合
を
一
例
ず
つ
み
て
み
よ
う
。

　
　
水
に

強
い
ー
ク
リ
（
湿
気
の
あ
る
と
こ
ろ
の
建
材
・
湿
田
で
使
う
オ
オ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
）

　
　

曲
げ
や
す
い
ー
チ
ナ
イ
（
和
名
エ
ゴ
ノ
キ
）
（
雪
の
な
か
を
歩
く
と
き
に
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
カ
ン
ジ
キ
）

　
　
硬
い
ー
エ
ン
ズ
イ
（
イ
ヌ
エ
ン
ジ
ュ
）
（
唐
臼
の
刃
、
牛
鋤
の
床
）

　
　
繊
維
が
と
れ
る
ー
ヤ
マ
カ
ゲ
（
シ
ナ
ノ
キ
）
（
銘
袋
を
編
む
・
蓑
の
材
料
）

　
　
ね
ぽ

り
が
あ
る
　
　
ウ
ツ
キ
（
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
）
（
藁
打
ち
槌
・
杵
）

　
　
や
わ

ら
か
い
ー
ホ
ウ
（
ホ
ナ
ノ
キ
）
（
ま
な
い
た
）

　
　
虫
が

つ
か

な
い
ー
カ
シ
ホ
シ
（
ネ
ジ
キ
）
（
稲
を
干
す
ハ
ザ
）

　
　
滑

り
や
す
い
ー
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
（
木
馬
の
そ
り
・
ユ
キ
オ
ロ
シ
）

　
　
木
目
が
い
い
　
　
ト
チ
（
ト
チ
ノ
キ
）
（
ち
ぢ
み
目
の
盆
）

　

こ
れ
ら
の
な
か
に
は
一
つ
の
特
性
だ
け
に
着
目
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の

特
性
が
重

な
り
利
用
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ぽ
ヤ
マ
カ
ゲ
（
シ
ナ
ノ
キ
）
は

繊
維
が

と
れ
る
と
い
う
性
質
に
加
え
て
そ
れ
が
水
に
強
い
と
い
う
こ
と
が
山
仕
事
で

使
う
蛇
袋
や
蓑
の
材
料
と
し
て
重
宝
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
以
外
に
も
着

目
す
る
特
性
は
あ
り
、
た
と
え
ぽ
粟
谷
で
あ
れ
ぽ
樹
皮
を
魚
毒
と
し
て
用
い
た
サ
ン

シ
ョ

ウ
と
か
実
を
魚
毒
に
使
っ
た
エ
ゴ
ノ
キ
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
数
は
少
な
い

が
香

り
が
注
目
さ
れ
た
の
は
妻
楊
枝
の
ク
ロ
モ
ジ
で
あ
ろ
う
。
さ
て
植
生
と
野
生
植

物
利
用
の

関
係
を

粟
谷
で
論

じ
て
き
た
が
そ
れ
は
船
津
で
も
同
様
に
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　
船
津
の
中
心
的
植
生
は
表
2
で
い
え
ば
c
で
表
現
さ
れ
る
ス
ダ
ジ
イ
群
団
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
シ
イ
を
伐
っ
て
も
シ
イ
が
生
え
る
典
型
的
な
照
葉
樹
林
で
あ

る
。
こ
れ
が
粟
谷
に
出
現
す
る
の
は
神
社
の
鎮
守
の
森
や
人
手
の
入
り
に
く
い
斜
面

な
ど
限
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
高
度
の
高
い
場
所
に
は
e
つ
ま
り
ツ
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林

が
、
低
い
と
こ
ろ
に
は
9
つ
ま
り
ウ
バ
メ
ガ
シ
群
落
が
出
現
す
る
。
船
津
の
照

葉
樹
林
は
伐
採

し
て
も
同
じ
よ
う
な
樹
種
の
構
成
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
二
次
林
と

あ
ま
り
区
別
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
f
や
9
の
自
然
植
生
を
構

成
す
る
樹
種
よ
り
種
数
は
減
少
す
る
。
タ
イ
、
・
・
ン
タ
チ
バ
ナ
．
タ
ブ
．
ク
ロ
バ
イ
．

ト
キ
ワ
ガ
キ
・
ヤ
マ
モ
モ
な
ど
は
二
次
林
の
な
か
で
は
少
な
く
な
る
。
し
か
し
な
ん

と
い
っ
て
も
c
で
代
表
さ
れ
る
植
生
が
船
津
に
お
け
る
野
生
植
物
利
用
の
中
心
で
あ

る
。　

表
2
の
ヒ
サ
カ
キ
は
方
名
を
ピ
シ
ャ
ゴ
と
い
う
。
こ
れ
は
当
地
で
は
仏
様
に
供
え

る
シ
キ
ミ
の
代
用
品
と
し
て
使
わ
れ
る
。
粟
谷
で
は
神
様
に
供
え
る
木
と
し
て
使
っ

て

い

て
、
多
く
の
地
域
で
こ
れ
を
ど
ち
ら
の
代
用
品
と
し
て
使
う
の
か
異
な
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
動
の
レ
ベ
ル
で
の
違
い
が
分
布
と
し
て
把
握
で
き
れ
ば
サ
カ

キ
・

ピ
サ
カ
キ
・
シ
キ
ミ
の
植
物
自
身
の
分
布
と
そ
れ
ぞ
れ
の
植
物
の
方
言
の
語
彙

の
レ

ベ

ル
で
の
系
統
と
分
布
の
三
つ
を
重
合
す
る
こ
と
に
よ
り
分
布
論
に
別
の
視
角

を

提
供
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
船
津
は
照
葉
樹
林
の
な
か
で
カ
シ
帯
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
常
緑
の
カ
シ
類

の

豊
富
さ
は
野
生
植
物
利
用
の
な
か
で
粟
谷
と
顕
著
に
異
な
る
側
面
で
あ
る
。
シ
ラ

カ
シ
（
方
名
シ
ラ
カ
シ
）
・
ア
カ
ガ
シ
（
方
名
ア
カ
ガ
シ
）
・
ア
ラ
カ
シ
（
方
名
ツ
ボ

カ
シ
）
・
シ
リ
ブ
カ
カ
シ
（
方
名
シ
ブ
カ
シ
）
・
ツ
ク
バ
ネ
カ
シ
（
方
名
ハ
ド
）
・
ウ

バ

メ
ガ
シ
（
方
名
ウ
マ
メ
）
・
ツ
ブ
ラ
ジ
イ
（
方
名
シ
イ
）
の
七
種
が
存
在
し
そ
れ
ぞ

れ
利

用
が
異
な
る
の
は
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。
カ
シ
林
の
ム
ラ
と
表
現
す
る
根
拠

は

こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
地
域
で
カ
シ
類
（
上
記
の
七
種
ど
れ
で
も
い
い
が
、
シ
ラ
カ

シ

と
ウ
バ
メ
カ
シ
が
多
い
）
か
ら
カ
シ
ノ
モ
チ
と
い
っ
て
水
晒
し
だ
け
で
作
る
救
荒

食
は
や
は
り
水
晒
し
を
し
て
澱
粉
を
採
取
す
る
キ
カ
ラ
ス
ウ
リ
（
方
名
グ
ド
ウ
ジ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
02

と
同
様
興
味
深
い
。
照
葉
樹
林
文
化
論
や
ブ
ナ
帯
文
化
論
で
列
島
の
東
西
で
採
集
．
　
3

狩
猟
段
階
の
縄
文
時
代
の
食
糧
資
源
の
多
寡
が
よ
く
論
じ
ら
れ
る
が
潜
在
自
然
植
生

が

当
時
の
自
然
植
生
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
と
は
思
わ

れ

な
い
。
船
津
が
ど
れ
ほ
ど
古
く
か
ら
の
村
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
し
て
こ
う
し
た

技
術
が

ど
こ
か
ら
伝
播
し
た
の
か
開
発
さ
れ
た
の
か
も
明
確
で
は
な
い
が
、
人
為
の

相
当
加
わ
っ
た
照
葉
樹
林
の
二
次
林
の
な
か
で
野
生
植
物
か
ら
の
食
糧
獲
得
方
法
と

し
て
か
な
り
長
く
続
い
て
き
た
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
や
は
り
中
世
以
降
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
起
源
や
伝
播
は
と
も
か
く
と
し
て
植
物
民
俗
を
山
村
が
救
荒
食
な
ど

を

ま
わ
り
の
環
境
か
ら
ど
の
よ
う
に
開
発
し
て
適
応
し
て
き
た
か
と
い
う
観
点
か
ら

ま
ず
は
と
ら
え
た
い
。
比
較
の
諸
条
件
を
整
理
す
べ
き
で
あ
る
。

　

カ
ナ
メ
モ
チ
（
方
名
ソ
バ
ノ
キ
）
は
照
葉
樹
林
の
典
型
で
あ
る
が
こ
の
樹
木
の
有

用
性
は
表
1
で
明
ら
か
な
よ
う
に
杵
・
藁
打
槌
・
屋
根
替
の
針
な
ど
い
ろ
い
ろ
加
工

さ
れ
る
。
そ
の
着
目
さ
れ
た
特
性
は
樹
木
に
ね
ぽ
り
の
あ
る
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
粟

谷
に
お

け
る
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
（
方
名
ウ
ツ
キ
）
に
匹
敵
す
る
。
こ
の
樹
木
の
特
性
を
粟

谷
と
同
様
に
次
に
み
て
み
よ
う
。

　
　

水
に
強
い
　
　
シ
イ
（
和
名
ツ
ブ
ラ
ジ
イ
）
（
湿
気
の
あ
る
と
こ
ろ
の
建
材
）

　
　

曲
げ
や
す
い
ー
サ
カ
キ
（
川
で
魚
釣
り
用
の
餌
の
エ
ビ
を
と
る
タ
モ
）

　
　

硬
い
ー
シ
ラ
カ
シ
（
唐
臼
の
刃
）

　
　

繊
維
が
と
れ
る
ー
シ
ュ
ロ
（
蓑
の
材
料
）

　
　

ね
ぽ

り
が
あ
る
ー
ソ
バ
ノ
キ
（
カ
ナ
メ
モ
チ
）
（
藁
打
ち
槌
）

　
　

や
わ

ら
か
い
ー
ホ
オ
ノ
キ
（
ま
な
い
た
）
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虫
が
つ
か
な
い
ー
ス
ギ
（
稲
を
干
す
ハ
ザ
）

　
　

滑

り
や
す
い
ー
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
（
箪
笥
の
引
き
出
し
）

　
　
木

目
が
い
い
ー
ク
ロ
ガ
キ
（
ト
キ
ワ
ガ
キ
）
（
小
物
の
鈷
な
ど
の
柄
）

　
そ
れ
ぞ

れ
の

地
域
で
着

目
を
し
た
同
じ
特
性
で
も
選
択
さ
れ
る
樹
種
が
異
な
る
の

は
前
述
の
粟
谷

と
比
較
し
て
み
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
自
然
の
な
か
で
そ
の
生
態
的

地
位
が

同
じ
も
の
を
ニ
ッ
チ
（
己
o
庁
o
）
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
な
ら
っ
て

い
え
ば

個
々
の
植
物
が
あ
る
特
定
の
環
境
の
な
か
で
そ
の
生
活
上
の
有
用
性
の
地
位

が

同
じ
で
あ
る
も
の
を
同
位
素
材
と
表
現
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
植
物
民
俗
と
環
境

と
の
関
係
を
論
ず
る
時
に
は
ま
ず
こ
の
同
位
素
材
を
そ
れ
ぞ
れ
に
地
域
で
明
ら
か
に

し
て
お
き
た
い
。
船
津
の
カ
シ
林
の
ム
ラ
と
対
比
し
て
同
位
素
材
の
体
系
的
な
相
違

か

ら
粟
谷
を
ナ
ラ
林
の
ム
ラ
と
表
現
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

　
同
位
素
材
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
そ
の
野
生
植
物
が
当
該
地
域
の
生
活
の
中
で

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
初
め
て
植
物
民
俗
を
単
に
使
用
法
の
類
似
や
語
彙
の
類
似
か
ら
伝
播
論
や

起
源
論
を

安
易

に
述
べ
る
こ
と
の
弊
害
か
ら
今
少
し
意
味
の
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と

が

で
き
る
。
こ
う
し
た
野
生
植
物
の
民
俗
的
知
識
は
生
活
の
戦
略
と
し
て
伝
承
さ
れ

て

き
た
知
識
な
の
で
あ
っ
て
、
近
代
化
す
る
以
前
の
生
活
に
と
っ
て
は
た
と
え
す
ぐ

使

わ
れ

る
こ
と
が
な
く
て
も
非
常
時
（
飢
饅
や
敗
戦
）
に
は
い
つ
で
も
伝
承
の
伝
達

の

行
な

わ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
豊
饒
な
伝
承
の
海
と
で
も
い
う
べ
き
民
俗
知
識

の
束
は
決

し
て
伝
播
論
や
起
源
論
に
素
材
を
提
供
す
る
無
味
乾
燥
な
レ
リ
ッ
ク
と
し

て

の

民
俗
で
は
な
い
。

　
そ

の

意
味
で
は
福
田
ア
ジ
オ
が
既
に
重
出
立
証
法
批
判
を
し
た
こ
と
と
同
じ
地
平

に

立
っ
て
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
重
出
立
証
法
が
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
の
は
幻
想
で
あ
る
と
し
、
こ
の
破
棄
す
べ
き
方
法
に
か
わ
っ
て
福
田

は
次
の

よ
う
に
述
べ
る
。
「
民
俗
を
そ
れ
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
調
査

分
析

し
、
民
俗
の
存
在
す
る
意
味
と
そ
の
歴
史
的
性
格
を
伝
承
母
体
お
よ
び
伝
承
地

域
に
お

い
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
民
俗
学
の
主
要
な
方
法
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

仮
に

こ
の
方
法
を
、
重
出
立
証
法
に
対
し
て
、
個
別
分
析
法
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
」

　

こ
の
こ
と
を
植
物
民
俗
の
側
に
引
き
つ
け
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
一
本
の
木
、
一
つ

の

森

も
、
現
に
そ
こ
に
あ
る
あ
り
方
そ
の
も
の
が
そ
の
地
域
の
生
活
の
歴
史
と
深
く

か
か
わ

り
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
語
彙
の
レ
ベ
ル

や
民
俗
を
要
素
と
し
て
と
り
だ
し
比
較
す
る
以
前
に
、
そ
の
民
俗
の
も
つ
意
味
を
そ

の

地
域
の

生
活
総
体
の
な
か
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
比
較
の
前
提
で
あ
る
。
生
活

の

中
で
の
植
物
民
俗
の
も
つ
意
味
が
ま
る
で
逆
転
し
て
し
ま
う
象
徴
的
な
例
を
最
後

に
と
り
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
自
然
と
民
俗
の
関
係
を
主
題
に
し
て
こ
こ
数
年
、
沖
縄
県
八
重
山
郡
竹
富
町
・
黒

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

島
で
調
査
を
し
て
い
る
。
直
径
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
隆
起
珊
瑚
礁
の
平
坦
な
島
は
現

在
人

二
百
人
、
和
牛
二
千
頭
と
い
わ
れ
る
畜
産
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
在
の

姿
に

な
る
ま
で
島
は
さ
ま
ざ
ま
な
主
た
る
生
業
の
変
遷
を
し
て
き
た
。
特
に

一
九
四
五
年
以

降
、
敗
戦
を
契
機
に
島
は
そ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
ア
ワ
・
ム
ギ
を
主

体
に

し
た
畑
作
か
ら
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
、
タ
マ
ネ
ギ
栽
培
を
経
て
、
も
と
も
と
繋
留

飼
で
小
規
模
に
存
在

し
た
畜
産
を
放
牧
形
態
に
切
替
え
、
こ
こ
一
二
十
年
ぼ
か
り
で
ほ

と
ん
ど
の
畑
地
は
放
牧
場
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
現
在
な
お
牛
肉
の
自
由
化
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
03

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

て

対
応
す
べ
く
ス
タ
ビ
ラ
イ
ザ
ー
と
い
う
機
械
を
使
い
隆
起
珊
瑚
礁
を
砕
い
て
放
牧
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場
を

増
加

さ
せ
て
い
る
。
環
境
の
も
つ
潜
在
的
な
植
物
生
産
力
を
開
発
し
て
い
る
と

い
え
る
。

　
そ

う
し
た
人
が
働
き
か
け
る
環
境
の
変
化
の
な
か
で
方
名
シ
ト
ゥ
チ
（
ソ
テ
ツ
）

の

役
割
は
劇
的
に
変
化
し
た
。
畑
作
が
主
た
る
生
業
で
あ
っ
た
時
代
は
早
舷
で
水
に

苦

し
む
島
で
も
あ
っ
た
が
、
現
在
は
西
表
か
ら
の
海
底
送
水
で
潤
沢
に
な
っ
た
。
早

越
の
時
は
伝
承
さ
れ
て
い
た
植
物
民
俗
の
知
識
は
総
動
員
さ
れ
、
食
料
獲
得
の
野
生

植
物
利

用
が
当
然
行
な
わ
れ
た
。
ソ
テ
ツ
地
獄
で
有
名
な
シ
ト
ゥ
チ
は
そ
の
中
で
も

有

力
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ソ
テ
ツ
は
伝
承
に
よ
れ
ば
元
来
こ
の
島
に
あ
っ
た
も
の
で

は

な
く
、
早
越
や
飢
饅
の
時
の
非
常
食
料
用
と
し
て
島
外
か
ら
い
つ
の
時
代
か
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
畑
の
畔
に
人
為
的
に
植
栽
さ
れ
た
よ
う
だ
。
シ
ト
ゥ
チ
の

実
を
採
取
し
て
い
い
日
は
決
め
ら
れ
て
い
て
、
ド
ラ
を
鳴
ら
し
て
一
斉
に
と
り
に
い

っ

た

も
の
で
あ
る
。
救
荒
食
と
し
て
の
シ
ト
ゥ
チ
の
重
要
性
は
島
人
の
多
く
が
語
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
重
要
な
シ
ト
ゥ
チ
が
一
転
し
て
島
で
は
最
悪
の
も

の

と
な
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
三
十
年
間
生
業
の
主
体
を
和
牛
の
飼
養
に
転
じ
て
か
ら

特
に
経
験
の
浅
い
若
い
和
牛
が
時
に
こ
の
ソ
テ
ツ
の
新
芽
や
実
を
食
べ
神
経
を
冒
さ

れ
、
島
で
「
腰
ふ
ら
」
と
称
さ
れ
る
被
害
を
も
た
ら
す
も
の
に
な
り
脅
威
と
な
っ
た

か

ら
で
あ
る
。
「
腰
ふ
ら
」
と
な
っ
た
牛
は
正
常
に
歩
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が

多
い
。
肉
の
質
が
そ
れ
に
よ
っ
て
劣
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
が
や
は
り
セ
リ

市
で
は
値
段
は
安

く
な
り
島
の
畜
産
に
と
っ
て
は
ソ
テ
ツ
の
除
去
は
焦
眉
の
問
題
と

な
っ
て
い
る
。

　

南
国

ら
し
さ
を
醸
し
出
す
ソ
テ
ツ
も
島
の
生
活
者
に
と
っ
て
の
意
味
は
救
荒
か
ら

害
へ
転
換
し
て
し
ま
っ
た
。
一
本
の
樹
木
が
、
一
つ
の
種
で
あ
る
樹
木
が
あ
る
環
境

に
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
地
域
の
な
か
で
の
歴
史
と
深
く
関
わ
る
こ
と
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
04

る
こ
と
を
こ
れ
は
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

お

わ

り
に

　

こ
れ
ま
で
カ
シ
林
の
ム
ラ
と
ナ
ラ
林
の
ム
ラ
の
二
つ
を
例
に
と
り
な
が
ら
、
そ
の

地
域
を

環
境

と
の
か
か
わ
り
方
で
比
較
す
る
と
き
ど
ん
な
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
か

議
論
し
て
き
た
。
そ
れ
は
野
生
植
物
利
用
体
系
を
植
生
と
の
関
係
で
み
て
い
く
と
い

う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
地
域
の
生
活
様
式
と
環
境
と
の
関
係
性
の
差
異
を
表
現
す

る
手
段
と
し
て
同
位
素
材
を
ま
ず
比
較
の
前
提
と
し
て
抽
出
す
る
必
要
性
を
強
調
し

て
き
た
。

　

同
位
素
材
に
お
け
る
植
物
の
種
の
相
違
は
多
く
は
自
然
環
境
の
差
異
に
基
づ
く
適

応
の
問
題
に
お
そ
ら
く
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
同
位
素
材
の
存
在
し
な
い
も
の
に
つ

い
て

は
自
然
環
境
を
素
材
と
し
て
生
成
す
る
そ
の
地
域
の
民
俗
の
特
殊
性
と
し
て
論

ず

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
個
々
の
植
物
の
種
に
対
す
る
民
俗
を

そ

の

地
域
の

生
活
様
式
や
歴
史
性
と
無
関
係
に
分
布
論
・
伝
播
論
・
起
源
論
を
論
ず

る
こ
と
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
民
俗
学
が
歴
史
学
や
考
古
学
あ
る
い
は
民
族
学
に
都

合
の
い
い
素
材
を
提
供
す
る
だ
け
の
補
助
学
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
銘
記
す
べ
き

で

あ
る
。
日
本
の
伝
統
的
生
活
様
式
が
ナ
ラ
林
の
ム
ラ
、
カ
シ
林
の
ム
ラ
以
外
に
ブ

ナ

林
の
ム
ラ
、
亜
熱
帯
林
の
ム
ラ
な
ど
い
く
つ
に
類
型
化
で
き
る
か
今
後
の
課
題
で

あ
る
が
、
ま
ず
そ
の
こ
と
を
植
物
民
俗
を
対
象
と
し
て
民
俗
学
を
考
え
る
場
合
は
必

要
で
あ
ろ
う
。
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一
本
の
木
に
も
人
の
歴
史
は
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
あ
げ
た
幸
田
文
の

『
木
』
の
な
か
に
野
中
の
一
本
立
の
大
木
の
話
は
こ
の
こ
と
を
鮮
や
か
に
教
え
て
く

れ

る
。
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
あ
る
と
き
植
物
の
こ
と
を
な
に
く
れ
と
な
く

教
え

て

下

さ
る
先
生
と
話
を
し
て
い
て
、
野
中
の
一
本
立
の
大
木
は
す
て
き
だ
と
い

っ

た

ら
、
す
て
き
と
思
う
の
は
勝
手
だ
が
、
な
ぜ
一
本
な
の
か
、
そ
こ
を
少
し
考
え

て

み
な

く
て
は
ネ
、
と
た
し
な
め
ら
れ
た
。
第
一
に
そ
の
木
は
何
の
木
か
と
き
か
れ
、

遠
見
で
わ
か

ら
な
い
と
答
え
る
と
笑
わ
れ
た
。
じ
ゃ
ま
あ
仕
方
な
い
と
し
て
、
そ
の

木
の
枝
は
ど
ん
な
ふ
う
か
と
い
う
。
幹
は
太
く
短
く
て
、
傘
を
ひ
ろ
げ
た
よ
う
に
み

ご

と
に
枝
葉
が
茂
っ
て
い
て
と
い
え
ば
、
そ
う
い
う
の
は
風
景
と
し
て
は
す
て
き
な

の

か
も
し
れ
な
い
が
、
材
と
し
て
は
ダ
メ
な
木
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
低
い
と
こ
ろ
か

ら
枝
が
沢
山
で
て
い
て
は
、
ふ
し
だ
ら
け
で
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
た
。

ま
ず
は
じ
め
に
樹
種
を
た
し
か
め
、
木
の
形
態
を
見
、
有
用
か
無
用
か
を
考
え
、
さ

ら
に
そ
の
附
近
を
見
歩
い
て
、
同
種
の
木
の
切
株
が
あ
る
か
な
い
か
に
気
を
つ
け
れ

ぽ
、
な
ぜ
野
っ
原
に
一
本
だ
け
残
っ
た
か
、
だ
ん
だ
ん
見
当
が
つ
い
て
く
る
で
し
ょ
。

良
木
良
材
を
わ
ざ
わ
ざ
一
本
だ
け
残
す
筈
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
伐
る
手
間
さ
え
惜

し
む
ほ
ど
に
人
の
生
活
は
苦
し
い
の
だ
か
ら
、
野
山
に
一
本
残
っ
た
木
の
評
価
は
お

の

ず

と
明
ら
か
と
い
え
る
。
人
間
の
側
か
ら
い
え
ぽ
そ
れ
は
役
立
た
ず
の
無
価
値
の

木
で

あ
り
、
木
の
側
か
ら
い
う
な
ら
、
不
運
と
苦
難
の
末
に
や
っ
と
得
た
老
後
の
平

安
と
い
う
わ
け
、
ど
う
か
一
本
残
っ
た
木
を
す
て
き
と
い
う
だ
け
で
片
付
け
な
い
で
、

も
っ
と
よ
く
み
て
や
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
身
に
し
み
る
一
本

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

立
の

老
木
の

話
だ

っ
た
。
」

　
な
に
げ
な
く
存
在
す
る
一
本
の
樹
木
も
そ
の
地
域
の
生
活
が
刻
み
こ
ま
れ
た
記
憶

装
置
だ
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
生
活
の
た
め
に
自
然
を
開
発

し
て
生
成
し
た
り
伝
播
し
た
民
俗
つ
ま
り
自
然
に
関
す
る
知
識
の
束
、
総
体
を
比
較

す

る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
私
た
ち
は
日
本
列
島
の
自
然
と
民
俗
、
自
然
と
歴
史
の
問

題
に
ア

プ

ロ

ー
チ
で
き
な
い
。

註（
1
）
　
幸
田
文
『
木
』
一
九
九
二
年
・
新
潮
社
　
一
七
～
一
八
頁

（
2
）
　
柳
田
国
男
「
鳥
柴
考
要
領
」
『
神
樹
篇
』
一
九
五
一
年
（
定
本
柳
田
国
男
集
・
十
一

　
　
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
）
　
一
七
九
頁

（
3
）
　
柳
田
国
男
「
知
り
た
い
と
思
ふ
事
二
三
」
『
海
上
の
道
』
一
九
五
一
年
（
定
本
柳
田

　
　

国
男
集
・
一
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
）
　
一
二
四
頁

　
　
　

こ
の
説
の
当
否
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
否
定
的
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
れ
に
つ
い
て

　
　
そ

の

後
の
研
究
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
神
樹
と
し
て
使
う

　
　
植
物
の
種
の
多
様
性
と
そ
の
分
布
、
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
種
の
分
布
な
ど
か
ら
周
圏
論
的

　
　

な
様
相
な
ど
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
信
愚
性
は
か
な
り
薄
い
。

（
4
）
　
山
田
孝
子
「
沖
縄
県
、
八
重
山
地
方
に
お
け
る
植
物
の
命
名
、
分
類
、
利
用
－
比

　
　
較
民
族
植
物
学
的
研
究1
」
一
九
八
四
年
（
『
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
研
究
報
告
』
第
七
号
、

　
　
人
間

博
物
館

リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
）
　
一
五
三
頁

（
5
）
若
村
国
夫
「
岡
山
県
に
お
け
る
工
業
用
水
車
の
構
造
と
使
用
形
態
」
一
九
八
七
年

　
　
（
『
岡
山
理
科
大
学
紀
要
』
第
二
十
二
号
B
、
岡
山
理
科
大
学
）
　
一
五
七
頁

（
6
）
　
上
野
和
男
「
日
本
の
地
域
性
研
究
に
お
け
る
類
型
論
と
領
域
論
」
一
九
九
二
年
（
『
国

　
　
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
三
十
五
集
）
　
二
四
一
～
二
七
〇
頁

（
7
）
　
佐
々
木
高
明
『
縄
文
文
化
と
日
本
人
』
一
九
八
六
年
・
小
学
館
　
六
三
～
八
四
頁

（
8
）
　
柳
田
国
男
「
虎
杖
及
び
土
筆
」
『
野
草
雑
記
』
一
九
二
八
年
（
定
本
柳
田
国
男
集
・

　
　
二
十
二
巻
、
筑
摩
書
房
）
　
三
五
～
三
八
頁

　
　
　
柳
田

は
こ

の

中
で
例
え
ば
「
国
の
両
端
の
方
言
」
と
題
し
イ
タ
ド
リ
の
方
言
の
周
圏

　
　
論
的
分
布
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
9
）
O
「
°
㎡
O
ω
田
O
雷
O
呂
民
〉
≦
〉
『
〉
吟
『
。
＝
冨
」
名
四
ロ
。
。
。
。
コ
。
冨
▲
三
ロ
ぎ
－

　
　含
合
8
8
亘
§
吟
゜
。
。
°
巨
゜
σ
Q
∨
°
〔
曽
c
・
け
》
°
・
…
°
』
お
鳶
○
〉
民
民
国
Z
O
O
ト
吟
エ
ビ
巳
゜
。
　
0
5
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～
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N
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日
本
の
現
存
植
生
と
し
て
の
樹
木
・
草
本
の
五
百
種
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
水
分
平

　

布
・
垂
直
分
布
を
詳
し
く
記
し
た
こ
の
ア
ト
ラ
ス
に
は
植
物
民
俗
を
論
じ
る
と
き
重
要

　
　
な
分
布
に
つ
い
て
極
め
て
有
効
な
情
報
が
得
ら
れ
る
。
例
え
ば
サ
カ
キ
と
ピ
サ
カ
キ
の

　
　
分
布
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ぽ
サ
カ
キ
の
分
布
は
西
日
本
、
し
か
も
太
平

　

洋
岸
に
多
く
、
高
度
は
千
メ
ー
ト
ル
以
下
に
分
布
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し

　
　
て
ピ
サ
カ
キ
は
サ
カ
キ
に
対
し
て
分
布
密
度
も
高
く
、
分
布
す
る
範
囲
も
水
平
・
垂
直

　
　
い
ず
れ
も
サ
カ
キ
を
覆
う
よ
う
に
広
い
。
も
し
ピ
サ
カ
キ
を
神
樹
と
し
て
サ
カ
キ
の
代

　
　
用
と
し
て
使
う
民
俗
が
生
成
し
た
と
す
る
な
ら
ば
サ
カ
キ
を
使
う
文
化
か
ら
の
伝
播
と

　
　
い
う
こ
と
に
な
る
が
単
純
に
そ
の
よ
う
に
言
え
る
か
ど
う
か
。

（
1
0
）
　
千
葉
徳
爾
「
日
本
民
俗
の
風
土
論
的
考
察
」
　
九
八
〇
年
（
千
葉
徳
爾
編
『
日
本
民

　
　
俗
風
土
論
』
、
弘
文
堂
）
　
九
頁

（
1
1
）
　
伊
藤
良
吉
「
盆
の
食
物
ー
ヒ
ユ
を
め
ぐ
る
民
俗
ー
」
一
九
九
〇
年
（
『
博
物
館

　
　
資
料
調
査
報
告
書
ニ
ー
民
俗
資
料
編
二
集
－
』
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）
　
二
七

　
　
六

～
二
九
六
頁

（
1
2
）
　
山
田
孝
子
「
鳩
間
島
に
お
け
る
民
族
植
物
学
的
研
究
」
一
九
七
七
年
（
伊
谷
純
一

　
　
郎
・
原
子
令
三
編
『
人
類
の
自
然
誌
』
、
雄
山
閣
）
　
二
五
　
～
二
六
二
頁

（
1
3
）
　
今
西
錦
司
「
混
交
樹
林
考
」
一
九
入
五
年
（
季
刊
『
人
類
学
』
十
六
ー
三
、
講
談
社
）

　
　
　
今
西
は
混
交
樹
林
は
「
自
然
の
中
に
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
い
わ
ゆ
る
極
相
林
に

　
　
な
ら
な
い
部
分
が
、
か
な
り
大
幅
に
存
在
す
る
」
も
の
と
し
て
述
べ
て
い
て
か
な
ら
ず

　
　

し
も
雑
木
林
と
は
言
っ
て
な
い
。
け
れ
ど
も
ほ
ぼ
そ
れ
は
雑
木
林
と
重
複
す
る
も
の
と

　
　

し
て
考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
今
西
は
こ
の
中
で
「
照
葉
樹
林
を
も

　
　
っ
て
日
本
文
化
の
誕
生
地
の
よ
う
に
考
え
る
ひ
と
は
ま
だ
照
葉
樹
林
の
極
相
林
の
く
ら

　
　

さ
や
乏
し
さ
を
実
感
し
て
い
な
い
ひ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ま
ま
で
に
照
葉
樹
林
の
原
産
の

　
　

よ
う
に
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
き
た
茶
・
大
豆
・
ウ
ル
シ
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
み
な
い

　
　
ず
れ

も
混
交
樹
林
由
来
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
」
と
厳
し
い
照
葉
樹
林
文
化
論
批
判
を

　
　

し
て
い
る
。
こ
の
論
文
に
対
し
て
中
尾
佐
助
・
佐
々
木
高
明
・
吉
良
竜
夫
の
三
氏
が
コ

　
　

メ
ン
ト
を
し
て
い
る
が
照
葉
樹
林
文
化
論
に
深
く
関
わ
っ
て
き
た
人
た
ち
だ
け
に
興
味

　
　
深

い
も
の
が
あ
る
。

（
1
4
）
　
山
中
二
男
『
日
本
の
森
林
植
生
』
一
九
七
九
年
・
築
地
書
館
　
二
二
～
五
〇
頁

　
　
　

こ
の
中
で
山
中
は
い
わ
ゆ
る
照
葉
樹
林
を
暖
温
帯
林
と
い
っ
て
い
る
が
、
日
本
の
植

　
　
生
に
お
け

る
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
を
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
暖
温
帯
林
に
お
け

　
　

る
植
生
を
潜
在
自
然
植
生
か
ら
み
れ
ば
タ
ブ
林
・
シ
イ
林
・
カ
シ
林
に
大
き
く
区
分
し

　
　
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
相
互
に
連
続
性
を
も
ち
な
が
ら
、
分
布
・
環
境
お
よ
び
種
構
成
を

　
　
異
に

し
て
い
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
は
ま
と
ま
り
の
あ
る
森
林
で
あ
る
。
し
か
し
そ
　
鍋

　
　
れ
は
潜
在
自
然
植
生
と
し
て
の
区
分
で
あ
り
、
一
種
の
理
念
型
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
現
実
の
人
々
の
生
活
の
ま
わ
り
に
展
開
す
る
植
生
は
タ
ブ
林
・
シ
イ
林
の
二
次
林
で
あ

　
　
り
、
カ
シ
林
の
二
次
林
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
境
界
が
温
量
指
数
で
い
え
ば
＝
一
〇
度

　
　
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
を
カ
シ
林
と
し
後
者
を
ナ
ラ
林
（
雑
木
林
）
と
す
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
伝
統
的
生
活
様
式
と
の
関
係
を
み
て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
一
般
的
に
い
っ
て
照
葉
樹
林
を
さ
ら
に
下
位
区
分
し
て
数
型
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

　
　
は
植
物
生
態
学
者
の
な
か
に
も
い
て
、
前
述
の
山
中
も
タ
ブ
林
・
シ
イ
林
・
カ
シ
林
に

　
　
区
分
し
て
い
る
。

（
1
6
）
　
篠
原
徹
「
同
昏
づ
。
げ
0
9
昌
か
ら
み
た
山
村
生
活
」
一
九
七
三
年
（
『
岡
山
理
科
大
学

　
　
紀
要
』
九
号
）
お
よ
び
「
植
物
方
言
と
民
具
」
一
九
八
六
年
（
『
中
四
国
民
具
学
会
年

　
　
報
』
六
号
）

（
1
7
）
　
佐
々
木
高
明
・
前
掲
書
　
＝
一
六
～
一
三
五
頁

（
1
8
）
　
佐
々
木
好
之
編
『
植
物
社
会
学
』
一
九
七
三
年
（
『
生
態
学
講
座
』
入
、
共
立
出
版
）

　
　
　
ブ

ラ
ウ
ン
ー
ブ
ラ
ン
ケ
法
に
つ
い
て
は
多
く
の
概
説
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
上

　
　

記
の
も
の
は
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
実
際
に
作
成
し
た
図
表
は
畏
友
で
あ
る
植
物

　
　
生
態
学
者
・
波
田
善
夫
の
デ
ー
タ
を
基
に
作
成
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
、
氏
に
は
深

　
　
く
感
謝
す
る
。

（
1
9
）
　
福
田
ア
ジ
オ
「
重
出
立
証
法
と
民
俗
学
」
『
日
本
民
俗
学
方
法
序
説
』
一
九
八
五
年

　
　
弘
文
堂
　
一
七
五
頁

（
2
0
）
　
篠
原
徹
「
記
憶
さ
れ
る
井
戸
と
村
ー
沖
縄
県
・
八
重
山
郡
・
黒
島
の
廃
村
と
伝
承

　
　ー
」
一
九
九
一
年
（
平
成
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
『
環
境
に
関

　
　
す
る
民
俗
的
認
識
と
民
俗
技
術
的
適
応
』
）

（
2
1
）
　
幸
田
文
・
前
掲
書
　
一
五
一
～
一
五
二
頁

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
）



Regional　Variation　seen　in　Ethnobotany

Selection　of　Tree　Type　and　Vegetation

SHINOHARA　T6ru

　　Taking　as　a　unit　the勿μrα（village），　which　has　been　forming，　developing，　and　spread・

ing　folk　cnstoms，　the　complex　regionality　of　folklore　is　brought　into　being　by　the

polymerization．　When　examining　this　regionality　from　the　aspect　of　Ethnobotany，　what

are　the　basic　problems？In　this　paper，　the　author　has　tried　picking　out　basic　issues　in

the勿μrαas　the　unit，　concerning　what　should　もe　investigated　and　in　what　way　and

how　they　should　be　compared．　This　is　a　basic　study　for　extracting　regional　variations．

The　author　emphasizes　the　necessity　of，丘rst　of　all，　dividing　the　Japanese　Archipelago

environmentally　in　an　appropriately　nora・ecological　manner，　then　to　see　whether　the

traditional　way　of　life　in　these　sections　can　be　classified　similarly　with　regard　to　a

system　of　the　utilization　of　wild　plants．　For　this　purpose，　the　author　takes　as　his

environmental　divisions　two勿μrαs　with　two　types　of　oak　forest（Qμθrcμ∫5εrτα功and

QμθπμsgZαμεの；to　extract　the　differences　in　the　way　plants　are　utilized，　a　system

which　is　closely　connected　with　the　way　of　life．　This　indicates　that　there　exist　systems

of　utilization　adapted　to　the　secondary　forests　of　the　origina1，　natural　vegetation　of　the

regions　concerned．　We　assert　that　the　plant　materials　with　an　equivalent　relationship

to　the　way　of　life　of　each　region　have　the　same　status　in　its　Ethnobotany，　and　attempts

reversely　to　classify　the　environments　and　the　way　of　life，　by　using　these　corresponding

materials　for　analysis．　While　Ethnobotany　have　been　used　as　convenient　lnaterials　for

theories　on　the　origin　and　diffusion　of　folk　customs，　Iooking　at　the　relationship　between

these　corresponding　materials　and　the　way　of　Iife　suggests　the　possibility　of　providing

adifferent　view　point．　This　is　an　assertion　that　the　study　of　Ethnobotany　must　take　a

stance　similar　to　the‘‘regional　analysis　method”advocated　by　FuKuTA　Azio．　YANAGITA

Kunio　suggested，　in　his“TbrZ訪泌α．ゐδ”，　that　the　L幼4θrαμ祝b6ZZα彦αwas　an“aromatic”

plant　dedicated　to　the　gods　in　very　ancient　times，　predatingαθyθr4元αρoηゴτα．　However，

before　start輌ng　a　discuss　with　the　origin　of　Japanese凹lt肛e，　we　should　be　aware　of

the　corroborative　relationship　between　Ethnobotany　and　traditional　way　of　life．　The

author　wonders　if　clues　regarding　distribution　and　diffusion　can　be　found　before　the

extraction　of　such　regional　variances．　We　must　realize　that　the　study　of　Ethnobotany

in　that　sense　is　still　at　a　very　elementary　stage．
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