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か
ん
よ
う 

で
い
っ
た
の
も
、
森
と
都
市
の
中
で
循
環
的
な
シ
ス
テ

ム
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
も
い
え
る
。 

 

精
神
基
盤
の
付
加

　
日
本
で
は
、
か
つ
て
山
や
岩
や
木
と
い
っ
た
自
然

物
に
精
霊
が
宿
る
と
い
っ
た
原
始
宗
教
が
誕
生
し
、

森
そ
の
も
の
が
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
。
本

土
の
神
社
で
は
、
仏
教
の
伝
来
な
ど
が
き
っ
か
け
と

な
り
、
鎮
守
の
森
の
中
に
社
が
つ
く
ら
れ
、
鏡
と
武
器

で
象
徴
さ
れ
る
神
が
具
現
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

　
し
か
し
、
沖
縄
に
行
く
と
ウ
タ
キ
（
御
嶽
）
に
森
そ

の
も
の
を
信
仰
す
る
原
型
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
西
表
島
の
集
落
に
入
る
と
、
ウ
タ
キ
（
写

真
１
）
と
し
て
保
全
さ
れ
て
い
る
森
や
林
が
至
る
所
に

あ
る
の
に
気
づ
く
。
防
風
林
、
水
源
の
涵
養
林
と
し
て

の
機
能
も
併
存
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
森
も
あ
る
。 

　
木
々
の
な
い
砂
漠
で
、
人
間
は
生
活
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
無
機
質
の
石
や
砂
と
は
異
な
る
有
機

的
な
人
間
が
、
社
会
性
を
持
っ
て
生
き
て
い
く
た
め
の

条
件
を
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
そ
う
に
思
え
る
。
現
代

の
都
市
は
、
人
工
的
な
建
物
が
乱
立
し
、
孤
立
し
て
生

活
す
る
人
が
増
え
た
様
相
か
ら
、
都
市
砂
漠
と
も
い
わ

れ
る
。
都
市
に
お
い
て
木
々
と
共
生
す
る
意
味
は
、
ま

さ
に
生
身
の
人
間
が
社
会
性
を
持
っ
て
生
き
て
い
く

た
め
の
健
康
な
場
づ
く
り
に
あ
る
と
思
う
。 

    

　
ま
ず
、
人
々
が
暮
ら
す
都
市
そ
の
も
の
が
健
全
で
あ

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
は
人
工
的
な
環
境

と
バ
ラ
ン
ス
を
持
っ
た
緑
の
イ
ン
フ
ラ
が
必
要
で
あ
る
。 

 

森
は
生
活
基
盤
を
生
み
出
す

　
森
の
存
在
は
、
生
活
資
材
や
水
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど

生
活
す
る
た
め
の
基
盤
を
提
供
し
、
各
地
に
小
さ
な
集

落
か
ら
巨
大
な
文
明
を
誕
生
さ
せ
た
。
日
本
の
伝
統
的

な
集
落
は
、
河
口
か
ら
川
を
遡
っ
た
人
々
に
よ
り
水
と

肥
沃
な
土
地
の
あ
る
地
に
つ
く
ら
れ
た
。
集
落
の
周
り

に
は
豊
か
な
森
が
拡
が
り
、
水
源
の
涵
養
、
日
常
の
燃

料
や
田
畑
へ
の
肥
料
源
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
江

戸
時
代
の
田
畑
と
平
地
林
が
混
在
す
る
地
域
で
は
、

そ
の
構
成
面
積
は
同
程
度
で
あ
り
、
持
続
的
な
関
わ

り
合
い
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
森
の
存

在
は
生
活
環
境
の
基
盤
と
し
て
必
須
の
要
素
で
あ
っ

た
。
世
界
の
四
大
文
明
が
森
の
消
失
と
と
も
に
滅
ん 

イ
ン
フ
ラ
（
都
市
基
盤
）
と
し
て
の
緑 

木 の 力 
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こ
の
よ
う
に
、
精
神
的
な
基
盤
が
付
加
さ
れ
、
生
活
基

盤
と
し
て
の
森
の
継
承
が
よ
り
強
固
に
な
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。 

 

地
域
自
治
の
場
に
発
展
し
た
鎮
守
の
森

　
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
鎮
守
の
森
の
歴
史
を
辿
る

と
、
１４
世
紀
の
南
北
朝
の
時
代
に
そ
れ
ま
で
の
荘
園

制
度
を
超
え
て
村
の
自
治
制
度
が
進
み
、
鎮
守
の
森

の
も
と
で
村
寄
り
合
い
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
人
々
が
鎮
守
の
森
の
も
と
で
村
の
掟
を
定

め
、
神
に
芸
能
を
さ
さ
げ
、
ま
た
そ
れ
を
楽
し
む
生
活

文
化
を
興
し
た
こ
と
に
よ
り
、
鎮
守
の
森
は
社
会
的

意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
３９
年
の

「
神
社
合
祀
令
」
に
よ
り
、
鎮
守
の
森
は
消
滅
の
危
機

に
陥
っ
た
。
こ
れ
に
反
対
運
動
を
行
っ
た
の
が
自
然

保
護
の
先
駆
者
で
あ
る
南
方
熊
楠
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
「
神
社
合
併
反
対
意
見
」
に
は
、「
合
併
は
人
民
の

融
和
を
妨
げ
、
自
治
機
関
の
運
用
を
阻
害
す
」
と
あ
り
、

鎮
守
の
森
が
村
の
自
治
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
こ
と

を
強
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
特
筆
さ
れ
る
。 

 

地
域
基
盤
を
再
生
す
る
森

　
そ
の
後
、
鎮
守
の
森
は
、
戦
後
の
都
市
化
や
バ
ブ
ル

経
済
に
伴
う
住
宅
地
開
発
や
道
路
建
設
な
ど
で
減
少

し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
様
々
な
期
待
を
込
め
て

新
た
に
創
り
出
さ
れ
た
森
も
あ
る
。
平
安
遷
都
１
１

０
０
年
を
記
念
し
た
明
治
２８
年
の
平
安
神
宮
に
は
、

市
民
の
寄
付
で
創
出
さ
れ
た
神
苑
が
あ
る
。
明
治
天

皇
の
大
嘗
祭
が
東
京
で
行
わ
れ
、
東
京
が
都
と
認
識

さ
れ
る
に
至
り
、
都
を
な
く
し
た
京
都
市
民
が
教
育

に
力
を
入
れ
、
時
代
祭
を
始
め
る
な
ど
新
た
な
地
域

再
生
に
向
け
た
活
動
の
一
環
と
し
て
、
森
を
創
出
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
京
都
市
内
に
あ
る
「
糺
の

森
」
は
、
大
正
か
ら
現
在
ま
で
市
民
が
守
っ
て
き
た
森

で
あ
り
、
発
掘
知
見
に
基
づ
き
奈
良
時
代
の
小
川
の

復
元
な
ど
、
そ
の
場
が
刻
ん
で
き
た
地
歴
の
発
掘
と

再
生
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
大
都
市
で

は
、
大
規
模
な
埋
め
立
て
に
よ
る
敷
地
造
成
が
な
さ

れ
た
が
、
産
業
構
造
や
都
市
戦
略
の
変
化
に
伴
い
、
各

地
で
森
の
創
出
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
兵

庫
県
の
「
尼
崎
２１
世
紀
の
森
構
想
」
で
は
、
遺
伝
子
の

攪
乱
を
起
こ
さ
な
い
と
い
っ
た
生
態
学
的
配
慮
か
ら
、

流
域
内
の
樹
木
か
ら
種
子
を
採
取
し
、
市
民
参
加
に

よ
る
苗
木
の
育
成
管
理
な
ど
、
新
た
な
地
域
資
産
と

し
て
森
の
再
生
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
森
を
活
用
し
た

新
た
な
生
活
文
化
を
創
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
地
域
再
生
の
象
徴
と
し
て
、
森
が
有
す
る

可
能
性
は
極
め
て
高
い
と
思
わ
れ
る
。 

    

　
次
に
、
人
間
そ
の
も
の
も
本
来
自
然
の
生
態
系
に

組
み
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
日
常
の
生
活

空
間
の
中
で
も
、
本
質
的
に
自
然
へ
の
欲
求
を
満
足

さ
せ
る
た
め
の
緑
が
必
要
で
あ
る
。 

 

都
市
化
と
と
も
に
芽
生
え
た
自
然
を
愛
で
る
生
活

　
近
年
、
都
市
住
民
の
自
然
志
向
が
高
ま
っ
て
い
る

が
、
鉢
植
え
や
盆
栽
、
花
見
、
紅
葉
狩
り
、
月
見
、
雪

見
、
自
然
を
描
写
す
る
和
歌
、
日
本
的
風
景
画
の
大
和

絵
な
ど
の
自
然
を
愛
で
る
生
活
は
、
平
城
京
か
ら
平

安
京
が
成
立
し
た
頃
に
芽
生
え
た
と
い
う
。
そ
の
背

景
に
は
、
自
然
を
排
斥
し
て
人
工
的
に
誕
生
し
た
都

で
の
生
活
に
お
い
て
、
日
常
生
活
か
ら
遠
の
い
た
自

然
へ
の
欲
求
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
自
然
を
志
向

し
た
庭
園
に
も
そ
の
思
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
池

と
島
、
生
命
力
の
あ
る
マ
ツ
な
ど
に
よ
り
、
神
聖
な
世

界
が
創
出
さ
れ
て
い
る
（
写
真
２
）。
さ
ら
に
、
住
ま

い
空
間
の
自
然
要
素
と
し
て
の
「
切
り
花
」
や
「
花
壇
」

の
歴
史
を
見
る
と
、「
切
り
花
」
は
仏
前
の
供
花
と
し

て
伝
来
し
、
鎌
倉
時
代
に
は
歌
を
詠
む
対
象
と
な
り
、

江
戸
時
代
中
期
に
公
卿
・
僧
侶
の
手
か
ら
町
人
の
手

た
だ
す 

生
活
の
う
る
お
い
と
し
て
の
緑 



へ
移
り
始
め
た
。
ま
た
「
花
壇
」
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉

前
期
の
「
看
聞
御
記
」
に
花
壇
と
い
う
語
が
初
め
て
登

場
す
る
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
ツ
バ
キ
・
ボ
タ
ン

専
用
の
花
壇
、
城
郭
・
大
名
屋
敷
の
花
壇
、
染
井
・
巣

鴨
の
植
木
屋
の
花
壇
な
ど
盛
ん
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
園
芸
文
化
の
隆

盛
が
見
ら
れ
、
変
化
朝
顔
や
キ
ク
の
品
種
改
良
な
ど

が
行
わ
れ
、
元
禄
時
代
（
１
６
９
０
年
代
）
に
は
キ
ク

の
品
評
会
も
ス
タ
ー
ト
し
た
。
こ
れ
は
、
ロ
ン
ド
ン
の

園
芸
協
会
の
誕
生
（
１
８
０
４
年
）
よ
り
も
約
１
０
０

年
も
早
く
観
賞
植
物
を
愛
で
る
生
活
が
始
ま
っ
て
い

た
こ
と
に
な
り
、
現
代
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
ブ
ー
ム
な

ど
も
そ
の
延
長
上
に
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

庭
に
求
め
ら
れ
る
役
割 

　
日
本
人
は
花
や
木
を
愛
で
る
生
活
を
江
戸
時
代
頃

か
ら
始
め
た
が
、
近
年
の
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
に
お
い

て
も
、
住
宅
地
の
選
択
理
由
の
一
つ
と
し
て
「
身
近
な

自
然
の
豊
か
さ
」
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中

で
、
建
設
年
次
が
進
む
に
つ
れ
、
庭
の
形
態
や
庭
木
の

種
類
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
兵
庫
県
の
三
田
ニ
ュ
ー

タ
ウ
ン
で
の
調
査
に
よ
る
と
、
当
初
は
カ
イ
ヅ
カ
イ

ブ
キ
な
ど
に
よ
る
生
垣
で
囲
ま
れ
た
和
風
の
庭
が
多

い
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
の
後
プ
リ
ペ
ッ
ト
な
ど
の
洋

風
の
生
垣
も
増
え
、
生
垣
そ
の
も
の
も
な
い
、
通
り
か

ら
視
認
で
き
る
開
放
的
な
庭
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ

る
。
家
か
ら
楽
し
む
個
人
的
な
庭
か
ら
、
通
り
の
人
に

も
見
せ
る
庭
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
の
庭
の
役
割
と

し
て
、
安
全
性
、
景
観
性
、
生
態
性
へ
の
配
慮
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
も
体
験
し
た
よ
う
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊
は
避

難
・
救
援
を
妨
げ
る
要
因
と
な
り
、
生
垣
化
の
推
進
に

よ
り
安
心
環
境
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

　
さ
ら
に
、
生
垣
だ
け
で
は
単
調
な
景
観
に
な
り
や

す
い
た
め
、
道
際
を
花
や
緑
で
演
出
し
、
ク
リ
ス
マ
ス

デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
年
中
行
事
に
絡
め
た
演
出

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
通
り
の
景
観
性
に
配
慮
し
た

庭
づ
く
り
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
地
域
の
生
き

物
に
配
慮
し
、
庭
へ
鳥
や
昆
虫
を
誘
引
す
る
仕
掛
け

を
講
じ
る
な
ど
地
域
の
生
態
系
へ
の
貢
献
と
い
っ
た

視
点
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。 

    

　
最
後
に
、
社
会
性
を
持
っ
た
人
間
は
一
人
で
は
生

き
て
い
け
な
い
か
ら
、
生
活
す
る
地
域
で
人
々
と
つ

な
が
っ
て
い
く
緑
が
必
要
で
あ
る
。 

 

地
域
を
つ
な
ぐ
緑
と
の
共
生
文
化

　
個
人
の
庭
で
の
緑
の
楽
し
み
が
、
地
域
ぐ
る
み
の

取
り
組
み
に
変
わ
る
動
き
と
し
て
「
オ
ー
プ
ン
ガ
ー

デ
ン
」
が
注
目
さ
れ
る
。
日
本
で
の
オ
ー
プ
ン
ガ
ー

デ
ン
は
９０
年
代
後
半
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
目
的
は
、
庭
の
様
相
を
観
賞
し
あ
う
と
と
も
に
、

会
員
同
士
の
交
流
、
会
員
と
地
域
住
民
や
地
域
外
か

ら
の
訪
問
者
と
の
交
流
、
地
域
の
自
然
環
境
を
守
り

育
て
る
こ
と
で
あ
る
。
三
田
市
に
お
け
る
「
三
田
花

と
緑
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
の
活
動
状
況
を
調
査
し

た
結
果
、
オ
ー
プ
ン
ガ
ー
デ
ン
の
実
施
お
よ
び
関
連

活
動
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
庭
空
間
の
質
や
量
お
よ

び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
が
一
定
程
度
向
上
し
て
い

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
個
人
の
庭
を
出
て
、

公
園
や
道
路
、
河
川
敷
な
ど
で
緑
化
活
動
に
取
り
組

む
事
例
も
増
え
て
き
た
。
堺
市
で
は
、
そ
の
よ
う
な

活
動
を
対
象
と
し
て
「
花
と
緑
と
人
の
ふ
れ
あ
い
コ

ン
ク
ー
ル
」
を
実
施
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地

域
ぐ
る
み
の
緑
化
活
動
は
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

再
生
に
つ
な
が
る
取
り
組
み
と
し
て
意
義
深
い
と

思
わ
れ
る
。 

 

歴
史
的
資
源
と
し
て
の
路
傍
樹
の
活
用

　
ま
た
、
地
域
の
人
々
が
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
地

域
資
源
と
し
て
、
路
傍
樹
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
路
傍
樹
は
、
道
路
拡
幅
や
区
画
整
理
な
ど
に
よ
り

寺
社
や
民
家
の
敷
地
内
か
ら
道
路
に
は
み
出
し
て
位

置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
樹
木
で
あ
り
、
注
連
縄
や
祠

で
祀
ら
れ
て
い
る
聖
な
る
樹
木
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

大
阪
市
内
で
調
査
し
た
結
果
２３
本
を
確
認
し
た
が
、

残
存
理
由
と
し
て
は
、「
巳
さ
ん
（
白
蛇
）」
伝
説
を
持

つ
も
の
が
半
数
以
上
の
１３
カ
所
を
占
め
て
い
た
。
た

と
え
ば
、
太
融
寺
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
高
さ
１４
ｍ
の

イ
チ
ョ
ウ
（
次
ペ
ー
ジ
写
真
３
）
は
、
龍
王
大
神
と
し

て
祀
ら
れ
、
現
在
も
道
行
く
人
が
手
を
合
わ
す
姿
を

見
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和
３０
年
頃
ま
で
、
地
域

の
人
が
集
ま
り
盆
踊
り
を
し
た
風
景
も
見
ら
れ
た
と

い
う
。
一
方
、
保
存
会
で
管
理
さ
れ
て
い
る
長
柄
東
の

鶯
塚
の
エ
ノ
キ
周
辺
で
は
、
毎
年
地
蔵
盆
が
開
催
さ

れ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
良
好
に
維
持

か
ん
も
ん
ぎ
ょ
き 

人
々
を
つ
な
ぐ
媒
体
と
し
て
の
緑 

木の多様な可能性を問う Ⅱ 



【写真３】大阪市北区の幹線道路内に龍王大神として祀られてい
るイチョウ 

【写真４】神戸市西区の顕宗神社に復活した舞台で演じられてい
る農村歌舞伎 

上
甫
木 

昭
春
（
か
み
ほ
ぎ
・
あ
き
は
る
） 

 

●  

●  

●
 

 大
阪
府
立
大
学
大
学
院
生
命
環
境
科
学
研
究
科
緑
地
環
境

科
学
専
攻
教
授
。
1
9
5
4
年
鹿
児
島
県
生
ま
れ
。
７９
年

大
阪
府
立
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
農
業
工
学
専
攻
修
士

課
程
修
了
。
そ
の
後
、
㈱
景
観
設
計
研
究
所
設
計
長
、
兵
庫

県
立
人
と
自
然
の
博
物
館
主
任
研
究
員
な
ど
を
経
て

2
0
0
1
年
よ
り
現
職
。
主
な
著
書
は
、『
地
域
生
態
学
か

ら
の
ま
ち
づ
く
り
』（
学
芸
出
版
社
）
な
ど
。 

CEL

さ
れ
て
い
る
路
傍
樹
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
伝

説
と
世
話
人
の
存
在
で
あ
り
、
長
い
時
間
経
過
の
中

で
地
域
住
民
に
大
切
に
管
理
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
路
傍
樹
は
地
域
の
歴
史
的

景
観
の
創
出
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
に
貢
献

す
る
重
要
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
場
合

に
よ
っ
て
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
と
な
る
路

傍
樹
が
新
た
に
誕
生
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。 

 

地
域
住
民
の
拠
り
所
と
な
る
場
の
創
出

　
江
戸
期
ま
で
は
、地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拠
点
で
あ

っ
た
鎮
守
の
森
は
、
明
治
期
か
ら
そ
の
役
割
や
物
理

的
形
態
が
徐
々
に
変
化
し
、
戦
後
は
生
業
や
生
活
ス

タ
イ
ル
の
変
化
な
ど
か
ら
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

核
と
し
て
の
位
置
を
失

い
、
初
詣
、
七
五
三
、
厄

払
い
な
ど
個
人
的
な
お

参
り
の
場
と
し
て
機
能

し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
し

か
し
中
に
は
、だ
ん
じ
り
、

農
村
歌
舞
伎
な
ど
神
社

を
核
と
し
た
お
祭
り
が

継
承
・
再
興
さ
れ
て
い

る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る

（
写
真
４
）。
一
方
、
近
年

の
地
域
社
会
の
課
題
と

し
て
、
核
家
族
化
や
居

住
の
流
動
化
な
ど
が
進

み
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
が
少
な
い
世
帯
が
増
え
て

い
る
こ
と
、
そ
の
中
で
特
に
問
題
な
こ
と
と
し
て
、

地
域
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
術
が
分
か
ら
な
い
人
々

が
増
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
、「
地
域
と
し
て
つ
な
が
る
仕
組
み
」

を
ど
の
よ
う
に
構
築
す
る
か
が
社
会
的
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
。
鎮
守
の
森
本
来
の
機
能
や
現
状
を
再
認

識
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鎮
守
の
森
を
「
地
域
を
つ
な

ぐ
ツ
ー
ル
」
と
し
て
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
。 

　
ま
た
、
地
域
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
拠
点
と
し
て

都
市
公
園
が
計
画
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
政
教

分
離
の
観
点
よ
り
宗
教
的
な
要
素
は
除
外
さ
れ
て
お

り
、
地
域
住
民
の
精
神
的
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
少
し
疑
わ
し
い
。
そ
こ
で
、
地
域
住
民
の
拠

り
所
と
な
る
場
と
は
、
都
市
公
園
と
鎮
守
の
森
が
保

有
し
て
い
る
機
能
と
が
合
体
し
た
よ
う
な
も
の
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
屋
外
に
あ
っ
て
、
居
間
の
よ
う
な

団
ら
ん
の
場
、
客
間
の
よ
う
な
人
を
も
て
な
す
場
、
仏

間
の
よ
う
な
祈
り
の
場
な
ど
、
地
域
の
人
々
に
と
っ

て
物
理
的
に
も
、
精
神
的
に
も
拠
り
所
と
な
る
新
た

な
場
の
創
出
が
期
待
さ
れ
る
。
健
康
な
地
域
環
境
を

形
成
す
る
た
め
に
は
、
機
能
的
・
景
観
的
・
生
態
的
な

空
間
計
画
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
精
神
的
・
文
化
的
・

宗
教
的
な
側
面
を
ど
の
よ
う
に
導
入
し
て
い
く
か
が

今
後
の
大
き
な
課
題
と
い
え
る
。 

 

　
以
上
の
よ
う
に
、
都
市
に
お
い
て
木
々
と
共
生
す

る
暮
ら
し
の
意
味
を
、「
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の
緑
」「
生

活
の
う
る
お
い
と
し
て
の
緑
」「
人
を
つ
な
ぐ
媒
体
と

し
て
の
緑
」
と
い
っ
た
様
々
な
観
点
か
ら
再
考
す
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

 


