
ゆ
い 

　「
森
の
同
義
語
と
し
て
の
山
の
圧
倒
的
存
在
と
、
人
と
山
が
共
存
す
る
地
帯
と

し
て
の
田
ん
ぼ
と
畑
の
連
続
」 

　
先
日
、
欧
州
よ
り
日
本
を
訪
れ
た
知
人
は
、
電
車
や
車
で
旅
し
、
日
本
の
風
景

の
印
象
を
こ
う
語
っ
て
く
れ
た
。
自
然
環
境
の
減
少
や
里
山
の
荒
廃
な
ど
が
叫
ば

れ
て
久
し
い
が
、
日
本
に
は
先
進
国
に
も
関
わ
ら
ず
、
驚
く
ほ
ど
豊
か
な
自
然
が

残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
知
人
は
桂
離
宮
や
伊
勢
神
宮
な
ど
も
観
光
し
た
が
、「
な

る
ほ
ど
こ
の
す
ぐ
れ
た
木
造
建
築
は
、
豊
か
な
森
林
や
自
然
が
な
く
て
は
育
め
な

い
」
と
納
得
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
話
を
聞
く
た
び
に
、
私
は
日
本
人
で
あ
る

こ
と
を
誇
り
に
思
う
。 

 

　
私
た
ち
日
本
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
中
に
は
、
森
と
共
に
生
き
、
文
化
を
生
み
出
し
、

そ
れ
を
脈
々
と
継
承
し
て
き
た
歴
史
が
深
く
組
み
込
ま
れ
、
現
代
を
生
き
る
私
た

ち
の
生
活
の
様
々
な
場
面
で
表
れ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
住
宅
を
建
設
す
る
時
で
あ

る
。
日
本
人
の
８３
・
２
％
が
、
住
ま
い
を
建
て
る
時
に
木
造
を
希
望
し
て
い
る
と

の
調
査
（
※
１
）
が
あ
る
。
日
本
で
は
、
東
京
の
よ
う
な
大
都
市
か
ら
で
さ
え
も
車

で
１
時
間
も
走
れ
ば
、
緑
豊
か
な
風
景
が
広
が
り
、
家
族
や
親
戚
が
山
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
話
も
珍
し
く
な
い
。「
都
心
か
ら
近
い
の
だ
か
ら
、
東
京
の
山
の
木

を
使
っ
て
家
を
建
て
た
い
」
と
か
、「
家
を
建
て
る
時
は
、
お
じ
い
さ
ん
の
山
の
木

を
使
お
う
」
と
か
考
え
る
の
は
当
然
だ
。
し
か
し
、
こ
の
当
た
り
前
な
要
望
の
実

現
が
、
た
い
へ
ん
難
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
山
の
木
を
伐
っ
た

り
、
地
域
の
木
で
家
を
建
て
る
の
に
誰
に
頼
ん
で
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
立
ち
往
生

し
て
し
ま
う
の
だ
。
今
ま
さ
に
手
を
触
れ
て
い
る
木
で
家
を
建
て
る
よ
り
も
、
電

話
で
カ
タ
ロ
グ
を
取
り
寄
せ
て
、
新
建
材
や
外
材
で
家
を
建
て
る
ほ
う
が
、
は
る

か
に
簡
単
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。 

 

　
な
ぜ
地
域
の
木
を
使
っ
て
家
を
つ
く
る
こ
と
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
難
し

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？ 

か
つ
て
山
の
木
は
、
そ
の
地
域
の
人
の

手
で
伐
ら
れ
、
隣
組
を
は
じ
め
と
し
た
「
結
」
の
仕
組
み
で
、
お
互
い
に
助
け

合
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
た
。
過
疎
化
や
高
齢
化
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み

も
激
減
し
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
山
の
木
の
伐
採
・

製
材
か
ら
建
築
に
至
る
ま
で
の
チ
ェ
ー
ン
も
、安
い
外
材
の
台
頭
に
よ
っ
て
崩

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て
木
材
自
給
率
は
２
割
を
切
り
（
※
２
）
、

山
に
手
が
入
ら
ず
、
ビ
ー
ル
瓶
の
よ
う
な
細
い
木
が
立
ち
並
ぶ
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
。 

 

　『
近
く
の
山
の
木
で
家
を
つ
く
る
運
動
』
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
憂
い
、
私
た

ち
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
マ
テ
リ
ア
ル
で
あ
る
木
を
使
っ
て
家
づ
く
り
を
す
る

こ
と
で
、
木
材
チ
ェ
ー
ン
を
活
性
化
し
、
山
に
活
力
を
与
え
、
さ
ら
に
地
域
経
済

を
再
生
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
で
、
地
域
の
木
を
使
っ
て
の
家
づ
く
り
が
当
た
り

前
に
な
る
よ
う
な
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。 

 

　
こ
の
運
動
は
１
９
９
９
年
に
産
声
を
上
げ
た
が
、
当
時
は
木
を
伐
る
と
い
う
こ

と
に
「
悪
い
」
と
い
う
風
潮
が
あ
っ
た
。
確
か
に
、
日
本
の
中
に
も
原
生
林
は
あ

り
、
伐
っ
て
は
な
ら
な
い
、
人
間
の
手
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
森
は
あ
る
。
し
か
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し
な
が
ら
、
日
本
で
は
縄
文
時
代
か
ら
、
伐
っ
て
使
い
、

そ
し
て
植
え
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
こ
の
サ
イ

ク
ル
は
、
人
間
が
手
を
入
れ
続
け
る
こ
と
で
守
ら
れ
る

自
然
環
境
で
あ
る
。 

　
人
間
が
山
に
手
を
入
れ
、
そ
れ
を
家
づ
く
り
に
生
か

し
、
住
宅
と
し
て
新
た
な
生
命
を
吹
き
込
む
こ
と
で
山

と
木
を
結
ぶ
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
る
、
そ
れ
が
こ
の
『
近

く
の
山
の
木
で
家
を
つ
く
る
運
動
』
だ
。 

 

　
呼
び
か
け
か
ら
１０
年
が
経
ち
、
こ
の
よ
う
な
山
と

家
と
の
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
志
を
持
っ
た

グ
ル
ー
プ
が
、
全
国
各
地
で
活
発
な
活
動
を
お
こ
な
っ

て
い
る
。
大
工
・
建
築
家
・
林
業
家
・
住
ま
い
手
な
ど
、

グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
様
々
だ
が
、
地
域
の
木
を
使

用
し
た
独
自
の
木
材
チ
ェ
ー
ン
を
構
築
し
て
、
長
寿
命

の
家
づ
く
り
を
し
て
い
る
。
各
グ
ル
ー
プ
は
、
つ
く
り

手
だ
け
の
思
い
だ
け
で
は
な
く
、
住
ま
い
手
（
お
施
主
さ
ん
）
に
も
、
同
じ
思
い

を
共
有
し
て
ほ
し
い
と
、
様
々
な
企
画
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
中
の
一
つ
に
、
自

分
の
家
の
柱
や
梁
に
使
用
す
る
木
の
伐
採
に
立
ち
会
う
と
い
う
も
の
が
あ
る
。 

　「
伐
採
に
お
施
主
さ
ん
が
立
ち
会
う
こ
と
で
、
年
月
を
か
け
て
育
っ
て
き
た
木

の
第
１
の
„
生
命
“
が
終
わ
る
瞬
間
を
共
有
し
、
第
２
の
„
生
命
“
に
対
し
て
責

任
と
愛
情
を
持
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
企
画
す
る
建
築
家
の
一
人
は
、
そ
の
趣
旨
を

語
る
。
ま
た
実
際
に
伐
採
す
る
木
を
建
築
家
・
大
工
、
林
業
家
が
一
緒
に
選
ぶ
こ

と
で
、
よ
り
無
駄
の
な
い
使
い
方
が
で
き
る
と
い
う
。
お
施
主
さ
ん
に
と
っ
て

は
、
自
分
の
家
の
柱
や
梁
と
な
る
特
別
な
木
を
選
ぶ
場
面
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で

き
る
貴
重
な
機
会
だ
。 

　
大
黒
柱
や
梁
に
使
う
よ
う
な
木
の
高
さ
は
30
ｍ
近
く
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な

木
の
伐
採
に
は
、「
神
聖
」と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
と
あ
て
は
ま
る
。木
に
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
が
入
る
と
、
し
っ
か
り
と
大
地
に
根
を
下
ろ
し
て

い
た
木
の
枝
葉
が
少
し
ず
つ
揺
れ
始
め
、
段
々
と
揺
れ
が

大
き
く
な
り
、
メ
リ
メ
リ
と
い
う
音
と
共
に
、
地
を
叩
く

よ
う
に
木
が
倒
れ
る
。
伐
採
し
た
後
に
は
、
し
ば
ら
く
の

静
寂
が
あ
た
り
を
包
み
込
む
ほ
ど
だ
。
　 

 

　
実
際
に
伐
採
に
立
ち
会
っ
た
お
施
主
さ
ん
の
声
を
紹

介
し
た
い
。「
２
〜
３
カ
月
で
建
つ
家
で
は
な
く
、
産
地

や
生
産
者
の
顔
が
見
え
る
関
係
の
あ
り
が
た
さ
を
感
じ

た
」。「
木
が
倒
れ
る
と
こ
ろ
を
み
て
、
身
の
引
き
締
ま
る

思
い
だ
っ
た
。
自
分
の
人
生
よ
り
長
く
生
き
て
い
る
木
の

命
に
感
謝
し
、
こ
の
思
い
を
子
供
た
ち
に
も
受
け
継
い
で

も
ら
え
る
よ
う
に
教
え
た
い
」。
実
際
に
使
用
す
る
木
の

伐
採
に
立
ち
会
う
こ
と
は
、
家
へ
の
思
い
、
山
へ
の
思
い

を
強
く
す
る
。 

 

　『
近
く
の
山
の
木
で
家
を
つ
く
る
』、
そ
れ
は
、
家
を
つ

く
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
し
な
い
。
山
を
再
生
し
、
木
に
新
し
い
命
を
与
え
、
子

供
た
ち
（
も
ち
ろ
ん
大
人
も
）
の
心
身
を
成
長
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
家
づ
く
り

が
当
た
り
前
に
な
り
、
山
と
家
・
生
命
を
つ
な
ぐ
サ
イ
ク
ル
が
当
た
り
前
に
な
る

こ
と
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
目
標
だ
。 

 （
※
１
）
内
閣
府
「
森
林
と
生
活
に
関
す
る
世
論
調
査
」（
２
０
０
７
年
５
月
実
施
）
よ
り

（
※
２
）
木
材
自
給
率
は
、
２
０
０
０
年
に
１８
・
２
％
ま
で
落
ち
込
む
。
現
在
は
回
復
傾
向
に
あ
る
。

　
　
　 
林
野
庁
編
「
平
成
２０
年
森
林
・
林
業
白
書
」
他
よ
り 
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