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◎
山
を
通
し
て
の
つ
な
が
り

羽
立
周
辺
の
山
は
も
と
も
と
良
質
な
天
然

杉
の
産
地
で
し
た
。
現
在
あ
る
杉
の
木
は
す

べ
て
植
林
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
間
伐
な
ど
が
行
わ
れ
、
今
で
も
立
派
な

杉
林
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
二
ツ

井
町
の
あ
た
り
ま
で
能
代
営
林
署
の
管
轄

で
、
一
緒
に
作
業
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

冬
に
な
る
と
、
近
隣
地
域
や
、
遠
く
は
青

森
県
な
ど
か
ら
馬
が
連
れ
て
こ
ら
れ
、
切
り

出
し
た
杉
の
運
搬
作
業
を
行
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。
馬
は
全
部
で
１
２
０
頭
ぐ
ら
い
も
集

星

場

台

取
材
の
途
中
、
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
・
民
宿

﹁
星
場
台
﹂
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。

経
営
者
の
野
村
良
子
さ
ん
は
、
﹁
子
育
て

が
終
わ
っ
た
ら
、
人
と
は
違
う
生
き
方
を
し

た
い
と
考
え
て
い
た
﹂
と
、
お
店
を
始
め
た

理
由
を
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
古
民
家

を
改
装
し
た
お
店
は
落
ち
着
き
の
あ
る
雰
囲

気
で
す
。
い
ろ
り
や
ま
き
ス
ト
ー
ブ
、
店
内

に
飾
ら
れ
た
わ
ら
じ
や
古
民
具
は
、
ど
こ
か

懐
か
し
い
気
持
ち
に
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

手
打
ち
の
檜
山
そ
ば
を
中
心
と
し
た
食
事

は
、
檜
山
で
採
れ
る
農
産
物
が
ふ
ん
だ
ん
に

使
わ
れ
て
い
て
、
素
朴
な
自
然
の
恵
み
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
テ
ー
ブ
ル

の
上
に
は
花
な
ど
が
さ
り
げ
な
く
飾
ら
れ
て

い
て
、
細
や
か
な
気
配
り
に
心
が
和
み
ま
す
。

羽
立
地
区

二
ツ
井
町
・
山
本
町
双
方
と
接
し
て
い
る

羽
立
地
区
で
は
、
畠
山
良
一
さ
ん
、
畠
山
哲

夫
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

羽
立
地
区
は
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
て
い

て
、
現
在
は
28
世
帯
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

檜
山
町
は
昭
和
30
年
に
能
代
市
に
合
併
さ
れ

ま
し
た
が
、
羽
立
地
区
に
隣
接
す
る
旧
檜
山

町
の
揚
吉
・
苅
又
石
地
区
は
、
昭
和
33
年
に

二
ツ
井
町
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
。

昔
は
周
辺
一
帯
が
林
業
を
主
な
産
業
と
し

て
い
て
、
揚
吉
・
苅
又
石
地
区
の
ほ
か
、
二

ツ
井
町
仁
鮒
・
濁
川
や
山
本
町
下
岩
川
と
も

山
林
を
通
し
て
盛
ん
に
交
流
し
て
い
た
そ
う

で
す
。

め
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
１
頭
の
馬
で
、
直

径
２
尺
、
長
さ
12
尺
、
体
積
５
石
ほ
ど
に
な

る
丸
太
４
〜
５
本
を
数
時
間
か
け
て
能
代
ま

で
運
ん
だ
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
運
搬
作
業

は
家
族
総
出
で
行
わ
れ
、
男
の
人
が
馬
そ
り

を
ひ
き
、
女
の
人
は
そ
り
が
通
り
や
す
い
よ

う
に
、
道
に
積
も
っ
た
雪
に
水
を
か
け
て
凍

ら
せ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

◎
境
界
を
探
そ
う

山
本
町
と
の
境
界
は
山
の
峰
で
は
っ
き
り

し
て
い
る
の
で
す
が
、
二
ツ
井
町
と
の
境
界

は
複
雑
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

集
落
か
ら
車
で
20
分
ほ
ど
旧
２
級
林
道
の

仙
ノ
台
・
檜
山
線(

現
県
道
２
９
４
号
線)

を

行
く
と
、
車
１
台
が
や
っ
と
通
れ
る
ほ
ど
の

道
幅
に
な
り
ま
し
た
。
二
ツ
井
町
と
の
境
界

に
は
、
こ
れ
と
い
っ
て
目
印
の
よ
う
な
も
の

も
な
く
、
ど
ち
ら
を
見
て
も
同
じ
よ
う
な
林

が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
林
の
中
に
は
、

現
在
で
は
人
も
通
れ
な
い
ほ
ど
に
草
木
が
生

え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
昔
の
山
道
と
思

わ
れ
る
跡
が
か
す
か
に
見
ら
れ
ま
し
た
。

取
材
を
終
え
て

能
代
の
境
界
を
実
際
に
歩
い
て
み
て
、
能

代
も
ず
い
ぶ
ん
広
い
も
の
だ
な
ぁ
と
感
じ
ま

し
た
。

境
界
線
の
取
材
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、

取
材
で
お
話
を
伺
っ
た
人
々
の
人
柄
や
境
界

で
の
生
活
な
ど
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
姿

が
印
象
的
で
し
た
。
ま
た
、
今
に
つ
な
が
る

昔
の
様
子
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
、

﹁
昔
を
知
り
、
未
来
を
探
る
﹂
姿
勢
が
大
切

だ
と
思
い
ま
し
た
。

周
辺
地
域
と
の
か
か
わ
り
や
昔
の
様
子
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
つ
な
が
り
を
知
る
こ
と
で
、

普
段
暮
ら
し
て
い
る
能
代
の
新
た
な
一
面
が

見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

春
の
一
日
、
の
ん
び
り
と
能
代
の
端
っ
こ

を
歩
い
て
み
ま
せ
ん
か
？

山
本
町
と
の
境
界
付
近

右
の
道
⋯
能
代
へ
　
左
の
道
⋯
山
本
へ

二
ツ
井
町
と
の
境
界
付
近

真
ん
中
に
は
山
道
の
跡
が
見
え
る


