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今こ
ん

日に
ち

、
私
た
ち
が
里
山
と
呼
ぶ
空
間
を
ど
の
よ
う
に

利
用
し
、
維
持
管
理
し
て
い
く
か
。
多
く
の
場
合
、
保

全
活
動
の
担
い
手
た
ち
は
地
域
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募

り
、
管
理
し
よ
う
と
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
は

と
て
も
見
合
わ
な
い
そ
の
労
力
に
苦
戦
し
て
き
た
。
こ

う
し
た
活
動
の
基
底
に
は
「
里
山
が
地
域
の
農
業
に
の

み
深
く
根
差
し
た
環
境
と
し
て
、
集
落
の
営
み
の
一
部

と
し
て
自
給
自
足
的
な
利
用
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
き

た
」
と
い
う
「
誤
認
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

自
然
を
収
奪
し
て
き
た
工
業
化
以
前
の
人
間
と
自
然
の

関
係
は
調
和
的
で
あ
っ
た
と
い
う
里
山
へ
の
お
も
い
を

湯
本
貴
和
、
大
住
克
博
両
氏
（
２
０
１
１
年
）
は
「
憧

れ
や
ロ
マ
ン
チ
ズ
ム
」
と
断
ず
る
。

我
々
を
取
り
巻
い
て
い
た
里
山
空
間
は
多
分
に
経
済

的
な
性
格
を
持
っ
て
経
営
さ
れ
た
空
間
な
の
で
あ
る
。

森
林
の
権
利
は
複
雑
で
あ
り
、
そ
こ
を
ど
う
使
う
の
か

と
い
う
管
理
権
は
複
雑
な
歴
史
と
駆
け
引
き
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
た
。と
く
に
古
く
か
ら
荘
園
と
し
て
営
ま
れ
、

武
家
、
朝
廷
や
貴
族
及
び
社
寺
、
そ
し
て
問
屋
な
ど
商

人
と
い
っ
た
利
権
が
複
雑
に
絡
み
合
う
近
畿
に
お
い
て

は
一
筋
縄
で
の
理
解
が
及
ば
な
い
。
住
民
は
古
く
か
ら

の
権
利
を
時
に
都
合
よ
く
持
ち
出
し
、
上
訴
な
ど
を
し

て
、
領
域
内
で
の
山
林
の
利
用
権
を
固
め
る
。
そ
う
し

た
中
で
立
ち
木
に
関
す
る
権
利
、
柴し
ば

や
草
に
関
す
る
権

利
、
火
を
使
う
権
利
、
マ
ツ
タ
ケ
や
ワ
ラ
ビ
に
関
す
る

権
利
、
水
の
権
利
、「
や
ま
ば
た
け
」
と
し
て
利
用
す

る
権
利
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
ロ
ー
カ
ル
な
ル
ー

ル
と
し
て
確
立
さ
れ
、
管
理
、
経
営
さ
れ
て
き
た
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
ロ
ー
カ
ル
に
理
解
す
る
ほ
か
な

い
里
山
の
「
遠
望
的
な
構
図
」
と
し
て
、
都
市
需
要
に

向
け
た
流
通
に
よ
り
維
持
さ
れ
て
い
た
近
世
か
ら
明
治

の
里
山
と
い
う
状
況
を
描
い
て
み
た
い
と
思
う
。

自
給
自
足
で
は
な
い
里
山

木
材
を
大
量
に
使
う
時
代
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
都

市
は
そ
の
木
質
資
源
を
全
て
周
辺
地
域
に
依
存
し
て
い

た
。
大
阪
の
市
中
の
木
材
に
土
佐
藩
が
大
き
な
影
響
を

持
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
同

じ
よ
う
に
大
量
の
薪
炭
も
ま
た
四
国
を
始
め
、
中
国
地

方
（
山
陽
側
）、
そ
し
て
九
州
か
ら
大
坂
港
に
も
た
ら

さ
れ
て
い
た
。『
大
阪
諸
色
商
売
物
員
数
并
代
銀
寄
』

か
ら
大
石
慎
三
郎
氏（
１
９
６
６
年
）が
整
理
し
た「
正

徳
四
年
大
阪
移
出
入
商
品
表
」
に
よ
り
１
７
１
４
年
の

流
通
を
眺
め
て
み
よ
う
。

大
坂
へ
諸
国
か
ら
運
ば
れ
た
様
々
な
品
に
ま
じ
り

「
掛か
け

木ぎ

」（
ウ
バ
メ
ガ
シ
や
ア
ラ
カ
シ
な
ど
重
さ
で
取
引

さ
れ
る
薪
）、「
結ゆ
い

木ぎ

」（
束た
ば
ね

木ぎ

と
も
い
う
、
ク
ヌ
ギ

な
ど
束
で
取
引
さ
れ
る
薪
）、
そ
し
て
炭
が
掲
載
さ
れ

算
す
る
と
お
よ
そ
21
万
㌧
、
２
２
，９
４
５
両
に
上
る
。

炭
７
６
７
，８
１
４
俵
、
こ
れ
は
１
俵
19
㌔
換
算
で

１
万
４
６
０
０
㌧
、
３
５
，７
６
９
両
。
な
か
な
か
の

物
量
だ
が
、
金
額
に
し
て
も
こ
れ
ら
３
者
を
合
わ
せ
る

と
米
の
移
入
額
の
三
分
の
一
ほ
ど
、
材
木
の
半
分
強
、

全
取
引
商
品
の
お
よ
そ
５
％
に
な
る
の
で
相
当
重
要
な

産
品
と
な
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
相
当
な
量
の
薪
や
炭
が
船
運
を
通

じ
て
大
坂
港
へ
運
び
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
で
は
、
こ
れ
ら
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
図
１
は

『
内
務
省
地
理
局
編
纂
善
本
叢
書
14　

明
治
前
期
地
誌

資
料
』か
ら
加
藤
衛
拡
氏
が
作
成
し
た
資
料（
１
９
９
５

年
）
を
も
と
に
ま
と
め
た
明
治
９
年
に
大
阪
港
、
東
京

港
に
陸
揚
げ
さ
れ
た
薪
・
炭
の
移
入
元
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
明
治
に
入
っ
て
い
る
が
、
江
戸
末
か
ら
明
治

初
期
の
状
況
を
概
観
で
き
る
資
料
と
捉
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
大
阪
へ
は
薪
が
瀬
戸
内
一
円
と
土
佐
か
ら
、
炭
は

紀
伊
か
ら
九
州
ま
で
の
太
平
洋
岸
の
暖
地
が
供
給
の
中

心
地
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、東
京
へ
は
薪
が
常
陸
・

下
総
・
上
総
か
ら
、
そ
し
て
炭
は
伊
豆
と
下
総
か
ら
の

都
市
か
ら
読
み
解
く
里
山
　
〜
薪
炭
か
ら
マ
ツ
タ
ケ
ま
で
〜

その12

大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館　

佐
久
間
大
輔

る
。
ど
れ
く
ら
い
の
量
か
と
言
え
ば
「
掛
木
」
３
１
，

０
９
２
，２
９
４
貫
つ
ま
り
約
11
万
６
６
０
０
㌧
、

金
額
に
し
て
１
３
０
，３
６
３
両
。「
結
木
」
１
７
，

４
８
５
，４
６
４
束
、
こ
れ
も
ざ
っ
と
１
束
12
㌔
で
換

森とともに森とともに森とともに森とともに

どうどうどうどう

生きてきたか生きてきたか
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供
給
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
に
載
ら
な
い

近
郊
か
ら
の
移
入
な
ど
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
都
市
需
要
を
支
え
る
た
め
に
大
量
の
薪
炭
が
地
方

か
ら
都
市
へ
と
運
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

か
つ
て
千
葉
徳
爾
氏
が
指
摘
し
た
と
お
り
、
薪
や
炭

の
需
要
地
は
都
市
だ
け
で
は
な
い
。
塩
、
鉄
や
銅
等
の

金
属
、
陶
器
等
の
生
産
に
は
大
量
の
薪
炭
を
必
要
と
し

た
。
こ
う
し
た
産
業
に
よ
っ
て
も
、
地
域
の
薪
炭
は
大

量
に
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
里
山
の
薪
炭
は

自
給
自
足
の
も
の
で
は
な
く
広
域
に
流
通
す
る
商
品
で

あ
り
、
薪
炭
を
出
荷
す
る
こ
と
に
よ
り
現
金
を
得
、
必

要
な
も
の
を
買
い
入
れ
る
と
い
っ
た
、
市
場
経
済
に
組

み
込
ま
れ
た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
マ
ク

ロ
な
状
況
の
み
を
取
り
扱
っ
た
が
、
ミ
ク
ロ
に
は
藩
に

よ
る
統
制
、
薪
問
屋
に
よ
る
価
格
統
制
や
流
通
支
配
、

苗
木
代
な
ど
の
貸
し
付
け
や
先
行
投
資
、
村
内
で
の
権

利
分
割
、集
落
内
の
共
同
積
み
立
て
の
よ
う
な
「
講
山
」

な
ど
様
々
な
制
度
や
複
雑
な
要
素
が
絡
み
合
っ
て
生
産

と
流
通
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
里
山
の
管
理
の
変
遷
を

理
解
す
る
た
め
に
は
現
場
だ
け
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な

消
費
地
と
の
距
離
や
流
通
経
路
、
藩
や
問
屋
の
力
関
係

を
含
め
た
理
解
も
必
要
に
な
る
。

植
生
に
影
響
す
る
都
市
需
要

薪
炭
の
流
通
は
経
済
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
産

地
間
の
競
争
は
薪
炭
林
の
高
品
質
化
を
追
求
さ
せ
る
。

薪
は
樹
種
に
よ
り
明
ら
か
に
価
格
が
変
わ
る
。
掛
木
と

し
て
高
値
で
売
れ
る
の
は
ウ
バ
メ
ガ
シ
、
ア
ラ
カ
シ
で

あ
り
、
次
い
で
マ
テ
バ
シ
イ
が
続
く
。
こ
れ
ら
は
白
炭

の
炭
材
と
し
て
も
優
秀
だ
が
、
薪
と
し
て
も
高
級
品

だ
。
結
木
（
束
木
）
と
し
て
上
質
な
の
は
、
ク
ヌ
ギ
や

ナ
ラ
ガ
シ
ワ
で
あ
る
。
コ
ナ
ラ
に
比
べ
、
３
割
近
く
値

段
が
高
か
っ
た
と
い
う
。
更
に
、
ク
ヌ
ギ
は
コ
ナ
ラ
に

比
べ
細
い
枝
が
少
な
く
、
薪
に
で
き
る
割
合
が
多
い
。

薪
に
な
ら
な
い
枝
も
柴
と
し
て
商
品
に
な
る
が
、
そ

の
価
格
は
河
内
地
方
に
残
る
方
言
で
、「
そ
ん
な
も
ん

『
し
ば
ね
う
ち
』
や
で
」（
大
し
た
値
打
ち
が
な
い
、
の

意
）
と
の
表
現
が
あ
る
こ
と
で
推
し
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
幕
末
の
農
書
「
農
業
余
話
」
に
は
、
ク

ヌ
ギ
の
有
用
性
と
山
林
で
の
植
樹
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
更
に
大
阪
・
北
河
内
で
の
聞
き
取
り
調
査
で
は

ア
ベ
マ
キ
は
薪
と
し
て
も
炭
と
し
て
も
低
品
質
で
嫌
わ

れ
、
売
り
物
に
な
ら
な
い
た
め
に
積
極
的
に
切
り
倒
し

ク
ヌ
ギ
を
植
え
て
い
た
と
い
う
。

明
治
後
期
に
な
る
と
、
田
中
長
嶺
氏
ら
の
活
躍
に
よ

り
各
地
で
ク
ヌ
ギ
の
栽
培
が
広
が
る
（
図
２
）。
良
質

な
菊
炭
を
焼
く
た
め
の
手
引
き
、
更
に
シ
イ
タ
ケ
栽
培

の
技
術
伝
承
を
行
い
、
あ
わ
せ
て
そ
れ
ら
の
た
め
に
必

要
な
ク
ヌ
ギ
の
栽
培
法
を
広
め
た
の
で
あ
る
。
鉄
道
に

よ
る
輸
送
網
も
広
が
る
こ
と
で
、
よ
り
発
達
す
る
産
業

や
都
市
の
需
要
を
全
国
の
里
山
が
支
え
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

状
況
か
ら
考
え
て
、
瀬
戸
内
海
の
島
々
や
紀
伊
半
島

の
海
辺
に
茂
る
ウ
バ
メ
ガ
シ
の
林
は
、
か
な
り
選
択
的

に
利
用
さ
れ
て
き
た
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
。
植
林
と
選

択
的
な
伐
採
、
萌ほ
う

芽が

管
理
な
ど
に
よ
り
純
度
の
高
い
同

齢
林
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
海
岸
植
生
の
萌
芽
管
理
と

い
う
よ
り
、
ウ
バ
メ
ガ
シ
と
い
う
商
品
作
物
の
栽
培
に

他
な
ら
な
い
。
ウ
ル
シ
や
カ
キ
、
ミ
カ
ン
な
ど
の
栽
培

と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
。

強
い
利
用
圧
に
よ
っ
て
閉
鎖
し
た
森
林
と
し
て
の
維

持
が
難
し
く
、
草
山
と
し
て
維
持
さ
れ
た
場
所
も
少
な

く
な
か
っ
た
。
森
林
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
で
は
げ
山
と

も
呼
ば
れ
る
が
、
大
抵
は
ア
カ
マ
ツ
の
疎
林
に
下
草
や

低
木
が
茂
っ
た
状
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
地
域
住
民
は

こ
の
草
を
刈
り
取
り
、
飼
料
や
肥
料
と
し
て
日
常
的
に

利
用
し
、
更
に
は
ア
カ
マ
ツ
も
材
や
高
温
用
の
薪
炭
と

図１　東京港・大阪港へ運ばれた薪炭。加藤氏（1995 年）
より作図

図２　「散木利用編第２巻くぬぎ」より。著者の田中長
嶺氏はたくさんの著書とともに各地で指導を行い
山村の経済振興を図った。
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の
か
を
把
握
で
き
る
資
料
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
も
、

き
の
こ
は
案
外
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
多
種

が
流
通
し
て
い
る
府
県
、
数
種
類
の
み
の
府
県
な
ど
が

あ
る
が
出
荷
量
と
出
荷
額
が
表
記
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
き

の
こ
に
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
こ
の
資
料
を
基
に
、
最
も
広
範
に
産
出
の
見

ら
れ
た
マ
ツ
タ
ケ
と
シ
イ
タ
ケ
の
主
産
地
を
追
っ
て
み

た
。
マ
ツ
タ
ケ
は
痩
せ
た
土
地
に
生
え
る
マ
ツ
の
根
に

菌
根
を
形
成
す
る
共
生
菌
、
シ
イ
タ
ケ
は
ほ
だ
木
に
つ

く
ら
れ
る
木
材
腐
朽
菌
で
あ
る
（
こ
の
時
代
に
は
ま
だ

お
が
く
ず
栽
培
は
行
わ
れ
て
い
な
い
）。
こ
と
に
マ
ツ

タ
ケ
は
腐
植
の
発
達
し
た
マ
ツ
林
で
は
ベ
ニ
タ
ケ
類
な

ど
ほ
か
の
菌
根
共
生
菌
と
の
競
争
に
負
け
て
し
ま
い
、

き
の
こ
を
作
ら
な
い
。
果
た
し
て
得
ら
れ
た
主
産
地
の

分
布
は
こ
の
特
性
を
反
映
し
た
も
の
と
な
っ
た
（
図

４
）。
マ
ツ
タ
ケ
は
瀬
戸
内
海
か
ら
近
畿
に
か
け
て
の

地
域
を
主
産
地
と
し
、
気
候
的
に
マ
ツ
林
が
広
が
り
易

い
中
部
と
北
陸
が
加
わ
っ
た
。
シ
イ
タ
ケ
は
先
ほ
ど
の

し
て
利
用
し
た
。
こ
う
し
た
草
山
も
都
市
と
の
経
済
関

係
の
中
で
形
成
さ
れ
た
植
生
で
あ
る
。
草
山
環
境
が
大

阪
や
京
都
の
周
り
だ
け
で
な
く
、
瀬
戸
内
か
ら
中
国
山

地
ま
で
広
が
っ
て
い
る
の
は
塩
や
鉄
を
含
め
、
流
通
に

こ
れ
ら
の
地
域
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
結
果
で
あ
る
。

都
市
に
収
奪
さ
れ
て
い
た
と
い
う
見
方
を
と
る
か
、
里

山
を
経
営
し
て
村
々
が
潤
い
、
維
持
さ
れ
た
と
考
え
る

か
。
後
者
の
視
点
も
重
要
で
あ
る
。

き
の
こ
の
流
通

薪
や
炭
に
比
べ
、
き
の
こ
は
な
か
な
か
流
通
の
難
し

い
商
品
だ
。
本
誌
７
、８
月
号
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た

ポ
ル
チ
ー
ニ
（
ヤ
マ
ド
リ
タ
ケ
）
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が

北
日
本
に
、
ご
く
近
縁
と
さ
れ
る
も
の
が
西
日
本
を
含

む
全
国
に
分
布
し
て
い
る
。
味
は
引
け
を
と
ら
な
い
と

い
う
意
見
も
あ
る
が
、
日
本
産
の
も
の
が
商
業
流
通

し
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
は
な
い
。
理
由
の
一
つ
は
梅

雨
明
け
頃
に
発
生
す
る
こ
の
き
の
こ
は
虫
が
つ
き
や
す

く
、
腐
敗
し
や
す
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
イ
グ
チ
類

や
タ
マ
ゴ
タ
ケ
な
ど
野
生
の
美
味
な
き
の
こ
は
数
多
い

が
、
こ
れ
ら
は
発
生
し
た
日
の
昼
頃
に
は
た
く
さ
ん
の

虫
が
つ
い
て
し
ま
う
。
ち
ょ
っ
と
し
た
あ
た
り
傷
か
ら

い
た
ん
で
し
ま
う
。
地
域
で
採
集
し
消
費
す
る
か
、
地

域
内
で
加
工
ま
で
を
完
結
さ
せ
る
か
が
必
要
に
な
る
。

加
工
場
を
維
持
す
る
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の
量
を
採

取
、
集
約
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
だ
け
森
が
広
が
る

現
代
の
日
本
で
野
生
き
の
こ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
広
が
ら

な
い
の
は
採
取
者
組
織
や
流
通
網
を
築
く
の
が
困
難
だ

か
ら
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
例
外
が
あ
る
。
マ
ツ
タ
ケ
や
シ
メ
ジ
、
シ

イ
タ
ケ
な
ど
だ
。
17
世
紀
中
頃
の
金
閣
寺
の
住
職
の
日

記
に
は
様
々
な
き
の
こ
の
記
事
が
載
る
が
特
に
マ
ツ
タ

ケ
は
克
明
な
記
録
が
残
る
。
マ
ツ
タ
ケ
は
古
く
か
ら
の

贈
答
品
で
も
あ
り
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
発
達
し
た
。
摂
津

名
所
図
会
に
は
大
阪
、
天
満
の
松
茸
市
を
描
画
し
て
い

る
（
図
３
）。
シ
メ
ジ
類
も
そ
れ
に
次
ぐ
存
在
だ
ろ
う
。

秋
遅
め
と
い
う
発
生
時
期
も
関
係
し
て
い
る
の
か
、
先

の
イ
グ
チ
な
ど
に
比
べ
る
と
、
マ
ツ
タ
ケ
や
シ
メ
ジ
は

は
る
か
に
虫
害
の
少
な
い
き
の
こ
だ
。
こ
の
た
め
に
流

通
が
可
能
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
乾
物
に
な
る
シ

イ
タ
ケ
や
キ
ク
ラ
ゲ
、
そ
し
て
晩
秋
か
ら
早
春
に
流
通

す
る
ヒ
ラ
タ
ケ
や
マ
イ
タ
ケ
、
シ
ョ
ウ
ロ
も
比
較
的
流

通
さ
せ
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

や
や
時
代
は
下
る
が
明
治
前
期
産
業
発
達
史
資
料
に

「
明
治
７
年
府
県
物
産
表
」
が
あ
る
。
明
治
政
府
が
各

地
の
生
産
力
を
把
握
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
産
物

が
ど
れ
く
ら
い
の
量
、
出
荷
額
規
模
で
流
通
し
て
い
る

図３　「日本山海名物図会　天満市側松茸市」

図４　明治初期のマツタケ及びシイタケの主産地（出荷
額上位各 20 府県）。『明治７年府県物産表』より
作図。明治７年当時の行政区分で印を打ったので
現在の府県境と一致しない

●：シイタケの生産地
▲：マツタケの生産地
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炭
や
薪
の
産
地
と
重
な
り
、
更
に
ミ
ズ
ナ
ラ
を
原
木
と

す
る
東
北
が
加
わ
っ
た
。
シ
イ
タ
ケ
の
流
通
額
は
先
の

正
徳
四
年
の
統
計
で
は
軽
く
昆
布
を
凌り
ょ
う

駕が

し
て
い
る
。

里
山
の
産
物
は
薪
炭
以
外
に
も
先
に
例
示
し
た
よ
う
な

き
の
こ
類
を
は
じ
め
、
ワ
ラ
ビ
や
ゼ
ン
マ
イ
な
ど
の
副

産
物
も
流
通
し
、
全
国
の
山
村
の
暮
ら
し
を
潤
し
て
い

た
。
薪
炭
林
と
し
て
の
単
機
能
で
な
く
、
多
面
的
な
供

給
機
能
を
発
揮
し
て
し
っ
か
り
と
都
市
の
食
文
化
も
支

え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

文
化
的
サ
ー
ビ
ス
で
都
市
と
里
山
を
結
ぶ

全
国
の
里
山
は
こ
う
し
た
第
１
次
産
業
と
し
て
の
生

産
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
第
３
次
産
業
と
い
え
る
よ

う
な
文
化
的
サ
ー
ビ
ス
の
場
と
も
な
っ
て
い
た
。
マ
ツ

タ
ケ
狩
り
で
あ
る
。
摂
津
名
所
図
会
（
図
５
）「
松
茸

狩
」に
描
か
れ
た
人
物
は
農
民
の
い
で
た
ち
で
は
な
く
、

商
家
の
家
族
と
従
業
員
た
ち
で
あ
る
。
大
阪
市
中
か
ら

現
在
の
高
槻

市
に
あ
た
る

金
竜
寺
山
ま

で
船
と
徒
歩

で
出
か
け
る

そ
れ
は
、
一

大
レ
ジ
ャ
ー

だ
っ
た
だ
ろ

う
。
こ
う
し

た
山
は
地
域

の
入
会
権
が

絡
ん
で
い
る

の
で
実
入
り

が
地
域
に
も

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
山
向
こ
う
の
一
団
が
望
め
る
よ

う
な
見
通
し
の
よ
い
風
景
は
柴
刈
り
や
草
刈
り
に
よ
る

利
用
圧
の
結
果
で
あ
る
。
マ
ツ
タ
ケ
が
こ
う
し
た
環
境

を
好
む
き
の
こ
で
あ
る
こ
と
は
先
に
書
い
た
と
お
り
で

あ
る
。
明
治
期
に
も
与
謝
野
晶
子
が
少
女
期
の
マ
ツ
タ

ケ
狩
り
の
思
い
出
を
エ
ッ
セ
ー
に
記
し
て
い
る
。
大
正

か
ら
昭
和
に
か
け
て
こ
う
し
た
行
楽
と
し
て
の
マ
ツ
タ

ケ
狩
り
は
更
に
大
衆
化
す
る
。
各
鉄
道
会
社
は
現
代
の

ミ
カ
ン
狩
り
同
様
に
都
市
住
民
を
マ
ツ
タ
ケ
狩
り
に

誘
っ
た
（
図
６
）。
も
ち
ろ
ん
鉄
道
会
社
だ
け
で
な
く
、

地
域
も
そ
の
利
益
を
得
る
。
こ
こ
で
も
都
市
住
民
が
里

山
の
供
給
サ
ー
ビ
ス
だ
け
で
な
く
文
化
的
サ
ー
ビ
ス
を

享
受
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
京
都
の

祗
園
祭
の
縁
起
物
で
あ
る
粽ち
ま
き

を
つ
く
る
た
め
に
、
北

山
地
域
か
ら
チ
マ
キ
ザ
サ
の
供
給
を
受
け
て
い
る
例
な

ど
が
本
誌
で
も
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
物
流
で
は
捉
え
き

れ
な
い
里
山
と
都
市
の
結
び
付
き
は
幅
広
く
、
深
い
。

里
山
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
上
で
、
都
市
と
の
結
び

付
き
は
無
視
で
き
な
い
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
都
市

と
結
び
付
い
た
里
山
は
薪
や
炭
だ
け
で
な
く
、
き
の
こ

も
、
そ
の
景
観
や
空
間
す
ら
も
経
営
資
源
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
空
間
に
豊
か
な
生
物
多
様
性
が

維
持
さ
れ
た
こ
と
に
こ
そ
、
持
続
可
能
性
を
追
求
す
る

ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
は
今
後
の
里
山

を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
視
座
に
な
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
里
山
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
、
観
察

会
や
レ
ジ
ャ
ー
で
訪
れ
る
の
も
都
市
住
民
で
あ
る
。
自

然
と
の
結
び
付
き
に
欠
乏
感
を
感
じ
る
都
市
住
民
に
、

具
体
的
に
何
を
提
示
す
れ
ば
里
山
に
よ
り
関
心
を
向

け
、
労
力
や
代
金
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
か
。
大
人
向

け
商
品
な
の
か
、
家
族
向
け
体
験
な
の
か
、
投
資
案
件

と
し
て
の
魅
力
な
の
か
。
そ
う
し
た
里
山
の
魅
力
を
引

き
出
す
経
営
的
視
点
を
抜
き
に
、
里
山
の
維
持
管
理
は

難
し
い
。
集
落
や
狭
い
地
域
内
だ
け
4

4

で
は
未
来
を
拓ひ
ら

く

こ
と
は
、
な
か
な
か
に
困
難
だ
。
都
市
と
農
村
の
両
者

の
持
続
可
能
性
を
探
る
上
で
果
た
し
て
ど
う
い
う
結
び

付
き
が
正
解
な
の
だ
ろ
う
か
。
里
山
の
来
し
方
を
改
め

て
見
つ
め
て
み
た
い
。
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