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江
戸
見
桜
と
祟
り
の
系
譜

立
花
　
香

こ
の
写
真
は
３
０
年
ほ
ど
前
の
江
戸
見
桜
の
写
真

で
す
。
こ
の
よ
う
に
桜
の
巨
本
は
末
長
地
区
の
も
っ

と
も
高
い
場
所
に
鎮
座
し
、
村
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
存

在
で
し
た
。
実
は
こ
の
桜
の
本
の
古
い
写
真
が
ほ
と

ん
ど
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
即
ち
こ
の
桜
の
本

の
風
景
が
末
長
の
人
々
に
と
っ
て
日
常
的
で
、
そ
こ

に
あ
る
の
が
当
た
り
前
の
存
在
で
あ

っ
た
が
た
め
に
、

か
え
つ
て
写
真
に
取
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
写
真
で
も
解
る

よ
う
に
、
江
戸
見
桜
周
辺
は
か
つ
て
広
々
と
し
た
畑

地
で
あ
り
、
ま
た
、
当
時
の
雄
々
し
い
枝
振
り
か
ら

も
、
こ
の
桜
の
本
が
江
戸
か
ら
も
見
え
た
と
い
う
こ

と
が
実
感
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

江
戸
見
桜
の
出
来
な
ど
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に

も
多
く
語
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
こ
で
は
、

江
戸
見
桜
の

「切
る
と
祟
り
が
あ
る
」
と
の
言
い
伝

え
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

川
崎
市
中
西
部
に
は
江
戸
見
桜
に
か
ぎ
ら
ず
、
か

つ
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
伝
え
を
持

つ
巨
木
が
多
数

存
在
し
ま
し
た
。
代
表
的
な
も
の
は
、
宿
河
原
の
下

げ
綱
松
、
長
尾
の
稚
児
の
松
、
上
作
延
の
縛
ら
れ
松
、

そ
し
て
高
石
の
弘
法
の
松
な
ど
で
す
。
こ
れ
ら
の
木

の
な
か
に
は
、
祟
り
の
言
い
伝
え
を
も
つ
も
の
も
幾

つ
か
あ
り
ま
す
。
な
か
に
は
宿
河
原
の
下
げ
綱
松
や
、

飯
室
山
の
曲
が
り
松
の
よ
う
に
、
本
が
枯
れ
て
も
、

枯
れ
跡
に
触
る
と
祟
り
が
あ
る
と
い
わ
れ
た
木
も
あ

り
ま
し
た
。
（参
考
文
献
　
角
田
益
信
著

「川
崎
の
民

族
し

こ
う
い
っ
た
由
来
を
持
つ
巨
本
に
つ
い
て
共
通

し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
本
が
皆
、
村
と
村
と

の
境
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

江
戸
見
桜
の
近
く
、
久
本
の
龍
台
寺
に
は
、
か
つ

て
寺
の
東
西
に
上
の
宮
と
下
の
宮
、
二
つ
の
杉
山
神

社
が
あ
り
ま
し
た
。
江
戸
名
所
図
会
に
は
、
こ
の
杉

山
神
社
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
社

へ
機
れ
た
る
も
の
詣
ず
れ
ば
、
必
ず
災
い

あ
り
と
て
、
土
人
は
な
は
だ
恐
怖
せ
り
」

村
境
を
挟
ん
で
末
長
側
の
江
戸
見
桜
、
久
本
側
の

杉
山
神
社
。
双
方
に
祟
り
の
話
が
残
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

こ
れ
ら
村
境
の
祟
り
の
伝
説
発
生
原
因
は
ど
こ
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
か
つ
て
い
く
つ
も
の
村
の
村

境
に
十
三
塚
と
言
わ
れ
る
塚
の
群
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
は
そ
れ
ら
の
塚
は
平
将
門
や
新
田
義
貞

に
ま
つ
わ
る
伝
説
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

祟
り
に
ま
つ
わ
る
話
が
残
さ
れ
て
い
る
場
所
も
あ
り

ま
す
。

戦
国
時
代
以
前
、
荘
園
領
主
か
ら
始
ま
る
土
地
の

支
配
者
は
、
領
地
の
境
に
い
く
つ
も
の
塚
を
設
け
る

●
Ｌ

ｈ

こ
と
に
よ
っ
て
国
境
線
上
の
緩
衝
地
帯
と
し
、
無
用

の
領
土
紛
争
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と

推
測
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
も

っ
と
時
代

が
下
っ
て
、
運
命
共
同
体
と
し
て
の
村
社
会
が
確
立

し
て
く
る
と
、
飢
饉
の
と
き
の
食
糧
確
保
や
、
千
ば

つ
時
の
水
争
い
防
止
の
た
め
、
村
境
の
土
地
に
勝
手

に
手
を
加
え
な
い
よ
う
に
村
相
互
間
の
決
ま
り
事
が

な
さ
れ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
ら
の
事
が
後
に
至
っ
て
、
村
境
の
目
印
と
し

て
の
塚
や
大
き
な
木
が
、
塞
の
神
の
よ
う
に
疫
病
な

ど
の
機
れ
か
ら
村
を
守
る
バ
リ
ア
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
、
や
が
て
畏
怖
の
念
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
り
、

手
を
触
れ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
、
祟
り
の
伝
説

が
生
ま
れ
て
行

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
こ
の
よ
う
に

「江
戸
見
桜
」
の
祟
り
の
言
い

伝
え
に
つ
い
て
、
私
な
り
に
合
理
的
な
説
明
が
つ
か

な
い
も
の
か
と
考
え
て
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
だ
か

ら
と
い
つ
て
祟
り
の
伝
説
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
良

い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
言
い
伝
え
を
な

い
が
し
ろ
に
す
る
事
は
、
地
域
の
人
々
の
思
い
と
、

そ
の
土
地
の
文
化
、
風
土
、
そ
う
い
っ
た
地
域
を
表

象
す
る
根
元
的
な
も
の
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。
か

つ
て
そ
こ
に
住
ん
だ

人
々
の
思
い
を
く
み
取
ろ
う
と
せ
ず
に
、
文
化
を
後

世
に
伝
え
る
こ
と
な
ど
で
き
ま
せ
ん
。

私
は
江
戸
見
桜
が
こ
の
地
に
立
ち
続
け
る
こ
と
を

望
む
と
同
時
に
、
特
殊
な
文
化
き
産
の
一
つ
と
し
て
、

祟
り
の
言
い
伝
え
も
生
き
続
け
る
こ
と
を
願
っ
て
止

み
ま
せ
ん
。
「
末
長
の
謎
」
の
筆
者
、
末
長
在
住
）
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こんにち
は、明日葉
見に来まし
た。楽しみ
です明日
葉…・

報
告
　
持
田

５
月
１
８
日
に
久
本
山
に
た
く
さ
ん
の
あ

し
た
ば
の
あ
か
ち
や
ん
を
み
ん
な
で
植
え

ま
し
た
。

あ
し
た
ば
の
あ
か
ち
や
ん
は
、
今
す
こ
し

づ
つ
大
き
く
な
つ
て
い
ま
す
。

き
っ
と
、
秋
に
は
み
ん
な
で
あ
し
た
ば
の

新
芽
を
と

つ
て
、
あ
し
た
ば
汁
と
あ
し
た

ば
の
て
ん
ぷ
ら
で
舌
づ

つ
み
＊
＊
ま
た
江

戸
見
桜
の
本
の
下
で
草
井
さ
ん
の
う
た
が

き

こ

え

て

く

る

よ

う

で

す

。

ターザンの
本まで至1着

あ
し
た
ば
を
２
０
年
も
育
て
て
い
る
８
５

歳
の
お
や
じ
が
今
回
の
苗
づ
く
り
に
協
力

し
て
く
れ
ま
し
た
。

感
謝
　
感
謝
　
シ
エ
イ
　
シ
エ
イ

伊
豆
七
島
に
多
い
大
型
の
多
年
草
。
茎
は

強
壮
で
上
部
で
よ
く
枝
分
か
れ
し
、
高
さ

は
５
０
か
ら
１
２
０
セ
ン
チ
に
な
る
。
茎

や
葉
を
切
る
と
黄
色
の
液
汁
が
し
み
で
る
。

葉
の
質
は
厚
く
や
わ
ら
か
で
や
や
光
沢
が

あ
り
、
冬
で
も
緑
色
を
し
て
い
る
。
大
き

な
複
散
形
花
序
を
だ
し
、
淡
黄
色
の
小
さ

な
花
を
多
数
開
く
。
若
葉
は
食
用
に
す
る
。

和
名
は
明
日
葉
で
、
今
日
葉
を
切
り
取

っ

て
も
、
草
勢
が
強
い
の
で
、
明
日
に
は
ま

た
す
ぐ
若
葉
が
で
て
く
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
　

花
期
　
８
月
～
１
０
月

＊
　
生
育
地
　
海
岸
　
　
　
分
布
　
本

（房

総
～
紀
伊
半
島
、
伊
豆
七
島
、
小
笠
原
）

ア
シ
タ
バ
は
３
年
で
花
が
咲
き
種
が
で
き

ま
す
。
種
が
で
き
る
と
そ
の
ア
シ
タ
バ
は

か
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
ま
た
新
し
い
あ

か
ち
や
ん
苗
が
で
て
き
ま
す
。
種
は
野
鳥

の
大
好
物
で
種
ま
き
の
際
は
表
面
に
少
量

の
上
を
掛
け
る
の
が
秘
訣
で
す
。
野
鳥
か

ら
種
を
守
る
の
が
理
由
で
す
。
ま
あ
―
、

半
分
ぐ
ら
い
は
野
鳥
に
食
べ
て
も
ら
う
の

が
礼
儀

っ
て
い
う
も
ん
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
は
、
ま
た
次
回
を
お
た
の
し
み

（江
戸
見
桜
か
ら
、
タ
ー
ザ
ン
の
木
ま
で

の
竹
垣
の
道
沿
い
に

「明
日
葉
」
を
植
え

て
い
ま
す
。
梅
雨
時
を
越
し
て
、
瑞
々
し

い
緑
の
葉
が
育

っ
て
い
ま
す
。
散
策
路
と

し
て
、
楽
し
み
が
増
え
ま
し
た
。
持
田
さ

ん
の
報
告
で
興
味
を
持
た
れ
た
ら
、
ど
う

ぞ
見
に
来
て
く
だ
さ
い
。
）

○
タ
ー
ザ
ン
の
本
の
周
り
に
も
、
「明
日

葉
」
を
植
え
ま
し
た
が
、
雑
草
の
中
に
埋

も
れ
て
い
ま
す
。
大
き
く
育

っ
て
は
っ
き

り
そ
れ
と
判
る
よ
う
に
な
る
の
が
待
ち
遠

し
い
感
じ
で
す
。
草
刈
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

○
昨
年
度
の
緑
の
助
成
金
で
購
入
し
た
モ

ー
タ
ー
式
の
草
刈
機
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。

剪
定
ば
さ
み
で
刈
る
よ
り
も
、
す
ご
い
ス

ピ
ー
ド
で
す
。
持
田
さ
ん
の
草
刈
機
と
２

台
で
威
力
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。

○
江
戸
見
桜
の
周
囲
は
、
少
し
の
間
に
こ

れ
ほ
ど
笹
竹
が
生
え
る
も
の
か
と
感
心
す

る
ほ
ど
。

○
毎
月
第
３
土
曜
日
午
前
に
里
山
活
動
で
、

草
刈

・
ク
リ
ー
ン
作
戦

・
施
肥

・
道
路
整

備
な
ど
し
て
い
ま
す
が
、
七
、
人
月
は
次

の
よ
う
に
予
定
し
て
い
ま
す
。

●

七
月
二
十
日

（土
）
午
前
九
時
半

江
戸
見
桜
入
リ
ロ
集
合
　
一
一
時
半
ま
で

●
　
人
月
二
日

（土
）
午
耐
九
時
半
か
ら

江
戸
見
桜
入
リ
ロ
集
合

一
一
時
半
ま
で



百
津
区
ま
ち
づ
く
リ
ビ
ジ
ヨ
ン

一

一
″
／

層
園

目

日

圏

１
０
年
後
の
高
津
は
、
「か
わ
さ
き
緑
の
３

０
プ
ラ
ン
」
に
あ
る
よ
う
に
、
緑
が
増
え
、

暮
ら
し
や
す
く
↑
憩
え
る
高
津
に
な
つ
て
い

た
い
。
心
の
潤
い
、
や
す
ら
ぎ
、
感
動
や
充

足
感
を
与
え
て
く
れ
る
緑
は
、
都
市
景
観
を

美
し
く
す
る
だ
け
で
な
く
、
ヒ
ー
ト
ァ
イ
ラ

ン
ド
を
緩
和
し
、
生
態
系
を
保
全
し
、
安
全

で
快
適
な
都
市
づ
く
り
の
基
盤
と
な
る
も

の
で
す
。

平
成
１
１
年
の
人
工
衛
星
デ
ー
タ
、
航
空
写

真
、
地
形
図
な
ど
か
ら
現
況
調
査
さ
れ
た
川

崎
市
の
緑
被
率
は
２
４
％

（水
域
を
含
む
と

２
９
％
）
で
し
た
。
そ
の
中
で
高
津
区
は
２

５
．
６
．６
％

（水
域
含
む
２
７
．
７
６
％
）
。

３
０
Ｓ
に
す
る
に
は
、
現
状
を
少
し
も
減
ら

さ
ず
、
増
や
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。
（平
成
１
４
年
度
調
査
で

「川
崎

市
斜
面
緑
地
保
全
カ
ル
テ
」
作
成
の
予
定
）

①

高
津
区
の
緑
を

「土
地
利
用
図
」
の
上

に
マ
ー
ク
し
て
み
る
と

・
多
摩
川
の
崖
線
沿
い
に
緑
の
帯
が
現
わ
れ

は
す

憬^
サ
丘
霊
困
、

玖
硼
一
久
本
、
橘
、

久
末
の
テ
イ
ン
）

。　
南
武
線
と
南
部
沿
線
道
路
を
区
切
り
と

し
て
、
住
宅
地

（以
前
の
大
工
場
地
帯
）

と
丘
陵
地
が
く
つ
き
り
と
分
か
れ
、
緑

の
ほ
と
ん
ど
が
斜
面
緑
地
で
す
。

②
特
に
残
し
た
い
緑
地
は

・
久
地
不
動
　
・

溝
日
駅
南
側
　
・
久
本
　
・
蟹
ヶ
谷

こ
れ
ら
の
連
続
し
た
緑
は
次
の
観
点
か
ら

優
先
的
に
保
全
を
考
え
た
い
場
所
で
す
。

○
都
市
部
の
斜
面
緑
地
と
し
て
の
高
い
景

観
的
価
値
が
あ
る

○
緑
地
は
住
環
境
の
快
適
さ
を
補
償
し
て

い
る

○

「多
摩
の
よ
こ
や
ま
」
に
点
在
す
る
緑
地

は
多
様
な
生
一物
の
生
息
す
る
自
然
的
価
値

を
持

つ
　
　

．

〇
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
を
防
ぐ
役
割

を
持
ち
、
防
災
の
拠
点
と
も
な
る

○
森
は
緑
の
ダ
ム
と
い
う
、
斜
面
緑
地
は
地

下
水
を
豊

か
に
し
湧
水
と
な

つ
て
生
物
の

命
を
支
え
る
．

○
地
域
の
散
策
路
、
風
土
の
歴
史
散
歩
の
場

と
な
る
　
　
一

特
に
、
溝
口
駅
南
側
に
あ
る
斜
面
緑
地
は
高

津
区
の
表
玄
関
、
緑
の
入
り
回
の
象
徴
と
し

て
も
、
残
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
の
筆
頭
で

す
。

③

創
り
出
し
た
い
緑
に
つ
い
て

。
南
部
沿
線
道
路
の
第
二
京
浜
下
か
ら
溝
ロ

駅
前
ま
で
の
区
間
に
街
路
樹
が
な
く
、
南
武

線
に
沿
っ
て
、
高
層

マ
ン
シ
ヨ
ン
が
建
設
さ

れ
る
中
で
殺
風
景
な
直
線
道
路
が
続
き
ま
　
　
活
動
し
て
い
ま
す
。

す
。
こ
の
道
路
に
街
路
樹
が
植
栽
さ
．れ
て
い

れ
ば
緑
も
増
え
、
真
夏
の
暑
さ
も
し
の
ぎ
や

す
く
な
り
ま
す
。
武
蔵
小
杉
駅
前
ま
で
は
続

い
て
い
る
街
路
樹
が
、
高
津
に
入
っ
た
と
た

ん
に
消
え
る
の
は
寂
し
す
ぎ
ま
す
。

・
街
路
樹
に
つ
い
て
は
混
植
、
間
引
き
、
植

替
え
、
あ
る
い
は
歩
道
を
拡
幅
す
る

（片
側

だ
け
の
歩
道
で
も
よ
い
）
な
ど
の
方
法
で
、

も
っ
と
植
栽
が
可
能
と
考
え
ま
す
。

④

工
場
用
地
内
の
緑
地
は

・
緑
地
と
は
、
単
に
樹
林
地
だ
け
で
は
な
く
、

高
津
区
に
お
い
て
は
、
工
場
用
地
内
の
緑
地

は
環
境
保
全
の
た
め
に
貴
重
な
緑
で
す
。

・
坂
戸
に
あ
る
か
な
が
わ
サ
イ
エ
ン
ス
パ
ー

ク
を
始
め
、
末
長
、
津
田
山
な
ど
に
あ
る
工

場
な
ど
の
提
供
す
る
緑
地
は
、
工
場
防
災
の

点
か
ら
も
必
要
”

・
工
場
用
地
内
の
緑
化
は
、
壁
面
一
屋
上
な

ど
に
お
い
て
も
推
進
し
て
も
ら
い
も
の
で

す
。

⑤

生
産
緑
地
、
農
地

・
農
家
は
高
齢
者
が
多
く
、
緑
を
守
る
こ
と

に
理
解
を
示
し
て
く
れ
る
人
が
比
較
的
多

い
よ
う
で
す
。

・
地
権
者
と
市
民
が
交
流
し
、
市
民
農
園
と

か
、
都
市
農
園
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
を
組
織
し
て

の
保
全
の
模
索
が
必
要
で
す
。
「川
崎

・
多

摩
丘
陵
の
里
山
を
守
る
会
」
も
こ
の
方
向
で

⑥

緑
の
ネ
ツ
ト
ヮ
ー
ク
を
作
る
　

一
　

・

。
身
近
な
公
園
の
緑
、
学
校
や
公
共
施
設
の

緑
、
集
合
住
宅
の
緑
、
家
庭
の
緑
、
屋
上
の

緑
を

つ
な
が
り
の
あ
る
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
、
つ
な
が
り
を
作
る
こ
と
ｃ

・
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
と
し
て
の
多
摩

川
の
緑
の
利
用
を
考
え
、
水
辺
か
ら
丘
陵
ま

で
の
ゾ
ー
ン
を
結
ぶ
散
策
路
な
ど
の
イ
メ

ー
ジ
が
必
要
七
考
え
ま
す
。　
　
　
　
　
一

（高
津
街
づ
く
り
協
議
会
、
街
づ
く
リ
ビ
ジ

ヨ
ン
委
員
会
“
緑
”
班
の
中
間
ま
と
め
か
ら

抜
粋
し
た
も
の
で
す
。
都
市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
作
成
に
向
け
て
夢
を
語
れ
る
ま
ち
づ
く

り
を
進
め
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
）

今日は、明
日業を植え
ます。明日
は明日葉を
食べましょ
う。ではよろ
しく・“・



五
月
二
三
日
、
秋
田
県
ニ
ツ
丼
町
と
藤

里
町
で
分
科
会
が
開
か
れ
、
環
境
や
自
然

に
つ
い
て
の
調
査
、
研
究
、
実
践
発
表
な

ど
を
元
に
討
論
、
学
習
を
深
め
ま
し
た
。

「自
然
と
の
共
生
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
分

科
会
に
参
加
し
、
自
神
山
地
を
は
じ
め
地

域
の
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
り
方
に
つ
い

て
事
例
紹
介
の
ほ
か
、
活
発
な
意
見
交
換

を
聞
き
ま
し
た
。

自
然
教
育
セ
ン
タ
ー
（東
京
）代
表
の
木

内
正
敏
さ
ん
に
よ
る
と
、
自
然
保
護
運
動

の
次
に
は
、
保
全
を
進
め
る
環
境
教
育
が

大
事
で
あ
り
、　
ロ
マ
ン
で
な
く
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
作

っ
て
自
然
と
人
間
の
か
か
わ
る
技

術
を
伝
承
す
る
こ
と
こ
そ
こ
れ
か
ら
の
課

題
と
い
い
ま
す
。

自
神
の
ぶ
な
の
自
然
林
は
、
新
緑
に
包

ま
れ
て
柔
ら
か
く
美
し
い
光
の
中
に
あ
り

ま
し
た
。
世
界
遺
産
と
し
て
守
ら
れ
た
こ

の
森
も
、
た
だ
守
る
だ
け
で
は
人
々
の
来

訪
に
よ
る
荒
廃
が
進
む
ば
か
り
。
自
然
を

知
り
、
観
察
し
、
貴
重
さ
に
気
づ
い
て
も

だ
め
。
楽
し
み
っ
ば
な
し
で
終
わ

っ
て
し

ま
う
。
次
の
ス
テ
ツ
プ
を
用
意
し
て
実
行

は
、
里
山
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
、
ぶ
な
の
植
栽

も
あ
り
、
堆
肥
作
り
な
ど
を
進
め
る
こ
と
。

自
然
の
仕
組
み
を
つ
か
み
、
意
識
を
ア

ッ
プ
さ
せ
て
い
か
な
い
と
、
人
間

一
人

一

人
の
身
に
つ
い
た
文
化
と
し
て
の
緑

へ
の

親
し
み
を
形
成
し
て
い
け
な
い
。

こ
の
こ
と
は
自
神
だ
か
ら
で
は
な
く
、

身
近
の
自
然
の
中
で
こ
そ
確
か
め
ら
れ
な

く
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

ど
う
や

っ
て
自
然
を
残
す
か
と
考
え
た

と
き
、
里
山
＝
人
間
文
化
の
利
用
と
、
ふ
る

さ
と
＝
心
に
響
く
も
の
と
し
て
、
自
然
の
再

生
力
を
壊
さ
な
い
で
付
き
合
う
こ
と
が
大

切
だ
と
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
ヽ

（伊
中
）

◆
神
奈
川
新
聞
二
月
十
日

（日
）
川
崎
版

ロ
ラ
ム

「ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
“
Ｏ
Ｘ
」
に

「手
と
心
　
笑
顔
で
　
結
ぶ
　
最
後
の
里

山
を
保
全
」
と
い
う
見
出
し
で
活
動
が
紹

介
さ
れ
た
。

◇

一二
月
十
五
日
（金
）バ
ー
ス
ヒ
ル
末
長

提
供
公
園
ワ
ー
ク
シ
ョ
ツ
プ
に
参
加
。

現
地
に
入
り
、
伐
採
の
状
況
を
見
た
。

◇
二
月
二
十
二
日
（金
）里
山
学
習
会

川
崎
市
緑
政
課
鈴
木
直
仁
さ
ん
に
よ
る

「川
崎
市
の
緑
政
策
、
そ
の
現
状
と
課
題
」

に
つ
い
て
学
習
し
た
。
緑
地
保
全
指
針
の

必
要
性
な
ど
考
え
た
有
意
義
な
学
習
会
で

し
た
。

◇
二
月
二
十
三
日
（土
）里
山
活
動

草
刈
、
ク
リ
ー
ン
作
戦
、
道
路
整
備

◇

四
月
十
四
日
（日
）江
戸
見
桜
花
見
の
会

バ
ザ
ー
も
同
時
開
催

◆
　
「か
わ
さ
き
環
境
デ
１
２
０
０
２
」

五
月
二
日
（金
）

等
々
力
緑
地
で
開
催
さ

れ
た
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
。
タ
ー
ザ
ン
の
本

の
パ
ネ
ル
を
展
示
し
、
手
書
き
の
地
図
、

里
山
通
信
や
入
会
案
内
な
ど
を
配
布
し
た
。

◇
五
月
十
人
口
（土
）里
山
活
動

「明
日
葉
」
の
苗
三
百
本
を
植
え
た
。

◇

五
月
二
十
六
日
（日
）向
ヶ
丘
遊
園
、
多

摩
丘
陵
を
歩
く
会
に
参
加

◇
六
月
四
日
（火
）緑
の
憲
法
運
動

「ま
ち
づ

く
り
条
例
学
習
会
」
に
参
加

◇

ェハ
月
十
五
日
（土
Ｙ
一十
三
日
（日
）里
山

活
動
、
「明
日
葉
」
の
手
入
れ
と
草
刈

◎

「熊
野
森
ト
ラ
ス
ト
」
基
金
現
在
額

七
十
万
三
千
六
百
円

「川
崎

。
多
摩
丘
陵
の
里
山
を
守
る

会
」
活
動
費
現
在
額

十
七
万
六
百
六
十
円

「川
崎
市
公
園
緑
地
協
会
」
か
ら
平
成

一
四
年
度
の
緑
の
活
動
団
体
一
一
事

業
と
し
て

緑
化
助
成
金
二
万
五
千
円
の
交
付

◎●事
務
局
連
絡
先
　
伊
中
悦
子

Ъ

＆
貯
ｘ
　

０

４

４

ｏ
８

６

６

・
７

０

０

５

〇

七
月
二
十
日
（土
）里
山
活
動

江
戸
見
桜
入
り
口
に
九
時
半
集
合

草
刈
、
ク
リ
ー
ン
作
戦
、
「明
日
葉
」

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
人
月
二
日
（土
）塁
山
活
動

江
戸
見
桜
入
り
口
に
九
時
半
集
合

草
刈
、
ク
リ
ー
ン
作
戦
、
「明
日
葉
」

十

一
時
に
終
了
予
定

会費 (8月 から翌7月 まで)2.000円 の振込を

使局でお願いします。

口座番号 00270‐ 1-53171
入者名 多摩丘陵の里山を守る会

|一口3.000円 以上、高校生以下1.000円 です。

1口塵番号 00280-2-53172
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