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は
じ
め
に

高
尾
山
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
る
話
が
八
王
子
市
民
の
耳
に

は
い
っ
た
の
は
、

一
九
八
四
年
の
夏
で
あ

っ
た
。
地
域
住

民
の
ト
ン
ネ
ル
反
対
運
動
は
そ
の
時
か
ら
始
ま

っ
た
の
で

あ
る
が
、
住
民
は
そ
の
計
画
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
こ
れ

は
大
変
な
事
態
に
な
る
と
い
う
感
を
深
め
る
こ
と
に
な

っ

た
。そ

れ
は
、
高
尾
山
が
国
定
公
園
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、

北
麓
の
谷
間
に
あ
る
裏
高
尾
町
の
真
上
に
、
中
央
自
動
車

道
と
連
絡
す
る
巨
大
な
ジ

ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
建
設
さ
れ
る

こ
と
、
周
辺
地
域
の
山
林
が
不
動
産
業
者
ら
に
よ
っ
て
買

収
さ
れ

つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ト
ン
ネ
ル
は

圏
央
道

(首
都
圏
中
央
連
絡
道
路
)
と
い
う

一

都
四
県

(東
京
都

・
埼
玉
県

・
神
奈
川
県

・
茨

城
県

・
千
葉
県
)
を
貫
く
二
七
〇
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
環
状
道
路

(図

一
)
を
通
す
た
め
に
掘
ら

れ
る
、
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

高
尾
山
ト
ン
ネ
ル
の
事
業
者
は
国

(建
設
省
)

で
あ
り
、
計
画
路
線
の
東
京
都
部
分
は
都
が
環

境
影
響
評
価
を
実
施
し
、
八
王
子
市
が
そ
れ
を

積
極
的

に
推
進
す
る
。
そ
し
て
工
事
を
請
負
う

の
は
、
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
で
あ

っ
て
、
圏
央
道
全

体
の
総
工
費
は
三
兆
円
と
も
四
兆
円
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。

本
稿

で
は
、
高
尾
山
に

つ
い
て
紹
介
し
、
続

い
て
高
尾
山
ト
ン
ネ
ル
と
、
国
土
開
発
政
策

で

あ
る
四
全
総

(第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
)

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
後
半
で
は
地
域

住
民

の
運
動
と
展
望
を
述

べ
る
。

一

高
尾
山
は
ど
ん
な
山
か

高
尾
山
に
登
る
人
は
年
間
二
〇
〇
万
人
を
越

え
る
と
い
わ
れ
、
都
民
や
近
県
の
人
た
ち
に
と
っ

て
は
大
変
身
近
で
、
親
し
み
の
あ
る
山

で
あ
る
。

多
く
の
人
た
ち
の
足
を
そ
こ
に
向
か
わ
せ
る
こ
の
山
の

魅
力
は
、
都
心
か
ら

一
時
間
た
ら
ず
で
山
麓

に
到
達
で
き

る
こ
と
、
標
高
僅
か
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
登
り
易
く
、
自

然
林
に
被
わ
れ
て
い
て
、
谷
が
深
く
は
い
り
こ
み
、
地
形

が
変
化
に
富
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
い
か
に
も
山
に

き
た
と
い
う
満
足
感
が
味
わ
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か

つ

て
は
京
都
の
貴
船
山
、
大
阪
の
箕
面
山
と
と
も
に
昆
虫
類

の
三
大
生
息
地
と
し
て
昆
虫
愛
好
者
が
足
を
運
ん
だ
山

で

も
あ
る
。

多
く
の
人
た
ち
が
訪
れ
る
も
う

一
つ
の
理
由
は
、
山
岳
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信
仰
の
対
象
に
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
山
頂
の
近
く

に
薬
王
院
有
喜
寺
が
あ
る
。
そ
の
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
七
四

四
年

(天
平
十
六
年
、奈
良
時
代
)

に
、
僧
行
基
が

こ
の

山
を
訪
れ
て
自
ら
薬
師
如
来
の
尊
像
を
刻
み
、
堂
宇
を
建

て
て
安
置
し
た
と
の
こ
と
で
、
寺
号
は
こ
の
時

に
名
づ
け

ら
れ
た
と
い
う
。

僧
行
基
が
こ
の
山
を
選
ん
だ
の
は
、
お
そ
ら
く
ブ
ナ
林

的
風
土
を
も
ち
、
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
て
、
霊
山

に

相
応
し
い
条
件
が
備
わ

っ
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

高
尾
山
は
、
都
市
化

の
波
に
洗
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の

霊
山
の
雰
囲
気
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ど

う
し
て
だ
ろ

う
か
。
僧
行
基
に
よ
る
開
山
以
来

一
二
〇
〇
年

に
わ
た

っ

て
宗
教
的

・
政
治
的

・
軍
事
的
理
由
か
ら
時

の
為
政
者
に

よ

っ
て
手
厚
く
保
護
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ

う
な
歴
史
を
も

つ
山
が
、
今
モ
ー
タ
リ
ゼ
イ

シ
ョ
ン
の
犠

牲
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

高
尾
山
は
、
東
京
都
の
西
部
八
王
子
市

に
あ
り
、
関
東

山
地
の
南
東
端
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
山

の
植
生
上
の

特
徴
は
、
尾
根
を
挟
ん
で
南
東
斜
面
に
は
暖
温
帯
に
成
立

す
る
常
緑
広
葉
樹
林
が
、
北
西
斜
面
に
は
冷
温
帯
に
成
立

す
る
落
葉
広
葉
樹
林
が
繁
茂
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
南

東
側
の
主
な
樹
種
は
ア
カ
ガ
シ
、

ツ
ク
バ
ネ
ガ
シ
、
ウ
ラ

ジ

ロ
ガ
シ
、
ア
ラ
カ
シ
、

シ
ラ
カ
シ
な
ど
で
あ
り
、
北
西

側
の
主
な
樹
種
は
イ
ヌ
ブ
ナ
、
ブ
ナ
な
ど
で
あ
る
。
自
然

林
は
、
こ
の
両
樹
林
の
ほ
か
に
モ
ミ
林
が
あ

る
か
ら
、
高

尾
山
は
イ
ヌ
ブ
ナ

・
ブ
ナ
林
、
カ
シ
林
、
モ
ミ
林
に
被
わ

れ
て
い
る
。

カ
シ
林
と
モ
ミ
林
の
林
床
に
は
、
各
年
代

の
若
令
木
が

あ
る
が
、
イ
ヌ
ブ
ナ

・
ブ
ナ
林

の
林
床
に
は
若
令
木
が
非

常
に
少
な
い
の
で
樹
林
の
継
続
と
い
う
点
で
は
不
安
定

で

あ
り
、
心
配
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
イ
ヌ
ブ
ナ

・
ブ
ナ

林
の
成
立
に
は
標
高
が
や
＼
低
い
こ
と
と
、

環
境

の
悪
化

が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

高
尾
山
の
自
然

の
豊
か
さ
を
昆
虫
類
を
例
に
し
て
見
て

み
よ
う
。
生
態
系

に
お
け
る
食
物
連
鎖

(食
物
網
)

の

一

次
ま
た
は
二
次
消
費
者

に
な
る
昆
虫
類
の
種
数
の
多
さ
で

あ
る
。
五
、
○
○
○
種
は
い
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
よ
く
調
査
さ
れ
て
い
る
チ
ョ
ウ
類
に
つ
い
て
見
る
と
、

種
の
存
続
が
危
な
い
も
の
も
含
め
て
今
で
も
八
十
七
種
が

生
息
し
て
い
る
。

残
念
な

こ
と
に
、
ギ
フ
チ
ョ
ウ
、
ス
ジ
ボ
ソ
ヤ
マ
キ
チ
ョ

ウ
、
オ
オ
ウ
ラ
ギ
ン
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
、

フ
タ
ス
ジ
チ

ョ
ウ
、

ク
ジ

ャ
ク
チ

ョ
ウ
、

シ
ー
タ
テ
ハ
、
オ
オ
ミ
ス
ジ
、

コ
ム

ラ
サ
キ
、
キ
マ
ダ
ラ
モ
ド
キ
、
キ
マ
ダ
ラ
ル
リ
ツ
バ
メ
、

ウ
ス
イ
ロ
オ
ナ
ガ
シ
ジ
ミ
な
ど
は
絶
滅
し
て
し
ま

っ
た
。

こ
れ
ら
を
加
え
れ
ば
高
尾
山
と
そ
の
周
辺
地
域
だ
け
で

一

〇
〇
種
に
も
な
る
。

こ
れ
は
日
本
産
チ
ョ
ウ
類
二
三
〇
種

の
四
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
高
尾
山
の
チ
ョ
ウ
類
の
か
な
り
の
種
は
固
体
数

が
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
種
内

の
多
様
性
維
持

の
観
点
か
ら
す
る
と
危
惧
す
べ
き
状
態
に
あ
る
。

チ
ョ
ウ

類
は
環
境

の
状
態
の
指
標
動
物
と
さ
れ
る
が
、
中
で
も
ヒ
ョ

ウ
モ
ン
チ

ョ
ウ
類
の
激
減
は
高
尾
山
の
自
然
が
安
泰
で
は

な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一一

ト
ン
ネ
ル
な
ら
大
丈
夫
か

自
然
を
大
切
に
す
る
た
め
圏
央
道
を
通
す
と
き
は

「計

画
路
線

の
延
長
二
二
、
五
㎞
は
、
植
生
に
対
す
る
影
響
が

最
も
少
な
い
ト
ン
ネ
ル
構
造
」

に
す
る
の
で
、
植
物

へ
の

影
響
は
少
な
い
、
と
建
設
省
は
言
う
。
都
民

の
中
に
も
ト

ン
ネ
ル
だ
か
ら
大
丈
夫
で
は
な
い
か
と
思

っ
て
い
る
人
た

ち
が
か
な
り
い
る
。

そ
も
そ
も
自
然
と
い
う
も
の
は
、
地
表
と
そ
れ
を
被
う

植
生
だ
け
か
ら
で
き
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
地
表
は
、

そ
の
下
の
地
殻
や
マ
ン
ト
ル
と
続
い
て
い
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
地
殻
は
地
層

・
火
成
岩
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
も
の
で

で
き
て
い
る
。

こ
の
地
層
は
地
質
時
代

の
地
球

の
歴
史

(地
史
)
を
知
る
重
要
な
手
掛
り
に
は
な
る
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
、
現
実
の
植
生
を
支
え
て
い
る
。

ト
ン
ネ
ル
掘
削
は
地
層
の
大
規
模
破
壊
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
自
然
破
壊
と
は
、
森
を
伐
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
地

層
の
破
壊
や
地
形
の
改
変
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ

.
ば

な
ら
な
い
。

ト
ン
ネ
ル
掘
削
に
よ
る
地
層
の
破
壊
は
、
地
下
水
の
挙

動
と
水
質
の
変
化
を
ま
ね
く
こ
と
に
な
る
。
高
尾
山
の
植

生
が
安
定
し
て
い
る
の
は
、
気
温
や
降
水
量
に
大
き
な
変

動
が
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
地
下

水
が
安
定
を
保

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
蛇
滝
と
琵
琶
滝

が
枯
渇
し
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
小
さ
な
山

の
山
腹
に
直
径
十
メ
ー
ト
ル
の
ト
ン
ネ

ル
を
二
本
も
掘

っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
地
下
水
は

流
動
を
始
め
、
ト
ン
ネ
ル
の
方
に
集
中
す
る
だ
ろ
う
し
、

数
年
も
た
て
ば
地
表
水
の
多
く
が
引

っ
張
ら
れ
て
ト
ン
ネ

ル
壁
に
出

て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
単
な
る
ト
ン
ネ

ル
の
水
漏
れ
で
終
る
も
の
で
は
な
く
、
高
尾
山
の
植
生
を

じ
わ
じ
わ
と
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
生
態
系
に
影
響

を
お
よ
ぼ
す
よ
う
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。

高
尾
山
に
ト
ン
ネ
ル
を
掘
削
す
る
こ
と
自
体
が
、
高
尾

山
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

三

圏
央
道
と
は
何
か

い
く

つ
か
の
資
料
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま

ず
建
設
省

の
廣
瀬
勇
専
門
官
の
次
の
言
葉
が
わ
か
り
易
い
。

「
中
央
環
状
線
や
外
環
道
は
都
心
、
都
区
部

に
関
係
な

い

車
を
バ
イ
パ
ス
さ
せ
、
目
的
地
の
近
い
と
こ
ろ
に
運
ば
せ

る
と
い
う
交
通
の
み
の
問
題
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
圏
央

道
は
、
各
業
務
核
都
市
を
育
成
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
せ
、

都
心
に

一
極
集
中
し
て
い
る
機
能
を
首
都
圏
に
バ
ラ
ン
ス
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よ
く
配
分
さ
せ
る
意
味
あ
い
が
あ
り
ま
す
。

い
わ
ば
開
発

ポ
ン
テ
シ
ャ
ル
の
高
い
地
域
を
結
ぶ
こ
と
で
開
発
を
促
進

)

さ
せ
よ
う
と
い
う
狙
い
で
す
」
-

(
1
部
は
筆
者
)

つ
ま
り
開
発
、
再
開
発
の
懊
を
打
ち
込
む
道
路

で
あ

っ

て
、
生
活
道
路
の
交
通
混
雑
緩
和
や

一
般
市
民
の
快
適
な

ド
ラ
イ
ブ
の
た
め
に
計
画
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

圏
央
道
で
結
ば
れ
る

「業
務
核
都
市
」
と
は
、
八
王
子

・

立
川

・
横
浜

・
川
崎

・
大
宮

・
浦
和

・
千
葉

・
土
浦

・
筑

波
研
究
学
園
の
九
都
市

で
あ
る
。
機
能

の
都

心
集
中
を
避

け
る
と
い
う
が
、
大
企
業
の
中
枢
機
能

(指
令
部
門
)
は

都
心
に
集
中
さ
せ
、
生
産

・
事
務
部
門
は
、

こ
れ
ら
の
九

都
市

に
ば
ら
ま
い
て
都
市
間
相
互
に
競
争
さ
せ
る
こ
と
で

都
市
を

"発
展
"
さ
せ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「業
務
核
都
市
構
想
」
を
受
け
入
れ
た
八
王
子
市
と
立

川
市
の
現
状
を
見
て
み
よ
う
。

八
王
子
市
は
、
圏
央
道

に
ア
ク
セ
ス
す
る

「南
道
路
」

と

「北
西
部
幹
線
道
路
」
を
市
民
が
望
ん
で
い
な
い
の
に

つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
し
、
業
務
ビ
ル
や
物
流
セ
ン
タ
ー

も
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
北
西
部
幹
線

道
路
」
だ

け
で
も
約

一
千
億
円
を
投
じ
よ
う
と
し
て
い
る

(市
の
年

間
予
算
は

一
千
六
百
五
十
億
円
)。

す
で
に
市

の
借
金

は

約

一
千
四
百
億
に
も
な

っ
て
い
る
。

そ
の

一
方

で
五
十
万
都
市
で
あ
り
な
が
ら
、
公
立
総
合

病
院
は
い
ま
だ
に

一
つ
も
な
く
、
図
書
館
は

一
つ
だ
け
、

公
共
料
金
の
値
上
げ
で
、
十
二
年
間
で

一
世
帯
当
り
の
負

担
は
十
三
万
八
千
円
に
ま
で
な

っ
て
い
る
。

立
川
市
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
駅
前
と
そ
の
周

辺
の
す
さ

ま
じ
い
再
開
発
で
、
業
務
、
商
業
ビ
ル
が
十
棟

も
林
立
し

て
い
る
。
再
開
発
の
総
事
業
費
は
約
三
千
億

円
で
、
市
は

四
年
間
で
六
十
六
億
円
も

つ
ぎ
こ
ん
で
い
る

(市
の
年
間

予
算
は
六
百
六
十
億
円
)
こ
こ
で
も
公
共
料
金

が
値
上
げ

さ
れ
、

一
年
間
で

一
世
帯
当
り
三
万
五
千
円

の
負
担
増
に

な

っ
た
。
立
川
市
長

は
こ
ん
な

こ
と
を
言

っ
て
い
る
。

「立
川
市
の
こ
と
だ
け
考
え
た
ら
、

こ
ん
な
大
規
模
な
開

発
は
必
要
な
い
」
(「
日
経
」

一
九
九
四
年
三
月
二
日
付
)。

こ
の
言
葉
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
圏
央
道
と
セ
ッ
ト

に
な

っ
た

「業
務
核
都
市
」
は
各
都
市
の
個
性
的
発
展
と

自
立
性
を
大
き
く
妨
げ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

圏
央
道

レ
ベ
ル
の
高
規
格
幹
線
道
路
は
、
図
二
に
示
す

よ
う
に
日
本
全
土
を
網
目
の
よ
う
に
走
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
種
類
は
四
十
九
種
に
も
お
よ
ぶ
。
こ
れ
ら
の
道
路
は

「国
内
幹
線
交
通
体
系
の
形
成
」
と
し
て
四
全
総

で
次

の

よ
う
に
決
め
ら
れ
て
い
る
。

「高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備
に
当
た

っ
て
は
、
国
土
開

発
幹
線
自
動
車
道
と
し
て
の
整
備
の
ほ
か
、
そ
の
他
の
道

路
事
業
の
活
用
を
図
り
」、
「高
規
格
幹
線
道
路
網
と

一
体

と
な

っ
て
全
国
の
幹
線
道
路
網
を
構
成
す
る
主
要
な
道
路

に

つ
い
て
は
、
地
域
相
互
間
及
び
拠
点
都
市
と
開
発
地
域

間
の
連
絡
強
化
、
高
速
交
通
体
系

へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
、

地
方
中
枢

・
中
核
都
市
等
周
辺
に
お
け
る
地
域
内
交
通
と

の
分
離
な
ど
を
重
点
に
、
交
通
需
要
の
多
い
路
線

の
多
車

線
化
、
未
改
良
区
間
の
解
消
等
を
進
め
、
全
国
幹
線
道
路

網
の
体
系
的
整
備
を
推
進
す
る
」。
2

こ
こ
で
も
圏
央
道
が
国
土
開
発
の
か
な
め
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
高
尾
山
に
圏
央
道
ト
ン
ネ
ル
を
掘
ら
せ
な

い
闘
い
は
、
全
国
的
に
見
れ
ば

ロ
ー
カ
ル
で
小
さ
な
事
件

で
あ
る
が
、
高
尾
山
の
自
然

つ
ま
り
こ
の
山
に
生
き
る
命

を
開
発
か
ら
守
り
抜
く
と
い
う
こ
と
は
、
乱
開
発
を
あ
お

る
四
全
総
に
歯
止
め
を
か
け
、
反
省
を
求
め
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

四

運
動
の
展
望

地
域
住
民
の
運
動
は
、
理
に
適

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
先
ず
強
調
し
て
お
き
た
い
。

「東
京
都
は
都
市
計
画
決
定
も
し
て
し
ま

っ
た
し
、
測

富規格幹線道路絹計画図

権噂↑へ ㈲4・oo制
国土闇発幹線自莇車遭等

本州四口連絡遭路

新たな高規惰砕線道路 劇

1

図2
,匿1「1嚇,

出典:遁 路審譲会緕問栃37号 資料{痙 設省作成》.

量
も
終
わ

っ
た
よ
う
だ
し
、
す
で
に
着
工
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
い
ま
さ
ら
反
対
し
て
も
無
駄
で
は
な
い
の
か
」
と
、

新
聞
記
事
な
ど
を
見
て
思

っ
て
い
る
都
民
も
多
い
。
そ
う

思
い
こ
む
よ
う
な
仕
掛
け
を
建
設
省
は
八
王
子
市
で
や
っ

て
い
る
。
昨
年

の
十
二
月
に

『弓
〉
ピ
囚
た
ま

・
恥
7
』
を

建
設
省
相
武
国
道
工
事
事
務
所

(八
王
子
市
)
は
配
布
し

た
。
そ
の
中

で

「
圏
央
道
、
平
成
八
年
春
、
と
き
め
い
て

開
通
。
ゆ
た
か
な
暮
ら
し
と
自
然
を
大
切
に
し
た
道
つ
く
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θ

り
」
と
書
い
て
い
る
。

一
月
十
四
日
公
示
、
二
十

一
日
投

票

の
八
王
子
市
長
選
挙
を
視
野
に
入
れ
た
宣
伝
で
も
あ
る
。

こ
れ
だ
け
読
む
と
や
は
り
圏
央
道
は
で
き
て
し
ま
う
の
だ
、

と
都
民
は
思
う
で
あ
ろ
う
。

高
尾
山
の
ト
ン
ネ
ル
掘
削
を
阻
止
で
き
る
か
、
で
き
な

い
か
の
展
望
と
確
信
は
、
実
際
に
運
動
に
関
わ

っ
て
い
る

か
、
関
わ

っ
て
い
な
い
か
で
違

っ
て
く
る
も

の
な
の
で
あ

る
。建

設
省
や
八
王
子
市
が
目
論
ん
で
い
た
高
尾
山
ト
ン
ネ

ル
や
国
史
跡
八
王
子
城
趾
ト
ン
ネ
ル
は
、
十
年
た

っ
て
も

で
き
て
い
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
裏
高
尾
町

と
い
う
小
さ
な
町
で
起
こ
っ
た
運
動
が
、
膨

ら
み
、
前
進

し
広
が

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
青
秋
林
道

を
く
い
と
め

た
秋
田
県
の
人
も
、
船
形
山
の
ブ
ナ
林
を
守

ろ
う
と
活
動

し
て
い
る
宮
城
県
の
人
も
高
尾
山
ト
ン
ネ
ル
問
題
に
は
大

き
な
関
心
を
寄
せ
、
筆
者
と

一
緒
に
登

っ
て
い
る
。

地
域
住
民
は
多
様
な
取
り
組
み
を
展
開
し

て
い
る
。
運

動
体
と
し
て
は
、
コ
畏
高
尾
圏
央
道
反
対
同

盟
」
、
「
高
尾

山
自
然
保
護
実
行
委
員
会
」、
「高
尾
山

の
自
然
を
ま
も
る

市
民
の
会
」
、
「高
尾
自
然
体
験
学
習
林

の
会
」
な
ど
が
組

織
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
運
動
体
は
、
既
存
の
自
然
観

察
会
や
市
民
団
体
と
協
力
し
て
考
え
ら
れ
る
す
べ
て
の
こ

と
を
や

っ
て
き
た
。

自
主
環
境

ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
、
立
木

ト
ラ
ス
ト
、

ト
ン
ネ
ル
予
定
地
で
の
観
察
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
市
民

講
座
、
集
会
、
事
業
者
に
よ
る
説
明
会
や
公
聴
会

へ
の
参

加
、
市
長
選
挙
、
署
名
運
動
、
圏
央
道
二
七
〇
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
、
機
関
誌
の
発
行
、
著
作
出
版
活
動
等

々
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
活
動
が
建
設
省
や
八
王
子
市
に
影
響
を
与
え
な

い
は
ず
が
な
い
。

建
設
省
は
焦

っ
て
い
る
。
予
定
ど
お
り
に
事
が
進
捗
し

な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
実
は
現
場
工
事
事
務
所
が
急
ぐ
理

由
の
根
源
は

「
四
全
総
」

に
あ
る
。
圏
央
道
は

「四
全
総
」

の
大
き
な
目
玉
の

一
つ
で
あ

っ
て
、
「
高
規
格
幹
線
道
路

は
、
今
後
の
高
速
交
通
体
系

の
根
幹
を
な
す
重
要
な
も
の

で
あ
る
の
で
、
位
置
づ
け
ら
れ
た
全
体
構
想
を
で
き
る
だ

け
早
期

に
達
成
す
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
」
。
3

(国
土
審

議
会
)
と
特
に
留
意
事
項
が

つ
け
ら
れ
、
急
ぐ
こ
と
が
強

く
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

建
設
省
相
武
国
道
工
事
事
務
所
の
役
人
は
、
い
つ
も
ポ
ー

カ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
側
の
顔
は
歪
ん
で
い

る
。
そ
の
歪
み
と
、
焦
り
は
こ
ん
な
形
で
出
て
く
る
。

圏
央
道
が
通
過
す
る
牛
沼
地
区

(東
京
都
秋
川
市
)
で
、

地
主
が
知
ら
な
い
う
ち
に
建
設
省
は

「
測
量
」
を
し
た
と

発
表
し
た
。

こ
の
違
法
測
量
4
に
対
し
て
地
域
住
民
は
納

得
の
い
く
説
明
を
求
め
、
抗
議
に
行

っ
た
ら
、
工
事
事
務

所
長
は
警
官
隊
を
投
入
し
て
住
民
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。

警
察
権
力
を
利
用
し
た
こ
と
は
、
重
大
な
三

つ
の
意
味

が
あ
る
。

一
つ
は
威
嚇
と
挑
発
、
二

つ
は
運
動
の
分
断
、

三

つ
は
民
主
主
義

へ
の
挑
戦
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ

の
こ
と
は
、
住
民
の
側
の
主
張
や
行
動
に
正
当
性
と
道
理

が
あ
る
こ
と
の
裏
づ
け
で
も
あ
る
。

筆
者
は
、
高
尾
山
の
ト
ン
ネ
ル
掘
削
は
阻
止
で
き
る
と

確
信
し
て
い
る
。
高
尾
山
は
東
京
に
残
さ
れ
た
唯

一
の
原

生
的
な
里
山
で
あ
り
、
自
然
公
園
法
に
基
づ
く
国
定
公
園

で
あ
る
。
こ
の
山
の
生
物
種
の
多
様
性
を
保
護
す
る
運
動

は
、
地
域
の
人
た
ち
が
国
際
的
な
責
務
ー

地
球
サ
ミ

ッ

ト
の

「生
物
多
様
性
条
約
」
の
履
行

ー

を
果
た
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

D

大
薗
友
和

「圏
央
道

・
首
都
圏
最
大
の
プ
ロ
ジ

ェ

ク
ト
」
(『
書
E

七
月
号

一
九
九
〇
年

中
央
公
論

社
)

鋤
、
別

国
土
計
画
調
整
局

・
四
全
総
研
究
会

(『
第

四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
四
十

の
解
説
」
一
九
八
七

年

時
事
通
信
社
)

勾

違
法
測
量
、
警
察
官
投
入
に
関
し
て
は
、
高
尾
山

の
自
然
を
ま
も
る
市
民
の
会
機
関
誌
七
四
、
七
五
、

七
七
号
に
詳
細
な
報
告
と
論
文
が
あ
る
。
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