
た
狸
も
住
む

自
然
が
残
る

平
高
山

え
エ
ゴ
の
実
を

今
日
も
つ
い
ば
む

ヤ
マ
ガ
ラ
た
ち

し
巡
拝
を

終
え
て
お
参
り

あ
が
り
観
音

か
カ
ワ
ニ
ナ
が

増
え
て
と
ん
も
り

ホ
タ
ル
飛
ぶ

あ
あ
そ
こ
に
も

こ
こ
に
も
坂
道

い
っ
ぱ
い
平

け
け
や
き
並
木

通
り
に
季
節
を

教
え
て
る

ち
力
強
く

祭
り
を
盛
り
上
げ
る

平
囃
子

　

平
囃
子
は
、白
幡
八
幡
大
神
の
祭
礼
な
ど

で
、揃
い
の
法
被（
は
っ
ぴ
）、鉢
巻
で
、笛
、太

鼓
、鉦（
か
ね
）で
、に
ぎ
や
か
に
演
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

平
地
区
は
、平
瀬
川
を
挟
ん
で
丘
陵
と
な
っ

て
お
り
、坂
道
が
と
て
も
多
い
と
こ
ろ
で
す
。

土
地
を
造
成
し
て
住
宅
地
に
な
っ
た
地
域
で

す
が
、畑
や
田
ん
ぼ
も
残
っ
て
い
ま
す
。

う
う
こ
ん
桜

春
を
告
げ
る
よ

東
泉
寺
　

さ
桜
咲
く

平
の
里
は

花
か
す
み

て
手
を
合
わ
せ

八
幡
様
に

願
い
事

き
木
々
多
い

東
高
根
で

四
季
を
知
る

と
ど
ん
ぐ
り
を

捜
し
て
み
よ
う

三
角
公
園

お
鴛
鴦
沼
は

夫
婦
ゆ
か
し
き

家
族
増
え

つ
つ
か
の
間
の

春
の
風
景

八
重
桜

せ
生
徒
ら
の

胸
の
校
章

平
和
を
願
う

く
雲
近
く

屋
根
を
見
下
ろ
す

見
晴
ら
し
坂

る
ル
ン
ル
ン
と

ラ
ン
ド
セ
ル
弾
む

た
い
ら
坂

わ
わ
ら
ぶ
き
の

山
門
く
ぐ
っ
て

東
泉
寺

れ
レ
ン
ゲ
咲
く

田
ん
ぼ
も
残
る

平
か
な

ろ
六
地
蔵

や
さ
し
く
見
つ
め
る

薬
王
庵

そ
そ
の
花
の

名
前
は
な
あ
に

図
鑑
み
る

い
い
に
し
え
の

人
と
登
る
る

八
幡
宮

す
鋤
の
跡

次
の
収
穫

楽
し
み
だ

こ
高
速
下

子
ど
も
が
描
い
た

夢
が
あ
る

や
谷
戸
の
名
を

今
に
残
す

鶴
喉
坂

ね
ね
ぎ
ま
い
の

古
式
ゆ
か
し
き

白
幡
八
幡

み
神
輿
を
担
い
で

平
の
ま
ち
を

練
り
歩
く

り
力
を
入
れ

的
を
射
る

初
卯
祭

は
半
鐘
が

空
か
ら
見
守
る

平
の
歴
史

な
何
だ
ろ
う

五
所
塚
に
は

伝
説
い
ろ
い
ろ

へ
平
成
の

今
も
残
る

八
幡
講

ゆ
夕
映
え
の

平
瀬
を
渡
る

陣
屋
橋

ぬ
ぬ
か
る
み
を

わ
ざ
わ
ざ
通
る

通
学
路

ら
ラ
ン
ド
セ
ル

鴛
鴦
沼
通
り
が

カ
ラ
フ
ル
に

ま
ま
ち
の
樹
だ

平
に
そ
び
え
る

大
ケ
ヤ
キ

ひ
平
瀬
川

魚
道
を
登
る

鮎
の
子
等

の
の
ら
ぼ
う
を

摘
ん
で
お
ひ
た
し

お
い
し
い
な

よ
寄
り
添
っ
た

曼
珠
沙
華
揺
れ
る

丘
の
土
手

め
め
で
た
い
な

八
幡
宮
で

七
五
三

ふ
富
士
山
も

都
心
も
見
え
る

平
高
山

も
燃
え
上
が
れ

ど
ん
ど
焼
き
の

感
謝
の
炎

に
虹
色
の

ア
ジ
サ
イ
が
咲
く

平
緑
地

む
向
小
に

歴
史
を
刻
む

ヒ
マ
ラ
ヤ
杉

ほ
ホ
タ
ル
は
ね

飛
森
谷
戸
で

ラ
イ
ト
シ
ョ
ー

　

白
幡
八
幡
大
神
は
、伝
え
に
よ
る
と
、源
氏

ゆ
か
り
の
神
社
で
、源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を

開
い
た
と
き
に
再
建
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
鎌
倉
時
代
か
ら
稲
毛
領
の
総
鎮
守
と
な

り
、江
戸
初
期
に
は
禰
宜
舞
が
奉
納
さ
れ
、現

在
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

東
泉
寺
は
、室
町
時
代
の
文
明
13
年
に
開
か

れ
、当
時
は
平
瀬
川
の
南
側
台
地
に
あ
り
、泉
が

湧
き
出
て
い
た
所
か
ら
東
泉
寺
と
名
付
け
ら
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
藁
葺
き
の
山
門
の
脇

に
ウ
コ
ン
桜
が
あ
り
、4
月
中
旬
に
は
、派
手
で

は
な
い
が
豪
華
な
花
が
、重
そ
う
に
咲
き
ま
す
。

　

平
地
区
は
、宅
地
化
が
進
み
エ
ゴ
ノ
キ
も

少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、ま
だ
、餌
台
に

実
を
播
い
て
お
く
と
、つ
が
い
の
ヤ
マ
ガ
ラ
が

飛
ん
で
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

お
し
沼
は
、以
前
は
数
少
な
い
農
家
が
点

在
し
て
い
た
地
域
で
す
が
、宅
地
化
が
進
み
、

今
は
人
口
も
増
え
に
ぎ
や
か
な
町
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。

　

ホ
タ
ル
の
幼
虫
は
カ
ワ
ニ
ナ
を
食
べ
て
成

虫
に
な
り
、初
夏
の
一
刻
を
灯
し
、人
々
を
楽

し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。「
と
ん
も
り
谷
戸
の
自

然
を
守
る
会
」の
メ
ン
バ
ー
が
、カ
ワ
ニ
ナ
の

増
殖
に
励
み
、放
流
し
て
い
ま
す
。

　

県
立
東
高
根
森
林
公
園
は
、自
然
林
に
近

い
形
で
整
備
さ
れ
た
広
々
と
し
た
公
園
で
、

四
季
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
花
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

五
所
塚
1
丁
目
に
あ
る
こ
の
坂
は
、高
台

か
ら
の
見
晴
ら
し
が
と
て
も
よ
い
こ
と
か
ら

「
見
晴
ら
し
坂
」と
い
う
愛
称
が
付
け
ら
れ
ま

し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
形
を
し
た
屋
根
の
町
並
み

が
眺
め
ら
れ
ま
す
。

　

平
4
丁
目
か
ら
お
し
沼
へ
抜
け
向
ヶ
丘
遊

園
駅
に
向
か
う
道
の
ケ
ヤ
キ
並
木
は
、春
の
芽

吹
き
・
若
葉
、夏
の
生
い
茂
っ
た
緑
、秋
の
紅

葉
、冬
の
落
葉
し
た
木
立
と
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の

味
わ
い
の
あ
る
景
色
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

平
5
丁
目
と
6
丁
目
の
境
の
東
名
高
速
道

路
の
下
に
、壁
画
が
描
か
れ
た
ト
ン
ネ
ル
が

4
箇
所
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
壁
画
は
地
元

の
子
ど
も
た
ち
が
描
い
た
も
の
で
す
。

　

平
は
桜
が
多
い
地
域
で
、春
に
は
、あ
ち
こ

ち
の
桜
が
霞
の
よ
う
に
咲
き
、町
全
体
を
や
さ

し
く
包
ん
で
く
れ
ま
す
。

　　

平
の
北
部
の
多
摩
区
と
区
境
付
近
の
平
高

山
の
尾
根
路
沿
い
に
は
、雑
木
林
が
残
っ
て

お
り
、今
も
数
匹
の
狸
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

薬
王
庵
の
六
地
蔵
の
間
、正
面
に
石
造
り
の

如
意
輪
観
音
像
の
供
養
塔
が
あ
り
ま
す
。
塔

は「
あ
が
り
観
音
」と
言
い
、三
十
三
所
観
音

霊
場
巡
拝
を
終
え
た
人
々
が
巡
拝
し
ま
す
。

こ
の
庵
は
、準
西
国
稲
毛
領
三
十
三
所
観
音
霊

場
を
開
い
た
山
田
平
七
ゆ
か
り
の
も
の
で
す
。

　

平
は
、宅
地
化
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、畑
が

見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
畑
で
は
、あ
る
野
菜

を
収
穫
す
る
と
、次
の
作
物
を
植
え
る
た
め
土

を
耕
し
、肥
料
を
鋤
き
込
み
ま
す
。
そ
の
土
の

色
は
次
の
豊
作
を
期
待
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　

平
2
丁
目
の「
高
山
さ
く
ら
公
園
」に
は
、

数
本
の
八
重
桜
が
あ
り
、4
月
中
旬
に
満
開
を

迎
え
、華
や
か
な
風
景
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

平
中
学
校
の
校
章
は
、平
と
い
う
字
を
図
案

化
し
、和「
輪
」を
基
調
と
し
、「
平
和
」を
願
っ

て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
も
の
で
す
。
校
舎
の
外

壁
に
も
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

白
幡
八
幡
大
神
は
、歴
史
の
あ
る
神
社
で
、

地
域
の
方
が
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
正

月
に
は
、多
く
の
人
が
神
妙
に
お
参
り
し
て
い

ま
す
。

　

平
地
区
は
緑
が
多
く
、公
園
や
花
壇
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
花
が
見
ら
れ
ま
す
。
外
来
種
や

新
品
種
は
、名
前
の
わ
か
ら
な
い
花
も
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
図
鑑
を
み
て
、名

前
な
ど
を
調
べ
て
、わ
か
る
と
大
変
嬉
し
い

も
の
で
す
。

　

高
山
団
地
内
の
児
童
公
園
は
、地
元
の
方
か

ら
三
角
公
園
と
呼
ば
れ
て
い
る
小
さ
な
公
園

で
す
。
自
然
と
ふ
れ
あ
え
、ど
ん
ぐ
り
も
拾
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
緑
地
は
、平
1
丁
目
の
斜
面
に
あ
る
小
さ

い
公
園
で
、ア
ジ
サ
イ
、ツ
ツ
ジ
、ア
ヤ
メ
等

が
あ
り
ま
す
。
高
台
の
途
中
に
あ
り
、夏
の
木

陰
は
涼
し
く
、見
晴
ら
し
が
い
い
公
園
で
す
。

　

五
所
塚
は
、付
近
で
最
も
標
高
の
高
い
と
こ
ろ

で
す
。
五
所
塚
は
、将
門
の
乱
で
戦
っ
た
5
人
の

将
の
墓
と
す
る
説
や
小
田
原
の
北
条
氏
と
戦
っ

た
際
、討
ち
死
に
し
た
長
尾
影
虎
の
従
者
の
塚
と

す
る
説
な
ど
諸
説
が
あ
り
ま
す
が
、昔
の
村
境
に

あ
る
民
俗
供
養
塚
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

舗
装
道
路
が
多
く
な
り
、今
は
、ぬ
か
る
み

と
い
う
よ
り
水
溜
ま
り
で
す
が
、学
校
の
行

き
帰
り
に
ジ
ャ
ブ
ジ
ャ
ブ
と
は
し
ゃ
い
で
歩

く
子
ど
も
た
ち
の
姿
は
、変
わ
ら
ず
見
ら
れ

ま
す
。

　

禰
宜
舞
の
起
源
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、

徳
川
家
康
が
関
が
原
出
陣
の
際
に
平
村
の
白

幡
八
幡
社
の
神
主
だ
っ
た
小
泉
家
に「
太
々
神

楽
」を
興
行
さ
せ
た
の
が
始
ま
り
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

の
ら
ぼ
う
菜
は
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
野
菜
で
、お

ひ
た
し
に
す
る
と
お
い
し
い
で
す
。
摘
み
き

れ
な
い
で
畑
に
残
っ
た
も
の
は
、菜
の
花
の
よ

う
に
咲
き
、き
れ
い
で
す
。

　

地
域
の
方
が
、長
年
、平
瀬
川
の
環
境
を
守

ろ
う
と
取
り
組
み
を
続
け
て
お
り
、春
に
は
鮎

の
放
流
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
年
、き
れ
い
に

な
っ
た
平
瀬
川
に
は
、鮎
が
見
ら
れ
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

　

平
瀬
川
に
架
か
る「
石
橋
」の
近
く
の「
平

消
防
部
器
具
置
場
」の
脇
に
火
の
見
や
ぐ
ら

が
残
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
使
わ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、長
年
、平
の
町
を
半
鐘
が
見
守
っ
て

い
ま
し
た
。

　

平
の
高
山
付
近
の
尾
根
路
か
ら
の
見
晴
ら

し
は
良
く
、東
側
に
は
、新
宿
副
都
心
の
高
層

ビ
ル
や
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
、西
側
に
は
、丹
沢
、

大
山
の
向
こ
う
に
富
士
山
が
見
え
ま
す
。

　

白
幡
八
幡
大
神
の
初
卯
祭
は
八
幡
講
と
呼

ば
れ
3
月
初
卯
の
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
大
き
な

行
事
は
4
講
中
に
分
か
れ
て
大
蛇
を
作
る
こ

と
、的
を
作
る
こ
と
、各
講
中
に
分
か
れ
て
の

「
お
高
も
り
」で
し
た
が
、現
在「
お
高
も
り
」

は
神
様
に
供
え
る
だ
け
と
の
こ
と
で
す
。

　

と
ん
も
り
谷
戸
は
、初
山
親
水
公
園
か
ら
川

崎
国
際
生
田
緑
地
ゴ
ル
フ
場
に
至
る
8
0
0
ｍ

に
わ
た
る
地
域
で
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が

里
山
の
保
存
を
行
っ
て
お
り
、清
流
に
は
、初

夏
に
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
が
飛
び
交
う
姿
が
見
ら

れ
ま
す
。

　

白
幡
八
幡
大
神
の
例
大
祭
に
際
し
て
は
、子

ど
も
会
の
お
神
輿
も
出
て
地
域
を
練
り
歩

き
、秋
の
収
穫
を
祝
い
ま
す
。

　

平
1
丁
目
に
あ
る
こ
の
大
ケ
ヤ
キ
は
、交
差

点
で
信
号
待
ち
を
し
て
い
る
人
々
の
目
に
留

ま
り
、町
の
中
の
貴
重
な
緑
で
す
。

　

向
丘
小
学
校
は
日
本
全
国
に『
学
校
』を
作

る
よ
う
に
決
ま
り
が
出
さ
れ
た
明
治
5
年
に

誕
生
し
、今
の
場
所
に
校
舎
が
で
き
た
の
は
明

治
31
年
4
月
で
す
。
校
舎
横
に
あ
る
ヒ
マ
ラ

ヤ
杉
は
、長
年
、向
丘
小
学
校
の
歴
史
を
見

守
っ
て
い
ま
す
。

　

陣
屋
橋
は
、「
平
4
丁
目
公
園
」の
近
く
に
あ

り
ま
す
。
平
瀬
川
に
沿
っ
て
歩
き
、橋
の
付
近

か
ら
夕
刻
の
風
景
を
眺
め
る
と
、茜
色
の
空
と

平
瀬
川
の
流
れ
が
き
れ
い
で
す
。

　

平
に
は
田
ん
ぼ
が
残
っ
て
い
ま
す
が
、以
前

は
、も
っ
と
多
く
あ
り
ま
し
た
。
田
植
え
前
の

田
ん
ぼ
に
咲
く
レ
ン
ゲ
の
風
景
は
鮮
や
か
で

す
。

　

鶴
喉
坂
は
、昔
、こ
の
坂
の
周
辺
が「
鶴
ヶ

谷
」と
呼
ば
れ
、鶴
の
首（
喉
）の
よ
う
な
谷
戸

だ
っ
た
こ
と
か
ら
愛
称
と
し
て
付
け
ら
れ
ま

し
た
。
バ
ス
停
留
所「
神
木
不
動
」付
近
か
ら

「
五
所
塚
」付
近
ま
で
の
坂
で
す
。

　

た
い
ら
坂
は
、向
丘
小
学
校
横
の
坂
で
、坂

を
上
り
切
っ
た
と
こ
ろ
に
平
公
園
が
あ
る
こ

と
か
ら
愛
称
と
し
て
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
急
な

坂
で
す
が
、登
下
校
時
は
子
ど
も
た
ち
の
声
で

に
ぎ
や
か
に
な
り
ま
す
。

　

以
前
、お
し
沼
の
旧
道
と
、田
ん
ぼ
の
あ
っ

た
風
景
は
、今
は
が
ら
り
と
変
わ
り
ま
し
た
。

人
口
が
増
え
、カ
ラ
フ
ル
な
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背

負
っ
た
小
学
生
と
、い
ろ
い
ろ
な
色
の
自
動
車

が
、に
ぎ
や
か
に
通
り
抜
け
る
大
通
り
に
な
り

ま
し
た
。

　

白
幡
八
幡
大
神
の
初
卯
祭
は
、八
幡
講
と
呼

ば
れ
、毎
年
3
月
初
め
の
卯
の
日
に
、藁
で

作
っ
た
大
蛇
を
鳥
居
に
飾
り
行
わ
れ
ま
す
。

神
事
の
後
、5
歳
未
満
の
男
子
2
名
に
よ
り
的

を
射
り
、五
穀
豊
穣
を
願
い
ま
す
。

　

宅
地
化
が
進
み
、ま
ん
じ
ゅ
し
ゃ
げ（
ヒ
ガ

ン
バ
ナ
）の
咲
く
土
手
も
少
な
く
な
り
ま
し
た

が
、今
で
も
秋
に
な
る
と
道
端
や
民
家
の
庭
の

隅
に
、寄
り
添
っ
て
紅
色
の
花
が
咲
き
ま
す
。

　

平
4
丁
目
の
薬
王
庵
の
入
り
口
に
は
、六
地

蔵
が
並
ん
で
微
笑
ん
で
い
ま
す
。
時
々
赤
い

よ
だ
れ
掛
け
等
が
付
け
替
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

東
泉
寺
は
、室
町
時
代
に
小
田
原
北
条
時
代

の
領
主
・
葛
山
平
が
平
瀬
川
の
南
側
の
台
地
に

建
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
山
門
は
、藁

葺
き
の
立
派
な
門
で
、江
戸
時
代
中
頃
に
再
建

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

毎
年
、七
五
三
の
時
期
に
は
、子
ど
も
の
無

事
な
成
長
を
喜
び
、将
来
の
平
安
を
願
い
、お

参
り
を
す
る
親
子
の
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

毎
年
正
月
に
平
3
丁
目
の
土
祖
大
神
の
前

の
広
場（
路
上
）で
、一
年
の
無
病
息
災
を
願
っ

て
、ど
ん
ど
焼
き
が
行
わ
れ
ま
す
。
毎
年
、多
く

の
子
ど
も
た
ち
も
参
加
し
て
い
ま
す
。

る

け
ね

さろ
せ

ほ み
ら

い

お

宮前区役所
みやまえカルタ制作実行委員会

いつまでも、伝えたい、残したい、私たちのふる里

平中学校区版み やまえ地域 カ ル タみ やまえ地域 カ ル タ




