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木
と
人
と
の
関
わ
り

　
本
市
で
は
平
成
19
年
度
に
『
た
は
ら
の

巨
木
・
名
木
１
０
０
選
』
の
冊
子
を
作
成

し
ま
し
た
。
こ
の
冊
子
に
は
、
地
域
自
慢

の
巨
木
・
名
木
が
写
真
、
位
置
図
、
解
説

と
共
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
内
容
を
み

る
と
、
大
き
さ
や
、
古
さ
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
地
域
で
親
し
ま
れ
て
い
る
か
も

選
定
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
寺

社
や
学
校
の
木
が
多
く
選
ば
れ
た
の
も
そ

の
よ
う
な
理
由
で
し
ょ
う
。

　
過
去
に
も
紹
介
し
た
江
戸
時
代
の
地
理

書
『
村
奉
行
手
控
』『
た
は
ら
記
』
な
ど

に
も
、
名
木
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
多
広
孝
の
田
原
城
攻
め
の
と
き

（
１
５
６
４
年
）、
加
治
砦
か
ら
発
さ
れ
た

大
筒
の
玉
を
防
い
だ
中
部
小
学
校
の
裏
手

の
田
原
城
の
土
塁
に
生
え
て
い
た
千
貫

松
、
徳
川
家
康
が
車
を
止
め
て
観
賞
し
た

車
止
め
の
桜
（
加
治
町
）、
田
原
城
主
戸

田
忠
昌
が
褒
め
た
殿
松
（
南
神
戸
町
）、

田
原
城
主
三
宅
康
勝
が
新
田
の
視
察
を
し

た
御
見
立
松
（
浦
町
）
な
ど
は
名
前
の
由

来
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
他
、名
前
が
あ
る
木
は
相
生
松（
加

治
町
）、
物
見
松
（
芦
町
）、
蛇
松
（
野
田

町
）、
水
神
大
松
・
久
神
松
（
仁
崎
町
）、

児
玉
松
（
豊
島
町
）、傾
城
松
（
神
戸
町
）、

左
近
松
（
東
神
戸
町
）、
御
槍
立
松
・
御

継
言
松
・
御
弓
立
松
（
高
松
町
）、
松
地

蔵
松
（
赤
羽
根
町
）
が
あ
り
ま
す
。
二
俣

ノ
松
（
大
久
保
町
）
は
記
録
に
も
「
同
所

山
下
道
通
リ
ノ
名
木
也
」
と
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、『
渥
美
町
の
伝
説
』
に
も
、
家

康
が
荷
物
を
掛
け
た
中
山
町
の
「
鬼
松
」

（
お
荷
松
）、
鎧よ
ろ
いを
掛
け
た
山
田
町
泉
福
寺

の
「
鎧
掛
け
の
松
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

す
。
残
念
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
名
木
は
そ

の
後
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
伝
説
と
し
て
残

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
記
録
の
名
木
は
松
ば
か
り

で
、
由
来
が
示
さ
れ
て
い
る
木
は
家
康
な

ど
偉
人
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
松
は
神
が

降
り
、
人
々
の
繁
栄
の
象
徴
な
ど
畏
敬
の

対
象
で
す
し
、
木
材
や
燃
料
を
は
じ
め
と

す
る
有
用
な
木
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も

身
近
な
木
と
し
て
、
名
木
の
対
象
に
な
り

や
す
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
大
き
な
木
と
い
え
ば
、
古
老
に

聞
く
と
、
必
ず
昭
和
34
年
（
１
９
５
４
）

の
伊
勢
湾
台
風
に
よ
っ
て
こ
と
ご
と
く
倒

れ
枯
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
地
域
に
親
し
み
を
持
っ
て
名
前
で
呼

ば
れ
た
名
木
も
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。
そ

の
中
で
現
在
残
る
巨
木
は
、
被
害
に
遭
わ

な
か
っ
た
数
少
な
い
も
の
な
の
で
す
。

　
白
谷
町
の
八
柱
神
社
の
ス
ダ
ジ
イ
に
関

す
る
聞
き
取
り
で
は
、「
大
き
な
洞う
ろ

が
ト

ン
ネ
ル
の
よ
う
で
、

そ
こ
を
く
ぐ
っ
て

よ
く
遊
ん
だ
も
の

だ（
現
在
は
な
い
）、

シ
イ
の
実
を
木
か

ら
揺
り
落
と
す
の

は
高
学
年
、
拾
う

の
は
低
学
年
、
あ

の
木
は
ま
る
で
竜

の
よ
う
に
見
え
る

よ
」
な
ど
、
次
か

ら
次
へ
と
思
い
出
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。人
々
の
記
憶
に
は
ま
だ
ま
だ「
名

木
」
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

　
本
の
巻
頭
の
あ
い
さ
つ
に
「
人
々
の
思

い
出
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
地
域
を
象
徴
す

る
樹
木
の
歴
史
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
お

り
、
巨
木
・
名
木
は
人
が
関
わ
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
ま
れ
ま
す
。
巨
木
・
名
木
の
存

在
は
、
そ
の
土
地
の
自
然
と
文
化
の
共
生

の
証
で
す
。

　
こ
の
本
の
改
訂
版
が
４
月
に
発
刊
さ
れ

る
予
定
で
す
。
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。

（
増
山
）

た
は
ら
の
自
然
め
ぐ
り
Ⅱ

『
た
は
ら
の
巨
木
・
名
木
１
０
０
選
』

【
問
い
合
わ
せ
先
】

街
づ
く
り
推
進
課
☎
23‐３
５
２
４

●昭和50年代に枯れた「ドウツン松」（中山町）
かつてはこのような名木がたくさんありました

●八柱神社のスダジイ（白谷町）
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