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旧
美
和
地
区
に

は
樹
齢
八
百
年
と

い
わ
れ
て
い
る
三

浦
杉
が
あ
り
ま

す
。
今
回
は
こ
の

三
浦
杉
と
そ
の
所

在
す
る
吉
田
八
幡

神
社
に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す
。
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小
田
野
に
鎮
座

す
る
吉
田
八
幡
神

社
。
鬱
蒼
と
茂
る

巨
木
群
の
中
で
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
二
株
の

巨
樹
は
「
三
浦
杉
」
と
呼
ば
れ
、
神
社
の
御

神
木
と
な
っ
て
い
ま
す
。
昭
和
六
年
に
県
指

定
の
天
然
記
念
物
と
な
り
ま
し
た
。
幹
の
周

囲
は
お
よ
そ
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
屈
曲
も

な
く
真
っ
直
ぐ
に
天
に
伸
び
た
姿
に
は
圧
倒

さ
れ
ま
す
。

　

伝
説
に
よ
れ
ば
、
久
寿
二
（
一
一
五
五
）

年
、
相
模
国
（
神
奈
川
県
）
の 
三 み 
浦 

う
ら
の 

大  
介  
義 

お
お 
す
け 
よ
し

 
明 
が
、
九
尾
の
狐
退
治
の
命
を
受
け
て
下
野

あ
き国

（
栃
木
県
）
那
須
野
ヶ
原
に
赴
く
途
中
、

こ
の
神
社
に
参
拝
し
、「
首
尾
よ
く
退
治
で

き
た
暁
に
は
こ
の
杉
天
に
そ
び
え
よ
」
と
祈

願
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

三
浦
大
介
が
退
治
し
た
九
尾
の
狐
は
、
そ

の
後
石
と
な
り
毒
気
を
は
き
続
け
た
と
言
わ

れ
、
那
須
の 
殺 せっ 
生 

し
ょ
う 

石 
と
し
て
有
名
で
す
。
こ

せ
き

の
杉
は
昔
「
鎌
倉
杉
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ

う
で
す
が
、
水
戸
藩
の
二
代
藩
主
光
圀
の

と
き
に
三
浦
大
介
の
狐
退
治
の
故
事
を
聞

き
「
三
浦
杉
」
と
改
称
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
「
八
幡
神
社
」

と
い
う
名
称
で
あ
っ
た
の
を
光
圀
が
「
吉

田
神
社
」
と
改
め
ま
し
た
が
、
昭
和
十
二

（
一
九
三
七
）
年
、
氏
子
ら
の
願
に
よ
っ

て
旧
名
に
復
し
、「
吉
田
八
幡
神
社
」
と
い

う
現
在
の
社
名
と
な
り
ま
し
た
。

　

狐
退
治
は
見
事
に
成
功
し
、
三
浦
大
介

の
願
い
ど
お
り
現
在
も
こ
の
杉
は
天
に
向

か
っ
て
伸
び
続
け
て
い
る
の
で
す
。
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小
田
野
地
区
に
は
、
三
浦
大
介
義
明
に

関
す
る
言
い
伝
え
が
今
で
も
語
り
継
が
れ

て
い
ま
す
。
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三
浦
大
介
が
狐
退
治
に
行
っ
た
帰
り
、

再
び
小
田
野
の
地
に
立
ち
寄
り 
冑 
を
脱

か
ぶ
と

ぐ
と
そ
の
冑
が
石
に
な
り
、
今
は
カ
ブ

ズ
石
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
が 
烏 え

 
帽  
子 
を
脱
い
で
掛
け
た
と
こ
ろ
は
烏
帽

ぼ 

し

子
掛
け
と
い
い
、
小
田
野
上
郷
か

ら
馬
頭
の
大
那
地
の
間
で
あ
る
と

い
う
。

�２
 

三
浦
大
介
が
合
戦
に
赴
く
際
、
虚

空
蔵
尊
像
と
稲
荷
の
像
を
背
負
っ

て
上
檜
沢
を
通
り
か
か
っ
た
と
こ

ろ
急
病
に
な
り
、
箱
地
の
平
塚
家

の
厄
介
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
看
護

を
受
け
、
回
復
し
た
が
、
尊
像
が

重
い
の
で
出
立
す
る
際
尊
像
を
置

い
て
い
っ
た
。
平
塚
家
で
は
長
い

間
そ
の
像
を
長
持
に
入
れ
て
置
い
た

が
、
あ
る
と
き
狐
が
出
て
、
長
持
の
中

の
稲
荷
を
出
し
て
祀
る
よ
う
人
の
口
を

借
り
て
言
っ
た
と
い
う
。そ
れ
は
平
塚
家

の
氏
神
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
る
。
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三
浦
大
介
が
狐
を
退
治
し
た
剣
は
三
浦

神
社
（
小
田
野
上
郷
）
の
前
身
の
永
福

寺
に
納
め
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
狐
つ

き
の
病
人
の
枕
元
に
お
く
と
治
る
と
い

わ
れ
て
い
た
。
あ
る
と
き
二
人
の
猟
師

が
射
止
め
た
狐
を
食
べ
た
と
こ
ろ
、
一

人
は
間
も
な
く
奇
病
に
か
か
り
息
絶
え

た
。
三
日
後
に
は
も
う
一
人
も
病
気
に

な
っ
た
。
周
囲
の
人
が
み
る
に
狐
つ
き

の
よ
う
な
の
で
、
三
浦
大
介
の
剣
を
借

り
て
き
て
病
人
の
家
に
入
ろ
う
と
す
る

と
急
に
剣
を
お
さ
め
る
よ
う
叫
び
出

し
、
狐
は
病
人
の
体
か
ら
脱
け
出
し
逃

げ
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
こ
の

宝
剣
の
力
を
借
り
に
、
遠
方
か
ら
も
狐

つ
き
に
悩
む
人
々
が
訪
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（『
美
和
村
史
』、昭
和
六
〇
年
度
美
和
寿
大
学
編

『
美
和
村
の
昔
ば
な
し
と
伝
説
』か
ら
引
用
、編
集
）

　

他
に
も
い
く
つ
か
の
話
が
言
い
伝
え
と

し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
遠
く
相
模
国
か

ら
き
た
三
浦
大
介
の
伝
説
が
こ
の
よ
う
に

数
多
く
語
り
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
、
小

田
野
の
人
々
の
三
浦
大
介
へ
の
愛
着
の
深

さ
の
あ
ら
わ
れ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
彼
が
晩
年
に
自
分
の
姿
を
刻

ん
だ
と
い
わ
れ
る
彫
像
は
、
三
浦
神
社
に

納
め
ら
れ
て
お
り
、
小
田
野
の
地
を
見
守

り
続
け
て
い
ま
す
。

※
現
在
は
枝
の
落
下
な
ど
の
危
険
性
が
あ

る
た
め
三
浦
杉
の
根
本
ま
で
は
入
れ
ま
せ

ん
。
遥
拝
所
か
ら
で
も
十
分
に
杉
や
拝
殿

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
安
全
の

た
め
神
社
側
の
指
示
に
従
っ
て
ご
見
学
く

だ
さ
い
。 

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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▲

八
百
年
の
風
格
を
漂
わ
せ
る
三
浦
杉

▲

吉
田
八
幡
神
社
拝
殿




