
　
11
月
19
日
、
20
日
に
山
口
県
周
南
市
で

開
催
さ
れ
た
「
生
き
も
の
と
人
・
共
生
の

里
を
考
え
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
、
佐
渡

ｋ
ｉ
ｄ
ｓ
生
き
も
の
調
査
隊
の
４
名
が
参

加
し
ま
し
た
。

　
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
大
型
希
少
鳥

類
を
シ
ン
ボ
ル
に
、
保
護
活
動
や
人
と
自

然
の
共
生
に
取
り
組
む
４
市
（
山
口
県
周

南
市
の
ナ
ベ
ヅ
ル
、
鹿
児
島
県
出
水
市
の

万
羽
ヅ
ル
、
兵
庫
県
豊
岡
市
の
コ
ウ
ノ
ト

リ
、
佐
渡
市
の
ト
キ
）
が
、
持
ち
回
り
で

毎
年
開
催
し
情
報
交
換
な
ど
を
行
う
も
の

で
、
今
年
で
５
回
目
と
な
り
ま
し
た
。

　
19
日
は
、
４
市
の
子
ど
も
た
ち
の
ほ
か

に
、
ラ
ム
サ
ー
ル
湿
地
の
保
護
活
動
に
取

り
組
む
日
本
の
４
地
区
と
韓
国
の
２
地
区

の
子
ど
も
代
表
が
集
ま
り
、
交
流
会
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
開
催
地
「
八

代
の
里
の
宝
探
し
」
を
テ
ー
マ
に
意
見
を

出
し
合
い
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
宝
の

絵
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
20
日
に
開
か
れ
た
子
ど
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
は
、
各
地
の
子
ど
も
た
ち
が
自
分
た

ち
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
発
表
し
ま
し

た
。
佐
渡
市
の
代
表
は
、
ト
キ
の
こ
と
、

エ
サ
と
環
境
の
こ
と
、
そ
し
て
無
農
薬
の

米
作
り
を
通
し
て
生
き
も
の
調
査
や
ト
キ

が
住
み
や
す
い
環
境
を
考
え
な
が
ら
活
動

を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
発
表
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
前
日
に
作
成
し
た
宝
の
絵

に
つ
い
て
子
ど
も
た
ち
が
討
論
し
、
１
枚
の

ポ
ス
タ
ー
を
完
成
さ
せ
周
南
市
長
へ
贈
呈
し

ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
動
物
の
声
帯
模
写
を
得
意

と
す
る
４
代
目
・
江
戸
屋
猫
八
さ
ん
を
招
い

て
の
特
別
公
演
も
開
か
れ
、
鳴
き
ま
ね
を
通

じ
て
「
自
然
の
大
切
さ
」
を
語
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
な
お
、
来
年
度
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
佐
渡

市
で
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。
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鉱
石
を
採
掘
す
る
た
め
、
坑
道
を
掘
り

進
む
こ
と
は
、
崩
落
や
落
石
の
危
険
と
隣

り
合
わ
せ
で
す
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
、
「
山

留
」
と
い
っ
て
留
木
（
支
柱
）
を
用
い
た
安

全
対
策
の
普
請
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

留
木
に
は
、
水
に
強
く
、
腐
り
に
く
い
栗
・

楢
の
木
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
　
　

　
『
ひ
と
り
あ
る
き
』
と
い
う
幕
末
の
鉱
山

技
術
書
に
よ
る
と
、
留
木
に
は
「
壱
丈
五
尺

（
長
壱
丈
五
尺
、
廻
り
壱
尺
七
寸
）
、
大
壱
丈

（
長
壱
丈
、
廻
り
壱
尺
七
寸
）
、
大
弐
間
（
長

弐
間
、
廻
り
壱
尺
六
寸
）
、
九
尺
（
長
九
尺
、

廻
り
壱
尺
）
、
矢
木
（
長
六
尺
、
廻
り
壱
尺
四

寸
）
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
使
っ
て
、
柱

を
立
て
る
こ
と
を
「
股
木
」
、
天
井
の
崩
落

を
押
さ
え
る
こ
と
を
「
押
木
」
、
留
木
を
横
に

使
う
こ
と
を
「
か
お
」
、
柱
が
動
か
な
い
よ
う
に

固
定
す
る
こ
と
を
「
間
切
張
」
と
呼
ん
だ
と
あ

り
ま
す
。

　
山
留
の
工
法
に
つ
い
て
は
、
「
佐
渡
銀
山
往

時
之
稼
行
絵
巻
」
で
は
「
押
さ
え
留
」
と
「
合

掌
留
」
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
単
に
山
留
と
も
呼
ば
れ
た
山
留
大
工
は
、
こ

の
ほ
か
坑
内
の
桟
道
や
は
し
ご
を
作
る
な
ど
、

坑
道
保
全
の
全
般
に
わ
た
る
技
術
者
で
あ
る
た

め
、
奉
行
所
の
直
轄
と
な
っ
て
お
り
、
一
か
月

給
米
三
斗
、
銭
一
貫
三
百
文
を
給
付
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
絵
巻
に
描
か
れ
て
い
る
山
留
た
ち

が
、
上
級
職
が
か
ぶ
る
、
コ
ヨ
リ
で
編
ん
だ

「
天
辺
」
と
い
う
か
ぶ
り
も
の
を
か
ぶ
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
そ
の
待
遇
が
う
か
が
え
ま
す
。
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佐
渡
金
銀
山
絵
巻
を
ひ
も
と
く
（
５
）

　
　
　
　
　
　
―
坑
道
を
守
る
―

山留の普請場所

押さえ留 合掌留

「天辺（矢印）」を
かぶる山留大工

留木を作る
山留大工たち
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