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－特集1－「馬荷の七立栗」

黒
潮
町
西
端
に
位
置
す
る
蛎
瀬
川

の
流
域
地
域
「
馬
荷
地
区
」
に
は
、

弘
法
大
師
に
ま
つ
わ
る
言
い
伝
え

が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
「
弘
法
大
師
が
修
行
の
途
中
、

馬
荷
の
山
中
ま
で
迷
い
込
ん
で
し

ま
っ
た
。
夜
も
更
け
、
お
腹
も
空

き
、
困
り
果
て
て
一
軒
の
民
家
に

助
け
を
求
め
ま
す
。
そ
こ
に
は
炭

焼
き
の
信
心
深
い
夫
妻
が
住
ん
で

お
り
、
貧
し
い
な
が
ら
も
心
を
こ

め
て
精
一
杯
の
お
も
て
な
し
を
し

ま
す
。
翌
朝
、
目
を
覚
ま
し
た
弘

法
大
師
は
、
そ
の
手
厚
い
お
接
待

に
心
打
た
れ
、
別
れ
際
に
「
私
が

去
っ
た
後
、
き
っ
と
あ
な
た
方
に

幸
せ
が
訪
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
言

い
残
し
ま
す
。
そ
の
後
、
裏
山
に

年
に
７
回
も
実
を
つ
け
る
栗
の
木

が
た
く
さ
ん
生
え
た
…
。」

　
そ
の
後
も
、
馬
荷
地
区
に
は
、

子
宝
栗
と
も
呼
ば
れ
る
甘
く
て
お

い
し
い
七
立
栗
の
実
が
絶
え
る
こ

と
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
こ
の
地
域
は
、
周
囲
一
帯
を
山
々

が
囲
っ
て
い
て
、
昔
は
そ
の
谷
々

ま
で
小
さ
な
田
ん
ぼ
が
つ
く
ら
れ

て
お
り
、
部
落
総
出
で
山
焼
き
が

毎
年
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

七
立
栗
が
自
然
に
生
え
育
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。

　
秋
の
終
わ
り
に
は
、
大
き
な
桶

い
っ
ぱ
い
に
七
立
栗
が
獲
れ
た
そ

う
で
す
。
地
域
の
人
々
は
、
ゆ
で

栗
や
栗
ご
飯
に
し
て
食
べ
た
り
、

収
穫
し
た
栗
を
市
場
へ
出
荷
し
て

生
計
の
一
部
に
し
ま
し
た
。

　
時
代
と
と
も
に
、
都
市
部
へ
の

出
稼
ぎ
や
人
口
の
減
少
が
続
き
、

地
域
で
は
山
焼
き
が
行
わ
れ
な
く

な
り
ま
し
た
。

　
現
在
山
に
あ
る
自
然
の
七
立
栗

は
、
野
生
化
し
、
一
見
し
て
七
立

栗
、
シ
バ
グ
リ
の
種
別
は
難
し
い

ほ
ど
巨
木
と
な
っ
て
い
ま
す
。
　

　
草
木
の
お
い
茂
っ
た
山
に
は
、

わ
ざ
わ
ざ
七
立
栗
を
獲
り
に
入
る

者
も
少
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

七
立
栗
に
ま
つ
わ
る
言
い
伝
え
や

山
焼
き
の
文
化
を
知
る
人
が
徐
々

に
減
り
、
栗
そ
の
も
の
の
存
在
さ

え
も
失
わ
れ
て
い
く
状
況
に
な
り

つ
つ
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
態
が
続
く
中
、

貴
重
な
七
立
栗
を
守
る
た
め
に
栽

培
し
て
残
し
て
い
こ
う
と
、
地
元

の
堀
川
寛
さ
ん
を
中
心
に
、
平
成

６
年
、
地
域
の
有
志
７
人
が
集
結

し
『
七
立
栗
保
存
会
』
が
結
成
さ

れ
ま
し
た
。

　
結
成
前
か
ら
七
立
栗
の
再
生
に

取
り
組
ん
で
い
た
堀
川
さ
ん
が
育

て
た
苗
木
を
み
ん
な
で
分
け
合
い
、

勉
強
会
や
視
察
を
行
い
な
が
ら
各

自
の
家
で
育
て
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
会
員
を
１
名
増
や
し
、

平
成
１１
年
に
は
、
４
ア
ー
ル
ほ
ど

の
共
同
園
を
整
地
し
、
種
か
ら
苗

を
育
て
あ
げ
、
接
ぎ
木
の
販
売
が

始
ま
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。

　
長
い
時
を
掛
け
て
試
行
錯
誤
を

重
ね
、
平
成
２０
年
か
ら
は
観
賞
用

の
枝
栗
と
し
て
商
品
化
し
、
市
場

へ
の
出
荷
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

現
在
、
会
員
の
中
で
本
格
的
に
七

立
栗
の
栽
培
・
出
荷
を
行
っ
て
い

る
の
は
、
堀
川
さ
ん
た
だ
一
人
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
「
今
ま
で
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て

き
た
仲
間
も
、
高
齢
化
や
病
気
な

ど
で
畑
に
出
て
来
る
こ
と
が
難
し

く
な
っ
た
。
若
い
人
に
や
っ
て
も

ら
い
た
い
気
持
ち
も
あ
る
け
ん
ど
、

そ
れ
に
は
も
う
少
し
販
売
価
格
が

良
く
な
る
よ
う
に
、
出
荷
の
方
法

も
改
善
さ
せ
な
ぁ
、
自
分
が
や
っ

て
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
も
ん
作
っ
て
、

販
路
も
。
人
が
「
や
っ
て
み
た
い
」

と
思
え
る
よ
う
に
せ
ん
と
い
け
ん

と
思
っ
て
ま
す
」
と
、
堀
川
さ
ん

は
力
を
込
め
て
話
し
ま
す
。

　
枝
栗
と
し
て
出
荷
す
る
ま
で
に

は
、
夏
場
の
草
刈
り
は
も
ち
ろ
ん

定
期
的
な
枝
う
ち
や
消
毒
な
ど
の

手
間
を
必
要
と
し
、
出
荷
に
も
注

意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
そ
う
で
す
。

　
「
前
は
個
人
で
出
荷
し
よ
う
と

し
て
、
予
冷
庫
や
保
冷
車
も
な
い

ま
ま
、
出
荷
し
て
も
す
ぐ
に
枯
れ

て
し
ま
い
、
一
度
は
中
止
に
な
っ

た
。
農
協
や
町
に
協
力
を
し
て
も

ら
い
な
が
ら
、
去
年
か
ら
Ｊ
Ａ
南

部
支
所
を
通
じ
て
、
切
り
花
と
同

じ
よ
う
に
市
場
に
出
せ
る
ま
で
に

な
っ
た
」
と
の
こ
と
で
す
。

　
現
在
の
課
題
は
、
枝
の
水
あ
げ

を
更
に
改
良
す
る
こ
と
。
農
業
普

及
セ
ン
タ
ー
指
導
員
さ
ん
に
も
教

え
て
い
た
だ
き
な
が
ら
研
究
中
で

す
。

　
ま
た
、
枝
栗
と
し
て
だ
け
で
な

い
、
新
た
な
形
で
の
商
品
化
や
、

昔
な
が
ら
の
山
焼
き
そ
の
も
の
を

蘇
ら
せ
、
昔
な
が
ら
の
風
景
を
取

り
戻
そ
う
と
い
う
動
き
も
、
地
域

の
中
で
生
ま
れ
て
い
ま
す
。（
か
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馬
荷
の
七
立
栗

な
な

た
て

ぐ
り

自
然
の
七
立
栗
の
危
機

七
立
栗
を
守
ろ
う

守
り
続
け
る
た
め
に
…

七立栗の圃場（馬荷地区中馬荷）

平成3年から、七立栗再生に向けて取り
組んでいる、堀川寛さん

「七立栗」はひとつの
枝に年７回実がなるこ
とから、この名がつけら
れました。

か
き

せ

が
わ




