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高
田
さ
ん
は
日
光
の
社
寺
が
世
界

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
一
九
九
九
（
平
成

十
一
）
年
当
時
、
日
光
市
内
の
小
学

校
で
校
長
を
務
め
て
い
ま
し
た
。
市
内

は
観
光
面
で
の
活
性
化
へ
の
期
待
か
ら
、

大
き
な
喜
び
に
沸
き
ま
し
た
。

　

担
当
し
て
い
る
教
科
が
社
会
科
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
教
育
的
な
立
場
か
ら

も
世
界
遺
産
登
録
の
意
義
を
伝
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
の
思
い
を
強
く
持
っ

た
、
と
高
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。「
そ

こ
で
私
を
委
員
長
と
し
て
、
何
人
か
の

先
生
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
資
料
作

り
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
」

と
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

専
門
的
な
内
容
に
関
し
て
は
二
社
一

寺
や
文
化
財
保
護
関
係
者
ら
の
協
力

を
仰
ぎ
な
が
ら
、「
わ
く
わ
く
！ 

日
光

の
社
寺
た
ん
け
ん
」
と
題
し
た
小
学
生

向
け
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
作
り
上
げ
ま

し
た
。「
日
光
二
荒
山
神
社
・
日
光
山

輪
王
寺
」「
日
光
東
照
宮
」「
日
光
の
社

寺
ゆ
か
り
の
人
々
」の
三
部
構
成
に
な
っ

て
お
り
、
日
光
の
社
寺
が
複
眼
的
に
と

ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

イ
ラ
ス
ト
を
た
く
さ
ん
使
い
、
ク
イ

ズ
を
解
き
な
が
ら
、
楽
し
く
日
光
の
二

社
一
寺
を
巡
っ
て
い
く
と
、さ
ま
ざ
ま
な

〝
な
ぞ
〟
が
解
明
さ
れ
て
い
く
構
成
で

す
。
主
と
し
て
は
小
学
校
四
年
生
か
ら

五
年
生
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
が
、
平

易
な
表
現
な
が
ら
極
め
て
水
準
が
高
く
、

先
生
の
教
材
と
し
て
も
十
分
に
耐
え
う

る
内
容
で
す
。

　

元
校
長
先
生
の
高
田
さ
ん
は
日
光
を

「
日
本
人
の
精
神
性
が
最
も
よ
く
残
っ

て
い
る
と
こ
ろ
」
と
表
現
し
ま
す
。「
日

光
東
照
宮
に
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
平

和
を
願
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
ま
す
。
厩う

ま
やの

猿
の
彫
刻
は
人
間
の

一
生
を
た
ど
っ
て
い
て
、
人
の
生
き
る

道
を
教
え
ま
す
。
陽
明
門
の
子
ど
も
の

彫
刻
に
は
、
子
ど
も
を
大
切
に
す
る
平

和
な
世
へ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
現
代
風
に
い
え
ば
、
平
和
を

テ
ー
マ
に
し
た
テ
ー
マ
パ
ー
ク
と
も
い

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

　

ま
た
、
日
光
二
荒
山
神
社
と
日
光

山
輪
王
寺
は
、
も
と
も
と
山
岳
崇
拝

と
仏
教
が
結
び
つ
い
た
『
神
仏
習
合
』

の
考
え
方
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
、
と

指
摘
し
ま
す
。「
日
光
の
山
々
は
、
男

体
山
が
父
親
、
女
峰
山
が
母
親
、
そ
の

子
ど
も
が
太
郎
山
と
い
う
よ
う
に
家
族

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ

に
そ
の
神
様
が
祭
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
そ
れ
が
仏
様
と
し
て
表
れ
て
い
る

の
が
、
三
仏
堂
に
あ
る
三
体
の
仏
像
で

す
。
平
和
の
基
本
と
な
る
の
は
家
族
愛

で
す
。
こ
う
し
た
思
想
で
つ
く
ら
れ
た

の
が
、
日
光
二
荒
山
神
社
と
日
光
山
輪

王
寺
で
、
こ
こ
に
も
平
和
へ
の
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
」。

　

日
光
を
訪
ね
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
背

景
を
し
っ
か
り
と
学
ん
で
帰
っ
て
ほ
し
い

と
訴
え
ま
す
。

　

こ
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
日
光
市
内

の
各
小
学
校
に
配
ら
れ
て
授
業
に
活

用
さ
れ
ま
し
た
。
バ
イ
ン
ダ
ー
方
式
に

な
っ
て
い
て
、
そ
の
後
も
毎
年
少
し
ず

つ
新
た
な
内
容
が
追
加
さ
れ
な
が
ら

引
き
継
が
れ
、
今
で
も
教
育
現
場
で

利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

元
教
師
で
あ
る
だ
け
に
、
事
前
学

習
の
重
要
性
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま

す
。「
日
光
を
深
く
知
る
た
め
に
、
ぜ

ひ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
役
立
て
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。
自
由
に
使
っ
て
も
ら

え
る
よ
う
、
ネ
ッ
ト
に
掲
出
し
て
い
ま

す
。
日
光
市
『
日
光
の
社
寺
』の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
れ
ま
す
よ
」
と
高

田
さ
ん
。

　

こ
う
し
た
活
動
が
基
礎
に
な
っ
て

実
現
し
た
の
が
、『
日
光
こ
ど
も
歴

史
探
検
隊
』
で
す
。
毎
年
九
月
に
行

わ
れ
る
ツ
ー
デ
ー
ウ
ォ
ー
ク
の
イ
ベ
ン

ト
の
際
に
、
子
ど
も
た
ち
が
史
跡
ガ

イ
ド
と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
る
の
で
す
。

「
訪
れ
る
お
客
さ
ん
た
ち
も
小
さ
な

案
内
役
を
と
て
も
喜
ん
で
く
れ
て
い
ま

す
」。
指
導
役
は
、
二
十
年
ほ
ど
前
か

ら
活
動
し
て
い
る
市
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
団
体
『
ふ
る
さ
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
』

の
大
人
た
ち
。
世
代
を
越
え
た
協
力

体
制
が
進
み
、
取
り
組
み
が
着
実
に

実
を
結
ん
で
い
る
こ
と
に
高
田
さ
ん
は

目
を
細
め
ま
す
。

　

日
光
の
社
寺
が
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
翌
年
、
世
界
遺
産
の
あ
る
ま

ち
の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て
、『
世

界
遺
産
こ
ど
も
サ
ミ
ッ
ト
』
が
開
か
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
今
回
、
岩
手

県
の
平
泉
の
文
化
遺
産
が
世
界
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
の
は
、
絶
好
の
機
会

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
受

け
て
、
も
う
一
度
同
じ
よ
う
な
催
し

が
で
き
な
い
か
と
い
う
夢
を
持
っ
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
成
長
は
、

地
域
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
っ
て
い

き
ま
す
か
ら
」。
退
職
後
も
、
未
来

を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
見
つ
め
る

目
に
は
期
待
が
こ
も
り
ま
す
。

　

高
田
さ
ん
は
日
光
で
生
ま
れ
育
ち

ま
し
た
。「
戦
乱
を
く
ぐ
り
抜
け
た
徳

川
家
康
が
平
和
を
願
い
、
そ
の
土
台

を
つ
く
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
建
物

や
彫
刻
の
見
た
目
の
美
し
さ
は
も
ち

ろ
ん
素
晴
ら
し
い
の
で
す
が
、
そ
れ
と

と
も
に
精
神
的
な
側
面
が
も
っ
と
見

直
さ
れ
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
日
光
は
〝
平
和
の
ま
ち
〟
で
あ

る
こ
と
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
く
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
ね
」。
こ
れ
だ
け
素

晴
ら
し
い
文
化
が
栄
え
た
の
は
、
平

和
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
と
考
え
て
い

ま
す
。

高田 雄康
1944 年旧日光市生まれ。
宇都宮大学を卒業後、38 年間にわたっ
て日光市内の小中学校などで教鞭を執
り、2005 年日光東中学校校長を最後
に退職。現在、白鷗大学講師。

4 修学旅行のための日光ガイド

わくわく！
日光の社寺たんけんホームページ
http://www.nikko-syaji-tanken.jp/

「わくわく！
 日光の社寺たんけん」

【地元の元校長が考える世界遺産の大切さ】
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日光豆知識①　意外な発見
世界遺産

「日光の社寺」動画
　歴史が古いまちだけに、日光には見過ごされがちな場所で意外な発見ができる可能
性があります。例えば高田さんの家の周辺は、東照宮を建てる際の作業場だったとの
こと。「ここであらかじめ組み立てて現場での作業をしやすくしたようです。なんでもな
いように見える石が作業用の土台だったりするんです。」
　西行や芭蕉にまつわる史跡もたくさん残っており、修学旅行をきっかけに日光に興
味を持ったら、次は『自分だけの日光』を探しに訪ねてみるのも面白いかもしれません。

世界遺産の「日光の社
寺」の「歴史的背景」「建
造物群の特徴」「未来へ
継承するための保存・修
復」を紹介！

日光連山

Youtubeにリンクします。



　

ま
た
、陽
明
門
に
は「
い
じ
め
」や「
ケ

ン
カ
」を
し
て
い
る
子
ど
も
を
描
い
た
彫

刻
が
見
ら
れ
ま
す
。「
昔
は
ケ
ン
カ
を
す

る
に
し
て
も
、げ
ん
こ
つ
で
殴
っ
て
は
い

け
な
い
、あ
る
い
は
ひ
と
し
き
り
取
っ
組

み
合
っ
て
決
着
が
つ
け
ば
そ
れ
で
仲
直

り
、と
い
う
よ
う
な
暗
黙
の
ル
ー
ル
が
あ

り
ま
し
た
よ
ね
。彫
刻
を
見
な
が
ら
子

ど
も
た
ち
に
そ
ん
な
話
も
す
る
ん
で
す
」。

　

そ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
の

子
ど
も
た
ち
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

家
康
公
は
平
和
の
象
徴
で
あ
る
子
ど
も

を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、世
の
中
の
平
穏

を
祈
っ
た
の
だ
ろ
う
と
春
日
さ
ん
は
言

い
ま
す
。眠
り
猫
の
彫
刻
も
、猫
と
一
緒

に
弱
い
者
の
代
表
で
あ
る
ス
ズ
メ
が
描

か
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
弱
者
も
共
存

で
き
る
世
の
中
の
実
現
を
目
指
し
た
こ

と
の
表
れ
と
の
こ
と
で
す
。

　

最
近
、修
学
旅
行
で
訪
れ
る
子
ど
も

た
ち
は
、本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

で
、し
っ
か
り
事
前
学
習
を
し
て
き
ま
す
。

「
大
変
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。そ
の
上

で
、自
分
の
目
で
見
て
、大
き
さ
の
違
い

を
実
感
し
た
り
、見
る
角
度
に
よ
っ
て

表
情
が
変
わ
る
様
子
を
観
察
し
た
り
し

て
、平
面
で
は
分
か
ら
な
い
い
ろ
い
ろ
な

見
方
が
あ
る
こ
と
を
学
ん
で
ほ
し
い
」。

日光豆知識 ②　堂者引きとは

二
社
一
寺
の
案
内
人
が
語
る

　     「
お
す
す
め
日
光
ガ
イ
ド
」

春日さんは「日光の社寺には私たちの生き方への教えがたくさんあるのです」と語ります

赤いジャケットが案内人のユニホーム

　
「
日
光
に
は
江
戸
時
代
の
文
化
が
そ

の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
歴
史

を
し
っ
か
り
知
る
こ
と
は
、実
は
今
の
私

た
ち
が
ど
う
生
き
れ
ば
い
い
か
を
理
解

す
る
こ
と
な
の
で
す
」。

　

こ
う
語
る
の
は
、日
光
二
社
一
寺
の
案

内
人
を
務
め
る
日
光
殿
堂
案
内
協
同
組

合
の
春
日
武
之
理
事
長
で
す
。

　

例
え
ば「
見
ザ
ル
、言
わ
ザ
ル
、聞
か
ザ

ル
」の
三
猿
で
有
名
な
猿
の
彫
刻
。一
六

匹
の
猿
が
八
面
に
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。春

日
さ
ん
は
、こ
れ
ら
は
人
間
の
一
生
を
表

し
て
い
る
、と
言
い
ま
す
。

　
「
額
に
手
を
か
ざ
し
て
彼
方
を
見
て

い
る
母
猿
は
、親
が
子
ど
も
の
将
来
を

見
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
。そ
れ

を
説
明
し
な
が
ら
、木
の
上
に
立
っ
て
子

ど
も
が
遠
く
歩
む
姿
を
見
る『
親
』と
い

う
漢
字
の
成
り
立
ち
な
ど
も
話
す
よ
う

に
し
て
い
ま
す
」。一
通
り
説
明
し
た
後
、

去
り
際
に
全
体
を
振
り
返
っ
て
も
ら
い
、

〝
人
生
〟を
考
え
て
も
ら
う
よ
う
に
し
て

い
る
そ
う
で
す
。

日光二荒山神社の

茅の輪くぐり

陽明門の彫刻　「唐子遊び」

春日 武之
1951年	 旧日光市生まれ。
1977年	 日光殿堂案内協同組合に	
	 入所し、以来案内人一筋に歩む。
1987年	 同組合理事長に就任。

　江戸時代にも二社一寺を案内する案内人がいて、「堂者引き」
と呼ばれました。始まりは１６５５（明暦元）年といわれています。
江戸幕府が許可した人だけに許され、男性だけができる仕事で
した。
　明治以降は警察「日光分署長」の許可を得て活動し、戦争
で案内人の大半が応召した際には、唯一残った男性がその伝統
を守ったという逸話が残っています。
　昭和 27年に事業協同組合となったのを契機に、女性の案内
人が誕生し、現在も活躍しています。

日光東照宮

百物揃

千人行列日光東照宮

流鏑馬神事

二
社
一
寺
の
建
物
や
彫
刻
に
は
す
べ
て

に
意
味
が
あ
り
、教
え
が
あ
る
、と
春
日

さ
ん
は
指
摘
し
ま
す
。「
ど
ん
な
こ
と
で

も
い
い
の
で
新
し
い
発
見
、驚
き
を
持
ち

帰
っ
て
も
ら
え
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
ね
」。

　

春
日
さ
ん
は
九
六
歳
の
老
紳
士
を
案

内
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。ど
ん
な
に
時

間
が
か
か
っ
て
も
い
い
か
ら
、二
社
一
寺
の

す
べ
て
を
見
た
い
と
の
要
望
だ
っ
た
そ
う

で
す
。心
臓
が
悪
い
た
め
、医
者
を
し
て

い
る
息
子
さ
ん
が
同
行
し
て
、五
時
間
か

け
て
巡
っ
た
そ
う
で
す
。

　
「
回
り
終
え
た
後
、本
当
に
満
足
そ
う

に
お
礼
を
言
わ
れ
ま
し
た
。ほ
っ
と
す
る

と
と
も
に
、と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す

ね
。こ
う
し
た
感
謝
の
一
言
が
私
た
ち
の

何
よ
り
の
栄
養
に
な
り
ま
す
」。

■日光殿堂案内協同組合
〒321-1431 栃木県日光市山内 2281
TEL: 0288-54-0641

■大日光観光ガイド株式会社
〒321-1432 栃木県日光市安川町 2282
TEL: 0288-54-3545
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植
物
は
Ａ
の
地
、ｂ
と
い
う
植
物
は
Ｂ
の

地
で
し
か
生
き
て
い
け
な
い
、そ
れ
が
自

然
界
の
厳
し
さ
で
す
。Ｂ
の
地
が
だ
め
に

な
っ
た
ら
ｂ
の
植
物
を
Ａ
の
地
に
移
せ

ば
イ
イ
ヤ
、と
人
間
の
思
い
通
り
に
命
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、ほ
と
ん
ど

不
可
能
で
す
。で
す
か
ら
、地
形
の
変
化

が
大
き
い
ほ
ど
、そ
こ
に
適
し
た
植
物
が

多
種
存
在
し
、そ
こ
に
多
様
な
動
物
の

世
界
が
展
開
し
ま
す
。奥
日
光
で
、花
を

愛
で
、サ
ル
や
シ
カ
に
出
会
い
、バ
ー
ド

ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
を
楽
し
み
、釣
り
に
夢
中

に
な
る
…
…
こ
れ
ら
は
全
て
、火
山
活

動
に
よ
る
変
化
に
富
ん
だ
地
形
が
あ
っ

て
こ
そ
の
も
の
な
の
で
す
。

　

ま
た
、命
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
多
さ

の
一
因
に
は
、複
雑
な
気
象
も
。奥
日
光

は
、太
平
洋
と
日
本
海
の
ほ
ぼ
真
ん
中

に
あ
る
の
で
、太
平
洋
型
気
候
で
も
あ
り

日
本
海
型
気
候
で
も
あ
る
、微
妙
な
立

場
で
す
。複
雑
な
地
形
に
複
雑
な
気
象

が
絡
み
合
い
、例
え
ば
、い
ろ
は
坂
で
は

ド
シ
ャ
降
り
だ
っ
た
の
に
中
禅
寺
湖
に

着
く
と
抜
け
る
よ
う
な
青
空
と
か
、戦

場
ヶ
原
で
は
男
体
山
が
キ
レ
イ
に
望
め

た
の
に
湯
元
に
着
く
と
一
寸
先
も
見
え

な
い
猛
吹
雪
と
か
。こ
の
激
し
い
気
象
を

生
き
抜
く
こ
と
の
で
き
る
命
だ
け
が
、こ

の
地
に
栄
え
る
の
で
す
。

　

従
っ
て
、変
化
に
富
ん
だ
地
形
と
変
化

に
富
ん
だ
気
象
を
両
親
に
、奥
日
光
の

豊
か
な
自
然
が
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
も

い
い
で
し
ょ
う
。こ
れ
ら
を
知
る
と
、奥

日
光
が
、国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
た

り
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
登
録
さ
れ
て
い

る
の
も
、納
得
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

こ
の
、飛
び
切
り
美
し
く
、時
に
優
し

く
時
に
厳
し
く
、表
情
が
く
る
く
る
変

化
す
る
奥
日
光
が
、言
っ
て
く
る
の
で
す
、

「
私
の
ど
こ
が
好
き
な
の
」「
私
と
こ
れ

か
ら
ど
う
生
き
て
い
き
た
い
の
」と
。

　

奥
日
光
の
ど
ん
な
点
が
好
き
な
の

か
。そ
れ
は
、一
回
だ
け
訪
れ
た
の
で
は
決

め
か
ね
ま
す
。春
・
夏
・
秋
・
冬
、晴
・
雨
・

雪
、そ
れ
ぞ
れ
に
全
く
違
う
顔
を
し
て
い

る
の
で
。車
で
走
り
過
ぎ
て
も
上
っ
面
し

か
見
え
ま
せ
ん
。ゆ
っ
く
り
歩
け
ば
こ
そ
、

小
さ
な
花
や
虫
が
見
え
頬
を
な
で
る
そ

よ
風
が
味
わ
え
、そ
の
よ
う
に
五
感
を
フ

ル
回
転
さ
せ
な
け
れ
ば
、素
顔
の
奥
日

光
の
真
の
良
さ
が
伝
わ
っ
て
き
ま
せ
ん
。

　

奥
日
光
の
こ
と
、好
き
の
一
言
で
は
済

ま
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。日
光
に
生
ま

れ
奥
日
光
の
自
然
を
ガ
イ
ド
し
て
二
三

年
、二
三
年
も
付
き
合
っ
て
い
る
と
、奥

日
光
の「
私
の
ど
こ
が
好
き
な
の
」「
私
と

こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
て
い
き
た
い
の
」と
、

ま
る
で
恋
人
の
よ
う
に
質
問
し
て
く
る

声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
で
。

　

日
光
、そ
こ
は
自
然
と
歴
史
の
宝
石

箱
。貴
重
な
二
つ
の
宝
を
合
わ
せ
持
つ
希

少
な
存
在
で
す
。地
元
で
は
、い
ろ
は
坂

下
を「
日
光
」、坂
上
を「
奥
日
光
」と
区

別
し
て
呼
ん
で
お
り
、い
ろ
は
坂
下
を
歴

史
エ
リ
ア
、坂
上
を
自
然
エ
リ
ア
と
大
ま

か
に
分
け
て
み
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。

　

さ
て
、そ
の
奥
日
光
の
自
然
と
い
う
宝

石
は
、ど
う
し
て
こ
ん
な
に
輝
い
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
第
一
の
原
因
が
、関
東
以
北
最
高

峰
の
活
火
山
・
白
根
山（
二
五
七
八
メ
ー

ト
ル
）か
ら
東
に
連
な
る
日
光
火
山
群

の
活
動
。数
百
万
年
前
か
ら
明
治
時
代

ま
で
の
火
山
活
動
で
、変
化
に
富
ん
だ
地

形
を
造
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

い
ろ
は
坂
登
り
口
か
ら
白
根
山
頂
ま
で
、

直
線
距
離
で
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
し
か
な

い
の
に
高
低
差
は
一
六
○
○
メ
ー
ト
ル

以
上
も
あ
る
、横
幅
よ
り
高
さ
の
方
が

大
き
い
と
い
う
驚
き
の
地
形
に
。そ
の
中

に
、山
・
川・
滝
・
湖
沼
・
湿
原
・
温
泉
…
…

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
ギ
ュ
ッ
と
詰
ま
っ

た
箱
庭
の
よ
う
な
景
観
で
す
。奥
日
光

と
言
え
ば
、男
体
山（
二
四
八
六
メ
ー
ト

ル
）や
、華
厳
ノ
滝
、戦
場
ヶ
原（
一
四
○

○
メ
ー
ト
ル
）と
具
体
的
地
名
を
思
い
浮

か
べ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。ち
な
み
に

戦
場
ガ
原
は
、約
二
万
年
前
の
男
体
山

の
噴
火
で
川
が
せ
き
止
め
ら
れ
湖
が
で

き
、約
一
万
年
前
の
男
体
山
の
再
度
の
噴

火
で
乾
燥
し
つ
つ
あ
っ
た
湖
が
さ
ら
に

軽
石
流
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、そ
こ
に
生
え

て
き
た
植
物
が
寒
さ
の
た
め
に
泥
炭
化

し
湿
原
と
な
っ
た
、と
い
う
生
い
立
ち
で

す
。

　

火
山
群
が
変
化
に
富
ん
だ
地
形
を
生

む
と
、そ
の
地
形
が
次
に
、変
化
に
富
ん

だ
自
然
を
生
み
出
し
ま
し
た
。奥
日
光

と
言
え
ば
、地
名
だ
け
で
な
く
、具
体
的

な
風
景
が
浮
か
ん
で
く
る
方
も
少
な
く

な
い
で
し
ょ
う
。小
田
代
ヶ
原
の
一
本
の

シ
ラ
カ
ン
バ・
貴
婦
人
、戦
場
ヶ
原
の
ワ

タ
ス
ゲ
、竜
頭
ノ
滝
の
ト
ウ
ゴ
ク
ミ
ツ
バ

ツ
ツ
ジ
…
…
。し
か
し
、ツ
ツ
ジ
一
つ
を

と
っ
て
み
て
も
住
む
場
所
が
決
ま
っ
て
い

ま
す
。い
ろ
は
坂
の
下
か
ら
標
高
の
高
い

所
に
向
か
っ
て
、ア
カ
ヤ
シ
オ
、ト
ウ
ゴ

ク
ミ
ツ
バ
ツ
ツ
ジ
、レ
ン
ゲ
ツ
ツ
ジ
、ム
ラ

サ
キ
ヤ
シ
オ
と
い
う
ふ
う
に
。ａ
と
い
う

【奥日光の自然〈1〉】
文＝星野 初代

text: hatsuyo hoshino

ゆっくり歩いてこそ
　　　　        日光の素顔に会える

星野 初代
日光ふるさとボランティアとして史跡のガ
イド、湯元ビジターセンターでは自然の
ガイドなどを務める傍ら、日光市環境審
議会委員を務める。子どもたちの健全育
成にも尽力。塾経営、家庭教師。

中禅寺湖

華厳ノ滝

湯滝戦場ヶ原（初秋）

戦場ヶ原地図
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【足尾で環境問題を学ぶ】

　

奥
日
光
と
ど
う
や
っ
て
付
き
合
っ
て

い
く
の
か
。奥
日
光
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

時
だ
け
自
然
の
礼
拝
者
と
な
り
、ご
自

宅
に
帰
れ
ば
人
間
は
全
て
の
自
然
の
上

に
君
臨
し
て
い
る
の
だ
と
言
わ
ん
ば
か

り
の
暴
君
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
、奥

日
光
に
嫌
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。忘
れ
な

い
で
く
だ
さ
い
、空
気
も
水
も
地
面
も
、

あ
な
た
が
お
住
ま
い
の
地
と
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
を
。奥
日
光
の
森
林
が
造

り
出
し
た
清
浄
な
空
気
は
周
辺
に
拡
散

し
、奥
日
光
の
山
々
に
降
っ
た
雨
や
雪
は

川
に
な
り
地
下
水
に
な
り
関
東
平
野
を

潤
し
て
太
平
洋
に
注
ぎ
ま
す
。そ
の
逆

に
、大
都
会
の
空
気
が
、奥
日
光
の
高
山

に
酸
性
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
も
あ
る
で

し
ょ
う
。こ
の
よ
う
に
、あ
な
た
と
奥
日

光
は「
つ
な
が
っ
て
い
る
」の
で
す
。奥
日

光
の
自
然
を
愛
し
守
っ
て
い
く
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
、あ
な
た
の
お
住
ま
い
の
地
の

環
境
を
愛
し
守
っ
て
い
く
こ
と
と
同
じ

な
の
で
す
。

　

二
三
年
間
奥
日
光
と
お
付
き
合
い
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
私
は
、恋
し
い
地
に
こ

う
答
え
た
い
。喜
怒
哀
楽
、あ
な
た
の
ど

ん
な
表
情
も
み
ぃ
ん
な
好
き
。こ
れ
か
ら

は
、あ
な
た
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
自
分
と
自

然
は
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
体
感
し
て

く
だ
さ
る
方
が
少
し
で
も
増
え
る
よ
う

微
力
な
が
ら
活
動
し
て
い
き
ま
す
、と
。

　

あ
な
た
も
奥
日
光
の
懐
に
飛
び
込
め

ば
、奥
日
光
の
声
が
聞
こ
え
る
か
も
？

【奥日光の自然〈2〉】

明智平ロープウェー

日光豆知識 ④　ラムサール条約湿地
　奥日光の「湯ノ湖、湯川、戦場ヶ原、小田代ヶ原」が、２００５年、「ラムサー
ル条約湿地」に登録されました。ラムサール条約の正式名称は「特に水鳥
の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。国際的に重要な湿地
の保全を目的にしています。
　小田代ヶ原では一般車両の乗り入れが禁止され、低公害バスが運行され
ています。また、湯元では帰化植物のオオハンゴンソウの除去などの保全
活動が行われています。

　

足
尾
銅
山
は
一
六
世
紀
半
ば
に
は
採

掘
が
始
ま
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。 

そ
の
後
、江
戸
幕
府
直
轄
の
銅
山

と
な
り
、産
出
さ
れ
た
銅
は
日
本
全
国

へ
送
ら
れ
ま
し
た
。 

東
照
宮
や
江
戸
城

な
ど
の
造
営
に
使
わ
れ
た
ほ
か
、足
字

銭
と
呼
ば
れ
た
お
金（
寛
永
通
宝
）も
鋳

造
さ
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
、次
第
に
産
出

は
減
っ
て
い
き
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
な
っ
て
古
河
市
兵
衛
が

銅
山
経
営
に
乗
り
出
し
、最
新
の
技
術

を
採
り
入
れ
な
が
ら
、坑
道
の
開
削
、製

煉
所
や
選
鉱
場
の
拡
大
、動
力
の
電
化
、

輸
送
体
制
の
整
備
な
ど
に
積
極
的
に
取

り
組
み
ま
し
た
。

　

日
本
の
近
代
化
に
と
っ
て
、銅
は
な

く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
し
た
。 

殖
産

興
業
の
政
策
の
も
と
、足
尾
銅
山
は
急

速
に
発
展
し
、わ
が
国
で
産
出
さ
れ
る

銅
の
四
割
近
く
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

東
洋
一
の
銅
山
と
う
た
わ
れ
る
ま
で
に

な
り
ま
し
た
。 

一
九
一
六（
大
正
五
）年
に

は
足
尾
町
の
人
口
は
三
万
八
四
二
八
人

に
達
し
、栃
木
県
内
で
は
宇
都
宮
に
次

ぐ
規
模
に
な
る
ほ
ど
の
に
ぎ
わ
い
を
み

せ
ま
し
た
。 

日
本
最
初
の
本
格
的
な
水

力
発
電
所
や
近
代
的
な
橋
、馬
車
鉄
道

と
い
っ
た
施
設
が
数
多
く
つ
く
ら
れ
そ

れ
ら
の
跡
が
か
つ
て
の
隆
盛
を
今
に
伝

え
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
、日
本
で
最
初
に
公
害
が
発
生

し
た
地
と
し
て〝
公
害
の
原
点
〟と
呼
ば

れ
る
こ
と
に
も
な
り

ま
し
た
。 

明
治
二
〇

年
代
、足
尾
を
源
流

と
す
る
渡
良
瀬
川
下

流
域
に
、鉱
毒
に
よ

る
大
き
な
被
害
を
も

た
ら
し
ま
す
。 

ま
た
、

地
元
で
も
製
煉
所
か

ら
発
生
す
る
亜
硫

酸
ガ
ス
に
よ
っ
て
作

物
や
山
林
が
育
た
な
く
な
り
、上
流
の

松
木
村
で
は
暮
ら
し
に
困
り
、と
う
と

う
廃
村
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
と
、軍

事
最
優
先
の
増
産
体
制
が
続
き
、鉱

山
労
働
者
も
戦
争
へ
召
集
さ
れ
ま
し

た
。　

労
働
力
不
足
を
補
う
た
め
、朝
鮮

や
中
国
か
ら
労
働
者
が
徴
用
さ
れ
、多

く
の
犠
牲
者
を
出
し
ま
し
た
。 

無
計
画

に
掘
り
出
し
続
け
た
結
果
、銅
山
は
荒

廃
し
ま
す
。 

戦
後
は
復
興
さ
れ
て
採
掘

が
続
け
ら
れ
ま
す
が
、一
九
七
三（
昭
和

四
八
）年
、つ
い
に
閉
山
と
な
り
ま
し
た
。

　

足
尾
銅
山
は
、日
本
の
産
業
発
展
に

大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
が「
負
の
遺
産
」

も
残
し
ま
し
た
。 

足
尾
地
域
で
は
、影

の
部
分
も
含
め
て
地
域
全
体
を
日
本
の

近
代
化
の
足
跡
を
学
ぶ
教
育
の
場
と
し

て
と
ら
え
、特
に「
環
境
学
習
」の
機
会

を
提
供
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。　

近
年
は
修
学
旅
行
の
一
環
と
し
て

足
尾
を
訪
ね
る
学
校
も
増
え
て
き
ま
し

た
。そ
う
し
た
活
動
の
拠
点
と
し
て「
足

尾
環
境
学
習
セ
ン
タ
ー
」も
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

足
尾
で
は
か
な
り
前
か
ら
国
・
県
な

ど
に
よ
っ
て
山
林
回
復
事
業
が
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
。　
こ
れ
に
加
え
、一
九
九
六

（
平
成
八
）年
か
ら
は
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

「
足
尾
に
緑
を
育
て
る
会
」が
、国
・
県

と
と
も
に
植
樹
活
動
に
取
り
組
み
始
め

ま
し
た
。今
で
は
多
数
の
人
々
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
植
樹
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。「
育
て
る
会
」で
は
修
学
旅
行
で

の
体
験
植
樹
の
指
導
も
行
っ
て
い
ま
す
。

近
代
日
本
の
光
と
影足尾銅山閉山直後の製煉所。製煉所はまだ操業していた（1974 年）

日本初の本格的水力発電所、間藤水力発電所遺跡

ボランティアが多数参加して行われている植樹活動

私たちの日常生活と
                 奥日光の自然は連動

湯元雪まつり「雪灯里（ゆきあかり）」 湯ノ湖
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