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小
さ
な
旅 

甲
斐
の
秋
は
美
し
い
。 

盆
地
の
木
々
が
赤
く
染
ま
り
、
周
囲

の
山
々
に
初
冠
雪
が
見
ら
れ
る
こ
ろ
に

な
る
と
、
空
は
青
く
澄
み
、
空
気
は
乾

燥
し
、
き
り
り
と
身
が
引
き
し
ま
っ
て

き
ま
す
。
八
ヶ
岳
の
山
麓
で
は
、
脱
穀

し
た
稲
藁
を
乾
燥
し
保
存
す
る
た
め
に
、

積
み
上
げ
た
藁
塚
（
ワ
ラ
ニ
ョ
ウ
）
が
、

晩
秋
の
光
を
浴
び
て
田
に
濃
い
影
を
落

と
し
て
い
ま
す
。 

田
ん
ぼ
や
畑
の
間
に
点
在
す
る
屋
敷

の
庭
で
は
、
屋
根
よ
り
高
く
枝
を
伸
ば

し
た
鈴
な
り
の
柿
の
実
が
、
澄
み
切
っ

た
青
空
と
美
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
描

い
て
い
ま
す
。 

晩
秋
の
一
日
、
そ
ん
な
美
し
い
の
ど

か
な
風
景
に
囲
ま
れ
た
金
生
遺
跡
と
、

発
掘
さ
れ
た
石
器
な
ど
を
収
蔵
し
た
北

杜
市
考
古
資
料
館
に
足
を
伸
ば
し
ま
し

た
。 私

の
家
か
ら
金
生
遺
跡
ま
で
は
、
高

速
道
路
を
使
え
ば
４０
分
ほ
ど
で
す
。
い

ま
新
し
い
旅
の
形
と
し
て
マ
イ
ク
ロ
ツ

 

ー
リ
ズ
ム
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
で
、
航
空

機
や
新
幹
線
な
ど
長
距
離
の
移
動
が 

難
し
く
な
り
ま
し
た
。 

自
宅
か
ら
１
時
間
程
度
の
馴
染
み
の

場
所
を
訪
れ
、
身
近
な
風
景
を
楽
し
み
、

自
分
の
住
む
地
域
を
再
発
見
す
る
こ
と
、

そ
れ
が
マ
イ
ク
ロ
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
す
。

わ
ず
ら
わ
し
い
予
約
や
大
き
な
ス
ー
ツ

ケ
ー
ス
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
な

の
は
自
分
が
暮
ら
す
地
域
を
愛
お
し
む

気
持
ち
と
ち
ょ
っ
と
し
た
好
奇
心
だ
け

で
す
。 

金
生
遺
跡
は
縄
文
後
期
か
ら
晩
期
の

遺
跡
で
す
。
住
居
址
の
近
く
に
祭
祀
の

場
と
み
ら
れ
る
石
組
み
の
大
き
な
遺
構

が
見
つ
か
っ
た
た
め
、
縄
文
の
精
神
文

化
を
知
る
上
で
極
め
て
貴
重
な
遺
跡
と

し
て
、
昭
和
58
年
に
国
の
史
跡
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。 

石
棒
と
丸
石
神
信
仰 
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ま
た
平
成
３０
年
に
は
諏
訪
湖
周
辺
か
ら

八
ヶ
岳
南
麓
、
甲
府
盆
地
一
帯
が
「
星

降
る
中
部
高
地
の
縄
文
世
界
」
と
い
う

素
敵
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
日
本
遺
産
に
認

定
さ
れ
ま
し
た
が
、
金
生
遺
跡
は
そ
の

重
要
な
構
成
資
産
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

「
星
降
る
中
部
高
地
」
の
ネ
ー
ミ
ン

グ
は
黒
曜
石
か
ら
来
て
い
ま
す
。
黒
曜

石
は
ガ
ラ
ス
質
の
火
山
岩
で
す
が
、
割

れ
口
が
鋭
く
加
工
し
や
す
い
た
め
、
矢

じ
り
や
ナ
イ
フ
を
は
じ
め
と
す
る
多
彩

な
石
器
づ
く
り
の
材
料
と
し
て
縄
文
人

に
は
必
要
不
可
欠
で
し
た
。
黒
曜
石
は

天
か
ら
降
っ
て
き
た
星
の
か
け
ら
と
思

わ
れ
て
い
た
の
で
す
。 

 

金
生
遺
跡
の
名
前
の
由
来
で
す
が
、

日
本
国
語
大
辞
典
に
よ
れ
ば
金
生
は

「
性
崇
拝
の
一
種
で
、
男
根
に
似
た
自

然
木
や
自
然
石
を
神
体
と
し
て
信
仰
す

る
金
精
神
の
通
称
」
と
あ
り
ま
す
。 

考
古
学
上
の
遺
跡
は
お
お
む
ね
そ
の

場
所
の
小
字
名
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
の
で
す
が
、
古
く
か
ら
こ
の
辺
の

畑
か
ら
男
根
の
形
を
し
た
石
が
た
び
た

び
掘
り
出
さ
れ
て
い
た
の
で
、
地
元
の

人
た
ち
は
こ
の
場
所
を
金
生
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

遺
跡
へ
の
行
き
方
を
簡
単
に
説
明
し

て
お
き
ま
す
。
車
の
場
合
は
中
央
高
速

道
路
の
長
坂
IC
か
ら
イ
ン
タ
ー
大
泉
通

り
を
北
上
し
て
十
分
ほ
ど
で
す
。
JR
を

利
用
す
る
な
ら
中
央
本
線
の
長
坂
駅
で

下
車
し
、
タ
ク
シ
ー
で
二
十
分
ほ
ど
で

す
。
北
杜
市
考
古
資
料
館
ま
で
は
市
民

循
環
バ
ス
も
あ
り
、
Ｊ
Ａ
大
泉
支
店
前

金生遺跡 配石遺構と復元住居・後ろは八ヶ岳 



 3 

で
下
車
し
て
徒
歩
５
分
ほ
ど
で
す
。 

 
金
生
遺
跡 

 

金
生
遺
跡
は
北
に
位
置
す
る
八
ヶ

岳
か
ら
な
だ
ら
か
に
傾
斜
す
る
尾
根
の

上
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
標
高
は
お
よ

そ
七
百
七
十
～
七
百
八
十
メ
ー
ト
ル
で

す
。
遺
跡
の
西
に
あ
る
浅
い
川
に
は
、

き
れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
ま
し
た
。
現

在
の
所
在
地
は
北
杜
市
に
な
っ
て
い
ま

す
が
平
成
の
町
村
合
併
ま
で
は
、
こ
の

辺
は
大
泉
村
で
し
た
。
八
ヶ
岳
の
豊
か

な
伏
流
水
が
泉
と
な
っ
て
沸
き
出
し
て

い
る
の
で
こ
の
村
名
が
付
い
た
の
で
す
。 

こ
の
川
が
縄
文
の
人
々
に
と
っ
て
も

お
そ
ら
く
重
要
な
水
場
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
。
遺
跡
の
周
囲
は
刈
入
れ
が
終
わ

っ
た
田
ん
ぼ
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
こ
に
縄
文
の
人
た
ち
が
生
活
し
て
い

た
時
代
に
は
カ
シ
や
ナ
ラ
や
ク
リ
な
ど

の
広
葉
樹
の
森
が
広
が
っ
て
い
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。 

八
ヶ
岳
の
裾
野
の
高
台
に
位
置
す
る

だ
け
に
甲
府
盆
地
を
囲
む
山
々
が
一
望

の
下
に
眺
め
ら
れ
ま
す
。
北
は
八
ヶ
岳
、

南
は
富
士
山
、
東
は
金
峰
山
、
そ
し
て

西
は
南
ア
ル
プ
ス
の
山
並
み
が
青
空
に

屹
立
し
て
い
る
様
は
絶
景
と
し
か
言
い

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
縄
文
人
だ
っ
て
、

住
居
を
構
え
る
と
き
に
は
見
晴
ら
し
の

良
い
場
所
を
好
ん
だ
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。 今

か
ら
５
千
年
前
の
縄
文
中
期
、
甲

府
盆
地
を
中
心
に
三
日
月
眉
の
よ
う
に

広
が
る
地
域
に
、
同
じ
よ
う
な
雰
囲
気

を
持
つ
土
器
、
土
偶
を
造
り
、
風
俗
習

慣
が
似
通
っ
た
人
々
が
住
ん
で
い
ま
し

た
。
考
古
学
者
が
「
富
士
眉
月
弧
文
化

圏
」
と
呼
ぶ
諏
訪
湖
辺
り
か
ら
甲
府
盆

地
を
通
り
南
関
東
ま
で
の
一
帯
で
す
。

こ
の
地
域
は
華
麗
な
装
飾
を
伴
っ
た
土

器
を
持
つ
豊
か
な
文
化
が
縄
文
中
期
に

隆
盛
を
迎
え
ま
し
た
。 

そ
の
証
拠
は
日
本
の
他
地
域
に
比
べ

圧
倒
的
に
密
度
の
濃
い
発
掘
遺
跡
数
で

す
。
縄
文
時
代
中
期
に
は
、
こ
の
地
域

は
日
本
の
中
心
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

富士眉月孤文化圏 赤い丸印は縄文中期の遺跡 
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あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

と
こ
ろ
が
隆
盛
を
極
め
た
こ
の
地
域

の
縄
文
中
期
の
文
化
は
、
後
期
、
晩
期

に
入
る
と
衰
退
し
、
遺
跡
数
も
激
減
し

て
し
ま
い
ま
す
。
縄
文
中
期
に
ピ
ー
ク

に
達
し
た
人
口
は
後
期
に
は
三
分
の
一

以
下
に
激
減
し
ま
す
。 

原
因
は
縄
文
後
期
の
四
千
年
前
か
ら

三
千
年
前
に
か
け
て
訪
れ
た
気
候
の
寒

冷
化
で
す
。
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
の
狩
猟
、

木
の
実
や
山
菜
の
採
集
な
ど
森
の
恵
み

に
依
存
し
て
い
た
縄
文
の
生
活
は
、
寒

冷
化
に
よ
っ
て
そ
の
基
盤
を
失
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
金
生
遺
跡
が
位
置
す
る

旧
大
泉
村
の
遺
跡
数
を
み
る
と
、
縄
文

時
代
六
十
一
に
対
し
、
弥
生
時
代
五
、

古
墳
時
代
一
と
遺
跡
数
は
激
減
し
ま
す
。 

 大
き
な
配
石
遺
構
と
石
棺
墓 

こ
の
衰
退
は
気
候
が
寒
冷
化
し
た
縄

文
後
期
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
縄
文
後
期
の
遺

跡
か
ら
祭
祀
の
場
所
と
見
ら
れ
る
大
き

な
配
石
遺
構
を
伴
っ
た
住
居
址
が
発
見

さ
れ
た
こ
と
は
大
き
な
驚
き
で
し
た
。

出
土
し
た
遺
物
か
ら
、
人
々
の
生
活
ぶ

り
は
、
寒
冷
化
に
よ
っ
て
食
糧
確
保
に

汲
々
と
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

ほ
ど
豊
か
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。 

土
製
耳
飾
り
や
ヒ
ス
イ
製
の
ペ
ン
ダ

ン
ト
な
ど
の
装
身
具
が
大
量
に
出
土
し

ま
し
た
し
、
祭
祀
の
道
具
に
使
わ
れ
た

と
推
定
さ
れ
る
怪
奇
な
容
貌
の
中
空
土

偶
も
出
土
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
ん

と
い
っ
て
も
圧
巻
な
の
が
、
驚
く
ほ
ど

多
く
の
石
を
円
形
や
方
形
に
並
べ
た
配

石
遺
構
で
す
。 

一
見
、
乱
雑
に
石
を
集
め
た
だ
け
に

見
え
る
よ
う
で
す
が
、
中
央
に
石
垣
状

に
石
を
組
み
、
そ
の
南
北
に
石
棺
墓
を 

埋
め
、
さ
ら
に
そ
の
墓
の
上
に
円
形
や

方
形
に
石
を
敷
き
並
べ
て
い
ま
す
。 

死
者
を
葬
る
の
は
宗
教
が
生
ま
れ
る

前
か
ら
ヒ
ト
が
行
っ
て
き
た
文
化
で
す
。

 

ヒスイ製の装身具 

発掘中の写真 
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イ
ラ
ク
の
シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
洞
窟
で
発

見
さ
れ
た
六
万
年
前
と
推
定
さ
れ
る
人

骨
の
周
囲
の
土
に
は
、
八
種
類
の
花
粉

や
花
弁
が
含
ま
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
い
か
に
ヒ
ト
に
近
く

て
も
、
死
ん
だ
肉
親
や
仲
間
の
遺
体
に

献
花
し
た
と
い
う
話
は
聞
き
ま
せ
ん
。 

死
者
を
葬
る
や
り
方
を
見
れ
ば
、
そ

の
時
代
の
人
々
の
世
界
観
、
価
値
観
を

知
る
手
掛
か
り
と
な
り
ま
す
。
埋
葬
の

歴
史
は
ヒ
ト
の
歴
史
と
と
も
に
古
い
と

い
い
ま
す
が
、
死
者
の
魂
や
来
世
を
考

え
る
と
い
っ
た
抽
象
的
な
思
考
が
な
け

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
発
生
し
な

い
で
し
ょ
う
。 

イ
ノ
チ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
、
な

ぜ
死
は
や
っ
て
く
る
の
か
、
死
ん
だ
も

の
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
現
代
人
と
同

じ
よ
う
に
縄
文
人
に
と
っ
て
も
そ
れ
は

深
い
謎
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
親
し
い
も

の
の
死
に
直
面
し
た
時
、
ヒ
ト
は
悲
し

み
、
怒
り
、
恐
怖
、
無
力
感
、
疑
問
な

ど
の
感
情
が
交
差
し
何
か
を
せ
ず
に
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
ヒ
ト

が
考
え
出
し
た
一
つ
の
結
論
が
「
魂
・

た
ま
し
い
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。 

死
者
の
肉
体
は
モ
ノ
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
が
、
魂
は
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
、

あ
の
世
を
通
っ
て
再
び
こ
の
世
に
再
生

す
る
。
そ
う
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
埋
葬

や
葬
送
の
儀
礼
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ

う
。 遺

跡
の
近
く
の
北
杜
市
考
古
資
料
館

に
発
掘
さ
れ
た
遺
物
が
展
示
さ
れ
て
い

る
の
で
訪
ね
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
目
を

引
い
た
の
が
奇
怪
な
表
情
を
持
つ
中
空

土
偶
。
胴
体
内
部
は
容
器
の
よ
う
に
空

洞
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

神
奈
川
県
足
柄
上
郡
大
井
町
の
中
屋

敷
で
発
見
さ
れ
た
同
じ
よ
う
な
土
偶
の

体
内
に
は
、
赤
ん
坊
の
骨
が
入
っ
て
い

た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
土
偶
の
中
か
ら

は
骨
は
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
胴

体
に
つ
け
ら
れ
た
渦
巻
の
文
様
は
、
こ

の
女
神
の
子
宮
と
、
そ
こ
に
至
る
た
め

の
道
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。
幼
く
し
て
死
ん
だ
赤
ん
坊
が
、
再

北杜市考古資料館 
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び
こ
の
世
に
再
生
し
て
く
る
よ
う
に
と

い
う
切
な
る
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
。 

資
料
館
に
は
配
石
遺
構
を
再
現
し
た

ジ
オ
ラ
マ
展
示
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

展
示
に
よ
っ
て
配
石
遺
構
を
見
て
ゆ
き

ま
し
ょ
う
。
遺
構
の
大
き
さ
は
南
北
約

十
五
メ
ー
ト
ル
、
東
西
約
六
十
メ
ー
ト

ル
に
及
ぶ
大
規
模
な
も
の
で
す
。
石
組

に
使
わ
れ
て
い
る
石
の
中
に
は
八
ケ
岳

山
麓
に
は
存
在
し
な
い
花
崗
岩
の
巨
石

も
あ
り
、
四
キ
ロ
も
離
れ
た
釜
無
川
か

ら
、
相
当
な
労
力
を
投
下
し
て
運
び
こ

ま
れ
て
い
ま
す
。
標
高
差
が
二
百
メ
ー

ト
ル
も
あ
り
ま
す
の
で
、
当
時
と
し
て

は
大
変
な
作
業
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。 

北
側
（
写
真
上
側
）
に
あ
る
方
形
石
組

遺
構
の
下
に
は
石
棺
墓
が
見
つ
か
り
ま

し
た
。
別
の
場
所
で
火
葬
し
た
人
骨
が
、

そ
の
人
物
を
復
元
す
る
よ
う
に
置
か
れ

て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

 

南
側
（
写
真
下
側
）
に
は
円
形
の
石

中空土偶・金生遺跡出土 

配石遺構 右下の円形配石の中心に立っているのが石棒 

円形配石と石棒の復元展示 
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組
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
下
に
も
石
棺

墓
が
埋
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
円
形
の

石
組
を
築
い
た
の
は
、
円
形
を
女
性
器

と
見
な
し
た
の
だ
ろ
う
と
研
究
者
た
ち

は
考
え
て
い
ま
す
。 

こ
の
円
形
の
石
組
み
を
貫
く
よ
う
に

立
て
ら
れ
た
石
棒
に
注
目
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
の
石
棒
が
男
性
器
を
象
徴
し
て

い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
し
ょ

う
。 ま

た
８
号
土
抗
と
呼
ば
れ
た
穴
か
ら

は
、
一
三
八
個
体
分
の
イ
ノ
シ
シ
の
下

あ
ご
の
骨
が
出
土
し
た
こ
と
も
注
目
さ

れ
ま
す
。
イ
ノ
シ
シ
の
多
く
は
生
後
八

カ
月
ぐ
ら
い
の
幼
獣
だ
っ
た
こ
と
か
ら

飼
育
し
、
間
引
き
し
て
食
用
に
し
て
い

た
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。 

一
度
に
こ
れ
だ
け
多
く
の
イ
ノ
シ
シ

の
骨
が
、
し
か
も
下
顎
骨
の
み
が
屠
ら

れ
た
と
す
れ
ば
、
単
に
食
べ
た
後
の
骨

を
捨
て
た
と
い
う
よ
り
、
骨
を
使
っ
た

何
ら
か
の
呪
術
、
祈
り
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。 

私
が
連
想
し
た
の
は
毎
年
四
月
十
五

日
に
行
わ
れ
る
長
野
県
の
諏
訪
大
社
上

社
の
「
御
頭
祭
」
で
す
。
こ
の
祭
り
の

時
、
シ
カ
の
頭
七
十
五
頭
を
は
じ
め
イ

ノ
シ
シ
の
首
や
キ
ジ
な
ど
鳥
獣
魚
類
が

神
に
特
別
な
食
事
と
し
て
神
に
さ
さ
げ

ら
れ
る
の
で
す
。 

 

近
世
ま
で
血
の
滴
る
よ
う
な
本
物
の

シ
カ
の
首
を
並
べ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
さ
す
が
に
最
近
で
は
剥
製
を
使

っ
て
い
ま
す
。
人
間
に
恵
み
を
も
た
ら

し
て
く
れ
る
鳥
獣
魚
類
に
感
謝
す
る
意

味
で
こ
の
生
贄
の
儀
式
が
続
い
て
き
た

の
で
し
ょ
う
。
ル
ー
ツ
を
さ
か
の
ぼ
れ

ば
縄
文
時
代
に
行
き
つ
く
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

ア
イ
ヌ
の
祭
り
・
イ
オ
マ
ン
テ
も
熊

送
り
の
祭
り
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

熊
送
り
は
、
熊
を
人
間
の
世
界
に
土
産

を
持
っ
て
現
れ
た
マ
ラ
ブ
ト
（
客
人
）

と
考
え
、
土
産
に
感
謝
し
そ
の
魂
を
天

に
送
り
返
す
祭
り
で
す
。
無
事
に
客
人 

を
天
に
送
り
返
せ
ば
、
客
人
は
再
び
土

金生遺跡史跡公園。奥は復元された縄文壁立住居 



 8 

産
を
持
っ
て
こ
の
地
に
帰
っ
て
く
る
。 

 

イ
オ
マ
ン
テ
の
祭
り
は
、
生
命
再
生

の
祭
り
な
の
で
す
。
動
物
の
種
類
は
違

っ
て
い
て
も
、
金
生
遺
跡
で
同
じ
よ
う

な
祭
り
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
と
考

え
る
こ
と
は
決
し
て
飛
躍
で
は
な
い
と

思
い
ま
す
。

 

い
ず
れ
に
し
て
も
大
規
模
な
石
組
の

祈
り
の
場
を
造
り
、
作
成
に
手
間
が
か

か
る
装
身
具
を
身
に
つ
け
、
大
量
の
動

物
を
屠
る
祭
り
を
行
っ
て
い
た
と
す
れ

ば
、「
寒
冷
化
に
よ
り
衰
退
の
道
を
た
ど

り
始
め
た
中
部
山
岳
地
帯
に
お
け
る
縄

文
後
期
文
化
」
と
い
う
従
来
の
考
古
学

的
視
点
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
ま
す
。 

金
生
遺
跡
は
平
成
３
年
に
史
跡
公
園

に
整
備
さ
れ
、
出
土
し
た
遺
跡
は
恒
久

的
に
保
存
す
る
た
め
に
埋
め
戻
さ
れ
ま

し
た
。
写
真
に
あ
る
配
石
遺
構
は
、
盛

り
土
を
し
た
上
に
、
違
う
場
所
か
ら
持

っ
て
き
た
石
で
再
現
し
た
も
の
で
す
。 

こ
の
遺
跡
か
ら
眺
め
る
冬
至
の
落
日

は
、
甲
斐
駒
ヶ
岳
の
山
頂
に
落
ち
る
と

い
い
ま
す
。
縄
文
の
人
達
は
、
冬
至
の

日
に
こ
の
配
石
広
場
に
集
ま
り
、
甲
斐

駒
ケ
岳
に
落
ち
る
真
っ
赤
な
太
陽
を
拝

み
な
が
ら
、
再
生
と
豊
穣
へ
の
祈
り
を

さ
さ
げ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

沈
み
行
く
太
陽
は
死
に
行
く
太
陽
で

す
。
そ
の
中
で
も
冬
至
の
太
陽
は
衰
弱

の
極
に
達
し
た
太
陽
で
あ
り
、
復
活
を

願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
し

ょ
う
。 

冬
至
の
日
に
、
再
び
こ
の
地
を
訪
れ
、

諏訪神社上社御頭祭りで神に捧げられるシカの頭 
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は
る
か
縄
文
の
時
代
の
人
々
の
暮
ら
し

に
思
い
を
は
せ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
石
棒 

金
生
遺
跡
で
ま
ず
私
が
注
目
し
た
の

は
、
円
形
の
配
石
遺
構
の
中
心
に
立
て

ら
れ
て
い
た
石
棒
で
す
。
石
棒
は
縄
文

中
期
以
降
の
遺
物
で
す
が
、
世
界
各
地

に
も
こ
の
よ
う
な
男
根
信
仰
は
広
く
認

め
ら
れ
ま
す
。 

形
状
は
手
の
ひ
ら
に
握
れ
る
ほ
ど
の

小
さ
い
も
の
か
ら
、
二
メ
ー
ト
ル
を
超

す
大
型
の
も
の
ま
で
あ
り
ま
す
。
ま
た

長
細
い
単
純
な
棒
の
よ
う
な
形
か
ら
、

勃
起
を
表
現
し
た
反
り
返
っ
た
も
の
や

亀
頭
を
明
確
に
表
現
し
た
も
の
も
あ
り

ま
す
。
亀
頭
部
分
が
ベ
ン
ガ
ラ
で
赤
く

塗
ら
れ
た
も
の
、
亀
頭
に
目
鼻
口
耳
が

付
け
ら
れ
、
擬
人
化
さ
れ
た
も
の
な
ど

も
あ
り
ま
す
。 

 

石
棒
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
出
土
状
況
か
ら

推
測
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
縄
文
晩
期
の

遺
跡
で
あ
る
金
生
遺
跡
で
は
、
円
形
の

配
石
の
中
心
に
石
棒
が
立
て
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
東
北
地

方
か
ら
中
部
山
岳
地
帯
に
か
け
て
い
く

つ
か
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

住
居
の
中
で
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る

ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
山
梨
県
立
考
古

博
物
館
に
縄
文
時
代
の
住
居
が
復
元
展

示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
石
棒
は
そ
の
住

居
の
中
の
石
組
み
炉
の
一
角
に
立
て
か

け
ら
れ
る
よ
う
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

住
居
の
奥
に
祭
壇
の
よ
う
に
大
切
に
置

か
れ
て
い
た
ケ
ー
ス
や
、
石
棒
と
埋
甕

が
住
居
の
入
口
付
近
に
対
に
な
っ
て
出

土
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
埋
甕
は

女
性
器
を
象
徴
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
妊
娠
・
出
産
を
祈
願
し
た

も
の
で
し
ょ
う
。 

ま
た
、
わ
が
生
地
、
笛
吹
市
一
宮
町
の

釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館
で
は
、
土
抗
の

 

釈迦堂遺跡博物館所蔵 

北杜市考古資料館所蔵 
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佐久の大石棒 223㎝もある 

 

中
か
ら
出
土
し
た
石
棒
が
展
示
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
死
者
と
と
も
に
埋
葬
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

圧
巻
は
長
野
県
佐
久
市
の
田
ん
ぼ
の

畦
道
に
あ
る
長
さ
二
・
二
三
メ
ー
ト
ル

の
大
石
棒
で
す
。
縄
文
中
期
の
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と

四
千
五
百
年
も
こ
の
地
に
そ
そ
り
立
ち

続
け
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

縄
文
中
期
に
は
個
人
の
住
居
や
墓
の

中
で
発
見
さ
れ
る
石
棒
が
、
金
生
遺
跡

の
よ
う
に
野
外
に
持
ち
出
さ
れ
、
配
石

の
中
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
、
石
棒
へ
の
祈
り
が
個
人
単
位
、

家
族
単
位
か
ら
集
団
単
位
へ
移
り
変
わ

っ
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

長
細
い
石
か
ら
石
棒
の
形
を
磨
き
だ

す
に
は
、
鉄
製
の
道
具
や
機
械
が
な
か

っ
た
時
代
で
は
大
変
な
労
力
と
根
気
を

必
要
と
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

石
鍬
や
深
鉢
型
土
器
は
人
間
に
と
っ

て
実
用
的
な
道
具
で
す
。
そ
れ
に
比
べ

石
棒
は
実
用
に
は
役
立
ち
ま
せ
ん
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
腹
の
足
し
に
な
ら

な
い
石
棒
を
精
魂
込
め
て
造
り
続
け
た

背
景
に
は
、
男
根
と
、
さ
ら
に
い
え
ば

精
液
に
対
す
る
深
い
信
仰
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。 

石
棒
が
女
性
器
を
貫
く
よ
う
に
円
形

の
配
石
の
中
心
に
置
か
れ
た
り
、
土
抗

墓
の
中
か
ら
出
て
き
た
り
す
る
と
い
う

こ
と
は
死
と
再
生
、
そ
こ
か
ら
妊
娠
・

出
産
、
さ
ら
に
は
豊
穣
へ
の
祈
り
を
意

味
し
て
い
ま
す
。 

日
本
文
化
の
深
層
に
は
縄
文
文
化
が

あ
る
と
考
え
る
哲
学
者
・
梅
原
猛
は
「
埋

め
ら
れ
た
遺
骸
の
上
に
、
死
に
逆
行
す

る
か
の
よ
う
に
毅
然
と
直
立
す
る
男
性

性
器
状
の
石
、
そ
こ
に
は
や
は
り
死
を

越
え
て
生
き
続
け
よ
う
と
す
る
原
始
人

の
、
強
い
生
命
の
再
生
の
願
い
が
秘
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か

に
男
性
性
器
は
、
再
生
へ
の
強
い
意
志

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
（
日
本
の
美
術

Ⅰ
・
縄
文
の
神
秘
）」
と
語
っ
て
い
ま
す
。 

石
棒
に
秘
め
ら
れ
た
祈
り
は
そ
れ
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民
俗
学
者
の
千
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葉
徳
爾
は
、
石
棒
は
男
児
の
成
長
儀
礼
、

た
と
え
ば
成
人
式
の
よ
う
な
儀
礼
に
使

わ
れ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
少
年
期
か

ら
脱
し
て
青
年
の
仲
間
入
り
す
る
男
子

が
、
山
に
向
か
っ
て
性
器
を
露
出
し
、

 

山
の
神
に
さ
さ
げ
る
風
習
が
現
代
で
も

残
っ
て
い
る
地
域
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。

山
の
神
は
女
性
で
あ
り
、
多
産
の
神
な

の
で
す
。 

稲
作
技
術
と
と
も
に
列
島
に
や
っ
て

来
た
弥
生
人
た
ち
は
、
縄
文
人
た
ち
が

持
っ
て
い
た
神
々
の
体
系
を
、
農
耕
の

神
と
儀
礼
に
置
き
換
え
、
上
塗
り
し
て

い
き
ま
し
た
。 

し
か
し
、
暗
い
森
の
中
の
モ
ノ
ノ
ケ

へ
の
畏
れ
や
、
巡
り
来
る
季
節
の
よ
う

に
再
び
よ
み
が
え
る
こ
と
へ
の
願
望
は
、

ユ
ン
グ
の
い
う
集
合
的
無
意
識
の
よ
う

に
、
日
本
人
の
心
の
奥
底
に
横
た
わ
っ

て
い
て
、
そ
れ
が
時
と
し
て
噴
出
し
ま

す
。 柳

田
國
男
が
蒐
集
し
た
「
山
姥
」
の

伝
承
の
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
口
伝
え
の

伝
承
と
し
て
、
民
衆
の
中
に
今
も
息
づ

い
て
い
る
の
で
す
。 

金
精
さ
ま 

さ
て
金
生
遺
跡
の
見
学
か
ら
刺
激
を

受
け
、
石
棒
の
こ
と
を
書
い
て
き
ま
し

た
が
、
実
は
こ
の
石
棒
を
見
た
瞬
間
、

私
は
思
わ
ず
手
を
打
っ
て
、
深
く
う
な

ず
く
ほ
ど
感
激
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は

幼
い
日
に
抱
い
た
疑
問
が
た
ち
ま
ち
氷

解
し
た
か
ら
で
す
。 

思
い
出
は
急
に
よ
み
が
え
り
、
生
家

近
く
の
神
社
の
境
内
に
場
面
は
移
り
ま

す
。
実
は
私
は
子
供
の
こ
ろ
か
ら
石
棒

に
親
し
み
、
石
棒
の
周
り
で
遊
ん
で
い

た
の
で
す
。 

私
の
生
家
の
す
ぐ
近
く
に
一
宮
浅
間

神
社
が
あ
り
ま
す
。
西
暦
八
六
四
年
、

貞
観
の
富
士
大
噴
火
の
後
、
富
士
山
の

祭
神
で
あ
る
木
花
咲
耶
姫
命
（
こ
の
は

な
さ
く
や
ひ
め
）
を
祀
る
た
め
に
創
建

さ
れ
た
と
い
う
社
伝
を
持
つ
古
い
神
社

で
す
。 

新潟県竜峰遺跡出土の石棒 
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こ
の
境
内
に
数
基
の
石
棒
が
あ
り
ま
し

た
。
子
供
の
こ
ろ
よ
じ
登
っ
た
り
、
裏

に
隠
れ
た
り
し
て
遊
ん
だ
も
の
で
す
。

小
便
を
ひ
っ
か
け
て
神
主
に
怒
ら
れ
た

こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

神
社
の
境
内
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

町
の
辻
の
あ
ち
こ
ち
に
石
棒
は
あ
り
ま

し
た
。
石
棒
は
ほ
と
ん
ど
の
場
所
で
道

祖
神
と
一
緒
、
あ
る
い
は
道
祖
神
そ
の

も
の
と
し
て
祭
ら
れ
て
い
て
、
小
正
月

に
は
そ
の
前
で
ど
ん
と
焼
き
を
行
い
ま

し
た
。 

幼
い
心
に
も
石
棒
が
男
根
を
象
っ
た

も
の
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
し

た
が
、
何
の
た
め
い
つ
だ
れ
が
こ
ん
な

も
の
を
祀
り
、
そ
の
前
で
お
祭
り
を
始

め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
不
思
議
で
し

か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

し
か
し
、
金
生
遺
跡
の
配
石
遺
構
の

中
の
石
棒
を
見
た
瞬
間
、
そ
れ
が
稲
妻

の
よ
う
に
神
社
の
境
内
の
石
棒
と
結
び

付
き
、
は
る
か
縄
文
の
昔
、
こ
の
盆
地

に
暮
ら
し
て
い
た
人
た
ち
が
持
っ
て
い

た
風
習
が
、
甲
府
盆
地
に
地
下
水
脈
の

よ
う
に
い
ま
も
連
綿
と
流
れ
続
け
て
い

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。 

一
宮
浅
間
神
社
は
も
と
も
と
現
在
地

の
二
キ
ロ
ほ
ど
東
に
あ
る
き
れ
い
な
三

角
錐
の
山
（
山
宮
山
）
の
ふ
も
と
に
あ

り
、
山
宮
神
社
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

当
初
は
山
そ
の
も
の
や
そ
こ
を
水
源
と

す
る
川
を
祀
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
れ
が
中
央
権
力
に
よ
っ
て
記
紀
神
話

の
神
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
で
す
。 

甲斐の国一宮浅間神社の拝殿前の石棒 

わが家の近くの道ばたにある石棒 
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こ
の
よ
う
な
こ
と
は
明
治
維
新
に
も

起
こ
り
ま
し
た
。
明
治
政
府
は
天
皇
中

心
の
国
家
統
制
を
敷
く
こ
と
に
よ
っ
て

国
の
近
代
化
を
図
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

そ
の
思
想
的
背
景
に
国
家
神
道
を
据
え

た
の
で
す
。 

そ
の
た
め
、
民
衆
の
間
で
広
く
信
仰

さ
れ
て
い
た
日
本
の
伝
統
的
な
祭
神
は

多
く
が
捨
て
ら
れ
、「
王
権
神
話
」
の
神

に
代
替
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

国
家
神
道
と
は
『
古
事
記
』、『
日
本

書
紀
』
な
ど
の
古
典
を
根
拠
と
し
て
万

世
一
系
の
天
皇
が
日
本
を
統
治
す
る
こ

と
を
前
提
に
、
政
治
的
な
制
度
と
と
も

に
作
ら
れ
た
祭
祀
の
制
度
だ
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
江
戸
時
代
の

国
学
者
・
平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
～
一

八
四
三
）
の
思
想
が
あ
り
ま
す
。 

だ
か
ら
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
神
を

額
面
通
り
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
歴
史

を
考
え
る
上
で
危
険
な
の
で
す
。
政
府

の
命
令
で
古
い
信
仰
対
象
を
捨
て
、
新

し
い
記
紀
の
神
に
乗
り
換
え
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
時
、
古
い

神
は
捨
て
る
訳
に
も
ゆ
か
ず
、
神
社
の

境
内
に
ひ
っ
そ
り
と
鎮
座
し
て
い
る
と

い
っ
た
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。 

し
か
し
石
棒
を
堂
々
と
ご
祭
神
に
し

た
神
社
も
あ
り
ま
す
。
金
精
さ
ま
で
す
。

金
精
さ
ま
は
、
金
勢
、
金
清
、
金
生
、

魂
生
、
根
性
、
根
精
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

当
て
字
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ

も
男
根
の
形
を
し
た
ご
神
体
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。 

金
精
さ
ま
を
祀
っ
た
神
社
は
全
国
各

地
に
あ
り
ま
す
が
、
特
に
東
日
本
の
東

北
地
方
か
ら
関
東
地
方
に
か
け
て
の
地

域
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
そ
し

て
こ
の
地
域
こ
そ
縄
文
時
代
の
遺
跡
か

ら
石
棒
が
出
土
す
る
地
域
と
ぴ
っ
た
り

 重
な
る
の
で
す
。 

金
精
と
い
え
ば
栃
木
県
日
光
の
金
精

峠
が
有
名
で
す
。
峠
に
は
金
精
神
社
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
日
光
ま
で
出
掛
け

る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
山
梨
に
も
い

た
る
と
こ
ろ
に
金
精
さ
ま
は
鎮
座
し
て

金山神社祭礼・性器の形をした餅を作り奉納する 



 14 

い
る
の
で
す
。 

一
例
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
甲
斐
市
宇

津
谷
に
あ
る
金
山
神
社
で
す
。
神
社
と

は
名
ば
か
り
の
み
す
ぼ
ら
し
い
プ
レ
ハ

ブ
小
屋
に
金
精
さ
ま
は
鎮
座
し
て
い
る

の
で
す
が
、
毎
年
一
月
二
十
八
日
に
行

わ
れ
る
祭
典
で
は
、
米
の
粉
を
練
っ
て

男
女
の
性
器
の
形
を
し
た
餅
を
作
り
、

奉
納
し
、
子
授
け
祈
願
を
し
ま
す
。 

こ
う
い
っ
た
素
朴
な
信
仰
こ
そ
が
国

家
が
介
入
す
る
前
の
民
衆
の
信
仰
で
す
。 

 
 

山
梨
県
で
は
、
明
治
初
期
に
県
令
・

藤
村
紫
朗
の
主
導
す
る
「
近
代
化
」
の

改
革
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
民
俗
に
対
す

る
布
達
や
禁
令
が
発
せ
ら
れ
、
古
く
か

ら
行
わ
れ
て
い
た
多
く
の
祭
礼
は
縮
小

あ
る
い
は
消
滅
し
ま
し
た
。
し
か
し
俗

信
、
迷
信
、
非
近
代
的
と
い
わ
れ
よ
う

と
、
民
衆
の
心
の
奥
に
し
ま
い
込
ま
れ

た
再
生
と
豊
穣
へ
の
願
い
ま
で
消
し
去

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。 

男
根
崇
拝
は
今
日
で
も
日
本
の
民
俗

信
仰
の
中
に
脈
々
と
流
れ
続
け
て
お
り
、

縁
結
び
、
子
孫
繁
栄
、
子
宝
祈
願
、
安

産
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
「
生
殖
」
は
「
生
産
、
稔
り
」

に
も
通
じ
、「
五
穀
豊
穣
の
神
」
と
し
て

も
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

道
祖
神
と
丸
石
信
仰 

石
棒
に
触
れ
た
な
ら
、
同
じ
石
神
で

あ
る
道
祖
神
に
言
及
し
な
い
訳
に
は
い

き
ま
せ
ん
。
道
祖
神
や
石
仏
を
熱
心
に

研
究
し
て
い
る
石
田
哲
弥
に
よ
れ
ば
、

「
祖
神
塔
の
分
布
と
造
立
数
は
、
長
野

県
、
群
馬
県
、
山
梨
県
、
神
奈
川
県
、

静
岡
県
の
五
県
が
抜
き
ん
で
て
多
い
」

と
い
い
ま
す
。 

こ
の
五
県
の
中
心
は
山
梨
県
で
す
。

山
梨
県
の
道
祖
神
の
数
は
二
、
二
二
四

基
と
い
う
調
査
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ

に
犬
も
歩
け
ば
道
祖
神
に
当
た
る
状
態

で
す
。
道
祖
神
の
周
り
は
大
抵
、
草
が

き
れ
い
に
刈
り
取
ら
れ
、
米
や
果
物
を

供
え
た
り
、
花
が
た
む
け
ら
れ
た
り
し

て
い
て
、
普
段
か
ら
地
域
の
人
々
が
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
こ
と
が
う

甲斐市宇津谷の金山神社祭礼 
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か
が
え
ま
す
。 

石
棒
は
、
道
祖
神
と
一
緒
に
祀
ら
れ

て
い
た
り
、
道
祖
神
そ
の
も
の
と
し
て

祀
ら
れ
て
い
た
り
す
る
と
書
き
ま
し
た

が
、
民
俗
学
的
に
は
男
根
形
の
道
祖
神

と
金
精
さ
ま
は
異
な
る
神
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。 

一
般
的
に
は
道
祖
神
の
本
質
は
、
そ

の
名
前
か
ら
「
道
の
神
」
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
村
や
集
落
の
境
、

分
か
れ
道
、
峠
な
ど
に
祀
ら
れ
、
旅
人

な
ど
道
往
く
人
々
を
災
い
か
ら
守
っ
て

く
れ
る
と
古
来
よ
り
信
じ
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
集
落
の
中
に
外
部
か
ら
侵
入
し

よ
う
と
す
る
悪
霊
や
疫
病
を
退
け
る
た

め
の
「
塞
の
神
」
で
も
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
山
梨
県
で
は
金
精
さ
ま
と
道
祖

神
が
習
合
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
お
地
蔵
さ
ま
と
同

一
視
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

道
祖
神
が
「
塞
の
神
」
と
し
て
祀
ら

れ
て
い
る
典
型
的
な
例
を
、
ヒ
マ
ラ
ヤ

山
中
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
写
真

は
私
が
十
年
ほ
ど
前
に
訪
れ
た
ネ
パ
ー

ル
の
カ
ク
ベ
ニ
と
い
う
村
の
入
口
に
祀

ら
れ
て
い
た
道
祖
神
で
す
。
左
側
の
男

神
に
は
男
根
が
、
右
側
の
女
神
に
は
女

 

陰
が
赤
裸
々
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
村
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
仰
す

る
人
口
五
百
人
ほ
ど
の
小
さ
な
村
で
す

が
、
仏
教
が
入
り
込
む
前
の
民
衆
信
仰

が
い
ま
も
根
強
く
続
い
て
い
る
こ
と
が

２つの川の合流部、三角州の様な場所に位置するカクベニ村 

村の入り口にある男女二対の塞の神 
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分
か
り
ま
す
。
中
国
を
挟
ん
で
東
と
西

で
全
く
同
じ
よ
う
な
道
祖
神
信
仰
が
根

付
い
て
い
る
こ
と
も
面
白
い
の
で
す
が
、

道
祖
神
と
し
て
「
性
器
」
を
祀
る
相
似

性
に
驚
き
ま
す
。 

次
は
地
元
山
梨
の
例
で
す
。
写
真
は

山
梨
市
で
毎
年
一
月
第
二
日
曜
日
に
行

わ
れ
て
い
る
ど
ん
と
焼
き
の
時
の
写
真

で
す
。
稲
藁
で
作
ら
れ
て
い
る
の
は
オ

カ
リ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
仮
小
屋
で
す
。
祭

り
の
様
子
を
書
く
と
長
く
な
り
ま
す
の

で
、
今
は
オ
カ
リ
ヤ
か
ら
突
き
出
し
て

い
る
細
長
い
棒
の
よ
う
な
も
の
に
注
目

し
て
く
だ
さ
い
。 

子
供
の
こ
ろ
は
こ
れ
が
何
の
意
味
を

持
っ
て
い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
今
と
な
っ
て
は
明
瞭
で
す
。
カ
ク

ベ
ニ
村
の
男
と
同
じ
よ
う
に
男
根
を
突

き
出
し
て
い
る
の
で
す
。 

山
梨
を
中
心
と
し
た
縄
文
人
た
ち

の
信
仰
は
、
石
棒
崇
拝
か
ら
道
祖
神
へ

と
変
化
を
と
げ
な
が
ら
も
一
貫
し
た
連

続
体
と
し
て
私
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
男
根
型

の
道
祖
神
や
そ
の
祭
り
は
、
人
び
と
の

心
の
中
に
働
き
続
け
て
き
た
「
思
考
の

構
造
」
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。 

祭
り
の
在
り
方
は
時
代
に
よ
っ
て
変

化
し
ま
す
。
だ
か
ら
表
面
は
近
世
的
な

装
い
で
表
現
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
奥

に
あ
る
「
構
造
」
あ
る
い
は
「
シ
ス
テ

ム
」
の
由
来
は
、
き
わ
め
て
古
い
と
い

わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。 

と
こ
ろ
で
い
ま
ま
で
道
祖
神
と
し
て

祀
ら
れ
て
い
る
石
棒
の
こ
と
に
つ
い
て

触
れ
な
が
ら
、
山
梨
独
特
の
丸
石
道
祖

神
に
つ
い
て
は
あ
え
て
触
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
本
題
は
こ
こ
か
ら
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

実
は
山
梨
の
道
祖
神
は
と
て
も
変
わ

っ
て
い
る
の
で
す
。
山
梨
で
は
道
祖
神

と
し
て
丸
い
石
を
祀
り
ま
す
。
丸
石
道

祖
神
は
、
山
梨
に
隣
接
し
た
長
野
と
神

奈
川
の
一
部
地
域
に
あ
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
が
、
ほ
ぼ
山
梨
独
特
の
文
化
な
の

で
す
。 

山梨市下井尻のどんと焼き 

山梨市のどんと焼きの時のオカリヤ 
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県
内
の
道
祖
神
の
数
は
二
、
二
二
四

基
と
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の
内
の
三
分

の
一
、
約
七
百
基
が
丸
石
を
祀
っ
た
道

祖
神
な
の
で
す
。
特
に
盆
地
の
東
方
面

の
笛
吹
市
、
山
梨
市
、
甲
州
市
な
ど
に

多
い
よ
う
で
す
。
私
の
生
家
が
あ
る
笛

吹
市
一
宮
町
で
は
、
隣
組
ご
と
に
一
つ

の
道
祖
神
が
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
正
確
に
数
え
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
生
家
を
中
心
に
半
径
一
キ

ロ
の
範
囲
内
に
十
指
に
余
る
丸
石
道
祖

神
が
あ
る
こ
と
は
確
実
で
す
。 

他
県
の
人
に
は
丸
石
道
祖
神
と
い
っ

て
も
ど
ん
な
も
の
か
想
像
が
つ
き
か
ね

る
と
思
い
ま
す
の
で
、
上
の
写
真
を
見

て
く
だ
さ
い
。 

 

た
だ
の
丸
い
石
で
す
。
石
島
公
民
館

横
に
あ
る
も
の
は
県
下
最
大
の
丸
石
道

祖
神
で
す
が
、
普
通
は
も
っ
と
小
ぶ
り

で
、
人
間
の
頭
程
度
の
大
き
さ
の
も
の

が
一
般
的
で
す
。
大
学
の
同
窓
会
を
山

梨
で
開
い
た
時
、
関
西
出
身
の
同
窓
生

の
ひ
と
り
が
、
道
端
の
あ
ち
こ
ち
に
あ

る
丸
石
に
疑
問
を
抱
き
、
「
あ
れ
は
何

だ
」
と
指
さ
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

丸
い
石
の
道
祖
神
に
何
の
疑
問
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
私
は
、
即
座
に
「
あ

れ
は
道
祖
神
だ
、
そ
ん
な
こ
と
も
分
か

ら
ん
の
か
」
と
鼻
で
せ
せ
ら
笑
っ
た
の

で
す
。
す
る
と
そ
の
同
窓
生
は
「
山
梨

は
貧
し
い
な
～
」
と
感
慨
を
込
め
て
言

い
ま
す
。
関
西
で
は
道
祖
神
は
石
碑
や

山梨市石島公民館横。県下最大の丸石道祖神。 

甲州市塩山の丸石道祖神・願いがかなった人は丸石を新たに奉納する 
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石
像
の
形
態
で
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

多
い
そ
う
で
す
。
し
か
し
山
梨
で
は
貧

し
さ
ゆ
え
、
ま
と
も
な
道
祖
神
の
石
碑

さ
え
建
て
ら
ず
、
拾
っ
て
き
た
石
で
代

用
し
て
い
る
と
彼
は
考
え
た
の
で
す
。 

そ
う
言
わ
れ
る
と
、
私
も
山
梨
は
急

流
が
多
く
、
転
が
っ
て
丸
く
な
っ
た
石

が
手
軽
に
手
に
入
る
か
ら
、
そ
れ
を
道

祖
神
に
据
え
た
の
か
な
ど
と
深
く
考
え

も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

丸
石
信
仰
の
ル
ー
ツ
は
石
棒
と
同
じ
よ

う
に
、
縄
文
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
が
金

生
遺
跡
の
見
学
で
や
っ
と
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。 

石
棒
は
東
北
か
ら
東
日
本
に
か
け
て

広
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

と
道
祖
神
の
関
係
を
論
じ
た
研
究
は
い

く
つ
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
世
界
各
地
に

男
根
崇
拝
の
民
族
例
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

こ
れ
と
の
関
係
で
論
じ
た
も
の
も
あ
り

ま
す
。 

し
か
し
こ
と
丸
石
に
関
し
て
は
、
地

域
が
ほ
ぼ
甲
府
盆
地
に
限
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
は
丸
石
と
縄
文

の
関
係
を
論
じ
た
研
究
を
知
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
も
し
か
し
た
ら
こ
れ
は
日
本

の
考
古
学
、
あ
る
い
は
民
俗
学
の
上
で

新
し
い
発
見
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
、

私
は
胸
を
と
き
め
か
し
て
家
路
に
つ
い

た
の
で
し
た
。 

６
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
北
杜
市
考
古
資

料
館
に
あ
る
配
石
遺
構
と
石
棒
の
写
真

を
も
う
一
度
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。
写

真
左
下
隅
に
丸
石
が
写
っ
て
い
る
の
が

分
か
る
で
し
ょ
う
。 

こ
れ
は
実
物
で
は
な
く
遺
構
を
再
現

し
た
ジ
オ
ラ
マ
で
す
の
で
、
発
掘
中
の

写
真
も
載
せ
て
お
き
ま
す
。
こ
こ
に
も

丸
石
が
は
っ
き
り
写
っ
て
い
ま
す
。 

偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
後
、

訪
れ
た
釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館
で
も
、
丸

石
が
石
棺
墓
と
一
緒
に
出
て
来
た
例
が

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
山
梨
の

丸
石
道
祖
神
の
起
源
は
、
石
棒
形
の
道

祖
神
と
同
じ
く
、
縄
文
時
代
に
そ
の
ル

ー
ツ
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し

新
発
見
か
と
い
う
希
望
は
早
々
と
諦
め

金生遺跡石組み発掘中の写真 
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ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。 

調
べ
て
み
る
と
、
山
梨
の
在
野
の
民

俗
学
者
・
中
沢
厚
に
よ
る
丸
石
神
の
研

究
が
既
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
丸
石

道
祖
神
の
分
布
の
中
心
部
に
近
い
山
梨

市
に
住
む
中
沢
は
、
四
十
年
に
も
わ
た

る
地
道
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
結
果

を
『
石
に
や
ど
る
も
の―
甲
斐
の
石
神

と
石
仏
（
平
凡
社
）』
と
し
て
一
九
八
八

年
に
上
梓
し
ま
し
た
。
に
わ
か
「
縄
文

研
究
家
」
の
私
が
と
て
も
太
刀
打
ち
で

き
る
レ
ベ
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

中
沢
は
八
ヶ
岳
山
麓
の
縄
文
遺
跡
か

ら
多
く
の
丸
石
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
、

丸
石
と
石
棒
神
と
の
祭
祀
の
共
存
が
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
山
梨
の
丸
石
道
祖 

神
信
仰
の
起
源
を
縄
文
文
化
期
と
想
定

し
て
い
ま
す
。
少
し
長
く
な
り
ま
す
が

こ
こ
に
引
用
し
て
お
き
ま
す
。 

「
彼
ら
の
生
ん
だ
丸
石
信
仰
も
遠
く

及
ん
で
大
和
地
方
は
い
う
ま
で
も
な
く

西
国
や
東
北
地
方
も
影
響
を
こ
う
む
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
長
い
年
代

が
過
ぎ
、
つ
い
で
弥
生
文
化
時
代
と
か

古
墳
時
代
と
い
わ
れ
る
主
と
し
て
西
方

か
ら
権
力
集
中
の
変
動
時
代
が
は
じ
ま

る
。
そ
し
て
結
果
的
に
全
国
的
統
一
の

形
が
出
来
る
。
国
家
の
支
配
権
力
を
に

ぎ
っ
た
の
が
大
陸
文
化
で
武
装
し
た
九

州
方
面
の
土
着
グ
ル
ー
プ
か
、
そ
れ
と

も
山
陰
地
方
の
朝
鮮
勢
力
の
延
長
で
あ

る
近
江
・
大
和
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た

か
、
或
は
ま
た
朝
鮮
海
峡
を
押
し
渡
っ

て
き
て
列
島
を
席
巻
す
る
騎
馬
族
の
一

団
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
詳
ら
か
で

な
い
が
と
に
か
く
そ
ん
な
変
動
の
中
で

こ
の
島
国
の
事
態
は
一
変
し
た
。 

 

中
部
山
岳
地
方
が
減
退
す
れ
ば
そ

の
文
化
的
影
響
も
後
退
せ
ざ
る
を
得
ず
、

そ
の
後
退
が
丸
石
信
仰
が
消
滅
し
て
い

っ
た
原
因
に
な
る
。
丸
石
が
広
い
地
域

か
ら
影
を
消
し
た
が
、
丸
石
信
仰
を
自

ら
の
生
活
の
中
か
ら
生
み
育
て
た
中
部

山
岳
地
方
の
人
々
は
そ
れ
を
捨
て
が
た

く
思
う
。
真
の
文
化
と
い
う
も
の
に
は

そ
う
い
う
面
が
あ
っ
て
、
借
り
も
の
で

な
い
あ
か
し
に
も
、
其
の
後
千
年
二
千

年
の
命
脈
を
保
っ
て
、
よ
く
今
日
ま
で

残
存
し
た
の
で
あ
る
」 

中
沢
は
、
山
梨
以
外
に
も
丸
石
へ
の

信
仰
が
点
々
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

丸
石
信
仰
は
一
度
は
全
国
に
広
ま
っ
た

が
、
そ
の
後
消
滅
し
、
核
と
な
る
山
梨

だ
け
に
残
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
訳
で

す
が
、
こ
の
考
え
方
に
は
無
理
が
あ
る

よ
う
な
気
が
私
に
は
し
ま
す
。
石
棒
信

仰
が
か
な
り
広
い
範
囲
に
今
で
も
残
っ

て
い
る
の
に
、
な
ぜ
丸
石
信
仰
だ
け
が

山
梨
に
限
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い

に
対
す
る
説
明
が
う
ま
く
つ
か
な
い
か
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ら
で
す
。
丸
石
信
仰
は
も
と
も
と
「
富

士
眉
月
弧
文
化
圏
」
特
有
の
信
仰
と
考

え
た
方
が
す
っ
き
り
し
ま
す
。 

そ
れ
で
は
日
本
各
地
に
点
々
と
あ
る

丸
石
信
仰
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
で

し
ょ
う
。
つ
ぶ
さ
に
研
究
し
た
訳
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
私
の
直
感
で
い
え
ば
、

丸
い
石
を
魂
の
依
り
代
と
見
な
し
た
思

考
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

「
掌
中
の
玉
」
と
言
い
方
が
あ
る
よ

う
に
、
私
た
ち
は
き
わ
め
て
大
切
で
貴

重
な
モ
ノ
を
「
丸
い
も
の
」、「
玉
の
よ

う
な
も
の
」
と
考
え
て
い
ま
す
。
プ
ラ

ト
ン
の
時
代
か
ら
球
体
は
完
全
な
形
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
玉
形

の
石
が
尊
ば
れ
た
の
は
、
見
た
目
に
立

派
で
あ
る
と
い
う
嗜
好
と
、
玉
と
魂
と

の
関
係
付
け
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば

記
紀
の
天
孫
降
臨
の
段
に
登
場
す
る
玉

依
姫
（
た
ま
よ
り
ひ
め
）
の
「
玉
」
は
、

霊
魂
、
神
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
思
考
は
、
前
史
時
代
に
遡
る
ほ

ど
古
い
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。 

丸
石
を
女
陰
と
み
な
し
、
再
生
と
豊

穣
へ
の
願
い
を
込
め
た
「
富
士
眉
月
弧

文
化
圏
」
の
信
仰
と
は
そ
の
起
源
を
別

に
す
る
と
考
え
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。 

丸
石
は
魂
な
ど
と
い
う
「
高
級
な
も

の
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
女
陰
を
象

徴
し
た
性
器
信
仰
で
す
。
そ
の
証
拠
に
、

私
の
地
元
で
は
、「
コ
ン
ボ
ー
メ
」
と
言

い
な
が
ら
丸
石
を
棒
で
つ
つ
い
た
り
、

転
が
し
た
り
す
る
と
子
宝
に
恵
ま
れ
る

と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。
山
梨

で
は
子
供
の
こ
と
を
ボ
コ
又
は
コ
ン
ボ

コ
と
言
い
ま
す
。 

「
コ
ン
ボ
ー
メ
」
と
い
う
の
は
、「
子

供
産
め
」
で
す
。
そ
し
て
棒
で
つ
つ
い

た
り
、
転
が
し
た
り
す
る
の
は
性
交
を

象
徴
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
さ

ら
に
丸
石
道
祖
神
が
石
棒
形
の
道
祖
神

と
し
ば
し
ば
同
時
に
祀
ら
れ
る
こ
と
、

ど
ん
と
焼
き
な
ど
の
道
祖
神
の
祭
り
に

子
供
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
も
こ
れ
を
裏
付
け
ま
す
。 

こ
こ
ま
で
書
い
て
き
て
、
石
棒
と
丸

石
と
い
う
二
つ
の
道
祖
神
が
、
や
が
て

長
野
県
な
ど
に
数
多
く
見
ら
れ
る
相
対

道
祖
神
に
発
展
し
て
い
く
の
で
は
な
い

三内丸山遺跡出土の磨り石・縄文中期 
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か
と
い
う
予
感
が
湧
い
て
き
ま
し
た
が
、

に
わ
か
縄
文
研
究
家
と
し
て
こ
れ
以
上

筆
を
滑
ら
せ
る
こ
と
は
や
め
て
お
き
ま

し
ょ
う
。 

た
だ
丸
石
を
な
ぜ
女
陰
と
見
な
し
た

の
か
と
い
う
疑
問
が
残
り
ま
す
。
最
初

は
た
ま
ご
型
の
丸
石
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

鳥
な
ど
の
た
ま
ご
か
ら
雛
が
生
ま
れ
る

こ
と
が
丸
石
信
仰
の
端
緒
な
の
か
と
想

像
し
ま
し
た
。
し
か
し
三
内
丸
山
遺
跡

か
ら
出
て
き
た
石
皿
と
磨
り
石
の
写
真

を
見
て
い
て
、
丸
石
の
起
源
は
こ
こ
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

縄
文
人
た
ち
は
、
木
の
実
な
ど
を
す

り
つ
ぶ
し
て
粉
に
す
る
た
め
、
中
央
が

窪
ん
だ
石
皿
と
磨
り
石
を
こ
し
ら
え
ま

し
た
が
、
同
時
に
こ
の
石
皿
や
す
り
石

は
祭
器
と
し
て
も
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。

 

そ
し
て
女
が
死
ぬ
と
石
皿
や
磨
り
石

を
、
男
が
死
ぬ
と
男
根
形
石
棒
を
一
緒

に
埋
葬
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

や
が
て
磨
り
石
は
、
女
性
器
を
表
現
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

石
棒
と
丸
石
が
一
緒
に
住
居
址
か
ら
出

て
来
た
例
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
例
か

ら
は
丸
石
が
石
棒
と
同
時
に
一
対
の
呪

具
あ
る
い
は
祭
器
と
し
て
意
識
さ
れ
て

い
た
一
つ
の
証
拠
と
見
な
せ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

石
皿
や
磨
り
石
の
使
用
は
も
ち
ろ
ん

「
富
士
眉
月
弧
文
化
圏
」
に
限
ら
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
丸
石

が
得
ら
れ
や
す
い
中
部
山
岳
地
帯
に
丸

石
信
仰
が
発
展
し
た
の
で
し
ょ
う
。 

で
は
丸
石
は
ど
こ
で
採
集
し
た
か
と

い
う
疑
問
に
つ
い
て
最
後
に
述
べ
て
お

き
ま
す
。
最
初
は
川
で
拾
っ
て
き
た
も

の
だ
ろ
う
と
私
は
単
純
に
考
え
て
い
ま

し
た
が
、
い
く
ら
河
原
を
探
し
て
も
丸

石
道
祖
神
に
飾
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
姿

が
良
い
丸
石
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
岩
石
学
の
ペ
ー

ジ
を
探
し
、「
球
状
岩
石
」
な
ど
の
検
索

を
し
ま
し
た
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
せ
ん
。 

と
こ
ろ
が
平
成
七
年
、
奈
良
県
山
添

三内丸山遺跡・石皿と磨り石 
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村
に
お
い
て
、
ふ
る
さ
と
ホ
ー
ル
造
成

中
に
、
地
中
か
ら
巨
大
な
丸
石
が
出
て

き
た
と
い
う
記
事
に
偶
然
出
く
わ
し
ま

し
た
。
大
き
さ
は
直
径
七
メ
ー
ト
ル
。

重
さ
は
約
六
〇
〇
ト
ン
で
す
。 

こ
の
岩
の
成
因
と
し
て
「
長
い
時
間

を
掛
け
た
再
固
化
や
風
化
な
ど
の
過
程

で
、
地
層
の
中
に
突
然
、
大
き
な
球
状

岩
塊
が
産
出
し
た
」
と
い
う
地
質
学
者

の
コ
メ
ン
ト
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。 

山
梨
の
丸
石
も
川
の
流
れ
で
転
が
っ

て
丸
く
な
っ
た
石
で
は
な
く
、
地
中
で

形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
各
地
の
道
祖
神
の
丸
石
が
ど
こ
か

ら
採
集
し
て
き
た
も
の
か
ま
だ
記
憶
し

て
い
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
後
の
調
査
が
必
要
で
す
。 

縄
文
後
期
・
晩
期
の
金
生
遺
跡
に
導

か
れ
、
石
棒
と
丸
石
、
さ
ら
に
は
道
祖

神
信
仰
ま
で
私
の
歴
史
へ
の
旅
は
経
め

ぐ
っ
て
来
ま
し
た
。
に
わ
か
仕
立
て
の

勉
強
で
、
粗
っ
ぽ
い
推
測
を
書
き
連
ね

て
き
ま
し
た
が
、
縄
文
時
代
は
文
字
の

な
い
社
会
で
す
。 

研
究
者
た
ち
は
遺
跡
か
ら
出
土
す
る

遺
構
や
遺
物
か
ら
、
当
時
の
暮
ら
し
ぶ

り
を
再
現
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
あ
る

程
度
は
推
測
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

信
仰
や
祭
り
と
い
っ
た
形
に
残
ら
な
い

も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
難

し
さ
は
さ
ら
に
増
し
ま
す
。 

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
精
緻
な
研
究
の
上

に
私
が
積
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
何

か
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
が
「
富

士
眉
月
弧
文
化
圏
」
に
暮
ら
し
た
縄
文

人
た
ち
と
同
じ
山
河
を
眺
め
、
私
の
心

の
底
に
あ
の
時
代
か
ら
連
続
し
て
通
奏

低
音
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
野
生
の
感

性
を
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
す
。 

石
棒
や
丸
石
を
精
霊
の
宿
る
も
の
、

失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
命
を
再
生
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
源
と
み
な
し
た
縄
文
人
の

感
性
は
、
私
が
生
ま
れ
育
っ
た
甲
府
盆

地
に
今
も
静
か
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

そ
の
息
吹
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
こ
そ
が
、

縄
文
人
た
ち
の
信
仰
を
知
る
近
道
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

奈良県山添村出土の大きな丸石 



 23 

星
降
る
中
部
高
地
へ
の
誘
い 

 
金
生
遺
跡
訪
問
か
ら
話
は
石
棒
、
さ

ら
に
道
祖
神
へ
と
飛
び
、
思
い
着
い
た

こ
と
を
長
々
と
書
い
て
き
ま
し
た
が
、

最
後
に
本
稿
を
お
読
み
い
た
だ
い
て
縄

文
世
界
や
古
代
の
歴
史
に
興
味
を
持
っ

た
方
の
た
め
に
周
辺
の
観
光
案
内
も
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

「
星
降
る
中
部
高
地
の
縄
文
世
界
」
に

は
八
ヶ
岳
南
麓
か
ら
西
麓
に
か
け
て
多

く
の
縄
文
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も

有
名
な
の
が
長
野
県
茅
野
市
に
あ
る
尖

石
縄
文
考
古
館
で
す
。
こ
こ
に
は
縄
文

住
居
の
復
元
展
示
と
日
本
で
一
番
古
い

国
宝
の
土
偶
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ

は
「
縄
文
の
ビ
ー
ナ
ス
」
で
す
。
平
ら

な
頭
は
髪
型
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も

帽
子
を
被
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

切
れ
長
の
つ
り
上
が
っ
た
目
、
小
さ
な

お
ち
ょ
ぼ
口
が
か
わ
い
い
で
す
ね
。
大

き
な
お
な
か
や
豊
か
な
腰
は
、
妊
娠
し

て
い
る
女
性
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

 

も
う
一
つ
は
「
仮
面
の
女
神
」
で
す
。

逆
三
角
形
の
板
を
頭
部
に
く
く
り
つ
け

た
か
の
よ
う
な
顔
の
表
現
か
ら
こ
の
よ

う
に
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
張
り
出
し
た

胴
部
を
太
く
丸
い
足
で
支
え
て
、
下
腹

部
に
は
女
性
器
の
よ
う
な
文
様
も
あ
り

ま
す
。
す
ぐ
近
く
の
中
ッ
原
縄
文
公
園

で
は
、
見
つ
か
っ
た
そ
の
場
所
に
、
見

つ
か
っ
た
形
の
ま
ま
レ
プ
リ
カ
が
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

一
度
に
国
宝
の
女
神
さ
ま
二
人
に
会

縄文のビーナス 

仮面の女神 
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え
る
な
ん
て
、
な
ん
て
素
晴
ら
し
い
こ

と
で
し
ょ
う
。 

 

金
生
遺
跡
か
ら
尖
石
縄
文
考
古
館
へ

移
動
す
る
途
中
に
あ
る
井
戸
尻
考
古
館

も
素
晴
ら
し
い
施
設
で
す
。
博
物
館
の

周
囲
に
は
、
井
戸
尻
・
曽
利
・
藤
内
・

九
兵
衛
尾
根
・
居
平
・
唐
渡
宮
・
向
原

な
ど
、
名
だ
た
る
縄
文
遺
跡
が
集
中
し
、

「
井
戸
尻
遺
跡
群
」
を
形
成
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
ら
か
ら
出
土
し
た
も
の
す

ご
い
数
の
石
器
や
土
器
が
展
示
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

ま
た
井
戸
尻
遺
跡
は
「
縄
文
農
耕
論
」

発
祥
の
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

八
ヶ
岳
山
麓
の
縄
文
遺
跡
の
発
掘
に
精

力
的
に
取
り
組
ん
だ
藤
森
栄
一
は
、
出

土
す
る
石
器
の
一
部
は
農
作
業
の
一
連

の
過
程
を
担
う
農
具
で
は
な
い
か
と
考

え
た
の
で
す
。 

 

縄
文
時
代
は
狩
猟
採
集
の
世
界
で
あ

る
と
い
う
常
識
を
覆
す
衝
撃
的
な
主
張

で
し
た
。
畑
を
耕
す
た
め
に
使
わ
れ
た

と
想
像
さ
れ
る
石
鍬
や
ア
ワ
や
ヒ
エ
の

穂
を
刈
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
石
包
丁
な

ど
、
特
徴
あ
る
展
示
が
見
物
で
す
。 

 

金
生
遺
跡
か
ら
南
に
足
を
向
け
れ
ば
、

甲
斐
風
土
記
の
丘
・
曽
根
丘
陵
公
園
の

中
に
山
梨
県
立
考
古
博
物
館
が
あ
り
ま

す
。
園
内
に
は
国
指
定
史
跡
で
あ
る
銚

子
塚
古
墳
、
丸
山
古
墳
を
は
じ
め
、
数

多
く
の
遺
跡
が
点
在
し
て
お
り
、
ま
た

山
梨
県
内
で
出
土
し
た
多
く
の
石
器
や

土
器
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

広
い
園
内
は
森
林
公
園
の
趣
を
呈
し

て
お
り
、
四
季
折
々
の
景
色
を
楽
し
め

ま
す
。
と
り
わ
け
木
々
が
一
斉
に
色
づ

く
紅
葉
の
季
節
は
、
歴
史
散
歩
に
う
っ

て
つ
け
で
す
。 

井戸尻考古館所蔵・水煙文土器 
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最
後
に
紹
介
す
る
の
は
私
の
家
の
す

ぐ
近
く
の
釈
迦
堂
遺
跡
で
す
。
中
央
高

速
道
路
の
工
事
中
に
見
つ
か
っ
た
縄
文

時
代
中
期
を
中
心
と
し
た
遺
跡
で
す
。

３０
ト
ン
に
も
及
ぶ
膨
大
な
石
器
や
土
器

が
出
土
し
、
そ
の
う
ち
五
千
点
余
が
国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
釈
迦
堂

遺
跡
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

な
か
で
も
一
一
一
六
体
も
の
土
偶
は
一

遺
跡
あ
た
り
の
出
土
数
と
し
て
は
際
立

っ
て
い
て
、
土
偶
の
聖
地
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。 

。
こ
の
博
物
館
は
中
央
高
速
道
路
の

釈
迦
堂
パ
ー
キ
ン
グ
に
車
を
置
い
た
ま

ま
、
入
館
で
き
る
と
い
う
珍
し
い
博
物

館
で
す
の
で
、
是
非
お
立
ち
寄
り
く
だ

さ
い
。 

「
星
降
る
中
部
高
地
の
縄
文
世
界
」

に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
様
々
な
遺
跡
が

諏
訪
湖
周
辺
か
ら
甲
府
盆
地
に
か
け
て

点
在
し
て
い
ま
す
。
霧
ケ
峰
高
原
の
一

画
に
あ
る
星
糞
峠
に
は
「
星
降
る
」
の

名
前
の
由
来
に
な
っ
た
黒
曜
石
を
産
出

す
る
鉱
山
跡
が
あ
り
、
数
千
年
前
に
縄

文
人
た
ち
が
黒
曜
石
を
掘
っ
た
後
が
ク

レ
ー
タ
ー
状
の
く
ぼ
み
と
し
て
残
っ
て

い
ま
す
。 

諏
訪
湖
近
く
に
あ
る
諏
訪
大
社
は
縄

文
遺
跡
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
御
柱
祭

や
御
頭
祭
な
ど
縄
文
の
雰
囲
気
を
色
濃

く
残
す
神
社
で
す
。 

縄
文
へ
の
旅
は
こ
こ
ろ
の
ふ
る
さ
と

へ
の
旅
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ろ
の
奥

に
流
れ
る
忘
れ
ら
れ
た
遠
い
記
憶
を
呼

び
覚
ま
し
、
こ
の
地
で
暮
ら
し
た
遙
か

昔
の
人
た
ち
に
思
い
を
は
せ
、
自
然
と

と
も
に
あ
っ
た
日
本
の
文
化
の
源
流
を

訪
ね
る
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
の
旅
は
い
か

が
で
し
ょ
う
。 

令
和
二
年
十
一
月
十
日 


