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石
彫
公
園
え
の
夢

諏
訪
市
に
は
す
ぼ
ら
し
い
石
彫
公
園
が
造
ら
れ
て

い
る
｡
こ
れ
は
世
界
各
国
の
名
彫
刻
家
を
集
め
､
一

九
七
八
年
諏
訪
湖
国
際
彫
刻
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
と
名

打
っ
て
､
諏
訪
市
が
前
か
ら
考
え
て
い
た
文
化
公
園

造
り
の
一
環
と
し
て
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

し
か
も
､
こ
の
公
園
は
諏
訪
湖
の
汚
水
に
端
を
発

し
て
い
る
と
い
う
の
も
面
白
い
｡
湖
底
を
し
ゅ
ん
せ

つ
し
た
汚
泥
に
よ
る
埋
立
て
地
に
文
化
公
園
を
造
る

こ
と
を
考
え
て
い
た
矢
先
､
た
ま
〈
本
県
出
身
で

東
京
芸
大
彫
刻
科
出
身
の
梅
沢
英
一
先
生
が
　
｢
こ
の

諏
訪
湖
を
大
事
を
文
化
財
と
し
て
育
て
あ
げ
る
た
め

に
､
湖
周
辺
に
広
場
を
設
け
地
域
の
中
に
眠
っ
て
い

る
良
蹄
の
岩
石
を
用
い
て
石
彫
公
園
を
造
っ
た
ら
｣

と
熱
心
に
説
得
し
た
｡
そ
れ
に
対
し
市
も
大
き
-
動

か
さ
れ
､
横
沢
先
生
を
中
心
と
し
て
世
界
各
国
の
彫

刻
家
を
諏
訪
に
招
き
､
九
､
十
の
二
ケ
月
を
要
し
､

諏
訪
周
辺
の
景
色
､
歴
史
と
現
況
､
都
市
計
画
を
ど

を
基
調
に
立
案
村
議
し
､
製
作
者
全
員
が
不
自
由
な

共
同
生
活
を
し
､
燃
え
る
よ
う
を
創
造
へ
の
情
熱
を

傾
注
さ
れ
'
現
在
の
石
彫
公
園
が
で
き
あ
が
っ
た
と

聞
い
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
原
石
は
霧
ヶ
峰
か
ら
掘
り

出
さ
れ
､
大
き
な
も
の
は
三
十
ト
ン
も
あ
り
､
数
に

し
て
も
三
十
個
以
上
の
石
を
用
い
て
製
作
さ
れ
て
い

る
｡
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
彫
刻
は
築
山
や
柔
ら
か
い

芝
の
間
に
点
在
し
､
美
し
い
芸
術
の
結
晶
と
し
て
配

轟
さ
れ
'
白
魚
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
落
つ
い
た
ふ
ん

い
き
を
作
っ
て
い
る
｡
こ
の
公
園
で
観
光
客
は
足
を

止
め
市
民
は
憩
の
場
と
し
て
こ
こ
を
訪
れ
､
子
供
た

ち
は
こ
れ
ら
の
作
品
に
連
接
手
を
ふ
れ
'
上
部
の
平

な
上
に
来
っ
て
高
々
と
し
て
と
び
は
ね
､
ま
た
､
小

さ
な
彫
刻
に
ま
た
が
っ
て
楽
し
む
姿
が
み
ら
れ
る
｡

山
岳
部
市
大
町
に
も
子
供
た
ち
や
市
民
､
観
光
客
に

こ
ん
な
す
ぼ
ら
し
い
贈
物
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
｡

将
来
を
に
を
う
子
供
た
ち
が
こ
れ
ら
の
彫
刻
を
通
じ

て
芸
術
に
日
を
開
き
､
性
界
に
向
っ
て
は
ば
た
く
こ

と
が
で
き
た
ら
と
思
う
｡
幸
い
､
大
町
に
も
高
瀬
川

な
ど
に
す
ぼ
ら
し
い
原
石
が
数
多
く
眠
っ
て
い
る
｡

こ
の
原
石
に
命
を
与
え
た
な
ら
､
将
来
の
大
町
に
と

っ
て
す
ぼ
ら
し
い
文
化
財
産
に
去
る
の
で
は
な
い
が

と

思

う

｡
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潅木帯をラッセルして進む

鰭物情ど

爺
ケ
岳
冷
尾
根

一
九
八
二
･
十
二
月
三
十
日
-

一
九
八
三
･
一
月
三
日

大
町
山
の
会
　
榛
薬
､
浅
川
､
西
田

十
二
月
三
十
日
大
町
山
の
会
事
務
所
を
午
前
六
時

三
十
分
に
出
発
へ
　
大
谷
原
へ
と
向
か
う
｡

二
年
続
き
の
雪
不
足
で
使
い
出
の
斜
面
は
雑
木
が

黒
い
樹
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
｡
や
は
り
正
月
が
近
い

の
か
大
谷
原
に
席
数
パ
ー
テ
ィ
ー
が
入
山
の
準
備
を

し
て
い
る
｡

今
回
の
山
行
の
山
域
を
決
め
る
に
あ
た
り
私
達
は

一
つ
の
目
標
を
立
て
る
｡
そ
れ
は
テ
ン
ト
を
使
用
せ

ず
雪
洞
と
ツ
エ
ル
ト
で
､
冷
尾
根
一
大
谷
原
～
冷
尾

根
-
爺
ケ
岳
北
峰
距
離
四
千
メ
ー
ト
ル
)
を
征
服
し

大
町
山
　
の
会

よ
う
､
｢
二
円
か
か
っ
て
も
三
日
か
か
っ
て
も
い
い

か
ら
精
一
杯
や
ろ
う
｣
と
い
う
目
標
を
も
っ
て
取
り

組
ん
で
き
た
｡

春
の
頃
よ
り
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
続
け
て
き
た
成
果

を
少
し
で
も
こ
の
尾
根
に
か
け
よ
う
と
､
雪
少
な
い

冷
尾
根
を
見
上
げ
な
が
ら
大
谷
原
を
七
時
出
発
す
る
｡

西
侯
に
続
-
広
い
道
路
を
十
五
分
ほ
ど
歩
い
て
行

-
と
左
手
に
吊
り
橋
が
あ
り
い
よ
い
よ
冷
尾
根
末
端

に
取
り
付
く
｡
雪
が
少
な
い
の
で
苦
し
い
登
り
と
な

り
､
低
木
が
顔
を
出
し
て
い
て
本
当
に
歩
さ
す
ら
い
｡

特
に
春
雪
解
け
と
と
も
に
可
憐
を
薄
紅
色
の
花
を
咲

か
せ
る
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
ほ
ど
'
邪
魔
に
在
る
木
は
を
い
｡

大
谷
原
の
西
の
丸
山
　
二
三
七
六
)
　
は
ま
だ
ま
だ
見

上
げ
る
位
置
な
の
で
標
高
は
ま
た
低
い
｡
汗
は
治
れ

る
様
に
体
を
流
れ
て
行
く
｡
ザ
ッ
ク
に
く
く
り
付
け

た
ピ
ッ
ケ
ル
や
ス
コ
ッ
プ
が
木
に
引
掛
り
'
気
が
む

し
ゃ
-
し
ゃ
し
て
-
る
｡
や
っ
と
の
思
い
で
標
高
一

六
六
三
の
小
さ
な
ピ
ー
ク
に
立
つ
｡
時
計
は
も
う
十

二
時
を
指
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
し
ば
ら
-
休
み
行
動
食
を
と
る
｡
ガ
ソ
リ

ン
の
補
給
だ
｡
こ
れ
よ
り
標
高
一
九
七
一
ま
で
は
地

図
の
等
高
線
も
混
ん
で
計
画
時
よ
り
だ
い
ぶ
急
を
斜

面
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
て
は
い
た
も
の
の
､
へ
ん
な

予
想
と
い
う
の
は
当
た
る
も
の
で
､
ラ
ッ
セ
ル
と
木

登
り
の
ミ
ッ
ク
ス
し
た
苦
し
い
登
り
だ
｡
枝
に
し
が

み
つ
く
､
ド
サ
ッ
と
枝
に
積
っ
た
雪
が
頭
を
あ
お
っ

て
し
ま
う
｡
こ
こ
が
一
番
苦
し
い
時
と
蹄
を
食
い
し

ば
り
な
が
ら
､
ジ
リ
ジ
リ
と
高
度
を
稼
ぐ
｡

午
後
三
時
三
十
分
､
標
高
一
九
七
一
の
ピ
ー
ク
の

下
一
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
地
点
に
岩
の
テ
ラ
ス
が
あ
り

こ
こ
で
ビ
バ
ー
ク
す
る
こ
と
に
す
る
｡
休
む
こ
と
な

く
ツ
エ
ル
ト
を
張
り
コ
ン
ロ
で
お
茶
を
沸
か
し
て
飲

む
｡
こ
の
一
瞬
が
言
葉
で
は
い
い
表
せ
な
い
ほ
ど
､

ほ
っ
と
す
る
ひ
と
と
き
で
あ
る
｡

四
時
の
気
象
通
報
を
聞
き
を
が
ら
天
気
図
を
作
成

し
て
､
明
日
の
天
気
を
予
想
す
る
｡
中
国
大
陸
に
は

冷
た
い
風
を
つ
れ
た
高
気
圧
が
あ
り
､
ま
た
日
本
の

東
に
は
低
気
圧
が
あ
っ
て
､
冬
型
の
気
圧
配
置
と
な

っ
て
い
る
が
等
圧
線
も
混
ん
で
は
い
な
い
の
で
明
日

も
大
丈
夫
､
行
動
で
き
る
と
判
断
し
た
｡
夕
食
を
と

り
午
後
七
時
爺
ケ
岳
北
峰
に
出
る
こ
と
を
思
い
な
が

ら
､
眠
る
｡

十
二
月
三
十
一
日
､
午
前
四
時
に
起
床
｡
風
が
強

い
よ
う
た
｡
降
雪
も
少
し
あ
っ
た
よ
う
で
朝
食
を
と

り
七
時
三
十
分
出
発
｡
テ
ラ
ス
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
の

岩
場
は
ザ
-
ル
を
張
っ
て
突
破
す
る
｡
今
田
も
一
日

中
や
ぶ
ご
ざ
で
終
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
を

頭
の
す
み
に
置
き
な
が
ら
出
発
す
る
｡
こ
の
辺
り
に

な
る
と
雪
も
多
く
を
り
頗
く
ら
い
に
な
る
｡
ワ
カ
ン

ジ
キ
を
履
い
て
い
よ
い
よ
本
格
的
な
ラ
ッ
セ
ル
に
な

る
｡
ラ
ッ
セ
ル
は
本
当
に
苦
し
く
両
手
で
雪
を
か
き

分
け
て
､
ジ
ワ
シ
ワ
と
ル
ー
ト
を
伸
ば
し
て
行
く
｡

時
に
は
り
カ
ン
ジ
キ
を
付
け
で
の
木
登
り
と
も
な
る
｡

三
人
が
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
み
二
､
三
十
メ
ー
ト

ル
く
ら
い
ト
ノ
ブ
を
行
っ
て
は
交
替
す
る
と
い
う
パ

タ
ー
ン
が
続
く
｡

つ
い
に
十
二
時
三
十
分
一
九
七
一
の
ピ
ー
ク
に
出

た
｡
太
陽
は
ギ
ラ
ギ
ラ
と
輝
き
ま
る
で
五
月
の
よ
う

だ
｡
ピ
ー
ク
の
平
地
を
所
に
ど
こ
か
の
パ
ー
テ
ィ
日

の
テ
ン
ト
が
あ
る
｡
彼
ら
は
ノ
ー
マ
ル
ル
ー
ト
を
登

っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
こ
か
ら
先
は
人
の
歩
い

た
跡
が
あ
り
､
も
う
苦
し
い
ラ
ン
セ
ル
は
終
わ
る
か

に
み
え
た
｡

ラ
ソ
セ
ル
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
楽
で

あ
る
｡
自
分
の
目
で
ル
ー
ト
を
描
き
毛
が
ら
雪
を
か

き
分
け
て
ル
ー
ト
を
切
り
開
い
て
行
く
と
い
う
こ
と

が
ど
ん
を
に
苦
し
い
こ
と
か
､
経
験
の
浅
い
私
に
と

っ
て
骨
身
に
し
み
た
｡

次
の
ピ
ー
ク
二
〇
四
五
ま
で
緩
や
か
を
登
り
と
な

る
｡
午
後
一
時
三
十
分
陽
は
高
い
が
こ
れ
以
上
ル
ー

ト
を
伸
ば
し
て
も
適
当
を
ビ
バ
ー
ク
地
が
な
い
と
判

断
し
て
二
〇
四
五
手
前
で
､
雪
洞
を
掘
っ
て
ビ
バ
ー

ク
す
る
こ
と
に
在
る
｡
約
一
時
間
で
三
人
が
入
れ
る
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舵物悼と山

雪
洞
が
完
成
し
体
を
休
め
る
｡
天
気
図
を
取
っ
て
見

る
が
明
日
も
良
さ
そ
う
だ
｡
大
町
の
夜
景
が
美
し
い
｡

午
後
七
時
､
バ
リ
バ
リ
に
凍
っ
た
冷
た
い
シ
ュ
ラ
フ

に
身
を
放
り
込
む
｡

一
九
八
三
･
一
月
一
日
､
夜
半
よ
り
妖
言
い
て
お

り
､
風
は
だ
い
ぶ
強
そ
う
だ
｡
朝
食
を
と
り
七
時
三

十
分
出
発
す
る
｡
先
行
し
て
い
る
紫
岳
会
パ
ー
テ
ィ

_
と
ラ
ソ
セ
ル
を
交
替
し
な
が
ら
冷
尾
根
上
部
の
高

度
を
か
せ
ぐ
｡

今
日
大
谷
原
を
出
発
し
た
我
会
B
隊
と
の
ト
ラ
ン

シ
ー
バ
ー
交
信
時
閏
が
近
い
の
で
開
局
す
る
｡
ロ
ー

ソ
ク
岩
に
て
交
信
す
る
｡
B
隊
は
我
々
が
二
日
か
か

っ
た
ル
ー
ト
を
一
円
で
こ
な
し
て
い
る
よ
う
ず
で
あ

る
｡

冷
尾
根
は
上
部
で
北
積
に
ぶ
つ
か
り
消
え
て
い
る
｡

こ
の
少
し
手
前
で
菓
岳
会
パ
ー
テ
ィ
ー
と
別
れ
る
｡

彼
ら
は
奥
ノ
横
を
登
は
ん
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

私
達
は
北
種
に
ト
ラ
バ
ー
ス
す
る
手
前
で
ハ
ー
ネ
ス

を
身
に
付
け
て
準
備
を
す
る
｡

ザ
ィ
ル
を
出
し
て
四
十
メ
ー
ト
ル
左
へ
ト
ラ
バ
ー

ス
し
て
北
種
を
見
下
ろ
す
と
､
雪
桟
が
ノ
コ
ギ
リ
の

歯
の
様
に
切
り
立
っ
て
い
る
す
ご
い
リ
ッ
チ
で
あ
る
｡

こ

こ

か

ら

も

う

一

ピ

ッ

チ

ザ

-

ル

を

フ

ィ

ッ

ク

ス

す

る
｡
ハ
ィ
マ
ツ
の
上
に
雪
が
積
っ
て
い
て
思
う
よ
う

に
登
れ
な
い
｡
三
ヶ
所
は
ど
ラ
ン
ニ
ン
グ
ビ
レ
ー
を

と
り
､
立
木
に
サ
ィ
ル
を
固
定
す
る
｡

稜
線
は
ま
だ
見
え
な
い
｡
こ
こ
で
少
し
行
動
食
を

と
り
､
も
う
ひ
と
頑
張
り
と
動
き

の
悪
い
休
を
と
ち
り
つ
け
を
が
ら

雪
核
を
登
る
｡
午
後
二
時
十
五
分

つ
い
た
爺
ケ
岳
北
峰
に
出
る
こ
と

が
で
き
た
｡
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
｡

風
も
強
い
の
で
長
居
は
せ
ず
冷
山

荘
へ
と
向
か
う
｡
稜
線
は
､
雪
が

し
っ
か
り
と
踏
み
固
め
ら
れ
て
ま

る
で
一
級
国
道
で
あ
る
｡
冷
山
荘

の
困
り
は
色
と
り
ど
り
の
テ
ン
ト

で
､
さ
な
が
ら
テ
ン
ト
の
ア
バ
ー

ト
の
様
だ
｡
冬
期
小
屋
で
濡
れ
た

シ
ュ
ラ
ー
フ
を
乾
か
し
な
が
ら
'

明
日
は
鹿
島
槍
ヶ
岳
の
頂
を
踏
む
こ
と
を
考
え
る
｡

B
隊
と
交
信
し
､
明
日
午
前
七
時
三
十
分
に
交
信

す
る
と
い
う
こ
と
で
'
行
動
予
定
を
確
認
し
て
､
閉

吊
す
る
｡
高
山
県
側
か
ら
の
風
は
強
-
明
日
の
天
気

が
気
に
在
る
｡
七
時
シ
ュ
ラ
1
7
に
身
を
-
る
む
｡

一
月
二
日
へ
午
前
七
時
三
十
分
に
冷
山
荘
出
発
'

鹿
島
槍
ヶ
岳
南
峰
に
向
か
う
｡
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
の

定
時
交
信
を
交
わ
し
､
三
時
間
後
に
爺
ケ
岳
北
嶋
に

て
ジ
ョ
イ
ン
ト
す
る
予
定
に
す
る
｡
八
時
四
十
分
､

鹿
島
槍
ヶ
岳
南
峰
に
到
着
｡
頂
上
は
風
が
強
-
'
テ

ル
モ
ス
の
紅
茶
を
飲
み
下
降
す
る
｡
荒
沢
北
棟
か
ら

鹿
島
北
嶋
を
抜
け
て
-
る
C
隊
と
は
ジ
ョ
-
ン
ト
で

き
な
か
っ
た
｡

冷
山
荘
に
て
'
パ
ノ
キ
ン
グ
を
し
て
､
B
隊
と
ジ

ョ
イ
ン
ト
す
べ
く
爺
ケ
岳
北
嶋
に
向
か
う
｡
し
ば
ら

く
歩
い
て
､
北
嶋
を
見
上
げ
る
と
､
三
人
-
ら
い
の

人
が
見
え
る
｡
｢
き
っ
と
B
隊
で
あ
ろ
う
｣
 
｡

午
前
十
一
時
四
十
分
爺
ケ
岳
北
嶋
に
て
B
隊
と
ジ

ョ
イ
ン
ト
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡
こ
こ
で
し
は
ら
く

休
み
再
び
冷
尾
根
を
下
降
す
る
｡
途
中
北
桜
に
て
一

ピ
ッ
チ
､
北
種
か
ら
冷
尾
根
ト
ラ
バ
ー
ス
､
下
降
に

二
ピ
ッ
チ
､
冷
尾
根
ロ
ー
ソ
ク
岩
下
の
斜
面
に
一
ピ

ッ
チ
と
､
ザ
-
ル
を
合
計
四
ピ
ッ
チ
､
フ
イ
ノ
ク
ス

し
て
､
安
全
に
下
降
す
る
｡

午
後
一
時
三
十
分
､
B
隊
の
ベ
ー
ス
キ
ャ
ン
プ
に

到
着
し
休
む
こ
と
な
-
整
地
し
て
ツ
エ
ル
ト
を
張
る
｡

凍
っ
た
シ
ュ
ラ
ー
7
､
衣
類
な
ど
ザ
ッ
ク
の
中
に

入
っ
て
い
る
全
て
の
も
の
を
､
木
に
吊
る
し
て
乾
か

す
｡
時
を
同
じ
く
､
C
隊
け
冷
尾
根
を
下
降
し
､
北

稜
取
付
き
点
に
で
､
ビ
バ
ー
ク
す
る
と
い
う
こ
と
を

B
隊
へ
チ
ー
フ
リ
ー
ダ
ー
よ
り
聞
き
'
A
隊
の
榛
薬

は
C
隊
ビ
バ
ー
ク
地
に
向
か
う
｡

明
日
､
天
気
が
良
け
れ
ば
北
接
を
ア
タ
ッ
ク
す
る

こ
と
が
で
き
る
｡
C
隊
の
ビ
バ
ー
ク
地
で
'
狭
い
軽

テ
ン
ト
に
､
三
人
が
う
在
さ
れ
る
よ
う
な
ぎ
ゅ
う
ぎ

ゅ
う
詰
め
の
中
で
眠
り
に
つ
-
｡

天
気
図
に
よ
れ
は
天
気
は
崩
れ
る
と
い
う
予
報
で

あ
る
｡一

月
三
日
､
午
前
二
時
起
床
｡
外
の
よ
う
す
を
う

か
が
う
｡
風
が
強
-
吹
雪
い
て
い
る
｡

午
前
五
時
B
隊
ベ
ー
ス
キ
ャ
シ
フ
と
ト
ラ
ン
シ
ー

バ
ー
の
交
信
を
し
､
北
稜
ア
タ
ッ
ク
中
止
を
決
定
す

る
｡
外
が
明
る
く
な
る
と
､
撤
収
L
B
隊
の
ベ
ー
ス

キ
ャ
ブ
へ
と
向
か
う
｡

午
前
九
時
三
十
分
ノ
ー
マ
ル
ル
ー
ト
を
下
降
｡
途

中
で
再
び
紫
岳
会
パ
ー
テ
ィ
ー
と
今
っ
｡
彼
ら
は
奥

ノ
桜
を
完
登
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
｡

下
降
も
雑
木
が
顔
を
出
し
て
い
て
ま
っ
た
-
歩
さ

す
ら
い
｡
や
っ
と
の
思
い
で
小
冷
涼
に
下
る
｡

こ
こ
か
ら
は
沢
通
し
に
下
る
と
大
谷
原
に
出
る
｡

今
回
の
合
宿
も
終
わ
り
を
告
げ
た
｡

五
日
間
の
合
箔
を
反
省
し
て
み
る
と
数
々
の
点
が

浮
か
ぶ
｡
ま
ず
､
テ
ン
ト
を
持
た
ず
に
ツ
エ
ル
ト
か

雪
洞
で
ビ
バ
ー
ク
す
る
と
言
い
な
が
ら
､
安
易
に
小

屋
を
利
用
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
｡
小
屋
の
囲
り
に
も

雪
洞
を
掘
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
が
あ
り
な
が
ら
小

屋
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
深
-
反
省
し
な
け
れ

ば
な
ら
を
い
｡
ま
た
装
備
に
お
い
で
も
一
部
不
充
分

で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
｡

私
に
と
っ
て
は
厳
冬
期
初
め
て
の
リ
ー
ダ
ー
の
経

験
で
あ
り
､
本
当
に
苦
し
い
ラ
ッ
セ
ル
を
知
り
､
こ

れ
か
ら
の
山
行
に
プ
ラ
ス
に
な
る
と
思
う
｡

一
九
八
三
年
は
､
ゲ
レ
ン
デ
に
通
う
ば
か
り
で
な

く
､
実
戦
的
な
-
り
返
し
､
平
地
で
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
続
け
'
自
分
の
目
標
に
向
か
っ
て
､
一
夢
一
参

道
み
た
い
と
思
う
｡

な
お
一
月
三
日
午
後
､
紫
岳
会
パ
ー
テ
ィ
ー
と
､

我
会
の
事
務
所
で
･
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
を
し
な
が

ら
懇
親
会
を
会
催
し
､
有
意
議
を
ひ
と
時
を
送
っ
た
｡

(
記
榛
薬
伸
男
)

A
隊
　
C
L
榛
楽
へ
S
L
浅
川
`
西
田

B
隊
　
C
L
松
原
S
L
宮
田
'
千
々
岩
､
柳
沢
(
史
夫
)

C
隊
　
C
L
降
旗
､
S
L
柳
潰
(
昭
夫
)

行
動
記
録
(
B
隊
)

隷
上
上
-
一
繕
甲
鷲
持
出
纏

《
b
時
M
W
分

8

呼

-

2

僻

取

り

付

き

-

標

高

一

六

六

一

台

K

-

ビ

バ

ー

ク

(
標
高
約
∵
八
〇
〇
)

十
二
月
三
十
一
日
　
　
_
2
時
3
0
分

7
一
噌
-
訓
一
ガ

ビ
バ
ー
ク
地
　
-
　
標
高
一
九
七
一
P
K
　
-
　
ビ
バ

目
元
畔
一
洲
一
分

-
ク
　
(
標
高
二
〇
三
〇
)

一
統
i
l
'
一
月
一
軒
_
-
分
　
=
罵
分

ビ
バ
ー
ク
地
　
-
　
爺
ケ
岳
北
峰
1
冷
小
屋

鯉
口
鹿
鰐
轟
綜
九
〇
)
-

8
t
噂
.
伽
分

9
個
…
訓
八
乃

冷
小
屋
-
爺
ケ
岳
北
嶋
-
冷
尾
根
一
B
隊
ベ

ー
ス
キ
ャ
ン
プ
)

一

月

三

日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

1

0

時

3

-

分

q
.
止
町
a
分

冷
尾
醒
(
｡
隊
ベ
ー
ス
語
ン
フ
)
~
小
冷
涼

-
大
谷
原
-
大
町
川
の
会
事
務
所



④第3種郵便物認可(昭和35年7月26日)1983. I.25

｢一年 �)ｨ���l造営奉仕者 �ｩJy?ﾉ�IX�ｸﾎI�ｨｷｹ_ﾂ�

2月16日 塗ﾈ��I?｢�

2月27日 塗ﾈ��I?｢�

2月13日 塗ﾈ��I?｢�

3月24日 塗ﾈ��I?｢�

2日21日 妬?｣�I?｢�

2月21日 塗ﾈ��I?｢�

2月21日 妬?｣�I?｢�

2月9日 塗ﾈ��I?｢�

2月9日 塗ﾈ��I?｢�

2月21日 嶋ﾈ��?｢�

匪撒相., 

2月9日 塗ﾈ��I?｢�

2月9日 度ﾈ��?｢�
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文明8(1476) ��ﾘ怦���8晳Tｩ[ﾙ��+ﾂ�

明応5(1496) ��ﾘ怏�x蕀�[ﾙk��r�

永正13(1516) ��ﾘ怏�x蕀�[ﾙ�xﾙ��

天文5(1536) ��ﾘ怏�x蕀�ｫ9Eﾂ�

弘治2(1556) ��ﾘ怦�9yﾙ{ｩMXﾔ��

天正4(1576) ��ﾘ怦ﾍﾉ��y�ﾒ�
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享保元(1716) ��Ynﾉ(�｢�
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宝暦6(1756) ��68ﾏYu��

安永5(1776) 侘ｹ68ﾏY/"�

寛政8(1796) ��69�hﾗ2�

文化13(1816) 侘ｹ68ﾏYD��

天保7(1836) ��68ﾏYD��

安政3(1856) 侘ｹ68ﾏY�R�

接と27枚重要文化財 

明治11(1878)明治32(1899) 

大厄8(1919)昭和11(1936) 

昭和34(1959)昭和54(1979) 

舵物悼と山

仁
科
神
明
宮
の
棟
札
(
重
要
文
化
財
)

上

　

条

　

為

　

人

仁
科
神
明
宮
本
殿
一
国
宝
)
は
､
わ
が
国
で
最
も

古
い
神
明
造
り
の
原
初
形
態
を
残
し
で
あ
り
､
伊
勢

神
宮
に
な
ら
っ
た
二
十
一
年
日
毎
の
式
年
遷
宮
を
'

創
始
以
来
忠
実
に
続
け
て
き
て
い
る
｡
こ
れ
を
具
体

的
に
実
証
す
る
も
の
が
標
札
で
あ
る
｡

標
札
と
い
う
の
は
､
建
物
建
築
の
際
に
そ
の
年
月

日
･
建
造
の
当
事
者
･
大
工
･
節
用
等
を
板
に
書
い

て
棟
木
に
打
ち
つ
け
た
も
の
で
あ
る
｡
仁
科
神
明
宮

に
は
､
南
北
朝
時
代
の
永
和
二
年
二
三
七
六
)
　
か

ら
昭
和
五
十
四
年
ま
で
､
六
百
年
以
上
に
わ
た
る
総

計
三
十
三
枚
の
標
札
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
中
で

江
戸
時
代
ま
で
の
二
十
七
枚
が
重
要
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
よ
う
に
整
粟
と
年
次
を
追
っ

て
い
る
多
数
の
標
札
が
､
残
さ
れ
文
吾
と
し
て
指
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
全
国
に
翔
が
老
い
｡

標
札
の
大
き
さ
は
寛
永
以
前
は
ほ
ぼ
長
さ
九
十
七

ン
チ
前
後
､
巾
二
十
セ
ン
チ
前
後
､
厚
さ
二
セ
ン
チ

前
後
の
桧
板
で
'
そ
れ
以
後
の
も
の
は
大
小
ま
ち
ま

ち
で
あ
り
'
書
式
も
異
っ
て
い
る
｡

元
和
以
前
に
お
け
る
標
札
の
書
式
は
､
お
お
む
ね

表
面
の
中
央
に
天
照
皇
大
神
宮
御
宝
殿
奉
送
替
年
月

日
と
大
き
-
書
か
れ
､
そ
の
右
側
に
は
造
営
奉
仕
者

の
吉
名
･
法
名
･
通
称
･
児
女
等
が
溶
か
れ
'
左
側

･

て

一

事

　

　

　

　

　

　

　

　

･

′

づ

･

よ

っ

を

　

　

　

　

　

　

　

　

･

｢

′

つ

し

に
は
柚
山
人
初
･
手
鋒
初
･
倍
殿
遷
･
柱
立
･
棟
十

･
御
遷
宮
の
日
時
が
記
さ
れ
､
中
央
下
郎
に
は
奉
行

人
･
大
工
･
小
工
･
釘
奉
行
･
桧
皮
葺
･
鋼
細
工
･

タ

つ

〈

_

▲

ノ

鍛
冶
･
髄
路
師
な
ど
の
名
を
つ
ら
ね
で
い
る
｡

裏
面
に
は
作
料
事
と
し
て
､
大
宮
の
手
鉾
初
･
柱

立
･
棟
上
･
棟
瓦
嵩
･
御
遷
宮
･
桧
皮
葺
･
桧
皮
切

初
･
銅
細
工
･
鉄
細
工
･
御
門
屋
の
手
鋒
初
･
柱
立

･
繰
上
視
･
廓
の
作
料
な
ど
'
造
智
と
遷
宮
に
至
る

ま
で
の
工
事
費
や
祭
式
に
要
し
た
祝
粋
や
酒
肴
料
な

ど
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
永
和
二
年
以
来
､
標
札
の
大
き
さ
や

記
載
形
式
が
整
っ
て
お
り
､
各
商
で
伊
勢
神
宮
の
伝

統
が
忠
実
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
､
式

年
造
哲
は
標
札
の
存
在
す
る
以
前
'
恐
ら
-
仁
科
神

棚
宮
創
始
以
来
か
ら
継
続
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

に
ち
が
い
な
い
｡

と
に
か
く
こ
の

標
札
は
仁
科
神

明
宮
の
式
年
造

営
､
特
に
元
利

以
前
の
造
蕎
状

況
を
知
る
唯
一

の
貴
重
を
質
料

で
あ
る
｡

こ
の
標
札
を

通
し
て
知
り
得

る
重
要
を
こ
と

は
､
伊
勢
神
宮

の
式
年
遷
宮
が

内
宮
外
宮
と
も
､

報
国
争
乱
期
の

百
二
十
数
年
間

中
絶
せ
ざ
る
を

得
を
か
っ
た
時

に

も

'

一

同

も

欠
か
さ
ず
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
二
十

一
年
日
毎
の
造
韓
が
宮
大
工
に
よ
っ
て
前
例
通
り
お

二
を
わ
れ
､
寛
政
以
後
は
修
顕
に
止
っ
た
も
の
の
'

こ
う
し
た
事
が
古
い
原
初
形
態
を
そ
の
ま
,
後
世
に

残
す
ゆ
え
ん
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

造
営
奉
仕
者
は
､
平
姓
を
名
の
り
｢
盛
｣
　
の
適
字

を
用
い
た
歴
代
仁
科
氏
の
当
主
が
あ
た
り
､
仁
科
氏

滅
亡
後
は
松
本
藩
主
に
引
き
継
が
れ
'
更
に
明
治
初

年
に
二
､
三
年
の
遅
れ
は
あ
っ
た
も
の
の
氏
子
に
引

き
つ
が
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
(
.
ま
た
こ
の
標
札

に
よ
っ
て
康
代
仁
科
民
の
当
､
王
や
､
造
営
を
指
摘
し

た
重
要
な
家
臣
団
で
あ
っ
た
奉
行
人
､
直
接
造
営
に

当
っ
た
宮
大
工
及
び
職
人
た
ち
の
状
況
や
､
そ
れ
等

の
う
つ
り
か
お
り
､
伐
木
か
ら
遷
宮
に
至
る
祭
儀
の

順
序
や
期
日
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
∪

特
に
､
相
川
　
(
造
営
に
_
必
要
な
材
木
を
伐
採
す
る

御
相
称
)
　
に
入
る
日
時
は
異
な
っ
て
い
て
も
､
最
も

重
大
を
祭
儀
で
あ
っ
た
御
遷
宮
の
日
時
は
､
奉
仕
者

の
止
む
を
得
な
い
絶
対
的
な
事
憎
が
あ
っ
た
年
次
を

除
い
て
､
六
月
十
四
日
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
｡
こ

ね
は
､
古
来
か
ら
仁
科
神
明
宮
の
例
祭
が
六
月
十
六

日
に
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
と
づ
く
か
ら
で
あ

っ
た
｡
こ
う
し
て
例
祭
は
明
治
維
新
後
ま
で
六
月
十

六
日
に
ね
こ
を
お
れ
､
引
き
続
き
六
日
十
七
日
に
は

大
町
の
若
一
王
手
神
社
で
お
こ
を
お
れ
て
き
た
の
で

あ
る
｡在

お
'
造
袴
に
要
し
た
作
料
や
祭
儀
の
祝
料
･
酒

肴
科
の
推
移
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡

こ
の
よ
う
に
標
札
は
資
料
と
し
て
重
要
で
あ
る
ば

か
り
で
台
-
､
歴
代
仁
科
氏
の
財
力
や
精
神
的
支
柱

と
し
て
の
厚
い
信
仰
心
を
如
実
に
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
貴
重
を
文
化
遺
産
で
あ
る
｡

(
大
町
市
史
談
会
々
長
)
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