
さ
ん
だ
い
じ
つ
ろ
く

か

か

つ
きぼ

く

し

ょ

ど

き

　
百
年
ほ
ど
昔
︵
明
治
40
年
︶
に
石

和
は
大
水
害
を
被
り
甚
大
な
被
害

を
出
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
町
の
大
部
分
が
流
さ
れ
、

砂
礫
に
埋
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

文
化
的
・
歴
史
的
な
地
上
の
構
造

物
は
も
ち
ろ
ん
、
数
多
く
の
歴
史

的
文
書
も
失
わ
れ
た
と
思
わ
れ
ま

す
。

　
し
か
し
、
笛
吹
市
の
他
の
地
域

に
比
べ
文
化
財
は
多
く
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
石
和
の
重
要
な
歴
史
的

位
置
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

　
千
数
百
年
前
か
ら
、
石
和

は
石
禾
、
伊
沢
、
石
沢
な
ど
と

書
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

﹃
三
代
実
録
﹄
と
い
う
千
年
以
上
前

に
書
か
れ
た
文
献
に
は
﹁
嘉
禾
︵
素

晴
し
い
稲
あ
る
い
は
粟
︶
が
山
梨

郡
石
禾
で
収
穫
さ
れ
た
﹂
と
い
う

記
録
が
あ
り
ま
す
。

　
﹁
石
﹂
の
音
イ
シ
は
ヨ
シ
︵
嘉
︶

が
転
化
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

以
前
か
ら
高
い
収
穫
を
上
げ
る
地

域
と
し
て
名
が
知
ら
れ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
。

　
﹃
三
代
実
録
﹄
に
は
﹁
十
三
茎
に

五
十
穂
、
十
二
茎
に
四
十
六
穂
﹂

と
あ
り
、
１
本
の
茎
に
４
穂
前
後

が
稔
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
通

常
稲
は
１
茎
に
１
穂
、
だ
か
ら
禾

は
粟
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
し
て
も
13
茎
、
12
茎
と
い

う
の
は
当
時
に
あ
っ
て
は
株
が
立

派
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
ま
す
。
こ

れ
は

適
切

な
成
長
過
程
で
根
元
に
十
分
な
水
︵
と

養
分
︶
、
太
陽
の
光
が
与
え
ら
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
一
宮
町
の
松
原
遺
跡
の
竪
穴
住

居
か
ら
出
土
し
た
素
焼
き
の
深
皿

型
土
器
︵
坏
︶
に
は
﹁
石
禾
﹂﹁
東
﹂
、

や
﹁
東
﹂
﹁
石
禾
﹂
と
墨
書
き
さ
れ

た
も
の
︵
墨
書
土
器
︶
が
見
つ
か
っ

て
い
ま
す
。
﹁
石
禾
﹂
と
い
う
地
名

で
誰
︵
あ
る
い
は
何
の
施
設
︶
を
、

あ
る
い
は
何
の
用
途
を
表
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
素
焼
き
の
土

器
は
廉
価
で
広
く
普
及
し
ま
し
た
が
、

一
般
庶
民
が
文
字
を
読
め
た
と
は

考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
ご
く
限
ら

れ
た
集
団
の
中
で
使
わ
れ
た
で
し

ょ
う
。
本
当
は
器
の
中
の
﹁
中
身
﹂

が
重
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
地
名
は
文
化
財
だ
、
と
言
わ
れ

ま
す
。
歴
史
や
意
味
を
背
負
っ
て

い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
意
識
し

て
伝
え
る
努
力
を
し
な
い
と
利
便

性
ば
か
り
追
求
さ
れ
、
画
一
的
な

も
の
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
危
険

性
が
あ
り
、
平
成
の
大
合
併
は
研

究
者
に
危
機
感
を
も
た
ら
し
て

い
ま
す
。
往
時
の
地
形
、
動
植
物
、

伝
承
そ
し
て
地
域
の
歴
史
を
分
か

り
や
す
い
言
葉
、
粋
な
言
葉
に
託

し
て
伝
え
く
れ
た
私
た
ち
の
先
輩

た
ち
に
感
謝
。

　
次
回
は
釈
迦
堂
遺
跡
博
物
館
か

ら
で
す
。

笛
吹
市
教
育
委
員
会
　
社
会
教
育
課

黒岳山頂でごみを拾う参加者

荻野市長から顕彰楯を受け取る廣　今のさん（右）
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︵
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︶

︵
石
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︵
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︵
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︵
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︵
一
宮
︶

︵
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︵
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坂
︶

︵
石
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︶

個

人

戦

　
６
月
１
日
、
黒

岳
︵
御
坂
黒
岳
︶

で
山
梨
百
名
山
清

掃
ハ
イ
キ
ン
グ
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
笛
吹

市
市
民
講
座
と
し

て
行
わ
れ
た
も
の

で
市
民
30
人
が
参
加
。

参
加
者
は
日
向
峠︵
ど

ん
べ
い
峠
︶
か
ら
黒

岳
山
頂
を
目
指
し
、
動
物
や
植
物
の
専
門
家
で
あ
る

瀬
田
実
先
生
の
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
環
境
保
全
の

た
め
の
清
掃
を
行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
黒
岳
山
頂
か
ら
は
富
士
山
が
見
え
る
と
あ

っ
て
、
参
加
者
は
目
の
前
に
広
が
る
光
景
に
感
動
し

て
い
ま
し
た
。

　
５
月
９
日
、
廣
　
今
の
さ
ん
︵
一
宮
町
中
尾
在
住
︶

が
満
１
０
０
歳
を
迎
え
、
荻
野
市
長
を
は
じ
め
民
生

委
員
さ
ん
が
自
宅
を
訪
れ
、
お
祝
い
が
手
渡
さ
れ
ま

し
た
。

　
廣
　
さ
ん
は
多
少
耳
が
遠
い
も
の
の
、
自
分
自
身

で
庭
や
畑
の
草
を
取
っ
た
り
、
ぶ
ど
う
の
傘
の
手
入

れ
な
ど
を
意
欲
的
に
す
る
方
で
す
。

　
長
寿
の
秘
訣
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
廣
　
さ
ん
は
、﹁
適

度
に
体
を
動
か
し
た
り
し
て
い
ま
す
﹂
と
元
気
に
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
５
月
15
日
、

清
流
公
園
相
撲

場
︵
石
和
町
小

石
和
︶
で
第
13

回
清
流
杯
争
奪

東
八
わ
ん
ぱ
く

相
撲
大
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

大
会
に
は
峡
東

地
域
か
ら
約
１
３
０
人
が
参
加
。
地
域
別
の
団
体
戦

と
学
年
別
の
個
人
戦
が
行
わ
れ
、
熱
戦
が
繰
り
広
げ

ら
れ
ま
し
た
。
男
子
個
人
戦
の
４-

６
年
生
の
優
勝
者

は
７
月
に
両
国
国
技
館
で
行
わ
れ
る
全
国
大
会
に
出

場
し
ま
す
。
各
部
門
の
優
勝
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

土俵上では熱戦が繰り広げられた


