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何
気
な
く
周
り
の
風
景
を
見
回
し
て

み
る
と
、
畑
な
ど
で
石
が
積
ま
れ
て
い

た
り
、
土
が
盛
り
上
が
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
の
に
気
付
く
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
実
は
、
古
墳
の
場
合
が
あ

り
ま
す
。
ふ
つ
う
古
墳
は
、
甲
府
市
下

曽
根
町
の
銚
子
塚
古
墳
や
八
代
町
の
岡
・

銚
子
塚
古
墳
と
い
っ
た
大
き
な
前
方
後

円
墳
を
想
像
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
高

さ
が
四
、
五
メ
ー
ト
ル
程
し
か
な
い
円

形
の
小
さ
な
古
墳
も
つ
く
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

　
一
宮
町
の
京
戸
川
・
大
石
川
流
域
か

ら
金
川
流
域
ま
で
の
地
域
で
は
、
そ
ん

な
小
さ
な
古
墳
を
よ
く
目
に
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
地
域
は
、
古
墳
時

代
後
期
︵
約
千
四
百
年
前
︶
の
横
穴
式

古
墳
が
数
多
く
見
つ
か
っ
て
い
る
場
所

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
地
域
の
主
な
古
墳
に
は
、
稲
荷

塚
古
墳
、
経
塚
古
墳
、
千
米
寺
・
石
古

墳
群
、
国
分
古
墳
群
が
あ
り
ま
す
。

　
稲
荷
塚
古
墳
は
、
一
宮
町
塩
田
の
金

川
右
岸
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
古
墳
の

上
や
周
り
に
置
か
れ
る
埴
輪
に
は
、
主

に
円
筒
形
を
し
た
円
筒
埴
輪
と
、
人
物

や
動
物
、
家
や
武
器
等
を
模
し
た
形
象

埴
輪
が
あ
り
ま
す
。
山
梨
県
で
は
、
埴

輪
、
特
に
形
象
埴
輪
が
ほ
と
ん
ど
見
つ

か
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
古
墳

で
は
、
朴
訥
と
し
た
表
情
を
し
た
人
物

埴
輪
を
含
む
３
体
分
も
の
形
象
埴
輪
が

発
見
さ
れ
て
い
て
、
非
常
に
貴
重
な
例

で
す
。

　
経
塚
古
墳
は
一
宮
町
国
分
の
金
川
右

岸
︵
金
川
の
森
公
園
内
︶
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
頃
の
古
墳
は
一
般
的
に
は
円
形
を

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
古
墳
は
八
角
形

を
し
て
い
ま
す
。
八
角
形
の
古
墳
は
全

国
的
に
も
珍
し
く
、
平
成
６
年
に
は
県

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
形

に
は
、
﹁
八
角
形
﹂
が
特
別
な
意
味
を

持
つ
仏
教
の
思
想
や
、
当
時
の
中
国
の

政
治
思
想
と
い
っ
た
何
ら
か
の
意
図
が

込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
千
米
寺
・
石
古
墳
群
は
一
宮
町
千
米

寺
付
近
一
帯
の
京
戸
川
右
岸
に
あ
り
ま

す
。
現
在
35
基
の
古
墳
が
確
認
さ
れ
て

い
ま
す
。
か
つ
て
は
68
基
の
古
墳
が
存

在
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
国
分
古
墳
群
は
一
宮
町
国
分
付
近
一

帯
に
あ
り
ま
す
。
現
在
で
も
約
１
１
０

基
の
古
墳
が
残
っ
て
い
て
、
か
つ
て
は

よ
り
多
く
の
小
古
墳
が
群
集
し
て
い
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
古
墳
は
地
中
に
埋
も
れ
て
い
な
い
遺

跡
で
す
。
普
段
な
か
な
か
目
に
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
遺
跡
も
、
古
墳
な
ら
じ

か
に
そ
の
形
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
地
域
に
は
、
古

墳
群
の
他
に
も
、
縄
文
時
代
中
期
の
大

集
落
で
あ
り
、
数
多
く
の
土
偶
や
美
し

い
模
様
が
描
か
れ
た
土
器
が
見
つ
か
っ

て
い
る
釈
迦
堂
遺
跡
や
、
こ
の
地
域
が

甲
斐
国
の
文
化
の
中
心
地
だ
っ
た
こ
と

を
示
す
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
跡
と
い
っ

た
文
化
財
も
存
在
し
て
い
ま
す
。
４
月

に
は
辺
り
一
面
に
桃
の
花
々
が
咲
き
誇

り
ま
す
。
一
時
、
桃
の
花
に
囲
ま
れ
な

が
ら
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

笛
吹
市
教
育
委
員
会
　
社
会
教
育
課畑の中に位置している千米寺・石古墳群

金川の森公園に復元された経塚古墳
御坂峠にて、　守昭氏（左）と
1989年

あ
　
が

や
つ
し
ろ
の

あ
き
ざ
ね

し
ょ
う

い
ち
ょ
う

　
﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂
の
連
載
を
き
っ

か
け
に
、
　
邦
生
の
山
梨
へ
の
思
い
は
大

き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
１
９
８
９
︵
平
成
元
︶
年
１
月
、
山
梨
県

民
文
化
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
文
学
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
﹁
山
梨
と
文
学
︱
そ
の
風
土
を
探

る
︱
﹂
に
出
席
し
、
﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂

を
書
く
こ
と
で
見
い
だ
し
て
い
っ
た
故
郷

に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
﹁
父
を
通
し

て
山
梨
と
い
う
も
の
を
発
見
し
て
い
っ
た

私
は
そ
れ
ま
で
、
故
郷
を
失
う
と
い
う
こ

と
を
非
常
に
抽
象
的
に
考
え
て
い
ま
し
た
。

故
郷
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
的
に

も
象
徴
的
に
も
、
家
族
、
心
の
休
ま
る
場

所
の
な
い
状
態
を
指
し
ま
す
。
私
は
東
京

で
マ
ン
シ
ョ
ン
暮
し
を
し
て
い
ま
す
が
、

仕
事
に
使
っ
て
い
る
部
屋
の
窓
は
西
北
向

き
で
日
が
あ
ま
り
差
し
ま
せ
ん
。
マ
ン
シ

ョ
ン
の
機
能
的
な
部
屋
の
配
置
は
、
方
位

が
持
っ
て
い
る
豊
か
な
内
容
を
全
く
均
等

な
も
の
に
し
て
し
ま
い
ま
す
。
東
京
か
ら

山
梨
に
来
る

途
中
、
勝
沼

あ
た
り
で
開

け
て
く
る
甲

府
盆
地
を
見

る
と
﹁
人
間

の
住
む
空
間

が
あ
る
な
﹂
と
思
い
ま
す
。
特
に
四
月
の

桃
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
と
き
は
、
昔
の
人

が
桃
源
郷
と
呼
ん
だ
も
の
さ
え
感
じ
ま
す
。

機
能
の
た
め
の
生
活
で
は
な
く
、
方
位
が

意
味
を
持
つ
生
活
が
あ
り
ま
す
。
東
西
南

北
、
春
夏
秋
冬
の
豊
か
さ
を
喪
失
す
る
こ

と
が
故
郷
を
失
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
﹂
と
問
い
か
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

父
を
通
じ
て
故
郷
を
発
見
す
る
こ
と
で
感

じ
た
あ
た
た
か
み
や
居
心
地
の
良
さ
か
ら
、

故
郷
を
取
り
も
ど
す
こ
と
は
、
精
神
の
な

か
に
豊
か
な
自
然
を
取
り
も
ど
す
こ
と
で

あ
り
、
山
梨
に
住
む
人
た
ち
が
自
ら
自
然

の
な
か
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
守
っ
て

い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
ま
す
。

　
同
年
三
月
、
﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂
は

雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
か
た
ち
に
加
筆
・
改

編
を
し
、
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
ま
す
。

翌
年
七
月
に
は
、
山
梨
の
文
化
、
体
育
な

ど
の
優
れ
た
業
績
に
与
え
ら
れ
る
野
口
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。

　
　
邦
生
の
最
後
の
長
編
小
説
と
な
っ
た

﹁
西
行
花
伝
﹂
の
冒
頭
に
、
１
１
６
２︵
応

保
２
︶
年
に
熊
野
社
の
荘
園
で
あ
る
八
代

荘
で
起
き
た
紛
争
事
件
の
話
が
出
て
き
ま

す
。
こ
の
事
件
は
、
﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂

で
は
第
三
章
﹁
笛
吹
川
の
ほ
と
り
﹂
で
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
﹁
西
行
花
伝
﹂
は
、

西
行
の
弟
子
藤
原
秋
実
を
は
じ
め
、
西
行

自
身
や
西
行
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
人
物
が
、

西
行
に
つ
い
て
語
る
小
説
で
す
。
こ
の
藤

原
秋
実
が
甲
斐
に
赴
任
す
る
途
中
、
八
代

荘
の
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
秋
実
が
御
坂

峠
を
越
え
る
場
面
は
、
　
邦
生
が
自
ら
足

を
運
ん
で
目
に
し
た
御
坂
峠
の
風
景
を
﹁
甲

斐
の
御
坂
は
、
そ
そ
り
立
つ
懸
崖
を
道
が

辛
う
じ
て
匍
い
上
っ
て
い
る
峠
で
、
か
ね

て
難
所
だ
と
聞
い
て
は
い
た
が
、
馬
に
乗

っ
た
ま
ま
で
は
到
底
登
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
私
た
ち
は
馬
を
曳
き
、
馬
た
ち

が
何
度
も
岩
角
で
足
掻
く
の
を
支
え
な
が

ら
、
険
し
い
山
道
を
攀
じ
登
っ
た
。
﹂
と

描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
県
立
文
学
館
で
は
、
笛
吹
市
、
笛
吹
市

教
育
委
員
会
な
ど
の
後
援
に
よ
り
﹁
　
邦

生
展
﹂
を
開
催
し
ま
す
。
山
梨
ゆ
か
り
の

作
品
﹁
銀
杏
散
り
や
ま
ず
﹂
や
﹁
西
行
花

伝
﹂
な
ど
の
資
料
に
よ
り
、
作
家
　
邦
生

を
紹
介
し
ま
す
。
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