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シ
リ
ー
ズ　

「
日
本
遺
産
」　

第
16
話

　

今
回
は
第
４
章
の
ま
と
め
と
し
て
、
大

山
ま
い
り
に
関
す
る
こ
と
を
紹
介
し
ま
す
。

「
大
山
ま
い
り
」

　

大
山
信
仰
の
拠
点
で
あ
る
大
山
寺
に
参

拝
す
る
こ
と
を
「
大
山
ま
い
り
」
と
言
い

ま
す
。
神
仏
習
合
の
頃
、
大
山
寺
に
ま
つ

ら
れ
て
い
た
本
尊
は
、
地
蔵
菩
薩
を
本
地

と
す
る
大
智
明
権
現
と
呼
ば
れ
た
神
で
し

た
。
そ
の
た
め
、
大
山
寺
の
春
の
例
祭
日

は
地
蔵
の
縁
日
で
あ
る
24
日
に
因
み
、
4

月
24
日
で
し
た
。
こ
の
祭
り
で
は
、
神み

こ
し輿

行
列
（
御み

ゆ
き幸
）
が
行
わ
れ
る
た
め
、
こ
れ

を
見
よ
う
と
近
隣
諸
国
か
ら
人
々
が
大
山

寺
へ
と
集
ま
り
ま
し
た
。
当
初
の
牛
馬
市

は
、
春
祭
り
の
日
に
開
か
れ
て
い
ま
し
た

の
で
、
こ
の
日
に
は
牛
馬
関
係
者
も
集
い

ま
し
た
。

　

一
番
人
が
多
く
集
ま
る
こ
の
日
は
、
鳥

取
藩
で
も
国
境
の
番
所
の
通
行
人
改
め
を

緩
和
す
る
な
ど
、
特
別
な
は
か
ら
い
が
な

さ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

大
山
ま
い
り
を
す
る
人
々

　

以
前
に
ご
紹
介
し
た
廻
国
行
者
や
牛
馬

市
に
関
わ
る
博
労
、
山
陽
方
面
の
方
々
の

他
界
信
仰
な
ど
、
大
山
へ
訪
れ
る
人
々
は
、

そ
れ
ぞ
れ
に
目
的
や
思
い
を
持
っ
て
や
っ

て
き
ま
し
た
。

陸
上
競
技
で

大
山
町
大
活
躍
！

　

西
伯
郡
郡
民
体
育
大
会
陸
上
競
技
の
部

が
、
６
月
16
日
に
名
和
総
合
運
動
公
園
で

行
わ
れ
ま
し
た
。
大
山
中
学
校
３
年
の
井

上
威
吹
さ
ん
が
選
手
宣
誓
を
行
い
、
大
会

へ
の
意
気
込
み
を
述
べ
ま
し
た
。

　

小
学
生
か
ら
一
般
ま
で
多
数
の
選
手
が

参
加
し
た
今
大
会
。
大
山
町
は
一
般
の
部

で
総
合
優
勝
、
中
学
生
の
部
で
も
大
山
中

学
校
が
見
事
総
合
優
勝
を
果
た
し
ま
し
た
。

　

小
学
男
子
ボ
ー
ル
投
げ
で
は
舩
越　

爽

さ
ん
（
大
山
西
小
）、
中
学
女
子
４
０
０

Ｍ
リ
レ
ー
で
は
大
山
中
学
校
、
一
般
女
子

８
０
０
Ｍ
（
三
部
）
で
は
西
村
佳
哉
乃
さ

ん
が
そ
れ
ぞ
れ
大
会
新
記
録
を
樹
立
す
る

な
ど
、
本
町
の
選
手
が
多
く
の
種
目
で
上

位
入
賞
し
、
総
合
優
勝
の
原
動
力
と
な
り

ま
し
た
。

▲中学2年男子100Mでは1位から6位までを大山町が独占

▲豪円山山頂の豪円地蔵

豪
円
僧
正
と
養よ
う
さ
ん蚕

　

江
戸
時
代
、
弓
ヶ
浜
半
島
を
中
心
と
し

た
地
域
で
は
、
畑
作
物
と
し
て
綿
栽
培
が

盛
ん
で
し
た
。
綿
の
種
を
ま
く
時
期
が
春

祭
り
の
頃
で
あ
る
た
め
、
農
作
業
の
区
切

り
と
し
て
「
大
山
ま
い
り
」
ま
で
に
種
を

蒔
い
て
し
ま
お
う
と
、
人
々
は
農
作
業
の

励
み
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

養
蚕
は
、
大
山
寺
中
興
開
祖
と
さ
れ
る

豪
円
僧
正
が
、
蚕
の
種
を
持
ち
帰
っ
て
こ

の
地
域
に
広
め
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
春
祭
り
に
は
養
蚕
農
家
の
人
々

が
豪
円
僧
正
に
感
謝
と
繁
栄
を
願
っ
て
お

参
り
し
ま
し
た
。
昭
和
の
中
頃
ま
で
、
お

参
り
に
来
た
人
が
持
参
し
て
供
え
た
真
綿

に
よ
っ
て
豪
円
地
蔵
が
白
く
な
る
程
だ
っ

た
そ
う
で
す
。

雨あ
ま
ご乞
い
祈
願

　

大
山
の
水
は
霊
験
が
あ
る
と
さ
れ
、
雨

乞
い
で
大
山
へ
参
る
人
も
あ
り
ま
し
た
。

日
照
り
が
続
き
い
よ
い
よ
水
不
足
と
な
る

と
、
村
の
代
表
者
が
酒
の
入
っ
た
樽
を
担

い
で
大
山
に
上
が
っ
て
大
山
寺
で
祈
祷
を

受
け
、
そ
の
後
、
赤
松
の
池
で
樽
酒
を
池

に
注
ぎ
、
か
わ
り
に
池
の
水
を
樽
い
っ
ぱ

い
に
入
れ
て
帰
り
ま
し
た
。
こ
の
樽
を
地

面
に
降
ろ
す
と
そ
の
場
所
に
雨
が
降
る
た

め
、
村
に
帰
る
ま
で
樽
を
交
代
で
担
い
で

帰
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

十
三
詣
り
・
二
つ
児
詣
り

　

子
ど
も
が
13
歳
に
な
る
と
、
春
祭
り
の

日
に
大
山
ま
い
り
を
し
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

そ
し
て
土
産
と
し
て
、
竹
の
皮
に
包
ん
だ

「
大
山
あ
め
」
を
買
っ
て
帰
り
、
村
人
に

配
り
ま
し
た
。
13
歳
の
年
に
参
詣
す
る
と
、

13
回
参
っ
た
の
と
同
じ
ご
利
益
が
あ
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

地
域
に
よ
っ
て
は
親
が
背
負
っ
て
大
山

寺
に
初
参
り
す
る
「
二
つ
児
詣
り
」
な
ど
、

年
齢
の
位
置
付
け
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
が
、
基
本
的
に
子
ど
も
の
無
病
息
災

と
健
や
か
な
成
長
を
祈
る
行
為
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
人
々
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
理

由
や
想
い
で
大
山
へ
や
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
「
大
山
信
仰
」
の
多
面
性
を
現
し

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
社
会
教
育
課　

文
化
財
室
）

きょういく通信


