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先
程
、
小
山
会
長
の
お
言
葉
に

あ
り
ま
し
た
よ
う
に
２
０
１
９
年

は
平
成
か
ら
新
し
い
元
号
へ
変

わ
る
大
事
な
一
年
と
い
う
こ
と

で
、
い
ろ
ん
な
解
釈
が
ご
ざ
い
ま

す
が
、
そ
の
一
つ
の
中
に
次
の
時

代
に
向
け
て
植
物
の
種
子
を
蓄
え

る
時
期
、
次
世
代
へ
の
大
事
な
ス

タ
ー
ト
に
な
る
年
だ
と
い
う
見
解

も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、

本
日
お
集
ま
り
の
造
園
人
の
皆
様

方
、
神
奈
川
県
議
会
自
民
党
み
ど

り
の
会
の
先
生
に
お
か
れ
ま
し

て
、
素
晴
ら
し
い
一
年
と
な
り
ま

す
よ
う
祈
念
い
た
し
ま
し
て
乾
杯

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

年
素
晴
ら
し
い
技
術
や
裁
量
を
発

揮
頂
き
、
神
奈
川
造
り
に
向
け
て

お
力
添
え
頂
き
ま
す
よ
う
、
宜
し

く
お
願
い
さ
せ
て
頂
き
挨
拶
と
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

ろ
う
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
我
々

議
会
は
皆
様
方
と
と
も
に
課
題
を

解
決
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
入
札
問
題
も
し
か
り
、

そ
し
て
地
域
貢
献
を
ど
う
や
っ
て

サ
ポ
ー
ト
し
て
あ
げ
ら
れ
る
か
、

ま
た
、
人
材
不
足
が
な
に
よ
り

も
皆
様
の
頭
を
痛
め
て
い
る
こ
と

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
様
な

課
題
に
つ
い
て
、
皆
様
と
と
も
に

国
・
県
で
き
ち
っ
と
議
論
し
突
破

し
て
い
き
た
い
な
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

結
び
に
あ
た
り
本
年
度
も
皆
様

方
の
事
業
の
ご
繁
栄
と
ご
健
勝
を

祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
ご
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

先
程
、
小
山
会
長
、
浅
羽
副
知

事
か
ら
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
大

磯
邸
園
、
そ
し
て
オ
リ
パ
ラ
が
行

わ
れ
る
江
の
島
を
、
私
共
15
名
の

議
員
で
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

大
磯
は
日
本
ま
た
神
奈
川
の
宝

と
な
る
よ
う
な
場
所
で
あ
り
ま

す
。
皆
様
方
の
み
ど
り
を
創
る
技

術
力
を
お
借
り
さ
せ
て
頂
き
な
が

ら
、
素
晴
ら
し
い
整
備
が
で
き
て

い
け
ば
、
神
奈
川
の
ま
た
大
き
な

観
光
地
の
一
つ
に
な
っ
て
く
る
の

か
な
と
、
立
憲
政
治
を
し
っ
か
り

後
世
に
伝
え
て
い
く
、
大
事
な
場

面
が
出
て
く
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

　

も
う
一
方
で
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
会
場
で

あ
り
ま
す
、
江
の
島
に
参
り
ま
し

た
ら
山
の
方
は
本
当
に
緑
が
豊
富

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
皆
様
方
の
変
わ
ら
ぬ
ご
協
力

宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
明
治
記
念
大
磯
邸
園

が
、
こ
れ
か
ら
オ
ー
プ
ン
し
て
ま

い
り
ま
す
が
、
貴
重
な
建
物
群
に

つ
き
ま
し
て
は
国
が
主
体
で
や
っ

て
い
き
ま
す
が
、
緑
の
部
分
に
つ

い
て
は
、
神
奈
川
県
と
大
磯
町
に

な
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
造
園
業

協
会
の
皆
様
方
の
卓
越
し
た
技
術

力
と
知
恵
を
提
供
し
て
頂
き
た
い

と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
ご
協
力
と
ご
理
解

を
賜
り
ま
す
よ
う
、
重
ね
て
お
願

い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
か
ら
の

挨
拶
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
事

業
の
発
展
、
そ
し
て
技
術
の
向
上

と
と
も
に
、
都
市
緑
化
の
推
進
、

明
日
の
神
奈
川
の
た
め
に
様
々
な

と
こ
ろ
で
ご
尽
力
を
頂
い
て
お
り

ま
す
こ
と
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　

そ
の
中
で
、
様
々
な
課
題
も
あ

グ
競
技
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
そ
の

翌
年
に
は
、
健
康
福
祉
祭
ネ
ン
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、
多
く
の

外
国
人
の
方
々
や
他
県
か
ら
も
神

奈
川
県
に
訪
れ
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。
そ
の
中
で
、
多
く
の
方
々
を

和
ま
せ
る
の
は
、
造
園
人
の
方
々

が
造
ら
れ
て
い
る
、
み
ど
り
と
花

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
素
晴
ら
し
い

卓
越
し
た
技
術
に
よ
り
緑
陰
を
形

成
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

現
在
、
江
の
島
会
場
で
は
造
園

業
協
会
の
方
々
と
私
ど
も
行
政
と

手
を
携
え
、
こ
の
江
の
島
の
緑
地

形
成
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い

か
協
同
で
話
し
合
い
を
さ
せ
て
頂

い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
年
明
け
に

は
、具
体
的
な
準
備
・
工
事
を
徐
々

に
や
っ
て
い
く
予
定
で
あ
り
ま
す

の
で
、
発
注
者
、
受
注
者
の
枠
を

超
え
て
、
私
ど
も
と
造
園
業
協
会

の
方
々
と
手
を
携
え
て
や
っ
て
い
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神奈川造園人　賀詞交換会開催
　

神
奈
川
県
内
の
造
園
・
緑
地
整
備
に
携
わ
る
業
界
人
や
行
政

関
係
者
百
六
十
名
が
参
加
し
「
神
奈
川
造
園
人
賀
詞
交
換
会
」

が
一
月
十
五
日
、
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
ー
ル
ヨ
コ
ハ
マ
で
開
か
れ
ま
し

た
。

　

冒
頭
、
世
話
人
を
代
表
し
て
小
山
神
奈
川
県
造
園
業
協
会
会

長
の
挨
拶
に
続
き
、
浅
羽
義
里
神
奈
川
県
副
知
事
よ
り
祝
辞
が

述
べ
ら
れ
、
続
い
て
桐
生
秀
昭
神
奈
川
県
議
会
議
長
の
祝
辞
に

続
き
、
持
田
文
男
神
奈
川
県
議
会
自
民
党
み
ど
り
の
会
会
長
よ

り
力
強
い
励
ま
し
の
言
葉
を
頂
き
、
平
野
浩
一
神
奈
川
県
公
園

協
会
理
事
長
の
乾
杯
の
発
声
後
懇
談
に
移
り
、
今
年
一
年
の
期

待
と
近
況
が
語
ら
れ
和
や
か
に
懇
談
が
深
ま
り
ま
し
た
。

神
奈
川
県
副
知
事

　
浅 

羽
　
義 

里

 

神
奈
川
県
議
会

　
　
自
民
党
み
ど
り
の
会

会
長　

持
田
　
文
男

 
神
奈
川
県
議
会

議
長
　
桐
生
　
秀
昭

 

神
奈
川
県
公
園
協
会

理
事
長
　
平
野
　
浩
一

神奈川県議会自民党みどりの会
会長 持田文男 並びにみどりの会の皆様

　

神
奈
川
造
園
人
の
賀
詞
交
換
会

が
こ
の
よ
う
に
多
く
の
方
々
の
ご

参
加
の
も
と
開
催
さ
れ
る
こ
と

を
、
心
か
ら
お
喜
び
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

早
い
も
の
で
、
今
年
は
ラ
グ

ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
決
勝
戦
、

準
決
勝
を
含
む
7
試
合
が
、
こ
の

横
浜
地
区
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
さ

ら
に
は
来
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
会
場
が
、
神

奈
川
県
で
は
、
横
浜
地
区
で
も
あ

り
ま
す
が
、
江
の
島
で
セ
ー
リ
ン

な
ん
で
す
ね
。
お
客
様
が
歩
か
れ

る
ル
ー
ト
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装

で
あ
り
、下
草
の
灌
木
も
少
な
く
、

も
う
少
し
立
木
が
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
は
と
思
い
、
副
知
事
、

局
長
に
も
お
声
を
か
け
、
こ
の
と

こ
ろ
樹
木
を
植
え
て
い
こ
う
と
い

う
行
政
の
動
き
に
な
っ
て
ま
い
り

ま
し
た
。２
０
２
０
年
開
催
ま
で
、

今
年
が
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
で
ご
ざ

い
ま
す
。
し
っ
か
り
と
我
々
も
共

に
考
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、

皆
様
方
の
お
知
恵
を
頂
き
な
が
ら

外
国
の
方
々
に
素
晴
ら
し
い
日
本

を
、
神
奈
川
を
見
て
頂
き
た
い
な

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

以
上
を
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た

だ
き
な
が
ら
、
皆
様
方
の
今
年
一
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平
成
31
年
2
月
17
日
野
面
積
み

見
て
、
納
得
の
い
か
な
い
も
の

は
壊
し
て
や
り
直
す
こ
と
を
繰

り
返
し
て
今
の
自
分
た
ち
で
出

来
る
最
良
の
物
を
心
が
け
て
完

成
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

  

ま
だ
、
探
せ
ば
直
し
た
い
と

こ
ろ
は
見
受
け
ら
れ
ま
す
が
、

今
の
自
分
た
ち
の
技
量
を
見
つ

め
、
今
後
さ
ら
に
向
上
さ
せ
て

い
く
足
掛
か
り
と
し
て
、
折
を

見
て
は
改
め
て
見
直
す
為
の
場

所
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
の
お
寺
で
の
作
業
は

二
期
・
三
期
と
続
く
予
定
で
、

ご
協
力
い
た
だ
き
た
い
事
は
沢

山
あ
り
ま
す
。
今
後
と
も
引
き

続
き
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。

平
成
30
年
11
月
4
日
現
地
打
合
せ

平
成
30
年
11
月
18
日
～
21
日
：

雨
落
ち
縁
石
据
え
付
け

稿
を
載
せ
ま
す
。

【
寺
院
客
殿
の
石
積
工
事
】

　

私
の
菩
提
寺
で
あ
る
密
蔵
院

（
横
浜
市
泉
区
和
泉
町
）
に
お

き
ま
し
て
客
殿
を
建
築
す
る
こ

と
と
な
り
、
境
内
の
整
備
と
外

構
工
事
を
ご
住
職
か
ら
依
頼
さ

れ
、
平
成
29
年
の
檀
徒
総
会
に

て
承
認
を
受
け
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

か
ら
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
際
、
私
も
か
ね
て
よ
り

参
加
し
て
い
る
「
庭
守
」
の
講

師
・
川
田
造
園
・
川
田
秀
一
様

並
び
に
㈲
植
定
・
渡
部
定
男
様

に
相
談
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
庭

守
の
研
修
の
場
と
し
て
協
力
し

て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
第
一
期
工
事
と
し
て
客

殿
の
雨
落
ち
部
分
の
縁
石
と

石
積
を
施
工
し
て
頂
く
こ
と
と

し
、
周
囲
の
環
境
と
建
物
に

あ
っ
た
材
と
し
て
相
木
（
あ
い

き
）
石
の
野
面
積
み
を
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　

施
工
に
あ
た
り
事
前
に
現
地

で
数
回
の
打
ち
合
わ
せ
を
行

い
、
㈲
木
下
庭
園
管
理
の
木
下

透
氏
に
図
面
作
成
し
て
頂
き
、

採
寸
、
作
図
の
ポ
イ
ン
ト
も
塾

生
皆
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
頂
き

ま
し
た
。

　

実
際
の
作
業
に
あ
た
っ
て

は
、
使
う
場
所
に
よ
り
ど
の
様

な
形
の
石
を
使
う
か
、
大
き
さ

や
模
様
の
バ
ラ
ン
ス
は
ど
う

か
、
加
工
の
仕
方
は
ど
う
す
る

と
良
い
の
か
等
々
、
講
師
の

方
々
も
塾
生
と
一
緒
に
な
り
作

業
を
す
る
中
で
、
そ
の
場
面
ご

と
に
手
本
を
示
し
な
が
ら
進
め

て
い
き
、
仕
上
が
り
具
合
を
皆

で
検
討
し
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
を

今
回
の
工
事
で
修
正
さ
れ
見
た

目
も
き
れ
い
に
な
っ
た
と
思
い

ま
す
。（
㈲
植
定
：
渡
部
定
男
）

　

こ
の
日
（
8
月
25
日
）
は
庭

木
の
手
入
れ
や
除
草
、
地
被
や

下
草
の
植
え
付
け
も
行
わ
れ
、

「
衆
遊
の
庭
」
は
き
れ
い
に
再

生
さ
れ
ま
し
た
。

③
寺
院
客
殿
の
雨
落
ち
部
分
の

縁
石
と
石
積
工
事
に
つ
い
て
は

石
井
農
園
：
石
井
新
次
氏
の
原

　

平
成
30
年
度
の
作
庭
塾
庭
守

の
活
動
は
①
昨
年
度
に
引
き
続

き
「
小
端
積
み
」
へ
の
取
り
組
み

②
県
立
相
模
原
公
園
内
日
本
庭

園
「
衆
遊
の
庭
」
で
の
維
持
管
理

作
業
③
寺
院
客
殿
の
雨
落
ち
部

分
の
縁
石
と
石
積
工
事
の
3
本

が
大
き
な
柱
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
小
端
積
み
講
習
会
】

①
小
端
積
み
に
つ
い
て
塾
生
の

山
田
俊
夫
氏
が
次
の
よ
う
な
コ

メ
ン
ト
を
く
れ
ま
し
た
。

　
（
談
）前
年
度
は
材
料
選
び
、

買
い
付
け
な
ど
か
ら
自
分
達
で

行
い
そ
の
難
し
さ
も
実
感
し
ま

し
た
。
今
年
度
は
新
た
に
相
木

石
を
買
い
足
し
、
高
さ
６
０
０
，

１
２
０
０
と
2
通
り
の
課
題
で

練
習
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

今
回
挑
戦
す
る
高
さ

１
２
０
０
は
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
な

ど
外
構
工
事
で
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に

代
わ
っ
て
自
然
石
で
塀
を
造
る

こ
と
が
出
来
た
ら
い
い
な
と

思
い
挑
戦
し
て
み
ま
し
た
が
、

１
２
０
０
ま
で
は
ま
だ
た
ど
り

着
け
て
い
ま
せ
ん
。

　

一
番
苦
労
し
た
こ
と
は
、
角

石
を
決
め
る
こ
と
で
す
。
正
面
、

側
面
と
の
角
度
や
正
面
か
ら
見

て
内
側
に
少
し
傾
け
て
積
み
た

い
と
こ
ろ
で
す
が
、
中
々
ち
ょ
う

ど
良
い
の
が
無
く
苦
労
し
ま
し

た
。
自
分
で
も
納
得
の
い
く
石
が

収
ま
っ
た
と
き
は
達
成
感
も
あ

り
、
講
師
の
方
々
に
批
評
し
て
い

た
だ
く
こ
と
で
自
己
満
足
に
陥

ら
ず
自
分
の
技
量
や
セ
ン
ス
を

再
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

ま
た
講
習
会
で
は
皆
の
色
々

な
個
性
あ
る
小
端
積
み
の
表
情

が
見
ら
れ
て
と
て
も
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
㈲
山
田
造
園
：
山

田　

俊
夫

　

小
端
積
み
の
講
習
会
は
塾
生

の
鈴
木
寿
樹
氏
が
庭
守
の
為
に

提
供
し
て
い
る
圃
場
で
以
前
か

ら
何
度
も
行
わ
れ
、
そ
れ
以
外

に
も
有
志
が
自
主
練
習
を
し
、

作
っ
て
は
壊
す
を
繰
り
返
し
な

が
ら
各
自
が
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

②
県
立
相
模
原
公
園
内
日
本
庭

園
「
衆
遊
の
庭
」
で
の
維
持
管

理
作
業
に
つ
い
て
は
講
師
の
渡

部
定
男
氏
が
次
の
原
稿
を
寄
せ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

【
西
側
庭
門
補
強
工
事
】

　

昨
年
５
月
の
管
理
作
業
の

折
、
公
園
側
よ
り
「
庭
門
の
門

柱
と
控
え
柱
が
か
な
り
腐
食
劣

化
が
進
み
、
場
合
に
よ
っ
て
は

倒
壊
の
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
補

強
工
事
を
し
て
も
ら
え
な
い

か
、
つ
い
で
に
両
側
袖
垣
（
鉄

砲
垣
）
も
新
規
に
直
し
て
も
ら

い
た
い
。」
と
の
お
話
が
あ
り
、

見
積
書
提
出
の
結
果
、
Ｏ
Ｋ
を

頂
き
８
月
25
日
の
管
理
作
業
に

合
わ
せ
て
施
工
し
ま
し
た
。

　

道
路
側
か
ら
見
て
左
側
門
柱

が
控
え
柱
共
特
に
腐
食
し
て
お

り
、
対
策
と
し
て
門
柱
は
両
方

共
、
栗
の
ナ
グ
リ
柱
を
防
腐
剤

塗
布
し
た
後
、
抱
き
合
わ
せ
ボ

ル
ト
締
め
と
し
、
圧
着
部
は
防

水
対
策
と
し
て
コ
ー
キ
ン
グ
材

を
充
填
し
ま
し
た
。

　

控
え
柱
の
更
新
は
、
刻
み
な

ど
大
工
仕
事
で
１
日
で
は
と
て

も
時
間
的
に
無
理
な
の
で
、
私

が
事
前
に
ホ
ゾ
穴
だ
け
彫
っ
て

お
き
当
日
は
小
加
工
や
立
て
入

れ
で
済
む
よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

と
は
い
え
門
柱
か
ら
の
ヌ
キ

の
角
度
が
違
う
た
め
と
、
安
く

な
い
栗
の
ナ
グ
リ
柱
と
い
う
こ

と
も
あ
り
４
人
で
ほ
ぼ
１
日
か

か
る
慎
重
な
造
作
と
な
り
ま
し

た
。

　

以
前
の
控
え
柱
は
、
か
な
り

傾
い
て
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
が

「
庭
園
部
会
活
動
報
告
」
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東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ

リ
ン
ピ
ッ
ク
セ
ー
リ
ン
グ
競
技

会
場
「
江
の
島
」
及
び
「
明
治

１
５
０
年
記
念
大
磯
邸
園
」
の

現
地
視
察
及
び
意
見
交
換

　

神
奈
川
県
造
園
業
協
会
と
日

本
造
園
建
設
業
協
会
神
奈
川
県

支
部
は
十
一
月
二
十
七
日（
火
）

神
奈
川
県
議
会
自
民
党
み
ど
り

の
会
と
総
勢
30
名
が
セ
ー
リ
ン

グ
競
技
会
場
の
「
江
の
島
」
と

「
明
治
１
５
０
年
記
念
大
磯
邸

園
」
の
現
地
視
察
を
行
っ
た
。

　

初
め
に
セ
ー
リ
ン
グ
会
場
の

江
の
島
を
視
察
し
、
県
か
ら

の
整
備
状
況
等
の
説
明
を
受

け
、
そ
の
後
、
今
後
の
整
備
内

容
や
進
め
方
等
の
意
見
交
換
を

行
い
、
次
の
視
察
先
、
大
磯
邸

園
で
は
旧
伊
藤
博
文
邸
（
滄
浪

閣
）、
旧
大
隈
重
信
邸
、
旧
陸

奥
宗
光
邸
の
建
物
及
び
庭
園
を

視
察
後
、
今
後
の
県
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ

た
。

　

そ
の
後
、
会
場
を
変
え
て
江

の
島
の
会
場
整
備
や
大
磯
邸
園

に
か
か
る
県
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
、
要
望
を
含
め
た
細
か
い

意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。

対
象
に
行
わ
れ
、
公
園
緑
地
部

会
校
庭
芝
生
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
も
講
師
派
遣
依
頼
を
受

け
、
情
報
交
換
会
に
参
加
し
、

そ
の
中
で
「
芝
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
の
活
動
概
要
に
つ
い

て
」
講
演
を
行
い
、
続
い
て
、

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
参
加
し
、

維
持
管
理
等
の
指
導
を
行
っ

た
。

公
園
緑
地
部
会

部
会
長　

原
田
満
久

　

十
二
月
九
日
（
日
）
神
奈
川

県
本
庁
舎
前　

日
本
大
通
り
に

お
い
て
、
神
奈
川
県
及
び　

神

奈
川
県
建
設
業
協
会
主
催
に
よ

る
「
か
な
が
わ
建
設
フ
ェ
ス
タ

in
日
本
大
通
り
」
に
神
奈
川
造

園
業
協
会
と
日
本
造
園
建
設
業

協
会
神
奈
川
県
支
部
合
同
で
出

展
し
、
日
本
庭
園
及
び
街
路
樹

の
パ
ネ
ル
展
示
と
四
ツ
目
垣
の

縄
結
び
の
実
演
と
指
導
及
び
、

㈲
ア
オ
キ
グ
リ
ー
ン
の
青
木
様

の
ご
厚
意
に
よ
り
、
紫
陽
花
の

ポ
ッ
ト
苗
３
０
０
鉢
を
提
供
し

て
頂
き
無
償
配
布
す
る
な
ど
、

ま
た
、
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
「
か
な
ぞ
う
」
も
出
演
し
、

子
供
連
れ
の
来
場
者
か
ら
も
大

変
喜
ば
れ
盛
況
の
う
ち
終
了
し

ま
し
た
。

　

現
在
作
庭
塾
庭
守
は
新
メ
ン

バ
ー
6
名
を
加
え
総
勢
28
名
で

活
動
し
て
い
ま
す
。
10
年
前
に

は
何
事
も
教
え
て
も
ら
う
立
場

だ
っ
た
塾
生
が
今
や
人
の
上
に

立
ち
人
を
教
え
る
技
量
を
身
に

付
け
、
造
園
業
界
ひ
い
て
は
社

会
に
貢
献
で
き
る
人
材
へ
と
成

長
し
て
い
る
様
は
頼
も
し
い
限

り
で
す
。

㈲
木
下
庭
園
管
理　

木
下　

透

公
園
緑
地
部
会

副
部
会
長　

北
村
善
輝

　

十
一
月
三
十
日
（
金
）
県
立

総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
善
行
庁
舎

に
お
い
て
、
神
奈
川
県
教
育
委

員
会
教
育
局
指
導
部
保
健
体
育

課
主
催
の
校
庭
芝
生
化
に
係

る
情
報
交
換
会
が
、
公
立
小
・

中
・
高
等
学
校
等
の
担
当
者
を

平
成
30
年
度 

　
校
庭
芝
生
化
に
係
る
情
報
交
換
会

「
公
園
緑
地
部
会
活
動
報
告
」

「
か
な
が
わ
建
設
フ
ェ
ス
タ
in

日
本
大
通
り
」
開
催

江の島会場　北緑地にて 江の島会場　ヨットハウス屋上にて旧大隈重信邸入口にて

旧大隈重信邸建物の前にて

建設フェスタ出展の皆様方

建設フェスタに出演の「かなぞう」

庭守メンバー会議

（　）一社
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で
役
立
た
せ
、
私
自
身
の
技
術

や
技
能
を
向
上
さ
せ
て
い
け
る

様
、
日
々
精
進
し
て
参
り
た
い

と
思
い
ま
す
。
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
講
師
の
先
生
方
、
事
務

局
の
皆
様
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
1
級
受
講
生

神
之
薗
知
香

　

こ
の
度
は
造
園
技
能
士
コ
ー

ス
を
受
講
さ
せ
て
頂
き
、
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

座
学
は
少
し
心
配
で
し
た

が
、
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
は
学
べ

な
い
多
く
の
講
師
の
先
生
方
の

知
識
や
経
験
に
基
づ
く
お
話

し
が
聞
け
た
こ
と
は
プ
ラ
ス

に
な
る
こ
と
が
と
て
も
多
く
、

１
０
２
時
間
と
い
う
講
習
も

あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
て
い
き

ま
し
た
。
有
意
義
な
時
間
を
過

ご
さ
せ
て
頂
け
た
こ
と
、
貴
重

な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た

こ
と
、
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

今
回
学
ん
だ
こ
と
を
今
後
に

つ
な
げ
て
役
立
て
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。事
務
局
の
皆
様
、

講
師
の
先
生
方
、
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
2
級
受
講
生

横
濱
翔
太

　

ま
ず
は
じ
め
に
、「
造
園
技

能
士
コ
ー
ス
」
を
開
催
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
神
奈
川
県
造
園

業
協
会
、
各
講
師
の
皆
様
に
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

自
分
は
職
業
技
術
校
で
造
園

施
工
必
携
を
用
い
て
あ
る
程
度

の
知
識
を
持
っ
て
受
講
し
ま
し

た
が
そ
れ
以
上
に
濃
密
か
つ
有

意
義
な
時
間
を
頂
戴
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
特

に
講
師
の
方
々
の
実
体
験
に
加

え
て
失
敗
談
な
ど
今
後
の
自
分

の
成
長
に
役
立
て
た
い
と
強
く

思
い
ま
し
た
。
今
回
学
ん
だ
こ

と
を
自
身
の
た
め
だ
け
で
な
く

後
に
で
き
る
後
輩
等
に
伝
え
諸

講
師
ら
の
思
い
と
技
術
を
紡
い

で
い
き
た
い
で
す
。

　

最
後
に
重
ね
て
に
な
り
ま
す

が
、
お
忙
し
い
中
時
間
を
作
り

ご
教
授
し
て
頂
き
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
2
級
受
講
生

菅
原
哲
男

　

こ
の
度
は
「
造
園
技
能

士
コ
ー
ス
」
を
受
講
さ
せ

て
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
私
自
身
が
造

園
の
知
識
経
験
が
浅
い
と

こ
ろ
に
、
各
講
義
に
お
け

る
先
生
方
か
ら
の
、
わ
か

り
や
す
い
説
明
と
、
実
務

に
お
け
る
裏
づ
け
さ
れ
た

話
は
、
造
園
施
工
必
携
や

テ
キ
ス
ト
資
料
の
理
解
を

深
め
る
事
が
で
き
た
と
感

じ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
日

常
業
務
の
際
に
も
受
講

し
た
内
容
を
意
識
し
て

イ
メ
ー
ジ
す
る
事
に
よ

り
、
造
園
業
務
の
ク
オ
リ

テ
ィ
を
上
げ
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
今
後
も
、
教
え
て

頂
い
た
こ
と
を
活
か
し
、

日
々
、
頑
張
っ
て
い
こ
う
と
思

い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

◆
2
級
受
講
生　

中
村
ひ
と
り

　

四
カ
月
、
長
い
な
と
初
め
は

思
い
ま
し
た
が
、
終
わ
っ
て
み

れ
ば
も
う
終
わ
り
？
と
い
う
く

ら
い
早
く
感
じ
ま
す
。

　

造
園
技
能
士
コ
ー
ス
は
そ
れ

く
ら
い
私
に
と
っ
て
勉
強
に
な

る
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
造
園

業
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
ば
か

り
の
私
に
も
理
解
で
き
る
丁
寧

な
講
義
を
し
て
い
た
だ
い
た
講

師
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
造
園
技
能
士
コ
ー
ス
に
参

加
さ
れ
る
諸
先
輩
は
技
能
士
試

験
を
前
提
で
受
講
さ
れ
て
い
る

方
々
で
す
が
、
講
義
の
内
容
は

試
験
を
受
け
る
受
け
な
い
に
関

わ
ら
ず
造
園
に
携
わ
る
方
々
に

も
是
非
受
け
て
い
た
だ
き
た
い

内
容
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

造
園
業
協
会
の
皆
様
、
大
変

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
有
難

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

師
の
先
生
方
の
経
験
や
豊
富
な

知
識
、
造
園
の
奥
深
さ
、
ノ
ウ

ハ
ウ
な
ど
お
話
し
い
た
だ
き
と

て
も
有
意
義
で
楽
し
い
時
間
を

過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
数
多
く
の
専
門
用
語
を
理

解
し
覚
え
実
際
の
施
工
の
仕
方

と
内
容
を
習
得
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
今
回
学
ん
だ
事
を

仕
事
や
こ
の
先
の
人
生
で
発
揮

で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

講
師
の
先
生
方
、
造
園
業
協

会
の
皆
様
大
変
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

◆
1
級
受
講
生

佐
藤
真
悟

　

こ
の
度
は
、「
造
園
技
能
士

コ
ー
ス
」
を
受
講
さ
せ
て
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
講
師
の
先
生
方
の
知
識
や

経
験
談
は
ど
れ
も
興
味
深
く
、

今
後
仕
事
を
す
る
上
で
必
ず
自

分
の
為
に
な
る
物
だ
と
実
感
し

ま
し
た
。
造
園
の
歴
史
や
基
礎

的
な
知
識
を
改
め
て
学
び
、
新

た
な
知
識
も
上
乗
せ
で
き
大
変

有
意
義
な
時
間
を
過
ご
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
、
今

回
学
ん
だ
事
を
仕
事
を
す
る
上

1
級
3
名
、
2
級
3
名
が
受
講

し
た
。
修
了
式
が
2
月
23
日

（
土
）
に
行
わ
れ
、
受
講
生
6

名
に
修
了
証
書
が
渡
さ
れ
た
。

◆
1
級
受
講
生

嶋
村
雄
記

　

こ
の
度
は
造
園
技
能
士
コ
ー

ス
を
受
講
さ
せ
て
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
講

　

平
成
30
年
度
の
「
普
通
職
業

訓
練
短
期
過
程
造
園
技
能
士

（
1
・
2
級
）
コ
ー
ス
が
修
了

し
た
。

　

昨
年
の
十
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
て
毎
週
土
曜
日
15
日
間
の

１
０
２
時
間
を
か
け
た
講
習
会

は
、
職
業
能
力
促
進
法
に
基
づ

き
、「
よ
り
高
度
の
技
術
を
習

得
」
し
「
そ
の
職
業
に
必
要
な

技
能
を
補
完
」
す
る
こ
と
を
目

的
と
さ
れ
て
い
る
。

　

協
会
会
議
室
で
開
催
さ
れ
、

造
園
技
能
士
コ
ー
ス
を
終
え
て

内藤委員長　挨拶 １級修了証交付

２級修了証交付 神奈川県職業能力開発協会会長賞授与

（一社）神奈川県造園業協会会長賞授与 修了生答辞

冨田講師より訓練総評 講師及び修了生

受
講
生
の
声
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〇
技
能
検
定
実
技
講
習
会

平
成
31
年
7
月
20
日
（
土
）・

21
日
（
日
）、
平
成
31
年
7
月

22
日
（
月
）・
23
日
（
火
）

（
3
級
の
み
要
素
講
習
な
し
）

〇
技
能
検
定
実
技
試
験

平
成
31
年
8
月
3
日
（
土
）、

4
日
（
日
）、
5
日
（
月
）
の

う
ち
い
ず
れ
か
半
日

〇
技
能
検
定
学
科
講
習
会

　
（
1
・
2
級
）

平
成
31
年
8
月
13
日
（
火
）

〇
技
能
検
定
学
科
試
験

　
（
1
・
2
級
）

平
成
31
年
8
月
25
日
（
日
）

　
（
3
級
）

平
成
31
年
7
月
14
日
（
日
）

〇�

技
能
検
定
実
技
・
学
科
試

験
申
込
期
間

平
成
31
年
4
月
3
日
（
水
）

～
15
日
（
月
）
9
時
～
17
時

土
日
は
お
休
み

　

な
お
、
詳
細
に
つ
き
ま
し

て
は
以
下
ご
案
内
申
し
上
げ

ま
す
。

平
成
三
十
一
年
度

造
園
技
能
検
定
・
実

技
講
習
会
・
学
科
講

習
会
の
お
知
ら
せ

平成31年度造園技能検定のお知らせ
１．造園技能検定実施日程
　　実技試験問題公表	 Ｈ31年5月31日（金）
　　　＊職業能力開発協会で公表します。受検者には受検票と共に課題（図面）を送付します。
　　実技作業試験	 Ｈ31年8月3日（土）～ 8月5日（月）の内のいずれか半日
　　学科試験･要素テスト	 〔1･2級〕Ｈ31年8月25日（日）〔3級〕Ｈ31年7月14日（日）
　　合格発表	 〔1･2級〕Ｈ31年10月4日（金）〔3級〕Ｈ31年8月30日（金）

２．受検申請
　　①申請書記入要領　学歴……最終学歴及び学校の所在地・在学期間
　　　　　　　　　　　職歴……造園関係のみ事業所名・所在地・電話・在職期間・職務内容
　　※免除資格のある方は、その資格書類のコピーを添付（免除資格は下記の4の③の通り）
　　②受検手数料
　　　実技試験……17,900円／　学科試験……3,100円／　両免申請……無　料
　　※	若者の確保・育成を目的として、35歳未満の方（昭和59年４月２日以降の生年月日の方）が	

2級又は3級の実技試験を受検する場合に受検手数料が9,000円減額されます。
　　※一度納金された受検手数料はお返し出来ません。

３．申請書の受付　受付場所……（一社）神奈川県造園業協会事務局　会議室
　　受付期間……Ｈ31年4月3日（水）～ 15日（月）9：00～ 17：00　土日はお休みです　　
　　※�最終日は混雑しますので早めの提出をお願い致します。申請書には申請者の生年月日・

現住所・☎・最終学歴・学校所在地・職歴等・申請者の身分証明書が必要となります。
事前に申請書を希望される方は、郵送代を頂きます。事務局へ連絡のうえ「申請書取
り寄せ申込書」をお取り寄せ下さい。

４．申込みに必要なもの
　　①�受検手数料　②顔写真（縦４cm×横３cm）裏面に作業名（造園）、級別、氏名を明記

して下さい。実技及び学科受検者２枚、一部合格者１枚、両免申請者不要　
　　③資格の有る方は証明書のコピー（一部合格、造園技能士コース、職業訓練指導員等）
　　④運転免許証等の本人確認書類の写し（縦６cm×横９cm）　

５．実技・学科受検対策講習会等の予定について
　　※	実技講習会1・2・3級は7月20・21日（前半）、22・23日（後半）のいずれか２日間

２回に分けて、いずれも横浜農協きた総合センターで実施の予定です。
　　　（注）3級のみ要素講習会はありません。
　　※学科講習会1・2級は8月13日（火）にかながわ労働プラザで実施の予定です。
　　※受講者の人数等により日時、場所等が変更になることもあります。

［照会先］
　横浜市中区常盤町２―10　伸光ビル２階　　（一社）神奈川県造園業協会
　TEL   045－662－1767　　FAX   045－662－4381　　URL   http://www.kanagawazoen.or.jp

●会員名簿の変更●
（平成29年度名簿）

　新入会員

〇川崎南支部
　㈱川﨑みらい緑化
　代表者　矢野武征
　住所　〒211-0045川崎市中原区上新城1-11-12
　TEL044-751-2240　FAX044-750-9718

　住所変更

〇緑・東支部
　唐戸園（会員名簿P.26）
　新住所　〒224-0011横浜市都筑区牛久保町1616
　TEL045-911-0286　FAX045-911-0639
〇神奈川支部
　㈲高橋緑化建設（会員名簿P.31）
　新住所　〒221-0865横浜市神奈川区片倉2-62-20
　TEL045-413-2667　FAX045-413-2661
〇保土ヶ谷支部
　常盤造園（会員名簿P.35）
　新住所　〒240-0035横浜市保土ヶ谷区法泉2-8-21
　TEL045-353-1161　FAX045-353-1162

　代表者変更

〇緑・西支部
　㈲白井庭園（会員名簿P.28）
　代表者　（旧）白井嘉明　→（新）白井寛
〇湘南東支部
　㈲石川造園（会員名簿P.52）
　代表者　（旧）石川隆　→（新）石川一隆

3/20（水） 理事・支部長合同会議　14：00 ～

 4/9（火） 公園緑地部会等　14：00 ～　16：00 ～

4/23（火） 指導員・検定員・補佐員合同会議　14：00 ～

4/25（木）
協会三役会議　14：00 ～

各正副部会長・各委員長合同会議　15：00 ～

4/26（金）
協同組合三役会議　14：00 ～

協同組合理事会　15：00 ～

5/28（火）

協同組合総会　11：00 ～

日造協神奈川県支部通常総会　13：30 ～

協会総会　15：00 ～

かながわのみどりを創り、育てるつどい　17：30 ～

事 務 局 情 報
（月  間  行  事  一  覧）

●諸会議その他●
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と
、
校
庭
の
一
角
に
普
段
と
は

違
っ
た
雰
囲
気
が
現
れ
た
こ
と

に
、
生
徒
諸
君
も
驚
い
た
よ
う

で
あ
る
。

　

午
後
3
時
ま
で
に
校
庭
か
ら

撤
収
す
る
た
め
早
め
の
昼
食
を

済
ま
せ
た
。
出
来
上
が
っ
た

庭
園
を
違
っ
た
視
点
か
ら

見
る
た
め
に
ロ
ー
プ
ワ
ー

ク
を
駆
使
し
て
高
い
視
点

か
ら
鑑
賞
し
た
。
生
徒

諸
君
に
も
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク

を
手
伝
っ
て
も
ら
う
た
め

に
事
前
に
ロ
ー
プ
の
結
束

の
仕
方
を
練
習
し
て
き
て

も
ら
っ
た
。
少
し
戸
惑
い

も
あ
っ
た
が
練
習
の
成
果

を
発
揮
で
き
た
よ
う
で
あ

る
。
校
庭
か
ら
撤
収
す
る

　

数
年
間
に
わ
た
っ
て
継
続
し

て
い
る
、
中
学
生
の
職
業
体
験

授
業
が
2
月
5
日
に
行
わ
れ

た
。
中
学
生
は
横
浜
市
立
南
が

丘
中
学
校
の
2
年
生
の
諸
君
6

名
で
あ
る
。

　

午
前
中
は
学
校
の
校
庭
に
、

冬
枯
れ
の
里
山
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
庭
を
製
作
し
た
。
予
め
デ
ザ

イ
ン
さ
れ
た
図
面
を
基
に
、
校

庭
に
石
灰
で
植
物
や
工
作
物
、

石
組
、
小
川
や
橋
の
配
置
な
ど

も
印
し
た
。
萩
の
袖
垣
や
四
つ

目
垣
、
延
段
を
設
置
し
家
屋
内

か
ら
眺
め
る
と
い
う
設
定
と
し

た
。

　

金
子
理
事
の
指
示
の
も
と
に

作
業
が
行
わ
れ
た
が
、
生
徒
諸

君
も
始
め
は
ぎ
こ
ち
な
い
作
業

で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
こ
つ
を

つ
か
み
動
き
も
し
っ
か
り
し
て

き
た
。
粟
飯
原
支
部
長
と
青
年

部
の
粟
飯
原
裕
、
石
田
、
金
子
、

川
﨑
、
永
吉
の
各
氏
、
ボ
ー
イ

ス
カ
ウ
ト
指
導
者
の
小
野
氏
の

協
力
で
植
物
や
石
を
配
置
し
、

橋
や
袖
垣
な
ど
が
設
置
さ
れ
る

ね
じ
れ
て
苔
む
し
、
そ
の
貫
禄

あ
る
姿
に
は
心
奪
わ
れ
た
。

　

次
に
訪
れ
た
の
は
東
京
都
指

定
天
然
記
念
物
の
古
里
附
（
こ

り
つ
き
）
の
イ
ヌ
グ
ス
。
こ
の

樹
木
は
樹
齢
６
０
０
年
と
い
わ

れ
る
古
木
で
あ
る
。
奥
多
摩
街

道
と
Ｊ
Ｒ
の
線
路
の
間
に
挟

ま
れ
た
春
日
神
社
の
境
内
に

あ
り
、
か
つ
て
は
幹
周
6
・
5

メ
ー
ト
ル
、
樹
高
23
メ
ー
ト
ル

あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
幹
の
上

部
が
欠
落
し
て
10
メ
ー
ト
ル
程

と
な
っ
て
い
る
。
上
部
が
欠

損
し
た
原
因
は
わ
か
ら
な
い

が
、
そ
の
後
も
樹
木
の
保
護
の

為
に
色
々
と
処
置
が
行
わ
れ
た

跡
が
あ
り
、
幹
の
い
た
る
と
こ

ろ
に
ウ
レ
タ
ン
注
入
が
さ
れ
て

い
た
。
現
在
で
は
あ
ま
り
行
わ

れ
な
い
方
法
で
あ
る
が
、
以
前

は
幹
の
空
洞
を
塞
ぐ
た
め
に
ウ

レ
タ
ン
を
注
入
し
て
い
た
。
ま

た
、
ウ
レ
タ
ン
注
入
を
し
て
か

ら
相
当
年
数

が
経
過
し
て

い
る
よ
う
で

ウ
レ
タ
ン
は

劣
化
し
て
ボ

ロ
ボ
ロ
と
崩

れ
て
い
た
。

樹
幹
か
ら
は

キ
ノ
コ
も
発

樹
木
の
中
で
も
ス
ギ
が
一
番
多

い
。
樹
姿
も
さ
る
こ
と
な
が
ら

根
張
り
も
力
強
く
躍
動
感
が
あ

り
、
今
に
も
歩
き
だ
し
そ
う
な

雰
囲
気
も
あ
る
。
ま
た
、
塩
船

観
音
寺
は
ツ
ツ
ジ
が
約
2
万
本

植
え
ら
れ
て
お
り
、
季
節
に
な

る
と
圧
巻
の
美
し
さ
で
あ
る
こ

と
か
ら
開
花
の
時
期
に
ま
た

行
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　

2
か
所
目
は
市
指
定
天
然
記

念
物
で
あ
る
師
岡
神
社
の
シ

イ
。
こ
こ
に
は
2
本
の
ス
ダ
ジ

イ
が
あ
り
幹
周
約
5
・
3
メ
ー

ト
ル
と
、
約
4
・
3
メ
ー
ト
ル

で
樹
高
は
共
に
約
12
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。
境
内
の
狭
い
場
所
に

あ
り
ど
ち
ら
も
窮
屈
そ
う
に

立
っ
て
い
る
。
幹
や
枝
に
は
や

や
腐
朽
が
見
ら
れ
る
が
ま
だ
ま

だ
元
気
そ
う
だ
っ
た
。
奥
に
あ

る
ス
ダ
ジ
イ
は
岩
盤
斜
面
に
あ

り
山
側
の
根
は
土
を
求
め
て
斜

面
の
上
の
方
に
根
を
伸
ば
し
て

い
て
、
樹
木
の
逞
し
さ
を
感
じ

た
。
ま
た
幹
は
、
ら
せ
ん
状
に

　

2
月
14
日
に
名
木
古
木
研
修

会
に
参
加
し
、
青
梅
、
奥
多
摩

方
面
の
歴
史
あ
る
5
本
の
樹
木

を
見
学
し
て
き
た
。
奥
多
摩
方

面
に
初
め
て
行
っ
た
が
、
自
然

が
多
く
残
り
都
会
と
は
違
い
、

自
然
と
人
間
が
共
生
し
て
い
る

よ
う
に
感
じ
た
。
1
本
目
は
塩

船
観
音
寺
の
大
杉
。
観
音
堂
登

り
口
の
両
脇
に
2
本
の
杉
が

あ
り
、
左
側
は
幹
周
約
5
・
7

メ
ー
ト
ル
、
樹
高
約
43
メ
ー
ト

ル
。
右
側
は
幹
周
6
・
6
メ
ー

ト
ル
、樹
高
40
メ
ー
ト
ル
あ
る
。

樹
齢
は
と
も
に
千
年
を
超
え
て

お
り
、
東
京
都
の
天
然
記
念
物

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ス
ギ
は

真
っ
す
ぐ
に
高
く
そ
び
え
立
つ

樹
木
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
を

祀
る
神
聖
な
樹
木
と
さ
れ
、
古

く
か
ら
日
本
各
地
の
社
寺
境
内

に
植
え
ら
れ
大
切
に
さ
れ
て
き

た
。
そ
の
せ
い
か
、
日
本
の
天

然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る

支
部
だ
よ
り

支
部
だ
よ
り

戸
塚
支
部　

　

名
木
古
木
研
修
に
参
加
し
て

石
井
造
園
株
式
会
社　

佐
藤　

一
将

横
浜
南
支
部　

　

職
業
体
験
授
業

教
育
研
修
委
員　

川
島　

一
平

前
に
、
生
徒
諸
君
を
2
グ
ル
ー

プ
分
け
て
自
由
に
創
作
し
て
も

ら
っ
た
。
午
前
中
の
体
験
を
生

か
し
た
も
の
が
で
き
あ
が
っ

た
。

　

校
庭
を
片
付
け
た
あ
と
金
子

氏
の
自
宅
に
荷
物
を
降
ろ
す
た

め
に
向
か
っ
た
。
生
徒
諸
君
は

徒
歩
で
餅
井
坂
を
通
り
、
そ
の

際
サ
ク
ラ
並
木
に
つ
い
て
の
話

を
聞
く
。
さ
ら
に
青
年
部
の
金

子
氏
よ
り
剪
定
の
実
習
も
行
っ

た
。

　

ご
協
力
戴
い
た
方
々
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

生
し
、
腐
朽
も
進
行
し
て
い

た
。
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
腐

朽
が
進
行
す
る
可
能
性
が
あ
る

た
め
、
こ
の
樹
木
を
保
護
す
る

た
め
に
は
何
ら
か
の
処
置
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に

思
え
た
。

　

4
か
所
目
は
東
京
都
指
定
天

然
記
念
物
の
氷
川
三
本
ス
ギ
。

奥
氷
川
神
社
敷
地
内
の
奥
多
摩

街
道
沿
い
に
あ
り
、
根
元
近
く

か
ら
3
本
に
分
岐
し
て
い
て
、

そ
れ
ら
が
直
立
し
て
ひ
と
つ
の

樹
幹
を
形
成
し
て
い
る
。
樹
高

は
約
43
メ
ー
ト
ル
あ
り
神
社
の

神
木
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
だ
け
大
き
い
ス
ギ
を

見
る
と
伊
勢
神
宮
の
樹
木
を
思

い
出
す
。
3
本
の
樹
皮
を
見
比

べ
る
と
、
少
し
ず
つ
樹
皮
の
形

状
が
違
っ
て
面
白
か
っ
た
。
縦

目
な
の
は
同
じ
な
の
だ
が
、
樹

皮
が
分
厚
い
も
の
、
薄
く
緻
密

な
も
の
、
と
そ
の
中
間
の
も
の

が
あ
っ
た
。
兄
弟
で
も
個
性
が

あ
り
性
格
が
違
う
の
は
人
間
と

似
て
い
て
面
白
い
。

　

最
後
に
訪
れ
た
の
は
西
多
摩

群
に
あ
る
天
正
寺
。
こ
こ
の
イ

チ
ョ
ウ
は
樹
高
約
24
メ
ー
ト
ル

の
株
立
ち
に
な
っ
て
い
て
迫
力

が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
枝
は
か

な
り
の
大
枝
下
ろ
し
を
さ
れ
た

形
跡
が
あ
り
、
枝
の
吹
き
方
に

違
和
感
が
あ
っ
た
。
ど
ん
な
理

由
で
切
ら
れ
た
の
か
は
不
明
だ

が
、
の
び
の
び
し
て
い
た
頃
の

イ
チ
ョ
ウ
は
ど
の
よ
う
な
樹
姿

だ
っ
た
の
か
見
た
か
っ
た
。

　

今
回
の
研
修
で
は
、
人
が
手

を
入
れ
た
樹
木
を
見
る
こ
と
が

で
き
て
大
変
勉
強
に
な
っ
た
。

共
通
し
て
言
え
る
の
は
狭
小
な

場
所
に
植
わ
っ
て
い
る
こ
と

だ
っ
た
。
よ
く
こ
の
場
所
で
こ

れ
だ
け
大
き
く
な
り
、
倒
れ
な

い
こ
と
が
不
思
議
な
く
ら
い
で

あ
る
。
樹
木
の
逞
し
さ
や
生
命

力
は
素
晴
ら
し
い
。
ウ
レ
タ
ン

注
入
後
の
経
過
は
良
い
デ
ー
タ

に
な
っ
た
。
人
間
か
ら
見
た
景

観
の
為
の
治
療
な
の
か
、
そ
れ

と
も
樹
木
を
保
護
す
る
た
め
の

治
療
な
の
か
、
何
を
優
先
す
る

の
か
、
し
っ
か
り
方
向
性
を
決

め
、
治
療
後
の
経
過
を
想
定
し

て
か
ら
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
う
。
樹
木
が
衰
弱
し

た
時
に
治
療
を
行
う
の
も
重
要

だ
が
、
樹
木
を
元
気
に
育
て
る

た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

を
考
え
、
思
い
や
り
を
も
っ
て

接
す
る
気
持
ち
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
と
改
め
て
思
っ
た
。

庭石運搬 延段据付

生徒諸君と作品

塩船観音の大杉

古里附のタブ

集合写真

氷川の3本杉

師岡神社のシイ
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■
石
数
寄
者
と
の
出
会
い
の
旅
　
第
七
話

 
「
何
故
　
日
本
庭
園
は
石
な
の
か
」

　
― 
岩
か
ら
磐い
わ

　
そ
し
て
石
へ 

―
（
五
）

　
　 

緑
支
部
教
育
研
修
委
員
　
㈲
庭
工
荒
川
　
荒
川
　
昭
男

　

私
が
抱
い
て
い
る
日
本
庭
園

に
お
け
る
石
の
存
在
と
思
い

は
、
一
万
年
以
上
続
い
た
縄
文

時
代
の
、
イ
ヤ
更
に
前
の
旧
石

器
の
時
代
に
芽
生
え
て
い
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。
哲
学
者
の
故

矢
内
原
伊
作
氏
は
著
書
の
中

前
回
ま
で

石
が
日
本
庭
園
作
庭
に
あ
た
っ
て
、
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
と
な
っ
た
歴
史
的
背
景
は
、

石
や
岩
を
磐
座
・
磐
境
と
し
て
登
場
さ
せ
た
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
更
に
奥
に
あ
る
も
の
と
推

考
し
、
同
時
に
古
代
人
と
、
現
代
人
と
の
石
へ
の
思
い
の
不
変
性
を
も
探
る
。
更
に
、
人
と
石
と

の
最
初
の
交
わ
り
で
あ
る
石
器
や
、
縄
文
人
が
残
し
た
土
器
土
偶
、
そ
れ
等
と
日
本
庭
園
が
持
つ

精
神
性
、
具
象
性
と
の
結
び
つ
き
を
考
察
し
た
。
又
縄
文
社
会
で
既
に
確
立
さ
れ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
分
業
と
、
物
流
や
情
報
を
含
め
た
広
域
交
流
の
可
能
性
を
、
石
器
材
料
の
流
通
か
ら
追
っ
た
。

縄
文
時
代
の
大
規
模
配
石
遺
構
の
紹
介
と
、そ
の
意
味
す
る
も
の
を
探
る
と
共
に
、同
時
期
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
出
現
し
た
巨
石
文
明
の
一
端
を
紹
介
し
た
。

そ
し
て
、
縄
文
時
代
に
登
場
し
た
生
命
誕
生
や
再
生
を
願
う
石
棒
や
丸
石
を
紹
介
す
る
と
共
に
、

後
世
庭
石
と
な
る
各
石
材
が
列
島
に
姿
を
表
し
た
経
緯
を
紹
介
し
た
。

に
、「
中
国
の
影
響
と
は
別
に
、

禅
思
想
が
輪
入
さ
れ
る
は
る
か

以
前
か
ら
、
日
本
人
は
岩
石
の

中
に
何
か
精
神
的
な
も
の
、
あ

る
い
は
精
神
に
対
し
て
働
き
か

け
て
く
る
あ
る
力
を
見
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
．
先
史
よ
り
祀
ら
れ
て
き
た
巨
石

　

岩
に
注し

め
な
わ

連
縄
を
は
っ
て
礼
拝

す
る
の
は
、
岩
を
神
聖
視
す
る
気

持
ち
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
土
俗

信
仰
に
お
い
て
も
き
わ
だ
っ
た

形
の
岩
が
信
仰
の
対
象
に
な
っ

て
い
る
場
合
が
多
い
」
と
の
エ
ッ

セ
イ
を
残
し
て
い
ま
す
。

　

私
が
巡
り
会
え
た
岩
や
石
の

多
く
は
、
現
在
神
が
宿
り
鎮
座

す
る
「
磐
座
」
と
か
、
住
ま
う

神
を
祀
る
た
め
の
聖
域
を
意
味

す
る
「
磐
境
」、
或
い
は
神
が

依
り
つ
く
「
依
り
代
」
と
、「
古

事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
の
編

纂
に
よ
っ
て
登
場
し
た
仰
々
し

い
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
岩
や
石
に
は
注
連
縄
が
ま

か
れ
四
手
が
下
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
傍
ら
に
神
社
の
社
が
建
っ

て
い
た
り
、
或
い
は
小
さ
な
祠

が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
も

そ
も
、
古
代
の
人
々
と
岩
と
の

最
初
の
出
会
い
は
、
単
純
な
も

の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
日
常
の
中
で
最
も
必

要
な
食
料
、
薪
な
ど
の
燃
料
、
住

宅
の
建
築
材
、
遠
出
を
必
要
と

す
る
石
器
の
原
石
な
ど
の
探
求

や
確
保
の
過
程
で
、
何
か
引
き

付
け
ら
れ
る
岩
と
の
出
会
い
が

あ
っ
た
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

岩
の
不
動
性
や
存
在
感
、
再

び
会
え
た
喜
び
と
安
堵
感
、
そ

し
て
な
に
よ
り
も
、
自
分
た
ち

が
持
つ
も
の
と
は
比
較
に
な
ら

な
い
、
得
た
い
の
知
れ
ぬ
力
を

感
じ
た
の
で
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
度
に
心
に
湧
き
上
が

る
「
何
か
」
が
、
徐
々
に
熟
成

さ
れ
、
人
々
の
心
の
中
に
岩
や

石
を
意
識
す
る
気
持
が
居
つ
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

勿
論
意
識
の
中
に
は
集
落
周
辺

の
山
、
川
、
海
な
ど
の
風
景
や

巨
木
な
ど
も
ふ
く
ま
れ
ま
す
。

祀
ら
れ
る
岩
付
近
か
ら
、
縄
文

や
弥
生
時
代
の
集
落
が
数
多
く

見
つ
か
り
ま
す
。

　

岩
に
何
か
を
感
じ
た
古
代
の

人
々
は
、
そ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
定

住
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
国
学

院
大
学
名
誉
教
授
で
縄
文
文
化

研
究
の
第
一
人
者
小
林
達
雄
氏

は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
人
類
が
定
住
す
る
こ
と
な
く
生

き
て
い
た
旧
石
器

時
代
以
前
は
、
人

間
は
自
然
の
秩
序

の
中
に
組
み
込
ま

れ
、
野
生
の
動
物

達
と
同
格
で
し

た
。
と
こ
ろ
が
、

定
住
す
る
こ
と
に

な
っ
て
ム
ラ
を
営

む
よ
う
に
な
る

と
、
自
然
か
ら
ま

ず
自
分
達
の
根
拠
地
を
も
ぎ
と

り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で

歴
史
上
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う

な
、
自
分
達
だ
け
の
世
界
を
つ
く

る
わ
け
で
す
。（
中
略
）
そ
し
て
、

ク
マ
と
か
サ
ル
と
か
と
は
違
い
、

自
分
達
は
人
だ
と
い
う
意
識
を

持
ち
、
自
然
の
も
の
を
観
察
す

る
対
象
に
す
る
わ
け
で
す
。」

　

結
晶
片
岩
の
庭
石
で
、
三
波

石
の
名
称
で
知
ら
れ
る
鬼
石
町

に
鬼
石
神
社
が
あ
り
ま
す
。
見

事
な
彫
壁
を
持
つ
本
殿
の
床
下

に
、
岩
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。

高
床
の
風
通
し
窓
か
ら
幽か

す
か
に

見
え
ま
す
。

　

本
殿
の
す
ぐ
裏
の
農
地
か
ら

は
、
縄
文
時
代
の
集
落
跡
が
発

掘
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
集
落
跡

か
ら
出
土
し
た
男
根
を
意
味
す

る
石
棒
が
、
本
殿
に
鎮
座
し
て

い
る
そ
う
で
す
。
岩
を
探
し
て

キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
し
て
い
る
私

に
、
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た

方
が
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ

の
方
は
鬼
石
神
社
15
代
目
の
宮

司
さ
ん
で
し
た
。

　

磐
座
が
あ
る
神
社
の
付
近

で
、
縄
文
や
弥
生
の
集
落
跡
が

見
つ
か
っ
た
例
と
し
て
、
長
野

の
諏
訪
神
社
、
滋
賀
の
日
吉
大

社
や
石
山
寺
、
島
根
の
飯
石

神
社
、
京
都
の
大
宮
売
神
社
、

静
岡
の
大
宮
神
社
な

ど
が
あ
り
ま
す
。
平

安
時
代
の
延
喜
５
年

（
９
０
５
）
か
ら
編
纂

が
始
ま
り
、
延
長
５
年

（
９
２
７
）
に
完
成
し

た
［
延
喜
式
］
の
「
神

名
帳
」
が
あ
り
ま
す
。

　

伊
勢
神
宮
を
頂
点

に
お
い
て
、
官
弊
社

７
３
７
社
、
国
幣
社

２
３
９
５
社
の
神
社
の

序
列
化
が
目
的
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
官
幣
社
・

国
幣
社
と
も
更
に
大
社
・

小
社
と
上
下
に
分
け
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
「
延
喜
式
」

の
「
神
名
帳
」
に
の

る
３
１
３
２
社
を
「
式

内
社
」
と
呼
び
ま
す
。

「
式
内
社
」
に
載
ら
な

い
村
々
の
社
が
ど
の

く
ら
い
の
数
か
分
か

り
ま
せ
ん
。

　

私
は
ど
の
よ
う
な

意
味
で
、
神
社
の
序
列

化
が
出
来
た
の
か
ま

だ
勉
強
し
て
い
ま
せ

ん
が
、こ
の
「
式
内
社
」

周
辺
で
は
、
古
代
集
落

跡
が
数
多
く
確
認
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

島根県雲南　須賀神社の奥宮　多くの庭園で
様々な三尊石を見てきたが自然によって成就
したこの迫力に勝る石組を私は知らない

岩手県遠野　厳龍神社の不動岩　上昇したマ
グマは高さ55ｍの岩盤を荒々しく切り裂き
岩脈を残した　奇岩に昔人は何を見たのか

広島県厳島　弥山の山頂岩　山頂からは瀬戸
に浮かぶ大小の島々　空海や平清盛が来島す
る遥か昔　厳島は縄文人の祭祀の場であった

長野県立科　雨境峠の鳴石　狩猟や黒曜石の
入手を願ったのか　或いは道中の無事を祈っ
たか　古東山道の石壇は祈念を受け続けた

島根県出雲　稲佐の浜の屏風岩　「記紀」にある
「国譲り神話」のはるか前から古代出雲の人々は　

この岩に途轍もない何かを感じていたようだ

和歌山県新宮　神倉神社のゴトビキ岩　最も
古い熊野の自然信仰　ゴトビキとは蛙の方言　
千四百万年前に噴出したマグマは蛙に神変

静岡県浜松　渭伊神社天白磐座　徳川家康の
家臣井伊直政の本拠地　関が原での東軍先鋒
は有名　今日も女性がそのパワーを得ていた

滋賀県大津　石山寺の珪灰石　石灰岩が花崗
岩マグマと接触し変成した岩　付近から縄文
時代の淡水貝塚発掘　紫式部らと縁のある寺

岡山県赤磐　岩神神社のゆるぎ石　赤土の狭
い参堂入口には猪捕獲の檻　今年既に２頭が
村人の胃に納まった　我一人の参道は獣道
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京都市鞍馬寺奥院　３億年前の石灰岩が
囲む

長野県諏訪大社本宮硯石　玉垣内の土着
神

岐阜県金山巨石群　周辺から縄文人の生
活跡

岩手県櫻山神社の烏帽子岩　盛岡城内に
鎮座

奈良県春日大社の出現石　社殿建築最初
の社

京都松尾神社　渡来秦氏が在来神も共に
祭る

大阪磐船神社の天の磐座　天孫降臨伝説
の地

島根県飯石神社　玉垣内の巨石が本殿と
なる

岡山県吉備津神社矢置石　伏石は蒼苔を
纏う

島根県韓竃神社　渡来した鉄器文化に関
係す

滋賀県阿賀神社船岡山　万葉歌人「額田
王」詠う

京都貴船神社奥宮御船形石　御船を隠す
空積

兵庫県重浪神社御船石　千五百年前の火
砕流

滋賀県瓦屋寺　一石五輪塔の背後には影
向石

長野県尖石遺跡　縄文村落内で砥石も兼
ねる

埼玉県金鑽神社　岩断層の「すべり面」
は血の彩り

滋賀県御上神社　山頂の巨石近江平野を
一望

京都上賀茂神社山　本殿に向く頂上の巨
石

兵庫県岩上神社　拝殿と並ぶ石英粗面の
岩塊

滋賀県赤神山　一億年前噴出の湖東流紋
岩山

島根県揖夜神社　「塞れる石」黄泉比良坂
に鎮座

京 都 稲 荷 大 社　「 立 石 」 と 呼 ぶ 白 石 は
チャートか

滋賀県日吉大社　「金大厳」は夏至の朝日
に輝く

三重県丹倉神社　巨石の脇には「蝮に注
意」警告

岩手県三ツ石神社　巨岩は節理で三石と
なる

広島県千光寺　石鎚山重なり合う花崗巨
石群

兵庫県破磐神社のわれ岩　一億年前の流
紋岩

長野県諏訪上社前宮弓立石　諏訪信仰起
源石
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縄
文
時
代
の
人
々
が
、
二
至

二
分
に
基
づ
い
て
、
集
落
や
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
の
場
所
を
決
め
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
遺
跡
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
山
梨
県
北

杜
市
の
金
生
遺
跡
は
、
冬
至
の

と
き
に
正
面
の
甲
斐
駒
ケ
岳
に

太
陽
が
沈
み
、
同
じ
く
山
梨
県

都
留
市
の
、
牛
石
遺
跡
か
ら
見

え
る
三
つ
峠
山
の
真
ん
中
に

は
、
春
分
・
秋
分
の
日
に
太
陽

が
沈
む
と
の
こ
と
で
す
。

　

青
森
県
の
三
内
丸
山
遺
跡
に

立
つ
６
本
の
巨
木
の
間
に
、
冬

至
の
日
に
太
陽
が
沈
み
、
逆
方

向
か
ら
見
る
と
夏
至
に
太
陽
が

昇
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
の
巨
木
は
、

二
至
の
日
の
出
、
日
の
入
り
を

正
確
に
捉
え
て
い
た
よ
う
で

す
。

　

今
ま
で
に
集
落
跡
を
訪
ね
た

と
き
の
印
象
か
ら
、
縄
文
人
の

正
確
な
季
節
感
は
あ
り
え
た
の

で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
縄
文
の
人
々
が
、

各
地
で
様
々
な
環
状
列
石
を
造

り
ま
し
た
。
二
百
年
以
上
か
け

て
造
り
上
げ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
環
状
列
石
を
造
っ
た
目

的
は
、
日
時
計
、
二
至
二
分
の

観
察
、
共
同
墓
地
、
祭
祀
の
場
、

男
女
の
交
わ
り
の
表
現
と
様
々

な
見
解
が
あ
り
ま
す
。

　

環
状
列
石
に
関
し
て
は
、

先
々
号
の
「
石
と
向
き
あ
っ
た

縄
文
人
」で
取
り
あ
げ
た
の
で
、

詳
し
い
こ
と
は
省
き
ま
す
。

　

累
々
と
し
た
石
を
見
る
度

に
、
驚
愕
と
同
時
に
「
や
り
す

ぎ
」
と
か
「
無
駄
骨
」
と
い
う

印
象
が
、
頭
を
過よ

ぎ
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は

現
代
に
生
き
る
私
の
尺
度
の
よ

う
で
す
。

　

距
離
を
厭い

と
わ
ず
、
膨
大
な
数

の
石
を
人
力
で
運
び
入
れ
、
長

い
年
月
を
か
け
て
立
て
続
け
ま

し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
石
に
取
り
付
か

れ
る
日
々
も
、
縄
文
人
に
は
必

要
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

考
古
学
の
先
生
方
の
様
々
な

見
解
の
ほ
か
に
、
私
に
は
石
が

語
ろ
う
と
し
て
い
る
「
何
か
」

が
、
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な

り
ま
せ
ん
。

　

歴
史
が
弥
生
時
代
、
更
に
古

墳
時
代
に
移
行
す
る
と
、
米
、

鉄
、
青
銅
、
文
字
、
天
文
、
暦
、

医
、
薬
、
織
、
呪
術
を
含
め
た

宗
教
、陶
器
、建
築
、土
木
、石
、

絵
画
、
彫
刻
等
様
々
な
文
化
を

携
え
た
人
々
が
、
し
か
も
大
挙

し
て
列
島
に
渡
来
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
変
化

の
中
で
環
状
列
石
は
忘
れ
ら
れ

た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
巨
石

や
丸
石
に
対
す
る
人
々
と
の
思

い
は
、
全
国
に
渡
っ
て
静
か
に

存
在
し
続
け
た
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。

　

大
和
朝
廷
統
一
前
の
、「
日

本
書
紀
」
垂
仁
天
皇
の
項
に
、

天あ
め
の
ひ
ぼ
こ

日
槍
が
き
た
と
の
記
載
が
あ

り
ま
す
。
天
日
槍
が
１
人
の
人

物
を
さ
し
て
い
る
の
か
、
或
い

は
集
団
な
の
か
、
古
代
史
の

方
々
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
た

よ
う
で
す
が
、
現
在
は
集
団
と

の
見
解
に
落
ち
着
き
つ
つ
あ
る

よ
う
で
す
。

　

朝
鮮
半
島
の
新し

ら
ぎ羅

か
ら
渡
来

し
た
集
団
で
、
し
か
も
渡
来
し

た
際
に
持
っ
て
き
た
も
の
が
、

太
陽
神
を
祭
る
た
め
の
鏡
、玉
、

刀
、
神ひ

も
ろ
ぎ籬
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

神
宮
、
神
社
の
原
型
を
も
た
ら

し
た
と
の
見
方
が
あ
り
ま
す
。

　

因
み
に
垂
仁
天
皇
は
、
伊
勢

に
初
め
て
祭
祀
の
祠
を
立
て
た

こ
と
と
、
今
ま
で
の
習
慣
で

あ
っ
た
殉
死
を
廃
し
、
出
雲
よ

り
土は

じ
ぶ部

を
呼
び
寄
せ
、
人
身
御

供
の
変
わ
り
に
埴
輪
を
造
ら

せ
、
陵
墓
に
立
て
た
天
皇
と
し

て
歴
史
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

縄
文
か
ら
弥
生
時
代
の
移
行

は
、
今
ま
で
の
説
を
５
０
０
年

ほ
ど
遡
り
２
８
０
０
年
前
か
ら

始
ま
り
、
次
の
古
墳
時
代
と
の

年
代
区
分
は
、
最
も
早
い
近
畿

地
方
で
３
世
紀
半
ば
と
の
こ
と

で
す
。

　

九
州
大
学
の
宮
本
一
夫
教
授

は
、
縄
文
か
ら
弥
生
の
ド
ラ
ス

チ
ッ
ク
な
変
化
は
な
か
っ
た
と

語
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
説
を
裏

付
け
る
よ
う
に
弥
生
時
代
早

期
、
朝
鮮
半
島
か
ら
導
入
さ
れ

た
支
石
墓
に
、
納
め
ら
れ
て
い

た
骨
は
縄
文
系
で
あ
っ
た
と
の

こ
と
。
鹿
児
島
国
際
大
学
の
中

園
聡
教
授
は
、
初
期
の
弥
生
文

化
を
担
っ
た
の
は
縄
文
人
で
、

弥
生
中
期
に
な
る
と
中
心
的
担

い
手
は
渡
来
人
で
あ
っ
た
と
述

べ
て
い
ま
す
。

　
「
日
本
書
紀
」
に
は
、
四
世

紀
中
頃
の
応
神
朝
の
時
代
に
、

倭
や
ま
と
の
あ
や
の
あ
た
い

漢
直
の
先
祖
，
阿あ

ち
の
お
み

知
使
主

が
民
を
率
い
て
や
っ
て
き
た
と

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
阿
知
使

主
は
石
、
鉄
、
織
等
の
先
進
文

化
を
担
う
技
術
を
持
っ
て
吉
備

（
岡
山
県
）
に
落
ち
着
き
、
吉

備
の
繁
栄
の
基
礎
を
築
い
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
子

孫
の
倭
漢
直
は
蘇
我
馬
子
の
私

兵
と
な
り
、
官
人
や
軍
人
と
し

て
権
力
者
に
密
着
し
豪
族
と
な

り
ま
し
た
。

　

渡
来
し
た
阿
知
使
主
は
、
日

本
に
帰
化
す
る
に
当
た
り
、
帰

属
意
識
の
証
を
石
組
で
表
現
し

ま
し
た
。

　

現
在
の
倉
敷
市
に
あ
る
鶴
形

山
に
は
、
中
国
よ
り
伝
来
し
た

鶴
亀
の
神
仙
蓬
莱
思
想
や
、
陰

陽
思
想
を
導
入
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
石
組
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。
渡
来
人
が
、
自
分
達
の
持

つ
文
化
を
基
調
に
し
て
造
り
あ

げ
た
石
組
は
、
縄
文
か
ら
受
け

継
が
れ
て
き
た
、
石
を
祀
る
と

言
う
日
本
の
祭
祀
を
尊
重
し
つ

つ
、
自
分
達
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
を
、
そ
こ
に
し
っ
か
り

と
織
り
込
ん
で
い
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。

　

異
国
で
の
覚
悟
を
秘
め
た
よ

う
な
あ
の
力
強
い
石
組
が
、
そ

れ
を
証
明
し
て
い
る
と
私
は

思
っ
て
い
ま
す
。

　

石
組
に
用
い
た
石
は
、
鶴
形

山
を
形
成
し
て
い
る
石
で
、
険

が
残
る
厳
し
い
石
と
、
風
化
し

て
丸
み
を
帯
び
た
石
が
、
違
和

感
無
く
自
然
な
雰
囲
気
で
組
ま

れ
て
い
ま
す
。
後
の
時
代
の
、

寺
院
方
丈
の
石
組
と
差
異
は
あ

り
ま
せ
ん
。
唯
違
う
の
は
、
注

連
縄
が
巻
か
れ
、
四
手
が
下

が
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
す
。

二
．
岩
か
ら
磐
へ

兵庫県久保良神社　創建は不明だが紀元前
三百年頃から祭祀の場であった　後に磐座
的石組が登場

岡山県楯築遺跡　八千年前の花崗岩を立て
た弥生時代後期の墳丘墓　磐境を意識した
立石は皆鋭い

楯築遺跡で見つかった亀石とも龍神石とも
呼ばれる不思議な石　形も意図も今だに解
明されていない

滋賀県三井寺園城寺金堂閼伽井の石組　白
鳳時代園城寺創建当時地元の白石で組まれ
た原初的三尊石

長野県森将軍塚古墳　県下最大の古墳を石
英斑岩で覆う　殉死に変わる埴輪が善光寺
平を見下ろす

岡山県阿智神社　石　鉄　織の文化を持ち
４世紀に渡来した阿知一族　帰属意識の証
としての石組

山梨県建岡神社　下部が一文字に切られた
ような丸石の重量は３トン程ありそうだ　
趣を感じる古社

秋田県大湯環状列石　縄文後期六千石の石
英閃緑岩を運び立てた巧者達がいた日本最
大の環状列石

静岡県上白岩遺跡　縄文中後期の祭祀遺跡
と言われている　右上の石は２百m先の大
宮神社に向く

青森県小牧野遺跡　三内丸山消滅後複数の
少数部族が三千石を配石　原始神道では立
石を前立と呼ぶ

山梨県北杜市考古資料館　近くの金生遺跡
を再現　妊娠呪術の祭祀と言う　縄文人の
表現力はリアル

神奈川県比々多神社下谷戸縄文遺跡　集落
内での祭祀によって背後の大山を神体山と
し神社が成立
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平
成
6
年
（
１
９
９
４
）
に
、

「
城
之
越
遺
跡
」
が
発
掘
さ
れ

ま
し
た
。
最
古
の
庭
園
遺
構

と
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
約

１
６
０
０
年
前
の
、
4
世
紀
後

半
に
造
ら
れ
た
と
の
こ
と
で

す
。
最
も
古
い
と
言
わ
れ
て
き

た
奈
良
県
桜
井
市
の
、「
上
之

宮
遺
跡
」
を
2
世
紀
以
上
も
遡

る
と
の
こ
と
で
す
。

　

遺
構
が
整
備
さ
れ
、
公
開
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
出
か

け
ま
し
た
。
奈
良
の
桜
井
か

ら
伊
勢
行
き
の
私
鉄
に
乗
り
、

伊い
が
か
ん
べ

賀
神
戸
駅
で
下
車
。
辺
り
の

地
名
は
比ひ

ど土
と
言
い
ま
す
。
比

べ
る
土
と
は
少
々
変
わ
っ
た
在

所
名
で
す
。

　

田
植
え
を
終
え
た
ば
か
り

の
、
清
々
し
い
水
田
に
沿
っ
た

道
に
、
人
の
気
配
は
あ
り
ま
せ

ん
。
水
田
と
里
山
だ
け
の
長
閑

な
田
園
風
景
で
す
。

　

遺
構
が
造
ら
れ
た
当
時
、
こ

の
辺
に
は
垂す

い
に
ん仁
天
皇
の
皇
子
、

池い
け
は
や
わ
け
の
み
こ
と

速
別
皇
子
の
宮
殿
が
あ
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
城
之

越
」
は
垂
仁
朝
の
都
で
あ
っ
た

纏ま
き
む
く向
よ
り
、
伊
勢
路
を
東
へ
約

35
キ
ロ
程
の
距
離
に
あ
り
ま
す
。

　

話
し
が
横
道
に
入
り
ま
す
け

ど
、
纏
向
は
、
邪
馬
台
国
の
有

力
候
補
地
で
あ
る
と
か
、
ま
た

最
も
古
い
大
型
の
前
方
後
円
墳

の
、
箸は

し
は
か墓
古
墳
が
あ
り
、
そ
の

埋
葬
者
は
邪
馬
台
国
の
卑
弥
呼

か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
、
度
々

話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
以
前

纏
向
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し

た
が
、
邪
馬
台
国
に
あ
ま
り
興

味
の
な
い
私
の
目
的
は
、
三
輪

山
の
磐
座
で
し
た
。
古
来
「
三

諸
の
神
奈
備
」
と
称
さ
れ
、
聖

な
る
山
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
麓
の
大お

お
み
わ神

神
社
は
、

日
本
で
最
も
古
い
神
社
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
三
輪
山
を
御

神
体
と
し
、本
殿
を
持
た
な
い
、

古
代
の
信
仰
形
態
を
維
持
し
て

い
ま
す
。
山
頂
へ
登
る
に
は
、

登
山
道
入
口
の
狭さ

い井
神
社
で
、

許
可
を
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

眼
光
鋭
い
出
仕
よ
り
、
山
で

は
飲
食
、
写
真
撮
影
、
植
物
や

石
な
ど
の
持
ち
出
し
全
て
禁
止

を
告
げ
ら
れ
ま
す
。
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
巡
り
の
若
者
達
に
追
い

抜
か
れ
な
が
ら
、
岩
が
む
き
出

し
の
山
道
を
２
時
間
か
け
て
登

り
ま
し
た
。
聖
な
る
山
へ
の
畏

敬
な
の
か
、
素
足
の
若
者
も
何

人
か
居
ま
し
た
。

　

山
頂
は
、
夥

お
び
た
だし
い
数
の
石
が

重
な
り
合
い
、
磐
座
は
迫
力
に

満
ち
て
い
ま
し
た
。

　
「
城
之
越
」
に
話
を
戻
し
ま

す
。
近
く
の
川
か
ら
引
き
入
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
る
、
３
ヶ
所

か
ら
の
湧
水
は
、
護
岸
の
石
塁

を
抜
け
、
一
筋
に
な
り
地
下
に

消
え
て
い
き
ま
す
。

　

後
世
の
造
園
用
語
で
表
現
す

る
な
ら
ば
、
巾
の
広
い
遣や

り
み
ず水

が

適
切
の
よ
う
で
す
。

　

流
水
の
周
辺
で
は
、
祭
祀
に

用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
弓
、

剣
、
刀
な
ど
の
木
製
品
が
出
土

し
た
と
の
こ
と
で
す
。
や
は
り

こ
の
遺
跡
も
、
古
代
の
他
の
遺

構
と
同
様
、
一
族
の
繁
栄
、
農

作
物
の
豊
穣
な
ど
様
々
な
願
い

の
た
め
、
水
を
用
い
た
祭
祀
の

場
と
し
て
誕
生
し
た
よ
う
で

す
。こ
の
よ
う
な
祭
祀
の
場
が
、

日
本
庭
園
の
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

護
岸
や
岬
に
は
複
数
の
立
石

と
、
洲
浜
に
見
立
て
た
ゴ
ロ
太

石
が
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
後
の
時
代
に
誕
生
し
た
池

泉
庭
の
洲
浜
石
に
く
ら
べ
、
大

き
さ
が
不
揃
い
で
、
角
の
あ
る

ゴ
ロ
太
が
目
立
ち
ま
す
。

　

こ
の
洲
浜
の
原
形
的
作
風

は
、
後
世
の
上
品
な
洲
浜
に
は

な
い
、
力
強
さ
を
醸
し
出
し
て

い
ま
し
た
。

　

洲
浜
に
関
す
る
余
談
で
す

が
、洲
浜
が
最
も
美
し
い
庭
は
、

京
都
の
仙
洞
御
所
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

光
格
上
皇
の
と
き
に
、
庭
の

大
規
模
な
改
修
が
あ
り
、当
時
、

京
都
所
司
代
の
小
田
原
城
主
の

大
久
保
忠
真
が
、
国
元
の
小
田

原
の
海
岸
か
ら
、
形
の
そ
ろ
っ

た
輝
石
安
山
岩
を
11
万
個
、
米

俵
に
詰
め
て
京
都
に
運
ば
せ
、

敷
き
つ
め
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

石
は
住
民
に
集
め
さ
せ
た
の

で
す
が
、
寸
法
に
合
う
石
を
米

一
升
と
取
り
換
え
た
こ
と
か

ら
、「
一
升
石
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

　
「
日
本
書
紀
」
に
は
、
農
を

大
切
に
す
る
垂
仁
天
皇
は
、

８
０
０
あ
ま
り
の
溜
池
や
溝
を

造
ら
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
溜
池
や
「
城
之
越
」
の
遣

水
の
よ
う
な
、
水
が
関
係
す
る

治
水
工
事
に
は
先
進
技
術
を
持

つ
渡
来
人
が
活
躍
し
ま
し
た
。

水
を
相
手
に
活
躍
し
た
渡
来
系

の
人
物
に
秦
河
勝
が
い
ま
す
。

　

推
古
天
皇
の
飛
鳥
時
代
に
、

本
拠
地
の
京
都
で
活
躍
し
ま
し

た
。
秦
河
勝
が
活
躍
し
た
時

代
は
６
、７
世
紀
の
飛
鳥
時
代

と
の
こ
と
で
す
。
秦
河
勝
は
、

山や
ま
し
ろ
の
く
に
か
ど
の
ぐ
ん

城
国
葛
野
郡
で
生
ま
れ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在

の
京
都
西
郊
の
太
秦
や
嵯
峨
野

あ
た
り
で
す
。
当
時
、
葛
野
を

流
れ
る
葛
野
川（
現
在
の
桂
川
）

は
、
頻
繁
に
氾
濫
し
た
そ
う
で

す
。
手
つ
か
ず
の
荒
地
だ
っ
た

嵯
峨
野
を
開
発
し
た
秦
河
勝

は
、
灌
漑
技
術
を
も
っ
て
葛
野

川
に
大お

お
い堰

、
つ
ま
り
水
流
の
勢

い
を
弱
め
る
た
め
の
段
差
を
造

り
ま
し
た
。
現
在
の
嵐
山
渡
月
橋

の
す
ぐ
上
流
の
段
差
が
、
そ
の
名

残
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
嵯
峨
野
の
開
発
や
大
堰
の

造
成
は
、
京
都
の
在
来
の
倭
人
と

の
融
和
を
高
め
、
そ
れ
が
秦
一
族

に
よ
る
松
尾
大
社
の
創
建
や
、
稲

荷
大
社
更
に
は
上
賀
茂
神
社
と

の
関
係
を
結
ぶ
の
に
、
良
い
結
果

を
も
た
ら
し
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
秦
河
勝
の
墳
墓
と
言

わ
れ
て
い
る
蛇
塚
古
墳
が
太
秦

に
あ
り
ま
す
。

　

覆
土
は
失
わ
れ
、
石
室
が
む

き
出
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
も
、
町
屋
に
ぐ
る
り
と
囲
ま

れ
、
初
め
て
見
た
と
き
は
言
葉

を
失
い
ま
し
た
。
京
都
府
下
最

大
の
、
横
穴
式
石
室
に
用
い
ら

れ
て
い
る
石
は
チ
ャ
ー
ト
の
よ

う
で
す
。
最
大
の
石
で
40
ト
ン

前
後
あ
り
そ
う
で
す
。
採
石
地

は
、
距
離
的
に
仁
和
寺
の
裏
の

御
室
が
、
嵯
峨
野
の
小
倉
山
あ

た
り
か
な
と
勝
手
に
思
っ
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
重
量

の
あ
る
石
を
大
勢
で
引
き
、
力

強
く
積
み
上
げ
て
い
ま
す
。

　

後
の
平
安
時
代
、
庭
造
り
の

道
楽
で
名
高
い
太
政
大
臣
藤
原

道
長
が
、
自
邸
の
庭
に
運
び
い
れ

る
た
め
、
道
沿
い
の
民
家
を
壊
し

な
が
ら
大
石
を
数
百
人
で
引
か

せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

あ
る
時
代
で
は
、
以
前
の
権

力
者
の
庭
か
ら
新
し
い
権
力
者

が
、
庭
石
を
勝
手
に
持
ち
出
す

こ
と
が
、
京
都
で
は
当
た
り
前

の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
と
、

専
門
書
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
天
正
16
年
「
刀
狩
り
」

を
発
し
た
豊
臣
秀
吉
が
、
ヒ
ン

ト
を
得
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
石

狩
り
」
な
ど
と
い
う
言
葉
も
、

室
町
時
代
に
生
ま
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

あ
と
が
き

　

私
は
庭
造
り
に
お
い
て
、

「
石
と
は
何
か
」
と
の
課
題

を
常
に
念
頭
に
お
き
、
石
と

石
、
石
と
人
の
疎
通
を
生
み

だ
す
よ
う
な
、
石
組
を
心
掛

け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

今
だ
に
自
分
が
望
む
石
組
を

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
縄
文
の
人
々
が
、
石い

わ
に

抱
い
た
思
い
を
辿
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
糸
口
が
見
い

だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
、
縄
文
の
人
々
が
思
い
を

寄
せ
た
、
様
々
な
石
を
訪
ね

て
来
ま
し
た
。

　

そ
の
過
程
で
感
じ
た
こ
と

は
、
縄
文
人
の
想
像
力
は
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
無
限
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
現

代
に
生
き
る
私
が
理
解
で
き

る
よ
う
な
、「
単
純
な
も
の

で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

気
付
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
「
単
純
な
も
の
で
は
な

い
」
こ
と
に
気
付
い
た
こ
と

が
、石
と
対
等
に
付
き
合
い
、

疎
通
を
生
み
だ
す
、
手
が
か

り
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
簡
単
に
言
う
な
ら
ば

今
迄
の
、
視
点
を
ガ
ラ
リ
と

変
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
し
た
。

　

五
回
に
亘
る
連
載
に
な
り

ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
中
島

専
務
理
事
、
そ
し
て
顧
問
の

川
田
さ
ん
と
情
報
委
員
会
の

皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
心
よ
り
お
礼
申

し
あ
げ
ま
す
。

三
．
磐
か
ら
石
へ

京都野村別邸碧雲荘　昭和３年「植
治」こと小川治兵衛円熟期に作庭　
東山山麓五千坪に土橋と流れ蹲踞

京都天竜寺　室町将軍尊氏の頃夢
窓疎石天竜寺開山　７年前西芳寺
庭園完成　曹源池の龍門瀑と石橋

京都蛇塚古墳　５世紀後半嵐山の暴
れる桂川に土木をもって大堰を築い
た　渡来氏族秦河勝の墳墓

兵庫県香住海岸　日本海に面する
荒々しい景観を前に大陸からの渡
来人達が思い描いた行先の夢は

毛越寺浄土庭園　平安時代後期の
奥州藤原氏の庭園　東日本大震災
は浄土まで揺らし池立石５cm傾く

三重県伊賀城之越遺跡　４世紀後半
に祭祀の場として築造か　３ヶ所か
らの湧水は川から引き入れた

島根県出雲鰐淵寺参道脇　日本の
風土の至る所に日本庭園の景色が
ある　何所を切り取るかで決まる

奈良左京三条二坊宮跡庭園　750年
台の天平年間東大寺大仏開眼供養の
頃築庭　池中立石の数多し

広島県厳島弥山　遣隋使・遣唐使
が船上から見たこの瀬戸内の穏や
かな景色を庭に写したのは自然

奈良平城宮東院庭園　「記紀」が編纂
されていた720年頃の養老年間に築
庭　水深浅く曲池に広い洲浜

京都龍安寺方丈庭園　作庭年代も
作者も諸説あり　唯伏石に刻まれ
た二人の河原者の名が気になる

奈良県飛鳥酒船石遺跡　土木工事を
好む斉明天皇の７世紀　渡来人石工
による亀と小判形の導水施設


