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和
和
岐
座

（
越
木
岩
神
社

）

甲
山
山
麓
の
南
南
西
に
位
置
す
る
北

山
ダ
ム
、
そ
の
西
側
に
南
北
に
長
く
横

た
わ
る
丘
陵
は
生
幸
名
座

（
い
ざ
な
く

ら

）
と
言

つ
て
、
生
幸
名
岐

・
生
幸
名

美
命

の
磐
座
を
軸
と
し
て
そ
の
皇
子

（
み
こ
）
で
あ
る
天
照
皇

（
す
め

）
大

神
、
須
佐
之
男
命

（
す
さ
の
を
の
み
こ

と

）
、
月
読
命
の
三
貴
神
の
二

つ
の
磐

座
が
古
事
記
の
記
述
の
通
り
の
位
置
に

配
置
さ
れ
て
い
る
の
を
前
回
紹
介
し

た
。
ま
た
生
幸
名
座
の
中
央
の
道
を
南

下
し
て
柏
堂

（
か
や
ん
ど
う

）
の
バ
ス

停
か
ら
東

へ
伸
び
る
山
道
と
の
交
差
点

ま
で
来
る
と
、　
一
段
と
高
く
な
り
、
砦

の
よ
う
な
巨
石
群
が
あ
り
、
そ
こ
に
は

天
孫
降
臨
を
示
す
岩
組
み
が
揃

っ
て
い

る
。
な
か
で
も
天
孫
和
和
岐
命

（
に
に

ぎ
の
み
こ
と

）
を
象
徴
し
た
と
思
わ
れ

る
巨
石
は
特
別
大
き
く
貫
禄
が
あ
る
の

で
、
こ
れ
ま
で
に
も
幾
人
か
の
研
究
者

が
そ
の
後
姿
を
み
て
太
陽
石
と
し
て
紹

介
し
て
い
る
が
、
神
離
全
体
の
構
想
か

ら
見
直
し
古
事
記
の
記
述
を
参
照
す
れ

ば
、
そ
の
誤
り
は
自
ら
明
ら
か
と
な
ろ

”^「ノ。

さ
て
、
生
幸
名
座
の
先
は
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
か
。
大
田
二
三
氏
の
残
し
た

地
図
に
よ
る
と
計
、
生
幸
名
座
の
南
端

の
先
に
は

「和
和
岐
座
」
が
描
か
れ
、

小
さ

い
な
が
ら
も
北
か
ら
本
座
、
中

座
、
南
座
と
三
組
み
の
磐
座
が
存
在
し

た
こ
と
が
伺
え
る
ｃ
昔
は
こ
の
辺

一
帯

は
人
里
か
ら
離
れ
た
甲
山
山
麓
の
山
上

に
位
置
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
今

は
周
囲
に
住
宅
や
学
校
が
び

っ
し
り

と
建
て
込
み
、
単
に
坂
の
上
の
神
社
な

る
感
で
あ
る
。
現
在
、
上
記
の
地
図
の

南
座

の
前
に
は
越
木
岩

（
こ
し
き

い

わ

）
神
社
が
建

っ
て
い
る
。
そ
の
鳥
居

を
く
ぐ
り
神
社
の
正
面
か
ら
北
上
し
な

が
ら
磐
座
を
探
す
と
、
ま
ず
出
交
わ
す

の
は
、
神
社
の
真
後
ろ
に
あ
る
巨
石
で

あ
る
ｃ
そ
の
高
さ
十
米
は
、
六
甲
山

の
三
国
岩

の
岩
門
や
剣
岩

の
高
さ
を

越
え
る
も

の
で
は
な

い
が
、
周
囲
が

植

物

園

口

国
劇
翻
到
刻
劇
―

生
幸
名
座

（
い
ざ
な
く
ら
）

和
々
岐
座

（
に
に
ぎ
く
ら

）

イ
　
　
　
　
本
座

口
　
　
　
　
中
座

ハ
　
　
　
　
南
座

和
々
岐
座

越

木

岩

神

社
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三
十
米
も
あ
る
。
神
社
は
そ
の
巨
大
さ

を
尊
び

「霊
岩
こ
し
き
岩
」
と
称
し
て

前
面
に
祠
を
建
て
て
神
仕
え
を
し
て
い

る
。
由
緒
書
き
に
よ
る
と
、
大
坂
城
築

城
の
折
り
に
こ
れ
を
切
り
出
そ
う
と
し

た
と
こ
ろ
忽
ち
岩
中
よ
り
鶏
鳴
し
白
煙

立
ち
上
り
、
そ
の
霊
気
に
打
た
れ
て
石

工
た
ち
は
転
げ
落
ち
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
巨
大
さ
は
人
々
に
畏
敬
の
念

を
起
こ
さ
せ
る
た
め
か
神
社
参
拝
の
後

こ
こ
ま
で
足
を
延
ば
す
人
は
多
い
。
し

か
し
こ
の
巨
石
は
、
神
離
全
体
の
構
造

か
ら
み
る
と
辺
津

（
へ
つ
）
で
あ
り
南

座
で
あ
り
、
機
能
的
に
は
、
岩
門

（
い

わ
と

）
で
あ
る
。

そ
の
岩
門
の
背
後
に
続
く
鬱
蒼
た
る

林
の
中
の
小
道
を
登

っ
て
ゆ
く
と
、
や

が
て
左
手
に
翼
を
広
げ
た
よ
う
な
二
群

れ
の
岩
組
み
が
姿
を
現
す
。
そ
の
先
は

風
雨
に
曝
さ
れ
落
ち
葉
の
積
る
原
野
と

な
る
。
そ
の
頂
上
に
最
も
尊
き
磐
座

が
、
ひ
つ
そ
り
と
什
む
。　
三
ハ
○
セ
ン

チ
四
方
の
礎
石
の
上
に
組
ま
れ
た
七
個

の
岩
は
人
型
の
よ
う
に
見
え
る
。
荒
深

翁
に
よ
る
と
、
正
面
中
央
に

一
段
と
高

く
組
ま
れ
た
岩
は
天
照
皇
大
御
神
で
、

そ
の
周
囲
を
五
柱
の
皇
子

（
み
こ
）
を

象
徴
す
る
五
個

の
岩
と
三
皇
女

（
ひ

め

）
を
象
徴
す
る

一
つ
の
岩
が
取
り
巻

く
。
す
な
わ
ち
正
面
左
に
は
第

一
皇

子

・
忍
穂
根
耳

（
お
し
ほ
ね
み
み

）
の

命

（
み
こ
と

）
、
右
に
は
第
二
皇
子

・

天
之
穂
日

（
あ
め
の
ほ
ひ
）
の
命

（
み

こ
と

）
の
岩
が
並
び
立

つ
。
さ
ら
に
こ

の
岩
組
み
の
前
方
に
、
翼

の
よ
う
に

左
右
に
広
が
る
二
つ

の
岩
群
れ
は
、
先
ほ

ど
左
手
に
見
な
が
ら

登

っ
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
天
孫
和
和
岐

の
命
を
象
徴
し
、
こ

の
奥
座
に
古
事
記
に

書
か
れ
て
い
る
三
代

に
わ
た
る
天

っ
神
が

祀
ら
れ
て
い
る
と
言

）うノ。
と
こ
ろ
で
磐
座
は
、

木
材
に
よ
る
神
社
建

築
の
始
ま
る
は
る
か

以
前
に
古
代
人
が
巨

石
を
も
つ
て
構
築
し

た
自
然

。
太
陽
崇
拝

の
斎
場
で
あ
る
が
、
木
造
の
社
殿
が
造

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
々
は
ま
ず

磐
座
の
前
に
小
さ
な
社
を
置
き
幣
殿
と

し
、
そ
れ
は
や
が
て
山
麓
に
下
宮
を
建

て
、
さ
ら
に
時
代
を
経
て
人
々
の
便
利

主
義
が
高
ま
る
と
、
住
居
地
の
近
く
に

里
官
を
建
て
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の

結
果
、
現
在

ｌｏ
万
社
と
い
わ
れ
る
神
社

の
大
方
は
元
宮

（
も
と
み
や

）
で
あ
る

第三図 天つ神三代を象徴する本座
左端の岩は三皇女を表す
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山
上
の
磐
座
と
の
繋
が
り
が
切
れ
て
し

ま

っ
た
場
合
が
多
い
が
、
越
木
岩
神
社

は
、
そ
の
双
方
を
境
内
に
も

つ
と
い
う

点
て
稀
有
の
存
在
で
あ
る
。

現
在

「
こ
し
き
」
は

「越
木
」
ま
た

は

「甑

（
こ
し
き

ご

と
書
か
れ
て
い

る
が

い
ず
れ
も
当
て
字

で
、
磐
座

の

建

て
ら
れ
た
大
昔
に
は
、
元
の
日
本

語
で
、
Ｆ
ど

は
心
で
、
「
し
」
は
霊

（ひ
）
に
通
じ
て
神
、
「き
」
は
現
れ
る

こ
と
を
意
味
し
、
総
じ
て

「神
の
心
の

現
れ
る
」
尊
い
斎
場
で
あ

っ
た
。
ま
た

後
世
に
な

っ
て

「
こ
し
き
」
は

「児
敷

き
」
に
通
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
子
孫
繁
栄

の
神
社
と
し
て
広
範
な
参
詣
者
を
集
め

て
い
た
。
と

こ
ろ
で
、
本
座
と
南
座

（岩
門
）
の
間
に
は
中
座
が
あ

っ
た
こ

と
を
地
図
は
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

天
孫
降
臨
時
の
お
伴
神

（
と
も
が
み

）

を
表
す
磐
境
が
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
だ

が
今
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
い
る
。
ま
た

荒
深
翁
に
よ
る
と
、
こ
の
岩
門
に
降
臨

さ
れ
る
神
は
、
須
佐
之
男
命

（
す
さ
の

を
の
み
こ
と

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

神
社
は
こ
の
巨
石
を
米
を
蒸
す
蒸
し
器

の
形
だ
と
説
明
す
る
。
そ
こ
で
改
め
て

東
南
角
か
ら
岩
門
の
巨
石
を
見
直
す

と
、
蒸
し
器
ど
こ
ろ
か
、
ま
ず
目
に
つ

く
の
は
岩
門
の
足
元
に
長
々
と
横
た
わ

る
大
蛇

（
お
ろ
ち

）
の
姿
で
あ
る
。
さ

ら
に
そ
の
上
の
石
に
目
を
や
る
と
、
そ

こ
に
は
馬
の
よ
う
な
牛
の
よ
う
な
長
い

動
物
の
顔
が
見
え
る
し
、
さ
ら
に
そ
の

奥
に
は
獅
子
の
よ
う
な
兎
の
よ
う
な
猿

の
よ
う
な
顔
も
見
え

る
。

こ
れ
は
何
と
し

た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
巨
大
な
岩
門

を
も

つ
六
甲
山
の
三

国
岩
を
思

い
出
し
比

較
し
て
み
た
。
彼

の

地
の
ご
祭
神
も
天
照

皇
大
御
神
で
あ
る
。

し
か
し
岩
門
に
降
臨

さ
れ
る
神
は
手
力
男

命

（
た
ぢ
か
ら
を

の

み
こ
と

）
で
あ
る
。

同
じ
ご
祭
神
な

の
に

何

故

違

う

の
だ

ろ

う
。
手
力
男
之
命
が

天
照
皇
大
御
神

の
第

一
の
お
伴
神
で
あ
る

こ
と
は
、
伊
勢
の
皇
大
神
官
の
内
官
に

も
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
し
き
岩
の
岩
門
に
は
な
ぜ
手
力
男

之
命
で
な
く
て
、
須
佐
之
男
命
が
降
臨

さ
れ
る
か
。
そ
れ
は
、
こ
し
き
岩
の
奥

座
に
は
、
天
照
皇
大
御
神
の
み
な
ら
ず

三
代
の
天
っ
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
座
に

祀
ら
れ
て
い
る
第
二
代
目
の
天
っ
神
で

あ
る
五
柱
の
皇
子

（
み
こ
）
と
二
柱
の

皇
女

（
ひ
め

）
は
、
天
照
皇
大
御
神
と

須
佐
之
男
命
の
宇
気
比

（
う
け
び

¨
誓

い
）
の
合
力
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
た

神

々
で
あ
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

従

っ
て
生
み
の
親
神
で
あ
る
須
佐
之
男

命
を
祀
る
磐
座
が
こ
こ
に
存
在
す
る
十

分
の
理
由
が
あ
る
。
し
か
し
分
ら
な
い

の
は
、
そ
の
磐
座
に
何
故
多
数
の
動
物

の
姿
が
表
示
さ
れ
て
い
る
の
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
須
佐
之
男
命
に
つ
い
て
詳

し
く
知
る
た
め
に
古
事
記
を
幡
き
、
漢

字
を
排
除
し
て
、
元
の
日
本
語
で
ス
サ

ノ
オ
の
意
味
を
探
る
と
、
ス
と
は
生
命

の
元

（
も
と

）
、
サ
は
栄
え
殖
や
す
。

ノ
は
延
び
広
が
る
力
、
フ
は
緒
で
、
総

じ
て

「生
命
の
素

（
も
と
）
が
幸

（
さ
）

ち
栄
え
る
力
」
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
須
佐
之
男
命
の
ご
任
務
は

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
三
貴
神

の
ご
発
祥
と
分
治
に
つ
い
て
古
事
記
は

次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る

「
こ
の
時
伊
邪
那
伎
命
大

（
い
た

）

く
歓
喜

し
て
詔

（
の
）
り
た
ま

ひ
し

第四図 東南角から見た岩門
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『
吾
は
子
を
生
み
生
み
て
、
生
み
の
終

（
は
て
）
に
三
は
し
ら
の
貴
き
子
を
得

つ
』
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
す
な
わ
ち
天

照
大
御
神
に
は

『
高
天
原
を
知
ら
せ
』

と
、
次
に
月
読
命
に
詔
り
た
ま
わ
く

『
汝
命
は
、
夜

の
食
国

（
お
す
く
に
）

を
知
ら
せ
』
次
に
建
速

（
た
け
は
や

）

須
佐
之
男
命
に
詔
り
た
ま
わ
く

『
汝
命

は
海
原

（
う
み
は
ら

）
を
知
ら
せ
』
と

事
依
さ
し
き
」
識

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
古
事
記
の

編
纂
者
が
漢
字
を
導
入
し
た
こ
と
が
、

後
世
大
き
な
誤
解
を
残
し
た
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
そ
の
任
務

「
う
み
は

ら
」
を

「海
原
」
と
当
て
字
し
た
こ
と

で
、
海
を
治
め
る
任
務
を
負

っ
た
が
ご

と
く
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
元

の
日
本
語
の
意
味
に
よ
る
と

「う
み
」

は

「生
み
」
で
、
「う
み
は
ら
」
は
海

原
で
は
な
ぐ
、
「生
み
腹
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
海
ば
か
り
で
な
く
、
万
物
を

生
み
出
す
べ
き
所
す
な
わ
ち
地
上
の

一

切
の
生
命
を
司
る
こ
と
で
、
須
佐
之
男

命
は
そ
の
名
の
意
味
か
ら
も

「生
命
の

素

（
も
と

）
を
生
み
幸

（
さ

）
ち
栄
え

る
神
」
で
、
生
物
の
進
化
発
展
を
司
る

神
の
意
で
あ
る
。

既
に
地
上
生
命
は
、
伊
邪
那
伎
命
時

代
に
火
山
活
動
に
よ

っ
て
四
方

へ
蒔
き

散
ら
さ
れ
て
い
た
蛭
子

（
ひ
る
こ

¨
バ

ク
テ
リ
ア
）
が
ア
メ
ー
バ
ー
細
胞
組
織

に
進
化
し
て
い
た
が
、
次
の
穂
之
狭
分

命

（
ほ
の
さ
わ
け
の
み
こ
と

）
時
代
に

蘇
苔
時
代

へ
進
化
し
て
い
た
。
そ
れ
を

更
に
草
本
時
代

へ
進
め

（
須
佐
之
男

命
）
次

い
で
虫
魚
時
代

へ
進
め

（速

（
は
や

）
須
佐
之
男
命
）
次
に
鳥
獣
時

代

へ
進
め
る

（建
速

（
た
け
は
や

）
須

佐
之
男
命
）
と
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
天
っ
神
三
代
の
御
世
と
は
、

地
殻
の
大
変
動
と
そ
の
上
に
生
き
る
生

命
の
革
新

・
造
化

・
変
化

。
発
展
を
経

過
し
て
や
が
て
人
間
の
誕
生

へ
向
か
う

長
い
長
い
進
化
の
御
世
で
、
須
佐
之
男

命
は
、
大
国
主
命
に
世
を
譲
ら
れ
る
ま

で
の
波
瀾
に
と
ん
だ
至
難
の
世
を
治
め

ら
れ
た
神
で
あ

っ
た
。
そ
の
神
業

（
か

み
わ
ざ

）
を
讃

（
た
た

）
え
て
、
進
化

途
上
に
あ

っ
た
動
物
た
ち
の
姿
を
こ
こ

に
表
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
眼
で
岩
門
を
見
直
す
と
、
そ
の

足
元
に
長
々
と
横
た
わ
る
大
蛇
は
、
疑

い
も
な
く
人
俣

（
や
ま
た

）
の
大
蛇

（
お
ろ
ち

）
で
あ
る
。
須
佐
之
男
命
が

大
蛇
を
退
治
し
、
足
名
椎

（
あ
し
な
づ

ち

）
、
手
名
椎

（
て
な
づ
ち

）
を
助
け

ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
繁
栄
し
て

い
た
爬
虫
類
の
時
代
に
終
焉
を
打
ち
、

鳥
獣
時
代

へ
の
開
幕
を
告
げ
る
も
の
で

あ
る
が
こ
の
物
語
は
古
典
に
あ
ま
り
に

も
有
名
で
ぁ
る
。

と
こ
ろ
で
岩
門
に
顔
が
見
え
る
大
蛇

以
外
の
動
物
に
つ
い
て
古
典
は
ど
の
よ

う
に
記
述
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
古

事
記
で
は
天
上
で
の
ご
乱
行
に
よ

つ
て

人
百
万
の
神
々
に
追
わ
れ
空
腹
の
ま
ま

地
上

へ
戻
ら
れ
た
須
佐
之
男
命
は
大
気

津
比
売
神

（
お
お
げ

つ
ひ
め
の
か
み
）

か
ら
食
物
を
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
食

物
は
大
気
津
比
売
神
の
口
や
鼻
や
尻
か

ら
取
り
出
し
た
物
と
知

っ
て
怒
り
殺
し

て
し
ま
う
。
し
か
し
死
し
た
大
気
津
比

売
神
の
体
か
ら
多
種
の
食
物
の
種
が
生

ま
れ
た
。
そ
の
頭
に
蚕
、
日
に
稲

の

種
、
耳
に
粟
、
鼻
に
小
豆
、
陰
に
麦
、

尻
に
大
豆

・
・
・
。
と
。
こ
こ
で
は
蚕

以
外
は
植
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し

て
、
日
本
書
紀
で
は
少
し
違

っ
て
い

て
、
も
と
も
と
須
佐
之
男
命
は
天
照
大

御
神
の
命
を
う
け
て
保
食
神

（
う
け
も

ち
の
か
み

）
に
会
う
た
め
地
上
に
降
り

立
ち
山
海
の
馳
走
を
受
け
ら
れ
る
。
し

か
し
口
か
ら
取
り
出
し
た
食
物
で
あ

っ

た
た
め
怒

っ
て
殺
し
て
し
ま
う
ｃ
こ
れ

を
聞
い
た
天
照
大
御
神
は
大
層
怒
り
、

他
の
神
を
様
子
を
見
に
遣
わ
し
た
と
こ

ろ
、
死
せ
る
保
食
神

の

「
頂

↑
つ
な

じ

）
か
ら
牛
馬
化

（
な

）
れ
り
」
、
額

の
上
に
粟
、
眉
の
上
に
蚕
、
眼
の
中
に

稗
、
腹
の
中
に
稲
、
陰
に
麦
、
大
豆
、

小
豆
が
生
ま
れ
た
。
と
書
か
れ
て
い

スυ
。　
註０

第五図 岩門の足元に横たわる八俣の大蛇
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ま
と
め

和
和
岐
座

（越
木
岩
神
社
の
磐
座
斎

場
）
は
、
こ
の
森
林
公
園
の
磐
座
全
体

を
ひ
と

つ
に
集
約
し
象
徴
し
た
尊
い
斎

場
と
考
え
ら
れ
る
。
一扇
の
要

（
か
な

め

）
の
よ
う
な
存
在
と
思
う
。

私
は
、
こ
し
き
岩
の
岩
門
の
意
味
を

探
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
磐
座
に
籠
め
ら

れ
た
構
築
者
す
な
わ
ち
縄
文
古
代
人
の

深

い
思

い
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

た
。
物
質
文
明
の
中
で
育

っ
た
わ
れ
わ

れ
現
代
人
は
、
磐
座
を
み
て
、
ま
ず
そ

の
大
き
さ
に
心
を
打
た
れ
る
。
そ
し
て

そ
の
次
に
は
こ
の
巨
石
を
山
上
ま
で
ど

の
よ
う
な
方
法
で
運
ん
だ
か
と
運
搬
を

気
遣
う
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
現
代
人

に
は
で
き
な
い
こ
と
と
知
り
そ
こ
で
初

め
て
古
代
人
に
た
い
す
る
認
識
を
新
た

に
す
る
。
大
き
さ
に
し
て
も
運
搬
の
方

法
に
し
て
も
ど
ち
ら
も
極
め
て
物
質
的

表
面
的
な
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
磐
座
が
何
を
表
示
し
て
い
る
か
と

い
う
と
、
縄
文
人
が
磐
座
の
磐
を
選
ぶ

に
あ
た

っ
て
の
配
慮
は
、
そ
れ
が
そ
こ

に
降
臨
さ
れ
る
神
に
相
応
し
く
聖
な
る

磐
で
あ
る
か
否
か
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
神
の
ご
性
格
や
ご
任
務
、
業
績

（
か

み
わ
ざ

）
に
相
応
し
く
形
を
整
え
て
い

る
か
否
か
で
も
あ

つ
て
、
こ
れ
を
全
う

出
来
る
者
は
、
軍
に
石
工
に
勝
れ
て
い

る
の
み
な
ら
ず
相
当
に
博
学
な
者
で
あ

る
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
わ
れ
わ
れ
現
代

人
は
磐
座
の
前
に
立
ち
な
が
ら
何
と
、

殆
ど
何
も
知
ら
ず
気
も
付
か
ず
、
感
じ

も
せ
ず
、
哀
れ
な
人
間
で
あ
る
こ
と
よ

と
情
け
な
い
思
い
を
す
る
。
し
か
し
気

づ
い
た
こ
と
は
再
出
発
の
鍵
と
な
る
。

岩
門
に
つ
い
て
更
な
る
観
察
を
進
め
た

い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ

れ
が
で
き
な
い
。
岩
門
は
、
身
の
丈
を

越
え
る
大
き
な
雑
木
で
覆
わ
れ
て
い
て

人
が
近
づ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
ま

る
で
雑
草
の
な
か
に
放
置
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。
た
だ

一
本
の
雑
草
さ
え
許
さ

な
か
っ
た
縄
文
人
と
比
べ
て
、
何
と
い

う
不
精

（
ぶ
し
よ
う

）
、
何
と
い
う
無

知
、
何
と
い
う
不
敬
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
三
回
に
わ
た

つ
て
取
り
上

げ
て
き
た
甲
山
周
辺
の
磐
座
群
は
、
す

べ
て
甲
山
に
向
か
っ
て
配
置
さ
れ
て
い

る
。　
一
体
甲
山
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
の
自
然
の
山
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
と
も
人
工
の
加
わ

っ
た
山
な
の
か
。

次
回
は
こ
の
問
題
に
迫
り
た
い
と
思
う
。
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