
雄
大
な
富
士
山
に
抱
か
れ
た
大
地
と
豊
か
な
水
に
恵
ま
れ
た
原
田
地
区
の

地
中
に
、太
古
の
人
々
の
く
ら
し
の
痕
跡
が
今
も
残
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ

う
か
。
公
共
事
業
な
ど
に
先
立
つ
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
ひ
と
た
び
遺
跡
が

現
代
の
地
表
に
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
と
、
現
代
人
が
忘
れ
て
い
た
一
千
年
以
上

前
の
人
類
の
記
憶
を
、
遺
跡
は
雄
弁
に
語
り
始
め
る
の
で
す
。
こ
こ
で
は
富

士
市
教
育
委
員
会
の
最
新
の
調
査
で
判
明
し
た
、
原
田
地
区
の
考
古
学
の
最

前
線
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　

　

富
士
市
原
田
に
所
在
す

る
石い

し
き
ら
だ
い
ら

切
平
第
２
号
墳
で

は
、
今
年
１
月
か
ら
３
月

に
か
け
て
、
発
掘
調
査
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
古

墳
は
、
市
の
公
共
事
業
計

画
に
先
立
ち
、
令
和
４
年

９
月
に
実
施
し
た
遺
跡
の

有
無
を
確
か
め
る
調
査
に

よ
っ
て
初
め
て
発
見
さ
れ

た
、
市
内
で
は
７
４
６
番

目
の
古
墳
で
す
。
今
回
の

発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、
飛

鳥
時
代
（
７
世
紀
）
に
築

か
れ
た
古
墳
の
埋ま

い
そ
う
し
せ
つ

葬
施
設

の
形
状
や
規
模
、
副ふ

く
そ
う
ひ
ん

葬
品

の
内
容
な
ど
が
明
ら
か
に

な
り
ま
し
た
。

　

古
墳
の
埋
葬
施
設
は
、

平
面
プ
ラ
ン
が
長
方
形
と

な
る
無む

そ
で
が
た

袖
形
の
横
穴
式
石

室
で
あ
り
、
石
室
の
全
長

は
約
５
・
５
ｍ
、
最
大
幅

は
約
１
・
４
ｍ
を
測
り
ま

す
。
市
内
で
見
つ
か
っ
て

い
る
同
種
の
石
室
の
中
で

は
、
一
般
的
な
サ
イ
ズ
の

古
墳
と
い
え
そ
う
で
す
。

壁
の
石
に
は
周
辺
で
産
出

す
る
富
士
山
の
溶
岩
が
使

わ
れ
、
床
面
に
は
駿す

る
が河
東

部
に
特
徴
的
な
仕し

き
り
い
し

切
石
や

段だ
ん
こ
う
ぞ
う

構
造
と
い
っ
た
石
室
内

を
区
画
す
る
施
設
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

遺
体
を
横
た
わ
ら
せ
た

床
面
は
計
２
面
見
つ
か

り
、
耳
飾
り
や
骨
片
の
出

土
か
ら
、
少
な
く
と
も
３

人
以
上
の
人
が
埋
葬
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。
下
層（
築
造
当
初
）

の
床
面
で
は
全
面
に
溶
岩

礫
が
敷
か
れ
、
上
層
（
２

回
目
以
降
の
埋
葬
）
の
床

面
で
は
仕
切
石
よ
り
奥
側

だ
け
に
河
原
石
が
敷
か
れ

て
い
ま
し
た
。
石
室
床
面

の
模
様
替
え
に
つ
い
て
の

強
い
こ
だ
わ
り
は
、
こ
の

地
域
の
古
代
人
の
特
色
の

一
つ
と
い
え
そ
う
で
す
。

な
お
、
仕
切
石
よ
り
も
奥

側
か
ら
耳み

み
か
ざ飾
り
が
４
点

（
２
組
）
出
土
し
て
お
り
、

奥
側
が
主
た
る
埋
葬
空
間

と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
み

て
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

副
葬
品
が
未
盗
掘
の
状

態
で
残
っ
て
い
た
こ
と

も
、
こ
の
古
墳
の
大
き
な

特
徴
で
す
。
石
室
内
か
ら

は
大た

ち刀
や
鉄て

つ
ぞ
く鏃
（
矢
尻
）、

弓
の
飾
り
金
具
と
い
っ
た

豊
富
な
武
器
の
ほ
か
、
金

銅
製
の
耳
飾
り
や
ガ
ラ
ス

小
玉
と
い
っ
た
ア
ク
セ
サ

リ
ー
、
石
室
内
の
儀
礼
で

お
酒
な
ど
の
液
体
を
注
い

だ
容
器
（
須す

え

き
恵
器
）
な
ど

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
、
奥
壁
隅
の

大
刀
は
、
壁
に
立
て
か
け

ら
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ

ま
し
た
。
同
様
の
大
刀
の

出
土
は
全
国
的
に
も
珍
し

く
、
古
代
人
が
悪あ

く
り
ょ
う霊
等
か

ら
墓
室
内
を
守
る
た
め
に

立
て
か
け
た
と
す
る
説
も

あ
り
、
こ
の
時
代
の
儀
礼

を
考
え
る
上
で
非
常
に
重

要
な
成
果
で
す
。



　

さ
ら
に
石
室
の
入
口
付

近
で
は
、
須
恵
器
や
馬ば

ぐ具

を
用
い
た
儀
礼
の
痕
跡
も

見
つ
か
り
ま
し
た
。
須
恵

器
に
は
甕か

め

や
瓶へ

い

、
坏つ

き

の
破

片
が
多
い
こ
と
か
ら
、
亡

き
先
祖
を
偲し

の

び
、
古
墳
の

前
で
大
勢
の
人
が
飲
食
を

伴
う
儀
礼
を
行
っ
て
い
た

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

石
切
平
第
２
号
墳
が
属

す
る
比
奈
１
古
墳
群
は
、

６
世
紀
末
か
ら
７
世
紀
に

か
け
て
築
か
れ
た
30
基
前

後
の
古
墳
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
古
墳
群
内
や
近

隣
で
最
上
位
ク
ラ
ス
と
考

え
ら
れ
る
の
が
、
か
つ
て

吉
原
工
業
高
校
運
動
場
に

位
置
し
て
い
た
大お

お
さ
か
う
え

坂
上
古

墳
や
、
東
名
高
速
道
路
沿

い
に
存
在
し
た
赫か

ぐ
や
ひ
め

夜
姫
１

号
墳
で
あ
り
、
と
も
に
石

室
規
模
は
全
長
９
ｍ
以
上

を
測
り
ま
す
。
両
古
墳
を

築
い
た
人
物
を
比
奈
の
集

団
の
指
導
者
層
と
み
れ

ば
、
石
切
平
第
２
号
墳
の

主
は
、
彼
ら
を
軍
事
面
等

で
サ
ポ
ー
ト
し
た
地
域
の

有
力
者
で
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

原
田
公
園
周
辺
の
高
台

を
中
心
に
広
が
る
の
が
、

宇う
と
う
が
わ

東
川
遺
跡
で
す
。
原
田

公
園
造
成
に
先
立
つ
発
掘

調
査
（
Ａ
地
区
）
に
よ
っ

て
、
縄
文
時
代
中
期
か
ら

平
安
時
代
に
か
け
て
の

幅
広
い
時
期
に
わ
た
り
、

集
落
が
営
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　

特
に
縄
文
時
代
の
集
落

の
広
が
り
は
目
覚
ま
し
く
、

縄
文
時
代
後
期
に
は
、
南

に
位
置
す
る
沖
田
遺
跡
や
、

松
原
川
の
北
岸
に
位
置
す

る
中
島
遺
跡
、
吉
原
第
三

中
学
校
周
辺
の
赫か

ぐ
や
ひ
め

夜
姫
遺

跡
ま
で
の
広
い
範
囲
に
展

開
し
た
よ
う
で
す
。

　

富
士
山
の
溶
岩
流
の
末

端
に
位
置
す
る
原
田
・
吉

永
地
区
周
辺
は
、
湧
水
池

が
多
い
こ
と
で
も
有
名
で

あ
り
、
縄
文
時
代
の
人
た

ち
が
貴
重
な
水
源
を
求
め

て
、
一
帯
に
集
落
を
形
成

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

宇
東
川
遺
跡
Ａ
地
区
で

は
縄
文
時
代
に
使
わ
れ
た

黒
曜
石
の
鏃や

じ
り
や
原
石
が
出

土
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

黒
曜
石
の
原
産
地
は
、
蛍

光
Ｘ
線
分
析
装
置
を
用
い

た
調
査
に
よ
り
、
長
野
県

の
霧き

り
が
み
ね

ヶ
峰
地
区
、
伊
豆
の

天あ
ま
ぎ城
地
区
、
伊
豆
諸
島
の

神こ
う
づ
し
ま

津
島
地
区
な
ど
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
同
じ
く
Ａ
地
区

か
ら
は
、
古
墳
時
代
前
期

の
北
陸
地
方
南
西
部
と
関

わ
り
の
深
い
甕か

め

の
破
片
も

出
土
し
て
い
ま
す
。

　

中
島
遺
跡
で
は
、
縄
文

時
代
中
期
末
か
ら
後
期
に

東
海
地
方
西
部
や
関
西
地

方
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
縄
文
土
器
が
出

土
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
品
物
と
、
そ

れ
を
運
ぶ
人
々
の
移
動
に

は
、
現
代
ま
で
残
る
根ね

が
た方

街
道
の
よ
う
な
陸
路
と
と

も
に
、
浮う

き
し
ま
ぬ
ま

島
沼
と
海
を
利

用
す
る
水
上
の
「
路み

ち

」
も

使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

水
と
大
地
に
恵
ま
れ
た

交
通
の
要
衝
に
立
地
し
、

他
の
地
域
の
人
々
と
交
流

し
て
発
展
す
る
集
落
の
姿

が
見
え
て
き
ま
す
。

　

原
田
公
園
の
南
で
発
掘

調
査
さ
れ
た
宇
東
川
遺
跡

Ｆ
地
区
で
は
、
奈
良
・
平

安
時
代
の
役
人
が
帯
に
つ

け
た
石
の
飾
り（
腰よ

う
た
い
ぐ

帯
具
）

や
、
硯す

ず
り
・
ナ
イ
フ
等
の
筆

記
具
、
文
字
が
書
か
れ
た

土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。

根
方
街
道
や
浮
島
沼
沿
岸

の
条
里
水
田
に
近
く
、
長

期
に
渡
っ
て
集
落
が
営
ま

れ
た
当
地
に
は
、
里（
郷
）

の
中
心
と
し
て
行
政
機
能

の
一
部
が
置
か
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。


