
1 5 9 1 5 8

1 4 　 塩 屋 金 清 神 社 遺 跡

会
っ
た
。

　
え
え
⁉　
あ
ん
な
に
山
深
い
場
所
が
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
？

　
実
際
、
山
が
ち
な
岐
阜
県
の
な
か
で
も
飛
驒
地
方
は
特
に
山
深
い
。
た
し
か
に
わ
た
し
は
岐
阜
県
出
身
で

は
あ
る
が
、
三
重
県
境
と
い
う
南
の
端
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
の
飛
驒
は
、
夏
の
家
族
旅
行

で
下
道
を
6
時
間
以
上
か
け
て
車
で
行
く
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
。
あ
の
山
深
く
て
遠
く
て
行
き
づ
ら
い
飛
驒

が
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
だ
っ
た
な
ん
て
、
不
思
議
な
こ
と
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
後
「
飛
驒
に
日
本
一
の
縄
文
の
遺
跡
が
あ
る
」
こ
と
も
知
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
れ
は
行
か
ね
ば
な
ら
ん
…
…
と
思
う
も
の
の
、
尻
込
み
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
飛
驒
は
遠
い
。

そ
し
て
行
き
づ
ら
い
。
東
京
に
住
ん
で
い
る
わ
た
し
が
飛
驒
へ
行
く
に
は
、
ま
ず
東
京
駅
に
出
て
名
古
屋
へ
、

特
急
に
乗
り
換
え
て
在
来
線
の
最
寄
り
駅
へ
。
合
計
で
7
時
間
ほ
ど
も
か
か
る
。
そ
う
だ
、
北
陸
新
幹
線
と

い
う
手
も
あ
る
ん
だ
っ
た
。
だ
っ
た
ら
、
東
京
駅
か
ら
北
陸
新
幹
線
に
乗
っ
て
、
富
山
で
在
来
線
に
乗
り
換

え
て
最
寄
り
駅
へ
。
こ
の
ル
ー
ト
で
も
5
時
間
。

　
そ
ん
な
場
所
に
ど
ん
な
日
本
一
の
縄
文
遺
跡
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
石せ
き
棒ぼ

う
生
産
量
日
本
一
の
遺
跡
だ
。

　
男
性
器
を
模
し
た
石
の
棒
、「
石
棒
」。
縄
文
時
代
の
祭
祀
の
道
具
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
な
に
を
し
と
る
ん
や
、
飛
驒
の
縄
文
人
た
ち
よ
。

14 　
　

ワ
ン
ダ
ー
・
オ
ブ
・ 

石
棒 

―
塩し
お

屋や

金き
ん

清せ
い

神じ
ん

社じ
ゃ

遺
跡

　
「
岐
阜
は
不
思
議
な
と
こ
ろ
だ
わ
」

　
い
つ
か
の
宴
の
席
の
こ
と
。

　
「
こ
ん
だ
さ
ん
、
岐
阜
出
身
だ
よ
ね
？　
お
も
し
ろ
い
か
ら
深
掘
り
し
て
み
た
ら
い
い
よ
」
と
い
わ
れ
、

ぽ
か
ん
と
し
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
ん
な
こ
と
を
わ
た
し
に
い
っ
た
の
は
、
か
つ
て
某
テ
レ
ビ
局
に
勤
め
て
い
た
人
だ
。
小
学
生
の
頃
の
わ

た
し
は
、
そ
の
人
が
つ
く
っ
た
番
組
に
ド
は
ま
り
し
、
テ
レ
ビ
に
か
ぶ
り
つ
い
て
見
て
い
た
。
わ
た
し
に

と
っ
て
神
の
よ
う
な
人
だ
。

　
わ
た
し
の
神
が
「
岐
阜
は
不
思
議
な
場
所
だ
」
と
い
う
。

　
ぽ
か
ん
…
…
。

　
な
に
が
一
体
ど
う
不
思
議
で
お
も
し
ろ
い
の
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。

　
ほ
ど
な
く
し
て
、
今
度
は
「
飛
驒
は
縄
文
時
代
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
だ
っ
た
」
と
い
う
文
化
財
関
係
者
に
出

岐 阜 県 
縄 文 時 代
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迎
え
に
き
て
く
れ
て
い
た
。

　
7
時
間
の
旅
路
で
空
腹
は
最
高
潮
。
駅
前
で
腹
ご
し
え
ら
え
を
し
て
、
ま
ず
は
塩
屋
金
清
神
社
遺
跡
か
ら

見
つ
か
っ
た
石
棒
が
展
示
さ
れ
て
い
る
飛
驒
み
や
が
わ
考
古
民
俗
館
で
、
実
物
を
見
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
車
中
で
三
好
さ
ん
か
ら
飛
驒
市
に
関
し
て
い
ろ
ん
な
話
を
聞
い
た
。

　
飛
驒
市
は
、
2
0
2
1
年
現
在
人
口
が
2
・
3
万
人
。
少
子
高
齢
化
は
ほ
か
の
地
域
よ
り
も
30
年
先
を
行

く
ス
ピ
ー
ド
で
、
高
齢
化
率
は
39
％
。
人
口
減
少
先
進
地
で
も
あ
る
と
い
う
。
市
全
体
の
93
％
を
森
林
が
占

め
、
そ
の
う
ち
7
割
が
「
広
葉
樹
天
然
林
」
と
い
う
あ
ま
り
聞
き
な
れ
な
い
自
然
の
山
が
覆
っ
て
い
る
。
市

域
は
豪
雪
地
帯
ま
た
は
特
別
豪
雪
地
帯
と
い
う
環
境
。
聞
け
ば
聞
く
ほ
ど
飛
驒
市
の
環
境
は
厳
し
い
。

　
一
方
で
、
縄
文
時
代
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
だ
っ
た
、
と
い
う
人
が
い
る
ほ
ど
、
多
く
の
遺
跡
が
あ
り
、
多
く

の
縄
文
人
が
暮
ら
し
た
。
縄
文
人
に
と
っ
て
は
暮
ら
し
や
す
い
場
所
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　
宮
川
が
流
れ
る
す
ぐ
脇
に
飛
驒
み
や
が
わ
考
古
民
俗
館
は
あ
っ
た
。

　
と
て
も
立
派
な
施
設
で
驚
い
た
が
、
春
と
秋
の
年
間
30
日
し
か
開
館
し
て
い
な
い
。
人
口
減
少
の
影
響
に

よ
る
の
だ
そ
う
だ
。

　
考
古
資
料
は
、
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時
代
ま
で
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
目
玉
は
石
棒
で
は
あ

る
が
、
獣
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
付
い
た
土
器
や
、
土
偶
も
あ
る
。
土
器
は
北
陸
の
影
響
が
見
ら
れ
る
ら
し
い
。

わ
た
し
が
特
に
気
に
入
っ
た
土
偶
は
、
長
野
県
茅ち

野の

市
の
国
宝
土
偶
「
縄
文
の
ビ
ー
ナ
ス
」
に
ど
こ
と
な
く

似
て
い
る
気
が
し
た
。

　
た
し
か
に
不
思
議
で
お
も
し
ろ
い
。
独
特
す
ぎ
る
。
き
っ
と
石
棒
を
つ
く
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
理

由
が
あ
る
は
ず
だ
。
こ
れ
は
現
地
に
行
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
全
国
に
誇
れ
る
縄
文
遺
跡
が
地
元
岐

阜
に
あ
る
と
い
う
の
に
、
距
離
に
負
け
て
い
て
は
縄
文
好
き
の
名
が
廃
る
。
そ
れ
に
、
と
こ
と
ん
石
棒
に
こ

だ
わ
っ
た
飛
驒
の
縄
文
人
、
き
ら
い
じ
ゃ
な
い
。
む
し
ろ
、
好
き
。

　
「
石
棒
日
本
一
」
に
背
中
を
押
さ
れ
た
わ
た
し
は
、
よ
う
や
く
重
い
腰
を
上
げ
た
の
だ
っ
た
。

縄
文
時
代
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン

　
遺
跡
の
名
前
を
塩し
お
屋や

金き
ん
清せ

い
神じ

ん
社じ

ゃ
遺
跡
と
い
う
。

　
な
ん
だ
か
光
り
輝
く
あ
り
が
た
い
遺
跡
の
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。

　
一
体
ど
ん
な
と
こ
ろ
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
心
躍
ら
せ
て
、
待
ち
合
わ
せ
の
駅
ま
で
7
時
間
の
旅
路
を
行
く
。

名
古
屋
か
ら
飛
驒
に
向
か
う
特
急
は
、
岐
阜
県
を
ひ
た
す
ら
北
上
す
る
。
次
第
に
住
宅
が
乏
し
く
な
り
、
列

車
は
山
深
い
場
所
を
う
ね
う
ね
と
縫
う
よ
う
に
走
る
。
車
窓
に
見
え
る
山
と
の
距
離
が
近
い
。
緑
の
重
な
り

に
、
え
ら
い
内
陸
部
に
来
た
な
と
実
感
す
る
。

　
待
ち
合
わ
せ
場
所
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
高
山
本
線
の
飛
驒
古
川
駅
に
到
着
し
た
。
駅
前
に
は
、
こ
じ
ん
ま
り
と
し

て
い
る
が
古
い
町
並
み
が
残
り
、
岐
阜
県
を
代
表
す
る
観
光
地
・
高
山
と
セ
ッ
ト
で
訪
れ
る
人
が
多
い
場
所

だ
。
遺
跡
の
最
寄
り
駅
は
少
し
先
に
な
る
が
、
飛
驒
市
教
育
委
員
会
の
三
好
清
超
さ
ん
が
飛
驒
古
川
駅
ま
で
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な
ん
だ
、
こ
の
距
離
感
は
。
産
地
と
加
工
場
所
が
と
な
り
合
っ
て
い
た
の
か
。
山
に
入
り
、
石
棒
に
す
る

石
を
採
取
し
て
皆
で
運
び
出
し
、
川
沿
い
で
賑
や
か
に
作
業
し
て
い
た
縄
文
人
た
ち
の
姿
が
見
え
る
よ
う
だ
。

こ
れ
は
理
に
か
な
っ
た
場
所
だ
。

　
塩
屋
金
清
神
社
遺
跡
で
見
つ
か
っ
た
石
棒
は
1
0
7
4
本
に
も
な
っ
た
。
通
常
、
一
つ
の
遺
跡
か
ら
石
棒

が
見
つ
か
っ
た
と
し
て
も
数
本
程
度
。
そ
れ
が
1
0
0
0
本
以
上
あ
る
な
ん
て
破
格
と
し
か
い
い
よ
う
が
な

い
。
な
ん
で
こ
ん
な
に
大
量
に
。
不
思
議
だ
。

　
し
か
も
、
石
材
の
原
産
地
が
わ
か
っ
て
い
て
、
つ
く
り
か
け
の
石
棒
も
見
つ
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
石

棒
づ
く
り
に
関
わ
る
一
連
の
工
程
が
解
明
で
き
る
非
常
に
珍
し
い
遺
跡
な
の
で
あ
る
。

　
展
示
室
で
も
石
棒
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
今
回
は
特
別
に
収
蔵
庫
に
あ
る
石
棒
を
見
せ
て
も
ら
え
る

こ
と
に
な
り
、
つ
く
り
か
け
の
石
棒
も
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
コ
ツ
コ
ツ
と
石
の
表
面
を
叩
き
つ
づ
け
た
も
の

の
、
途
中
で
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
な
ん
で
製
作
を
や
め
た
の
？　
こ
こ
ま
で
叩
い
て
お
い
て
。

　
　
「
石
棒
づ
く
り
は
、
石
で
表
面
を
何
千
回
も
叩
く
ん
で
す
」

　　
三
好
さ
ん
の
言
葉
を
聞
い
て
、
意
識
が
遠
の
き
そ
う
に
な
っ
た
。

　
ま
る
で
修
行
で
は
な
い
か
…
…
。

　
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
こ
の
地
域
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
山
の
な
か
だ
が
、
富
山
方
向
へ
抜
け
れ
ば
日
本
海
へ
と
出
ら
れ
る
。
日
本
海
に
出
て
し
ま
え
ば
、
海
路
で

東
北
地
域
に
も
行
け
る
は
ず
だ
。
一
方
、
山
の
稜
線
や
川
を
使
え
ば
長
野
方
面
へ
の
行
き
来
も
た
や
す
い
だ

ろ
う
。

　
実
際
に
縄
文
人
が
つ
く
っ
た
も
の
の
な
か
に
交
流
の
痕
跡
を
見
つ
け
、「
飛
驒
は
縄
文
時
代
の
ベ
ッ
ド
タ

ウ
ン
は
さ
も
あ
り
な
ん
！
」
と
気
持
ち
が
盛
り
上
が
っ
て
し
ま
う
。

　
さ
あ
、
次
は
い
よ
い
よ
お
待
ち
か
ね
の
石
棒
だ
。

祈
り
の
石
棒
づ
く
り

　
塩
屋
金
清
神
社
遺
跡
は
、
館
の
脇
を
流
れ
て
い
る
宮
川
右
岸
の
階
段
状
に
盛
り
上
が
っ
た
（
河か

岸が
ん

段だ
ん

丘き
ゅ
う）

上
に
あ
る
。

　
明
治
の
頃
に
は
す
で
に
石
棒
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
る
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
平
成
4
年

（
1
9
9
2
）
か
ら
5
年
（
1
9
9
3
）
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
発
掘
調
査
で
は
、
縄
文
土
器
の
ほ
か
、

つ
く
り
か
け
を
含
む
石
棒
、
石
棒
を
製
作
し
た
際
に
出
た
石
屑
、
石
棒
を
製
作
す
る
時
の
道
具
と
し
て
使
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
石
器
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。

　
三
好
さ
ん
に
よ
る
と
、
遺
跡
に
隣
接
し
て
広
が
る
山
が
石
棒
の
石
材
の
産
地
ら
し
い
。
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な
か
に
は
ま
っ
た
く
手
つ
か
ず
の
石
の
棒
（「
石
棒
」
と
呼
ん
で
い
い
も
の
か
ど
う
か
、
憚
ら
れ
て
こ
の

言
葉
）
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
未
製
品
と
片
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
そ
の
ま
ま
の
姿
で

意
味
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
遺
跡
の
調
査
担
当
者
の
一
人
が
、
そ
の
よ
う
な

話
を
し
て
い
た
こ
と
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。

　
彼
ら
に
と
っ
て
、
石
棒
と
は
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
大
量
に
石
棒
を
つ
く
る
必
要
が
ど

こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

石
棒
は
大
地
の
お
す
そ
分
け

　
暗
く
な
っ
て
し
ま
う
前
に
急
い
で
原
産
地
の
山
に
行
く
こ
と
に
し
た
。
石
を
採
取
し
た
り
、
持
ち
帰
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
山
道
か
ら
石
材
の
露
出
す
る
山
肌
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
前
日
に
雨
が
降
っ
た
よ
う
で
山
道
は
ぬ
か
る
ん
で
い
た
。
す
べ
っ
て
転
ん
で
は
い
け
な
い
と
、
屁
っ
ぴ
り

腰
で
山
道
を
登
る
。
だ
ん
だ
ん
と
外
界
の
音
が
遮
ら
れ
、
静
か
な
林
の
な
か
へ
と
分
け
入
っ
て
い
く
。

　
「
山
肌
を
見
て
も
ら
え
ま
す
か
？
」
と
い
う
三
好
さ
ん
の
声
に
横
を
向
く
と
…

　
　
山
肌
か
ら
棒
状
の
石
が
突
き
出
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　 　
あ
れ
？　
も
し
か
し
て
そ
の
修
行
の
よ
う
な
行
為
に
意
味
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
？

　
頭
の
な
か
が
ぐ
る
ぐ
る
と
動
き
出
す
。

　
大
き
な
石
棒
を
と
も
に
つ
く
る
こ
と
で
共
同
体
の
結
束
を
強
化
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。
東
日
本
で
お
も
に
つ
く
ら
れ
た
ス
ト
ー
ン
サ
ー
ク
ル
も
、
同
様
の
理
由
が
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
そ

れ
も
あ
る
と
思
う
。

　
で
も
、
そ
れ
な
ら
な
ぜ
途
中
で
製
作
を
や
め
た
石
棒
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　
も
し
か
し
た
ら
、
完
成
し
た
石
棒
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
仏
師
が
無
心
に
鑿の
み
を
入
れ
る
よ
う
に
、

石
棒
を
つ
く
る
行
為
そ
の
も
の
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
石
棒
づ
く
り
は
祈
り
の
行
為
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
皆
で
「
コ
ツ
コ
ツ
」
と
叩
く
リ
ズ
ム
と
と
も
に
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
陥
り
、
つ
く
る
こ
と
自
体
が

「
ま
つ
り
」
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
？

　
　
コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
…
…
。

　
コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
…
…
。

　
コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
…
…
。

　
コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
…
…
。

　　
妄
想
が
広
が
っ
て
い
く
。
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ロ
ン
と
落
ち
て
い
る
と
「
本
当
に
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

な
ん
だ
」
と
い
う
衝
撃
が
あ
っ
た
。

　
「
す
で
に
こ
れ
石
棒
で
す
よ
ね
」
と
い
う
と
「
そ
う
い
う
も
の
を
含
め
る
と
、
実
際
は
か
な
り
た
く
さ
ん

の
石
棒
が
縄
文
時
代
に
は
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
、
三
好
さ
ん
は
笑
う
。

　
実
は
わ
た
し
、
各
地
で
石
棒
を
見
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
原
石
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
見
た
こ
と
が

な
か
っ
た
。
と
い
う
か
、
関
心
が
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
う
が
正
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
の
原
石
は
角
柱
状

で
、
原
石
の
ま
ま
で
「
石
棒
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
石
棒
は
縄
文
人
の
手
に
か
か
る
前
か
ら
す
で
に
石
棒
な
ん
だ
。

　　
ふ
と
、
あ
る
考
え
が
頭
に
浮
か
ぶ
。

　
縄
文
人
た
ち
は
、
山
肌
か
ら
ボ
コ
ッ
ボ
コ
ッ
と
落
ち
て
く
る
石
を
見
て
、
こ
れ
は
大
地
か
ら
の
贈
り
物
だ
、

と
思
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
す
べ
て
の
命
を
育
む
大
地
が
、
剝
が
れ
る
よ
う
に
し
て
落
ち
て
く
る
。
そ
れ
は
大
地
が
新
陳
代
謝
し
て
い

る
よ
う
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
縄
文
人
た
ち
は
そ
れ
を
持
ち
帰
り
、
そ
の
ま
ま
大
切
に
し
た
り
、
男
性
器
を
模

し
た
形
に
仕
上
げ
た
。
大
地
か
ら
贈
ら
れ
た
〝
命
の
も
と
〟
で
人
間
の
命
に
欠
か
せ
な
い
男
性
器
を
つ
く
り

な
が
ら
、
子
孫
繁
栄
を
願
う
。

　
静
か
な
山
中
で
足
元
に
転
が
る
石
の
棒
を
見
つ
め
て
い
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
が
頭
に
広
が
っ
て
い
く
。

　
な
ん
て
不
思
議
な
光
景
な
ん
だ
。

　
「
こ
の
山
は
柱ち
ゅ
う

状じ
ょ
う

節せ
つ

理り

で
で
き
て
い
て
、

こ
う
し
て
グ
ラ
グ
ラ
に
な
っ
た
も
の
を
ス
ポ

ン
と
抜
け
ば
、
石
が
と
れ
る
ん
で
す
」
と
ゴ

ト
ゴ
ト
グ
ラ
グ
ラ
揺
れ
る
石
に
軽
く
さ
わ
り

な
が
ら
、
三
好
さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
た
。

　
目
が
点
に
な
る
。

　

思
っ
て
い
た
の
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
。

て
っ
き
り
、
石
を
切
り
出
し
て
い
る
の
か
と

思
っ
て
い
た
。

　
「
足
元
を
見
て
く
だ
さ
い
。
ほ
ら
、
原
石

が
落
ち
て
る
」

　
湿
っ
た
地
面
に
お
と
な
の
前
腕
ほ
ど
の
太

さ
と
長
さ
を
も
っ
た
石
の
棒
が
転
が
っ
て
い

た
。
そ
れ
も
何
本
も
。
い
ず
れ
も
考
古
館
で

見
た
「
手
つ
か
ず
の
石
の
棒
」
と
そ
っ
く
り

だ
っ
た
。
わ
か
っ
て
い
た
が
、
目
の
前
に
ポ
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石
棒
と
は
な
ん
て
不
思
議
で
お
も
し
ろ
い
ん
だ
ろ
う
。
今
回
の
旅
で
わ
た
し
は
確
信
し
た
。

　
　
飛
驒
に
は
石
棒
が
欠
か
せ
な
い
。

⬥  【
塩
屋
金
清
神
社
遺
跡（
飛
驒
み
や
が
わ
考
古
民
俗
館
）】 

岐
阜
県
飛
驒
市
宮
川
町
塩
屋
1
0
4 

Ｔ
Ｅ
Ｌ
0
5
7
7
―

7
 3
―

7
4
9
6
（
飛
驒
市
教
育
委
員
会
文
化
振
興
課
）

＊ 

飛
驒
み
や
が
わ
考
古
民
俗
館
は
開
館
日
が
年
間
で
30
日
程
度
の
た
め
、
訪
れ
る
際
は
事
前
に
要
確
認
。

＊
塩
屋
石
を
産
出
す
る
区
域
は
山
道
に
沿
っ
て
見
学
の
こ
と
（
山
中
へ
の
立
入
り
不
可
）。
石
材
の
採
取
・
持

ち
帰
り
は
禁
止
。

所
在
地

　
こ
の
石
は
塩し

お
屋や

石い
し
と
い
う
。
こ
の
塩
屋
石
で
つ
く
っ
た
石
棒
が
北
陸
で
見
つ
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、
塩
屋

石
は
こ
こ
で
し
か
採
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
つ
く
ら
れ
た
石
棒
が
北
陸
ま
で
運
ば
れ
た
、
と
い
う
こ
と

だ
。
北
陸
の
人
が
来
た
の
か
、
飛
驒
の
人
が
持
っ
て
い
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
「
大
地
か
ら
贈

ら
れ
た
石
」
は
き
っ
と
双
方
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
塩
屋
金
清
神
社
遺
跡
は
石
棒
の
生
産
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
」
と
い
う
研
究
者
も
い
る
。
生
産
セ
ン
タ
ー
で

あ
る
と
と
も
に
、
塩
屋
石
と
い
う
こ
の
地
に
し
か
な
い
財
産
が
周
囲
の
人
び
と
を
引
き
寄
せ
、
人
が
行
き
来

す
る
場
所
に
な
り
、
そ
し
て
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
に
な
っ
た
。
こ
の
場
所
に
は
日
本
一
多
く
の
石
棒
が
残
さ
れ
、

き
っ
と
も
っ
と
多
く
の
石
棒
が
周
辺
に
渡
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
改
め
て
山
の
な
か
を
見
渡
し
、
な
ぜ
だ
か
神
妙
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

　
ま
た
し
て
も
屁
っ
ぴ
り
腰
で
山
道
を
く
だ
り
、
無
事
に
帰
路
に
着
い
た
。
そ
の
電
車
の
な
か
で
わ
た
し
は

考
え
て
い
た
。

　
現
代
の
飛
驒
市
が
「
関
係
人
口
」
と
い
う
〝
飛
驒
市
に
関
わ
る
人
び
と
〟
を
増
や
そ
う
と
石
棒
を
活
用
し

た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
は
市
の
存
続
を
図
る
方
策
の
一
つ
だ
。
わ
た
し
が
飛
驒
の
山
中

で
想
像
し
た
よ
う
に
、
飛
驒
の
縄
文
人
た
ち
が
集
団
を
維
持
す
る
た
め
に
石
棒
を
使
っ
て
子
孫
繁
栄
を
願
っ

た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
し
て
現
代
も
ま
た
生
き
残
り
を
か
け
て
石
棒
を
使
っ
て
周
辺
地
域
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
つ
く
っ
て
い
く
の
だ
と
し
た
ら
、
い
つ
の
時
代
も
こ
の
地
で
は
石
棒
が
人
を
つ
な
ぐ
の
か
も
し
れ
な
い
。


