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今
も
人
々
の
心
を
と
ら
え
る
神
籠
石

豊
嶋
　
松
岡
さ
ん
は
、
旧
大
和
町
で
教
育

長
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
「
石
城
山
神

籠
石
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
教
え
て
く

だ
さ
い
。

松
岡
　
教
育
長
を
務
め
て
い
た
と
き
、
町

史
編
纂
と
文
化
財
保
護
条
例
制
定
に
関
わ

　
だ
れ
が
い
つ
、
何
の
た
め
に
つ
く
っ
た
の
か
ー
。
石
城
山
の
８
合
目
付
近
を
鉢
巻
き
状
に
取
り
巻
く
、

国
の
史
跡
「
石
城
山
神
籠
石
（
い
わ
き
さ
ん
こ
う
ご
い
し
）
」
は
、
延
長
約
2.6
キ
ロ
に
も
お
よ
ぶ
長
大
な
列
石
の
古

代
遺
跡
。
東
西
南
北
に
は
石
垣
壁
が
築
か
れ
、
そ
の
下
部
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
水
門
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
「
神
籠
石
」
は
、
ほ
か
に
も
九
州
北
部
を
中
心
に
分
布
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
文
献
に

記
録
が
な
く
、
今
も
な
お
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
た
遺
跡
で
す
。

　
今
回
は
、
私
た
ち
市
民
特
派
員
が
、
「
石
城
山
神
籠
石
」
に
詳
し
い
お
二
人
を
取
材
し
、
謎
と
ロ
マ
ン

を
秘
め
た
古
代
遺
跡
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

り
、
文
化
財
の
調
査
を
し
た
の
が
き
っ
か

け
で
「
石
城
山
神
籠
石
」
に
興
味
を
抱
き

ま
し
た
。
最
近
は
、
市
の
成
人
大
学
講
座

な
ど
で
お
話
す
る
機
会
が
あ
り
、
私
な
り

に
少
し
掘
り
下
げ
て
調
べ
て
い
ま
す
。

豊
嶋
　
神
籠
石
は
、
い
つ
、
何
の
目
的
で

つ
く
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

松
岡
　
神
籠
石
は
文
献
に
記
録
が
な
い
た
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ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
神
籠
石
は
七
世
紀

前
半
に
神
域
を
囲
む
垣
と
し
て
築
か
れ
、

七
世
紀
後
半
に
唐
・
新
羅
の
侵
攻
に
備

え
、
こ
の
神
籠
石
を
利
用
し
て
土
塁
を
つ

く
り
、
山
城
と
し
た
と
い
う
「
時
差
神
域

説
」
を
提
起
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
神
籠
石
は
、
今
も
な
お
多

く
の
謎
に
包
ま
れ
、
人
々
の
ロ
マ
ン
を
か

き
立
て
て
い
ま
す
。

豊
嶋
　
と
こ
ろ
で
、
神
籠
石
の
表
面
が
き

れ
い
な
の
は
、
鉄
の
よ
う
な
道
具
を
使
っ

て
磨
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

松
岡
　
そ
う
で
す
ね
。
石
は
石
城
山
に

あ
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
や

は
り
ノ
ミ
の
よ
う
な
も
の
を
使
っ
て
、
長

い
時
間
を
か
け
て
仕
上
げ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
百
済
の
国
の
影
響
も
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
視
点
も
含
め
て
、

神
籠
石
は
な
か
な
か
面
白
い
も
の
だ
と
実

感
し
て
い
ま
す
。

豊
嶋
　
本
当
に
長
い
間
、
神
籠
石
は
多
く

の
人
た
ち
の
心
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
す

ね
。
ほ
か
の
ま
ち
に
も
、
こ
の
よ
う
な
神

籠
石
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

松
岡
　
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
「
神
籠

石
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
ほ
か
に

も
全
国
で
８
か
所
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま

ち
の
貴
重
な
歴
史
的
財
産
と
し
て
保
存
さ

れ
て
い
ま
す
。
（
次
頁
の
分
布
図
参
照
）

神
籠
石
を
守
っ
て
い
く
に
は
…

豊
嶋
　
最
後
に
、
私
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら

め
、
謎
を
秘
め
た
遺
跡
と
し
て
明
治
時
代

か
ら
考
古
学
者
の
間
で
論
争
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
「
山
城
」
で
あ
っ
た
と
い
う
説

や
、
祭
祀
を
行
う
「
神
域
」
で
あ
っ
た
と

い
う
説
が
あ
り
ま
す
が
、
昭
和
30
年
代
の

発
掘
調
査
で
、
古
代
の
山
城
遺
跡
と
い
う

説
が
有
力
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
つ

く
ら
れ
た
時
期
な
ど
は
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
昭
和
54
年
と
58
年
に
は
、
作
家
の
松
本

清
張
さ
ん
が
こ
の
石
城
山
に
登
ら
れ
ま
し

た
。
二
度
目
の
時
は
、
私
も
ご
一
緒
さ
せ

て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
石
を

指
差
し
て
「
神
籠
石
の
表
面
が
き
れ
い
に

仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
完
全
に
人
に

見
せ
る
、
人
の
眼
を
意
識
し
て
つ
く
ら
れ

て
い
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

豊
嶋
　
や
は
り
石
に
特
色
が
見
ら
れ
る
わ

け
で
す
ね
。

松
岡
　
そ
う
で
す
。
並
ん
だ
石
の
高
さ
が

き
ち
ん
と
そ
ろ
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
、

外
観
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

松
本
清
張
さ
ん
は
、
さ
ら
に
「
山
城
と
神

域
と
の
折
衷
説
」
を
考
え
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
、
日
朝
間
の
海
上
交
易
ル
ー
ト
や
、

ほ
か
の
遺
跡
な
ど
を
見
て
、
こ
れ
は
日
朝

交
易
を
中
継
し
た
地
方
の
首
長
が
築
い
た

の
で
は
な
い
か
と
推
理
を
さ
れ
ま
し
た
。

私
も
、
石
城
山
に
は
石
城
神
社
が
あ
る

し
、
た
だ
の
山
城
説
よ
り
は
、
興
味
深
い

視
点
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
最
近
、
�
広
島
県
埋
蔵
文
化
財

調
査
セ
ン
タ
ー
が
現
地
を
何
度
も
調
査
し
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