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「
椎
の
木
の
下
」

「
椎
の
木
の
下
」
で
深
い
よ
ど
み
を

つ
く
っ
て
い
た
。
此
処
は
裏
山
が
十

メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
崖
に
な
っ
て
い

て
、
そ
の
上
方
に
「
椎
の
木
」
の
大

木
が
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

夏
場
は
な
ん
と
い
っ
て
も
子
ど
も

達
に
と
っ
て
は
水
遊
び
で
あ
る
が
、

海
か
ら
遠
く
、
海
水
浴
も
ま
ま
な
ら

な
か
っ
た
。
学
校
で
は
安
全
な
場
所

を
選
ん
で
玉
石
を
積
み
重
ね
て
堰
を

つ
く
り
、
少
し
深
く
し
て
看
視
の
も

と
に
水
遊
び
を
し
た
。
だ
が
、
小
学

生
時
代
は
上
級
生
が
深
み
で
下
級
生

の
頭
を
押
さ
え
た
り
し
て
悪
戯
を
し

て
も
、「
椎
の
木
の
下
」
は
離
れ
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

　

夏
に
な
る
と
思
い
出
す
の
が
、「
椎

の
木
の
下
」
で
あ
る
。
恒
吉
春
田
集

落
の
前
に
広
が
る
棚
田
を
北
か
ら
南

に
一
筋
に
流
れ
て
い
る
長
江
川
が
、

い
場
所
で
あ
っ
た
。「
椎
の
木
の
下
」

は
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
遊
ぶ
目
印
に

な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。　
　
　

　

先
輩
達
が
そ
う
し
て
遊
ん
だ
よ
う

に
、私
達
も
夏
場
は
「
椎
の
木
の
下
」

で
少
年
時
代
を
楽
し
ん
だ
事
が
懐
か

し
く
想
い
だ
さ
れ
る
。今
は
そ
の「
椎

の
木
」
も
な
く
、
河
川
工
事
に
よ
り

跡
地
は
水
田
と
な
っ
て
い
る
。　
　

　

そ
の
背
後
が
恒
吉
城
跡
で
あ
る
。

恒
吉
城
は
中
世
の
山
城
で
、
十
五
世

紀
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
島
津
氏
の

家
臣
山
田
氏
が
支
配
し
た
り
、
肝
付

氏
や
北
郷
氏
が
争
奪
戦
を
繰
り
ひ
ろ

げ
た
と
こ
ろ
と
言
わ
れ
、
今
日
は
市

指
定
史
跡
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
少

年
の
頃
は
単
な
る
遊
べ
る
山
と
し

て
の
認
識
し
か
な
か
っ
た
よ
う
に
思

う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

又
、
前
述
の
長
江
川
も
恒
吉
城
を

守
る
水
堀
の
役
割
が
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
城
内
に
は
空
堀
が
続
い
て
ほ
ぼ

五
区
画
で
き
る
郭
群
の
大
き
な
構
え

と
な
っ
て
い
る
が
、
子
ど
も
達
は
た

だ
単
に
山
道
と
考
え
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

尚
、
長
江
川
に
か
か
る
恒
吉
太

鼓
橋
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
寛
政
二

年
（
一
七
九
〇
）
に
架
橋
さ
れ
た
も

の
で
、
現
存
す
る
県
内
最
古
級
の
石

橋
で
あ
る
。
岩
川
と
市
成
を
結
ぶ
街

道
に
架
か
る
要
衝
の
橋
で
、
交
通
に

と
っ
て
大
き
な
役
割
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　

　

恒
吉
の
歴
史
は
未
だ
悠
久
の
時
間

の
中
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。　
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北から臨む恒吉城跡

恒吉麓を流れる長江川


