
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
年
か
ら
平

　
　
　
　
　
　
　
成
十
四
年
ま
で
栗
山

　
　
　
　
　
　
　
町
史
編
纂
員
、
平
成

　
　
　
　
　
　
　
十
六
年
か
ら
文
化
財

　
　
　
　
　
　
　
保
護
委
員
、
栗
山
歴

史
を
学
ぶ
会
、
く
り
や
ま
エ
コ
マ
ネ
ー

研
究
員
、
ハ
サ
ン
ベ
ツ
里
山
計
画
実
行

委
員
、町
民
講
座
「
な
る
ほ
ど
栗
山
学
」

講
師
、
ア
イ
ヌ
鍬
形
の
調
査
、
文
献
執

筆
（
町
教
育
委
員
会
で
ま
と
め
た
「
ア

イ
ヌ
鍬
形
」
の
監
修
）
な
ど
、
様
々
な

面
で
活
躍
し
ま
し
た
。

　
横
田
直
成
さ
ん
は
何
事
に
も
努
力
を

惜
し
ま
ぬ
方
で
し
た
。
事
情
が
あ
り
五

年
前
に
栗
山
町
を
離
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
後
体
調
を
崩
し
、
一
年
半
の
闘
病
の

末
、
今
年
四
月
十
三
日
に
亡
く
な
り
ま

し
た
（
満
八
九
歳
）。

　
葬
儀
は
家
族
だ
け
で
行
い
、「
皆
さ

ま
へ
の
ご
挨
拶
は
そ
の
後
す
る
よ
う

に
」
と
遺
言
を
残
し
、
直
筆
の
「
宛
名

書
き
」と
挨
拶
文
も
残
し
て
い
ま
し
た
。

ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
。

　
こ
の
レ
プ
リ
カ
は
国
立
博
物
館
の
レ

プ
リ
カ
で
は
な
く
、「
腐
食
が
な
け
れ

ば
、
作
ら
れ
た
と
き
は
こ
う
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
」
と
い
う
東
京
藝
術
大
学
金
属

工
芸
専
門
の
意
見
を
取
り
入
れ
た
も
の

で
、
国
立
博
物
館
に
あ
る
も
の
と
は
相

当
違
い
ま
す
。
昔
作
ら
れ
た
鍬
形
の
姿

を
想
定
し
て
復
元
し
た
唯
一
の
も
の
で

も
あ
り
ま
す
。
～
中
略
～

　
栗
山
町
か
ら
出
土
し
た
う
ち
の
一
枚

の
レ
プ
リ
カ
を
作
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ

を
「
核
」
と
し
て
ア
イ
ヌ
文
化
財
の
紹

介
を
し
ま
し
た
。
担
当
し
た
先
生
方
は

「
さ
さ
や
か
な
も
の
で
す
、
狭
い
と
こ

ろ
で
す
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
が
、「
さ

さ
や
か
な
も
の
で
あ
れ
、
狭
い
と
こ
ろ

で
あ
れ
」
と
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
一
面
を

紹
介
し
得
ま
し
た
。
そ
の
紹
介
の「
核
」

と
し
て
鍬
形
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
素
晴

ら
し
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
ア

イ
ヌ
文
化
の
保
存
の
在
り
方
を
先
取
り

し
た
方
法
だ
と
思
う
の
で
す
。
も
っ
と

早
い
機
会
に
、
栗
山
町
の
皆
さ
ん
に
紹

介
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
申
し
訳
な
く

思
っ
て
い
ま
す
。

　
私
に
は
お
願
い
が
あ
り
ま
す
。
鍬
形

を
「
核
」
と
し
て
、
栗
山
町
を
中
心
と

し
た
ア
イ
ヌ
文
化
の
地
名
、
か
つ
て
の

コ
タ
ン
の
所
在
地
、
そ
こ
で
の
生
活
、

和
人
入
植
以
前
の
植
生
、
川
の
流
れ
、

ア
イ
ヌ
の
人
々
の
交
通
路
、
船
着
き
場

の
位
置
な
ど
の
調
査
復
元
、
ま
た
、
栗

山
町
に
は
非
常
に
大
き
な
ア
イ
ヌ
文
化

が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
痕
跡
も
各
地
に

あ
る
の
で
、
栗
山
町
発
の
ア
イ
ヌ
文
化

研
究
の
場
を
作
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

　
最
後
に
、
や
は
り
早
い
機
会
に
「
四

枚
の
鍬
形
の
里
帰
り
」
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。「
四
枚
の

鍬
形
」
が
か
つ
て
眠
っ
て
い
た
地
に
戻

る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
鍬
形
に

と
っ
て
も
喜
ぶ
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
の

で
す
。

　
昔
々
（
※
注
①
）、
優
秀
な
ア
イ
ヌ
の

　
昔
々
（
※
注
①
）、
優
秀
な
ア
イ
ヌ
の

長
が
、栗
山
町
の
あ
る
と
こ
ろ
に
集
ま
り
、

長
が
、栗
山
町
の
あ
る
と
こ
ろ
に
集
ま
り
、

相
談
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
長

相
談
事
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
長

が
所
持
し
て
い
た
鍬
形
を
こ
の
地
に
埋
め

が
所
持
し
て
い
た
鍬
形
を
こ
の
地
に
埋
め

て
い
き
ま
し
た
（
※
注

て
い
き
ま
し
た
（
※
注
②②
）。）。

　
そ
れ
か
ら
数
百
年
後
の
大
正
五
年
、
角

　
そ
れ
か
ら
数
百
年
後
の
大
正
五
年
、
角

田
村
桜
山
で
開
墾
し
て
い
た
尾
田
氏
ら
三

田
村
桜
山
で
開
墾
し
て
い
た
尾
田
氏
ら
三

人
が
七
枚
の
不
思
議
な
形
を
し
た
も
の
を

人
が
七
枚
の
不
思
議
な
形
を
し
た
も
の
を

地
中
五
、六
寸
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
見
つ
け

地
中
五
、六
寸
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
見
つ
け

ま
し
た
。

ま
し
た
。

　
当
時
、
日
本
全
国
の
土
地
か
ら
出
土
し

　
当
時
、
日
本
全
国
の
土
地
か
ら
出
土
し

た
も
の
は
天
皇
の
財
産
と
し
て
確
保
し
て

た
も
の
は
天
皇
の
財
産
と
し
て
確
保
し
て

い
た
た
め
、
宮
内
省
か
ら
す
べ
て
を
差
し

い
た
た
め
、
宮
内
省
か
ら
す
べ
て
を
差
し

出
す
よ
う
に
と
の
通
達
が
あ
り
ま
し
た
。

出
す
よ
う
に
と
の
通
達
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
四
枚
の
状
態
の
良
い
も
の
は

　
そ
し
て
、
四
枚
の
状
態
の
良
い
も
の
は

帝
室
博
物
館
に
留
め
置
き
、
三
枚
は
戻
さ

帝
室
博
物
館
に
留
め
置
き
、
三
枚
は
戻
さ

れ
ま
し
た
。

れ
ま
し
た
。

※
注
①
‐
西
暦
一
七
〇
〇
年
～
一
八
〇
〇
年

※
注
②
‐
ア
イ
ヌ
鍬
形
は
、
病
魔
や
悪
神
を
追
い

　
払
う
最
も
重
要
な
祈
祷
具
で
、
祟
り
を
恐
れ
、

　
土
中
に
埋
め
て
保
存
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
埋
め
た
人
以
外
の
誰
も
そ
の
場
所

　
を
知
ら
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

　
例
が
沢
山
あ
り
ま
す
。

　
ア
イ
ヌ
の
優
秀
な
長
＝
首
長
だ
け
に
所
持
が
許

　
さ
れ
て
い
た
「
ア
イ
ヌ
鍬
形
」
が
桜
山
の
未
開

　
地
か
ら
七
枚
出
土
し
ま
し
た
。
こ
の
地
に
北

　
海
道
中
の
ア
イ
ヌ
の
長
が
集
ま
っ
た
こ
と
を

　
物
語
っ
て
い
ま
す
。

◎
出
土
し
た
「
ア
イ
ヌ
鍬
形
」

　
　
栗
山
町
の
ロ
マ
ン
あ
ふ
れ
る
物
語

◎
佐
々
木
利
和
氏
の
講
演
内
容
抜
粋

　
当
館
所
蔵
資
料
に
あ
る
観
光
絵
葉
書

の
中
か
ら
、
観
光
地
風
景
と
観
光
対
象

と
な
っ
た
国
内
の
歴
史
、
自
然
、
風
土

な
ど
、
現
在
の
観
光
概
念
と
の
変
化
を

眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

・
期
　
間
　
七
月
十
五
日
ま
で

〇
名
所
絵
葉
書
で
巡
る
日
本
の
旅

 

・
期
　
間

　
八
月
五
日
か
ら
九
月
十
八
日
ま
で

〇
空
撮
映
像
展

　  「
栗
山
の
歴
史
を
空
か
ら
眺
め
る
」

　
資
料
の
寄
贈
に
つ
い
て

　
町
開
拓
記
念
館
で
は
資
料
を
収
集
し

て
い
ま
す
。
家
の
建
て
直
し
や
整
理
な

ど
で
意
外
な
お
宝
が
出
て
く
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
古
く
珍
し
い
も
の
、
栗
山

町
に
ゆ
か
り
の
あ
る
物
な
ど
が
あ
り
そ

う
だ
と
思
っ
た
ら
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
資
料
と
し
て
の
保
存
の
可
否
に
つ
い

て
は
、
当
館
に
お
任
せ
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
四
月
に
鯉
幟
一
式
を
角
田
の
泉
陽
子

さ
ん
と
由
仁
町
の
東
朋
美
さ
ん
か
ら
、

五
月
に
は
日
章
旗
、
軍
隊
手
帳
を
中
央

四
丁
目
の
丸
山
紘
司
さ
ん
か
ら
、角
樽
、

三
々
九
度
盃
、
郵
便
番
号
表
を
角
田
の

藤
田
泰
治
さ
ん
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
寄
贈
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
栗
山
の
知
恵
袋

　
横よ

こ
た

　な
お
し
げ

田
直
成
さ
ん
の
足
跡

栗
山
町
開
拓
記
念
館
　
研
究
員
　
坂
口
　
昇
一

栗

山

町

教

育

委

員

会

発

行

   

開
拓
記
念
館
特
別
展
の
お
知
ら
せ

寄贈していただいた三々九度盃



　
今
回
は
「
栗
山
の
お
宝
発
見
」
と
題

し
、
過
去
の
大
発
見
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
し
て
み
ま
す
。

　
ま
ず
「
ナ
ウ
マ
ン
象
の
臼
歯
」
は
、

後
記
す
る
よ
う
に
生
息
し
て
い
た
場
所

に
か
か
わ
る
大
発
見
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　
ま
た
、
大
正
五
年
に
発
見
さ
れ
東
京

国
立
博
物
館
で
展
示
さ
れ
て
い
た
「
ア

イ
ヌ
鍬
形
」
が
、
栗
山
町
に
レ
プ
リ
カ

で
再
現
さ
れ
、
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
大
発
見
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
昭
和
三
六
年
七
月
、
栗
山
町
字
円
山

の
内
城
守
雄
氏
が
水
田
工
事
中
、
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
で
切
り
崩
し
て
い
た
段
丘
堆

積
物
の
中
か
ら
一
つ
の
化
石
を
発
見
、

採
集
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
こ
の
化
石

は
種
類
名
不
明
の
ま
ま
特
殊
な
化
石
と

し
て
、
地
域
の
教
材
用
に
円
山
小
中
学

校
へ
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　
昭
和
三
八
年
六
月
に
野
村
崇
氏
（
当

時
夕
張
鹿
島
高
校
教
諭
）
ら
が
、
栗
山

地
方
の
遺
跡
調
査
の
折
、
こ
の
化
石
を

見
て
写
真
に
撮
り
、
湊
正
雄
博
士
（
北

海
道
大
学
理
学
部
）
の
も
と
に
送
っ
た

と
こ
ろ
、
同
学
部
の
松
井
助
教
授
か
ら

「
旧
象
の
歯
」
と
考
え
ら
れ
る
旨
の
返

信
が
あ
り
、
詳
細
に
つ
い
て
は
同
学
部

で
実
物
の
研
究
を
す
る
と
伝
え
ら
れ
ま

し
た
。

　
翌
月
、野
村
崇
氏
と
矢
野
牧
夫
氏（
夕

張
市
千
代
田
中
教
諭
）
は
、
こ
の
化
石

は
「
マ
ン
モ
ス
象
」
と
の
想
定
か
ら
化

石
を
借
り
受
け
る
と
と
も
に
、
出
土
地

点
お
よ
び
出
土
地
層
の
確
認
を
行
い

ま
し
た
。

　
さ
ら
に
矢
野
氏
は
、
こ
の
化
石
の
実

物
大
写
真
を
井
尻
正
二
氏
（
東
京
経
済

　
円
山
で
発
見
さ
れ
た
ナ
ウ
マ
ン
象
の

化
石
が
北
海
道
で
初
め
て
の
出
土
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
学
術
上
明
記

さ
れ
る
事
実
で
す
。
ま
た
、
ナ
ウ
マ
ン

象
の
生
息
北
限
が
本
州
青
森
県
か
ら
北

海
道
に
移
っ
た
こ
と
、
泳
げ
な
い
ナ
ウ

マ
ン
象
の
北
海
道
渡
来
に
よ
り
、
津
軽

海
峡
の
生
成
解
明
＝
陸
続
き
の
手
掛
か

り
と
な
る
こ
と
、
マ
ン
モ
ス
象
（
北
方

系
）
と
ナ
ウ
マ
ン
象
（
南
方
系
）
が
共

存
し
た
地
点
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
気

象
、
風
土
究
明
の
手
掛
か
り
（
示
相
化

石
と
し
て
の
意
義
）と
な
る
こ
と
な
ど
、

地
質
学
的
、
考
古
学
的
に
、
ま
た
生
物

学
的
に
も
貴
重
な
一
石
を
投
じ
、
そ
れ

が
第
四
期
の
地
史
に
及
ぼ
す
影
響
も
大

き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
町
開
拓
記
念
館
が
建
て
ら
れ

て
か
ら
十
数
年
経
過
し
た
平
成
十
四
年

七
月
に
ナ
ウ
マ
ン
象
臼
歯
の
レ
プ
リ

カ
、
七
分
の
一
の
ナ
ウ
マ
ン
象
の
模
型

を
町
教
育
委
員
会
が
購
入
し
、
当
館
で

展
示
し
て
い
ま
す
。

◎
ナ
ウ
マ
ン
象
発
見
の
意
義

ナウマン象の臼歯レプリカ
（左上顎第二大臼歯）

ア
ノ
ロ

広報

令和4年 7月１日
第 107 号
栗山町開拓記念館

〇
栗
山
町
の
お
宝
発
見

〇
栗
山
町
の
お
宝
発
見

 

・ 

ナ
ウ
マ
ン
象
の
臼
歯
　
一
九
六
一
年
（
昭
和
三
六
年
）

 

・
ア
イ
ヌ
鍬
形
　
　
　
　
一
九
十
六
年
（
大
正
五
年
）

大
学
）、
亀
井
節
夫
氏
（
京
都
大
学
助

教
授
）
に
送
付
し
た
と
こ
ろ
、「
ナ
ウ

マ
ン
象
の
左
上
顎
第
二
大
臼
歯
」
と
鑑

定
さ
れ
た
の
で
す
。

　
ま
た
、
学
習
院
大
学
で
化
石
林
の
木

片
を
使
い
放
射
性
炭
素
に
よ
る
絶
対
年

代
を
測
定
し
た
結
果
、
約
三
万
年
前
の

も
の
で
あ
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
ま

し
た
。

●
ナ
ウ
マ
ン
象
の
歯
　
　

　
い
つ
、
ど
う
し
て
？

　
平
成
十
一
年
、
栗
山
町
の
坂
根
功
章

氏
は
、
東
京
国
立
博
物
館
を
訪
ね
た
時

に
偶
然
ア
イ
ヌ
鍬
形
を
観
覧
し
、
そ
れ

が
栗
山
町
字
桜
山
出
土
と
い
う
こ
と
を

知
り
ま
す
。

　
当
時
の
北
海
タ
イ
ム
ス
に
よ
る
と
、

大
正
五
年
に
桜
山
で
七
点
発
見
し
た
と

あ
り
ま
す
。
泉
麟
太
郎
村
長
は
北
海
道

へ
届
け
、
帝
室
博
物
館
（
現
国
立
博
物

館
）
へ
送
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
四

枚
は
博
物
館
で
留
め
置
き
、
三
枚
は
返

却
さ
れ
ま
し
た
。

　
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
の
会
を
中
心
と
し
て

調
査
が
始
ま
り
、
栗
山
町
へ
レ
プ
リ
カ

の
作
成
を
お
願
い
し
ま
し
た
。そ
の
後
、

平
成
十
三
年
六
月
に
念
願
が
叶
い
、
同

月
三
十
日
に
国
立
博
物
館
の
佐
々
木
利

和
氏
を
講
師
に
「
ア
イ
ヌ
鍬
形
」
に
つ

い
て
の
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ア
イ

ヌ
鍬
形
の
調
査
を
行
っ
て
い
た
横
田
直

成
氏
は
そ
の
講
演
録
音
を
活
字
に
記
録

し
ま
し
た
。
そ
の
一
端
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
裏
面
へ
続
く
）

●
ア
イ
ヌ
鍬
形
の
レ
プ
リ
カ
紹
介

四
六
億
年
前/
地
球
誕
生

〜
二
万
年
前

ナ
ウ
マ
ン
象
生
息

一
九
六
一
年
・
栗
山
町
円
山
で

ナ
ウ
マ
ン
象
の
臼
歯
発
見

二
〇
二
二
年
　今
年

一
七
〇
〇
年
〜
一
八
〇
〇
年
頃

こ
の
頃
に
ア
イ
ヌ
鍬
形
を
埋
め
た
？

一
九
十
六
年
栗
山
町
桜
山
で
ア
イ
ヌ
鍬
形
発
見

泉
村
長

←

帝
国
博
物
館(

現
国
立
博
物
館)

へ

二
〇
〇
一
年

ア
イ
ヌ
鍬
形
レ
プ
リ
カ
完
成

協
力
　国
立
博
物
館

一
八
八
八
年
・
泉
麟
太
郎
入
植

夕
張
川
を
渡
り
角
田
と
す
る

一
八
五
七
年
・
松
浦
武
四
郎

ア
ノ
ロ
川
を
ス
ケ
ッ
チ

二
〇
〇
二
年
・
七
月

ナ
ウ
マ
ン
象
臼
歯
レ
プ
リ
カ
完
成


