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＊
葉
山
の
中
心
地
　
葉
山

は
１
８
８
９
年
（
明
治
22
）、

堀ほ
り
う
ち

内
・
一い

っ
し
き色・

上
山
口
・
下

山
口
・
木き

こ
ば

古
庭
・
長な

が
え柄

の
６

つ
の
大
字
を
統
合
し
て
生
ま

れ
た
村
で
す
。
町
制
が
敷
か

れ
た
の
は
、１
９
２
５
年（
大

正
14
）
で
す
。
町
の
中
心
は

三
浦
氏
の
館
が
置
か
れ
た
堀

内
で
、
元
町
の
長
徳
寺
に
は

今
も
土
塁
跡
が
残
っ
て
い
ま

す
。
須
賀
神
社
と
諏
訪
神
社

も
堀
内
の
歴
史
に
欠
か
せ
な

い
社
で
す
。

　
＊
鐙あ
ぶ
ず
り
じ
ょ
う

摺
城
の
神
仏
　
須

賀
神
社
は
、
逗
子
市
と
境
を

接
す
る
鐙
摺
城
跡
に
あ
り
ま

す
。
社
の
前
に
は
葉
山
マ

リ
ー
ナ
や
葉
山
鐙
摺
漁
港
の

海
が
広
が
っ
て
い
ま
す
が
、

城
跡
の
一
角
に
あ
る
内
の
空

気
は
少
し
陰
鬱
で
す
。
祭
神

は
、
疫
病
や
外
敵
退
散
を
祈

る
素
す
さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
で
す
。
神
社
の

隣
の
海
宝
寺
に
も
魔
除
け
に

威
力
を
発
揮
す
る
閻
魔
十
王

が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

堀
と
土
塁
と
城
と
、
さ
ら
に

社
や
寺
と
…
。
堀
内
は
二
重

三
重
に
鎧
を
着
て
い
る
の
で

す
。

　
＊
須
賀
神
社
の
荒
ぶ
る
神

　
須
賀
神
社
は
京
都
の
祇
園

社
を
勧
請
し
た
と
伝
え
ま
す

が
、
社
名
は
素
戔
嗚
尊
が
八や

岐ま
た
の
お
ろ
ち

大
蛇
を
退
治
し
て
発
し

た
「
あ
あ
清
々
し
」
の
言
葉

に
由
来
し
ま
す
。
天
照
大
神

大

貫

昭

彦

葉
山
・
堀
内
の
パ
ワ
ー
地
図

ま
で
海
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　
＊
諏
訪
神
社
の
静
な
る
神

　
須
賀
神
社
か
ら
三
浦
方
面

に
７
、８
分
行
く
と
諏
訪
神

社
が
あ
り
ま
す
。
道
路
か
ら

直
登
す
る
山
腹
に
あ
り
、
タ

ブ
ノ
キ
が
森
を
つ
く
っ
て
、

神
域
の
雰
囲
気
は
十
分
で

す
。
し
か
し
、
メ
ン
バ
ー
の

反
応
は
須
賀
神
社
と
は
異
な

り
ま
し
た
。

　
祭
神
は
、
伊
勢
の
神
に
反

抗
し
た
建
た
け
み
な
か
た
の
み
こ
と

御
名
方
命
。
天
照

大
神
の
使
者
建た
け
み
か
ず
ち
の
か
み

御
雷
神

に
敗
れ
、
大
風
を
起
こ
し
て

諏
訪
に
逃
れ
た
神
で
す
。
風

を
頼
り
に
生
き
る
漁
師
が
、

必
ず
祭
る
神
さ
ま
で
す
。
須

賀
神
社
の
素
戔
嗚
尊
と
同
じ

荒
神
な
の
に
反
応
が
低
調
な

の
は
不
思
議
で
す
。

　
＊
動
か
ぬ
パ
ワ
ー
　
そ
れ

で
も
や
が
て
様
子
が
変
わ
り

ま
し
た
。
社
殿
の
横
に
並
ぶ

石
の
祠
に
関
心
が
集
ま
っ

に
反
抗
し
、
大
蛇
と
戦
っ
た

荒
神
は
、
城
の
守
護
神
と
し

て
最
適
で
す
。
今
も
鐙
摺
地

区
の
鎮
守
と
し
て
親
し
ま
れ

て
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
騒
ぎ
が

収
ま
れ
ば
、
白
装
束
に
烏
帽

子
を
つ
け
た
白

は
く
ち
ょ
う

丁
が
、
神
輿

を
担
ぐ
品
の
あ
る
祭
り
も
復

活
す
る
で
し
ょ
う
。

　
＊
波
打
つ
パ
ワ
ー
　
須
賀

神
社
の
境
内
に
入
る
と
、
大

根
会
の
皆
さ
ん
の
反
応
は
機

敏
で
し
た
。
会
話
が
弾
み
、

い
ろ
い
ろ
な
感
想
を
聞
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。「
甘
い
、

い
い
香
り
が
し
ま
す
」「
腕

か
ら
手
先
へ
引
っ
張
る
力
が

抜
け
て
い
く
。
抜
け
る
と
気

分
が
よ
く
な
り
ま
す
」。「
波

の
上
に
い
る
感
じ
」
と
い
う

声
は
、
何
人
も
の
方
か
ら
聞

き
ま
し
た
。
大
根
師
も
「
賽

銭
箱
の
左
手
前
に
立
つ
と
、

船
酔
い
す
る
ほ
ど
だ
。
波
動

�
基
礎
は
基
本

も
応
え
る
。
神
は
働
き
た
い

の
で
す
」
と
も
言
わ
れ
ま
し

た
。
確
か
に
神
社
巡
り
を
終

わ
っ
た
時
の
皆
さ
ん
の
表
情

は
い
つ
も
さ
わ
や
か
で
す
。

鈍
感
な
筆
者
も
、
お
裾
分
け

を
い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
分

で
す
。
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家
を
構
成
す
る
重
要
な
構

造
物
は
、
基
礎
・
土
台
・
柱
・

梁
で
す
。
先
ず
基
礎
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
古

く
は
地
面
に
柱
を
突
き
刺
し

て
倒
れ
な
く
す
る
程
度
で
し

た
が
、
石
を
置
い
て
そ
の
上

に
柱
を
立
て
作
ら
れ
る
様
に

な
り
、
そ
れ
か
ら
石
の
下
を

砂
利
で
固
め
た
り
、
土
台
を

並
べ
て
そ
の
上
に
柱
を
立
て

た
り
、
石
の
数
を
増
や
し
た

り
し
て
少
し
で
も
丈
夫
に
な

る
よ
う
に
し
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
土
台
の
下
全
部
を

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
し
て
固
め

る
布
基
礎
に
発
展
し
、
今
で

は
床
下
全
部
を
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
に
す
る
ベ
タ
基
礎
が

主
流
で
す
。
建
物
の
重
量
や

家
財
道
具
の
量
が
増
え
家
全

体
が
重
く
な
っ
た
の
で
地
盤

の
耐
力
が
必
要
に
な
り
地
盤

改
良
を
す
る
こ
と
が
多
く
な

り
ま
し
た
。
方
法
は
幾
つ
も

あ
り
ま
す
が
、
固
い
層
で
支

持
す
る
考
え
方
の
方
が
安
心

で
す
。
土
と
杭
と
の
摩
擦
で

持
た
せ
る
や
り
方
は
大
き
な

ビ
ル
工
事
で
は
採
用
さ
れ
ま

せ
ん
。
住
宅
で
も
基
礎
は
一

番
重
要
な
要
素
で
、
手
抜
き

や
欠
陥
・
悪
意
が
あ
る
と
時

間
経
過
と
と
も
に
表
面
化
し

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
大
惨

事
に
な
り
ま
す
。

　
杭
が
支
持
層
（
岩
盤
）
に

ま
で
届
い
て
い
な
く
、
最
終

的
に
建
て
替
え
た
マ
ン
シ
ョ

ン
の
事
件
は
、
日
本
の
大
手

建
設
会
社
が
数
年
前
横
浜
で

お
こ
し
ま
し
た
。
家
を
営
業

マ
ン
か
ら
買
う
時
代
、
一
生

に
一
度
の
最
高
額
の
買
い
物

で
す
。
見
か
け
や
営
業
マ
ン

の
甘
言
に
は
要
注
意
。

藤
沢
鵠
沼
の
海
と
東
屋
を
愛
し
た　

小
泉
八
雲

池
田
雅
之
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小
泉
八
雲
は
１
８
９
０
年

（
明
治
23
）４
月
、来
日
早
々
、

鎌
倉
の
円
覚
寺
、
建
長
寺
な

ど
の
寺
巡
り
を
し
て
、
江
ノ

島
を
参
拝
し
た
。
八
雲
の
鎌

倉
と
江
ノ
島
を
つ
な
ぐ
湘
南

の
聖
地
巡
礼
の
旅
は「
鎌
倉
・

江
ノ
島
詣
で
」
と
い
う
紀
行

文
に
結
実
し
、
拙
訳
の
『
新

編
日
本
の
面
影
Ⅱ
』（
角
川

ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）
に
収
め
ら

れ
て
い
る
。

　
私
は
こ
の
美
し
い
見
事
な

紀
行
文
一
作
を
も
っ
て
し
て

も
、
こ
の
湘
南
地
域
に
と
っ

て
、
八
雲
は
ゆ
か
り
の
作
家

で
は
な
い
か
、
と
密
か
に

新
進
の
旗
手
た
ち
が
、
創
作

や
文
学
談
義
や
保
養
の
た
め

に
や
っ
て
来
る
、
一
種
の
文

芸
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
活
気
に

満
ち
た
所
で
あ
っ
た
。

　
八
雲
は
一
家
を
引
き
連
れ

て
の
滞
在
で
あ
っ
た
の
で
、

作
品
を
書
く
た
め
で
は
な

か
っ
た
。
水
泳
が
得
意
な
八

雲
は
遠
浅
の
鵠
沼
の
海
を
た

い
そ
う
気
に
入
り
、
長
男
一

雄
と
共
に
海
で
泳
い
だ
。

　
私
は
そ
ん
な
八
雲
一
家
の

こ
と
を
思
い
な
が
ら
、
富
安

さ
ん
と
初
夏
の
強
い
日
差
し

の
中
、
鵠
沼
海
岸
駅
付
近
を

散
策
し
た
。
途
中
、
八
雲
展

の
ポ
ス
タ
ー
と
著
作
を
シ
ョ

ウ
ウ
イ
ン
ド
ウ
に
飾
っ
て
く

れ
て
い
る
平
間
表
具
店
に
立

ち
寄
り
、
店
主
の
平
間
さ
ん

と
３
人
で
、「
こ
の
あ
た
り

に
八
雲
通
り
で
も
出
来
る
と

よ
い
で
す
ね
」
な
ど
と
話
し

合
っ
た
。
そ
ん
な
話
で
盛
り

上
が
っ
て
い
る
折
、
藤
沢
市

総
合
市
民
図
書
館
で
、「
小

泉
八
雲
が
歩
い
た
江
ノ
島
」

（
６
月
10
日
～
７
月
27
日
）

と
い
う
展
示
会
が
開
か
れ

た
。こ
の
催
し
は
、私
に
と
っ

て
は
嬉
し
い
サ
プ
ラ
イ
ズ
で

あ
っ
た
。
八
雲
愛
好
家
の
富

安
さ
ん
の
発
案
で
、
同
図
書

館
長
の
市
川
雅
之
さ
ん
と
同

市
の
生
涯
学
習
部
の
田
代
俊

之
さ
ん
が
企
画
し
て
下
さ
っ

た
催
し
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か

ら
も
八
雲
展
を
き
っ
か
け
に

し
て
、
藤
沢
市
の
文
化
資
源

を
掘
り
起
こ
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
。

（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
・

鎌
倉
て
ら
こ
や
顧
問
）

思
っ
て
い
る
。し
か
し
最
近
、

日
本
画
家
の
富
安
千
鶴
子
さ

ん
の
ご
教
示
で
、
八
雲
が
藤

沢
市
に
も
縁
の
深

い
作
家
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
た
。

　
八
雲
の
長
男
一

雄
の
書
い
た
『
父

八
雲
を
憶
う
』
の

「
海
へ
」
の
章
に
、

１
８
９
１
年
（
明

治
31
）
夏
、
48
歳

の
八
雲
は
一
家
を

連
れ
て
藤
沢
の
鵠
沼
海
岸
に

出
か
け
、
３
週
間
も
長
逗
留

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
八
雲
た
ち
が
泊
ま
っ
た

の
は
現
在
は
記
念
碑
し
か
残

さ
れ
て
い
な
い
が
、
白
樺
派

誕
生
の
地
、
東あ
ず
ま
や屋と
い
う
旅

館
で
あ
っ
た
。

　
東
屋
は
戦
時
色
の
強
ま
る

１
９
３
９
年
（
昭
和
14
）
に

半
世
紀
に
わ
た
る
歴
史
を
閉

じ
た
が
、
多
く
の
作
家
、
詩

人
、
歌
人
（
芥
川
龍
之
介
、

斎
藤
茂
吉
、
志
賀
直
哉
な

ど
）
が
参
集
し
た
大
旅
館
で

あ
っ
た
。
近
代
文
学
を
担
う

川
を
上
っ
て
く
る
モ
ズ
ク
ガ

ニ
も
見
つ
か
っ
た
。

　
魚
は
人
が
触
る
と
体
温
で

火
傷
を
す
る
と
教
わ
っ
た
子

ど
も
た
ち
は
川
の
水
で
一
度

冷
や
し
て
か
ら
水
槽
に
手
を

入
れ
「
初
め
て
網
で
魚
を
す

く
っ
た
」「
ヌ
ル
ヌ
ル
し
て

る
け
ど
呼
吸
を
感
じ
る
」
と

興
味
津
々
の
表
情
。
森
戸
神

社
横
の
河
口
で
も
水
質
検
査

を
行
っ
た
が
雨
の
影
響
で
上

流
と
の
差
は
僅
か
だ
っ
た
。

　
滝
澤
さ
ん
と
地
元
の
知
人

だ
っ
た
こ
と
か
ら
今
回
の
企

画
を
発
案
し
た
同
社
の
岡
部

謙
介
さ
ん
（
48
）
は
「
研
究

者
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
当

社
で
は
、
企
業
理
念
と
も
重

な
る
こ
の
よ
う
な
活
動
を
今

後
も
続
け
て
い
き
た
い
」
と

と
話
し
て
い
た
。
　
　（
Ｋ
）

　
雨
が
止
ん
だ
森
戸
川
林
道

に
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
到
着

後
、
葉
山
在
住
の
ラ
ン
ド
ス

ケ
ー
プ
プ
ラ
ン
ナ
ー
滝
澤
恭

平
さ
ん
（
45
）
が
「
緑
の
ダ

ム
」
と
呼
ば
れ
る
森
の
機
能

に
は
一
気
に
川
が
増
水
し
な

い
よ
う
保
水
す
る
力
が
あ
る

こ
と
を
話
し
、
川
の
流
れ
を

追
っ
て
体
感
す
る
「
流
域
体

験
」
を
楽
し
ん
だ
。

　
林
道
中
程
に
あ
る
川
原
で

は
、
水
質
検
査
で
川
に
溶
け

込
ん
だ
有
機
物
の
値
を
調
べ

た
り
、
魚
を
捕
獲
し
た
り
し

た
。
増
水
し
て
濁
っ
た
川
で

は
、
普
段
よ
り
も
有
機
物
が

多
く
検
出
さ
れ
、
カ
ワ
ム
ツ

や
ス
ミ
ウ
キ
ゴ
リ
、
海
か
ら

　
川
の
イ
ノ
チ
を
感
じ
る

「
流
域
体
験
イ
ベ
ン
ト
〝
ふ

む
ふ
む
〟
が
８
月
９
日
、
葉

山
町
で
行
わ
れ
、
11
人
の
親

子
が
参
加
し
た
＝
写
真
。

　
帝
人
グ
ル
ー
プ
の
ヘ
ル
ス

ケ
ア
事
業
会
社
で
国
産
の
高

品
質
な
サ
プ
リ
メ
ン
ト
な
ど

を
研
究
開
発
す
る
Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ｏ

Ｎ
（
東
京
都
千
代
田
区
）
が

小
中
学
生
と
保
護
者
に
向
け

て
の
初
め
て
の
催
し
。

が
時
計
回
り

に
回
る
」
と

具
体
的
で

す
。し
か
し
、

波
動
す
る
パ

ワ
ー
が
存
在

す
る
の
は
小

さ
な
石
段
ま

で
の
よ
う
で

す
。
大
根
師

は
、「
こ
れ

は
昔
の
境
内

の
範
囲
を
示

し
、
こ
の
下

て
、
動
き
が
忙
し
く
な
っ
た

の
で
す
。
石
造
品
は
全
部
で

５
つ
。
向
か
っ
て
右
か
ら
御

幣
を
祭
る
鎌
倉
石
の
祠
、
２

番
目
は
仙
人
の
よ
う
な
陶
器

の
人
形
を
収
め
た
祠
、
３
番

目
は
諏
訪
神
社
講
中
と
刻
ん

だ
祠
、
４
番
目
、
５
番
目
は

五
輪
塔
と
石
灯
籠
の
一
部
で

す
。

　
こ
の
前
で
強
力
な
パ
ワ
ー

が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
波
動

で
は
な
く
、
ず
っ
し
り
と
重

い
力
を
感
じ
る
の
だ
そ
う
で

す
。
中
で
も
諏
訪
神
社
講
中

の
石
祠
の
力
が
強
く
、「
手

の
ひ
ら
が
熱
い
」「
足
の
裏

が
温
か
い
」「
強
く
引
っ
張

ら
れ
る
」
な
ど
の
声
が
上

が
り
ま
し
た
。
　
大
根
師

は
「
真
摯
に
祈
る
人
た
ち
に

よ
っ
て
、
神
が
目
覚
め
た
の

で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
ま
し

た
。「
祈
り
が
真
剣
な
ら
神

諏訪神社の
石祠に祈る 須賀神社

パワースポット地図（左）諏訪神社（右）須賀神社

川
の
イ
ノ
チ
を
感
じ
よ
う

森
戸
川
で
親
子
自
然
体
験

左から富安さん、著者、市川さ
ん＝藤沢市総合市民図書館で


