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『信
仰
」
と
軍
〓
術
」
の
観
点
か
ら
証
明
可
能
」
と
０
助
舌
を
受
け
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

昨
年
１１
月
以
降
、

静
岡
県
内
の
構
成
資
産
候
補
２５
件
に
つ
い
て
、

「信
仰
」
と
審
〓
衛
一
の
観
点
か
ら
の
価
値
の
再
検
証
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、

こ
の
再
検
証
の
結
果
を
本
年
７
月
を
目
速
に
取
り
ま
と
め
、
９
月
開
催
予
定
の

イ
コ
モ
ス
（＝
世
界
遺
産
に
関
す
る
ユ
ネ
ス
コ
の
諮
問
機
関
）
関
係
者
に
よ
る
「
国
際
専
門
家

会
議
」
に
意
見
照
会
し
、格

戯
資
産
を
最
終
決
定
し
ま
す
。

９
月
以
降
は
、決

定
し
た
構
成
資
産
の
「
国
文
化
財
指
定
に
向
け
た
作
業
」
（未
指
定
の

資
産
の
み
）
、

「
保
存
管
理
計
画
の
策
定
作
業
」
と
併
せ
て
「
推
薦
書
原
案
の
作
成
」
な
ど

登
録
に
向
け
て
必
要
な
作
業
を
ご
丸
呵
成
に
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
作
業
の
完
了
な
く
し
て
、富

士
山
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
実
現
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

平
成
２‐
年
度
は
、

平
成
２２
年
７
月
の
推
薦
書
原
案
提
出
に
向
け
て
の
ま
さ
し
く
『仕
上

げ
』
の
年
な
の
で
す
。

◎
冒
口士
山
の
信
仰
』
　

（静
岡
県
学
術
委
員
会
委
員
　
中
村

羊
一郎
）

◎
シ
リ
ー
ズ
「構
成
資
産
候
補
の
紹
介
」
　

．『人
穴
富
士
講
遺
跡
』

◎
世
界
文
化
遺
産
登
録
に
向
け
て
『平
成
２０
年
度
事
業
成
果
の
紹
介
』 (20093)



浜
松
市
の
井
伊
谷
に
三
合
山
と
い
う
小
さ
な

山
が
あ
る
。

む
か
し
ダ
イ
グ
ラ
ボ

ッ
チ
と
い
う

力
持
ち
が
富
士
山
を
造
ろ
う
と
し
て
琵
琶
湖

の

上
を
運
ぶ
途
中
、

す」
ば
れ
お
ち
た
上
が
こ
の
山

に
な

っ
た
と
い
う
。

同
じ
よ
う
な
話
は
各
地
に

伝
わ
る
。

日
本

一
の
富
士
山
の
な
り
た
ち
を
説

く
に
は
こ
れ
く
ら
い
の
ス
ケ
ー
ル
が
必
要
で
あ

る
。人

び
と
が
仰
ざ
見
る
富
士
山
は
、

噴
火
を
繰

り
返
す
神
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
神
を
な

だ
め
世
の
平
安
を
祈
る
場
所
が
浅
間
神
社
の
始

ま
り
と
な

っ
た
。

平
安
時
代
、

そ
の
よ
う
な
願

い
を
こ
め
て
富
士
山
に
登
る
こ
と
数
百
回
、

富

士
上
人
と
い
わ
れ
た
末
代
は
山
頂
に
大
日
堂
を

建
立
し
て
多
く
の
経
巻
を
埋
め
た
と
伝
え
ら
れ

ＺＯ
。中

世
に
な
る
と
先
達
に
率
い
ら
れ
て
山
頂
を

め
ざ
す
道
者
が
増
え
た
。

東
海
道
か
ら
は
、

浅

間
大
社
の
鎮
座
す
る
大
宮

（富
士
宮
市
）
を
経

て
村
山

（富
士
宮
市
）

へ
、

と
い
う
コ
ー
ス
が

一
般
的
だ

っ
た
。

村
山
で
は
大
日
如
来
を
ま

つ

る
興
法
寺
が
あ
り
、

別
当
職
を
務
め
る
修
験
者

に
よ
り
道
者
宿
泊
の
た
め
の
宿
坊
が
開
か
れ
て

い
た
。

山
梨
県
側
の
言
日
口
に
は
、

御
師
と
呼

ば
れ
る
富
士
信
仰
の
宗
教
者
の
家
が
建
ち
並
ん

だ
。

こ
れ
も
道
者
を
泊
め
て
世
話
を
す
る
宿
坊

で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
登
山
拠
点
は
、

そ
れ
ぞ
れ
今
川
氏

・

武
田
氏
の
保
護
を
受
け
た
。

各
地
か
ら
の
道
者

が
落
と
す
金
は
地
域
経
済
の
支
え
に
な
っ
た
し
、

彼
ら
が
も
た
ら
す
情
報
が
戦
国
大
名
に
は
魅
力

だ

っ
た
。

修
行
を
通
じ
て
肉
体
的
に
も
優
れ
た

能
力
を
獲
得
し
て
い
た
修
験
者
た
ち
は
、

諜
者

と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
ら
し
い
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、

江
戸
の
町
で
は
富
士

を
あ
が
め
富
士
登
山
を
目
的
と
す
る
富
士
講
が

大
流
行
し
た
。

信
者
た
ち
は
、

食
行
身
禄

の
説

い
た
真
面
目
な
生
き
方
や
男
女
平
等
に
心
を
惹

か
れ
、

身
禄
終
馬
の
聖
地
、

富
士
山
を
目
指
し

た
。

富
士
登
山
が
広
く
庶
民
の
世
界
に
開
放
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
比
較
的
登
り
や
す
い

吉
田
日
を
利
用
し
た
の
で
、

吉
田
日
は
大
き
な

賑
わ
い
を
見
せ
る
。

御
師
た
ち
は
関
東
地
域
に

多
く
の
信
者
を
も
ち
、

毎
年
ひ
い
き
の
村
々
を

訪
れ
組
織
の
拡
大
と
維
持
に
努
め
た
。

千
葉
県

館
山
市
で
、

富
士
講
の
集
ま
り
を
見
た
こ
と
が

あ
る
。

富
士
山
を
望
む
海
辺
の
高
所
に
掛
け
軸

を
か
け
、

自
装
束

の
議
員
が
そ
れ
に
向
か

っ
て

折
る
。

集
落
に
は
富
士
山
に
百
回
登

っ
た
と
い

う
先
達
の
立
派
な
石
碑
が
建

っ
て
い
た
。

い
っ
ぱ
う
静
岡
県
側
の
村
山
修
験
は
、

毎
年

の
登
山
期
前
に
富
士
行
と
称
し
て
周
辺
の
村
々

で
祈
祷
を
お
こ
な
い
、

地
域
と
の
密
着
を
図

っ

た
。

ま
た
伊
豆
半
島
の
海
岸
部
を
く
ま
な
く
巡

り
、

富
士
山
が
海
上
安
全
、

大
漁
満
足
の
神
で

も
あ
る
と
い
う
信
仰
を
広
め
た
。

漁
師
や
航
海

者
に
と

っ
て
富
士
山
は
海
上
で
自
ら
の
位
置
を

測
る
た
め
の
目
印
で
も
あ
っ
た
。

村
山
修
験
は
、

東
海
道
を
利
用
す
る
西
日
本

の
人
々
に
強
い
影
響
力
を
も

っ
た
。

二
重
県
な

ど
に
は
身
近
な
山
に
浅
間
神
社
を
祀
り
、

富
士

登
山
を
年
中
行
事
と
す
る
信
仰
組
織
が
た
く
さ

ん
あ
る
。

ま
た
焼
津
市
あ
た
り
で
は
、

村
の
若

者
が
二
十
歳
に
な
る
と
、

同
年
配
の
仲
間
が
近

く
の
川
で
設
ぎ
を
し
、

そ
ろ
っ
て
富
士
登
山
を

す
る
習
慣
が
あ

っ
た
。

富
士
登
山
は
成
人
儀
礼

で
も
あ

っ
た
。

明
治
以
降

の
学
校
行
事
に
富
士

登
山
が
組
み
込
ま
れ
た
の
も
、

こ
の
よ
う
な
古

来
の
観
念
を
無
意
識
の
う
ち
に
う
け

つ
い
だ
も

の
だ
ろ
う
。

近
代
の
ス
ポ
ー
ツ
登
山
以
前
に
多
く
の

一
般

人
が
安
全
に
日
本
の
最
高
峰
を
極
め
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
、

駿
河

・
甲
斐
と
も
に
、

登
山
者

の
勧
誘
、

受
け
入
れ
、

宿
泊
、

登
頂
、

下
山
に

有
る
行
程
が
、

シ
ス
テ
ム
と
し
て
き
ち
ん
と
整

備
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ

っ
た
。

富
士
山
は
、

信
仰
の
対
象
と
し
て
仰
ぎ
見
る

だ
け
で
な
く
、

そ
こ
に
登
る
こ
と
に
よ

っ
て
心

の
平
安
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
聖
な
る
山
で
あ

る
。

富
士
山
の
魅
力
に
と
り
つ
か
れ
て
、

カ
メ

ラ
を
向
け
る
現
代
人
も
、

よ
い
写
真
を
撮
り
た

い
と
通
い
詰
め
る
う
ち
に
、

富
士
山
の
魅
力
を

凝
人
化
し
て
語
り
始
め
る
。

科
学
技
術
の
最
先

端
に
位
置
す
る
こ
の
国
に
あ

っ
て
、

そ
の
対
極

に
あ
る
は
ず
の
、

も

っ
と
も
原
始
的
な
山
岳
信

仰
が
し

っ
か
り
と
息
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
西
欧
的
合
理
主
義
と
は
異
な
る
独
自

の
思

静岡県学術委員会 委員 中 村 羊
一

郎

(静岡産業大学 情報学部 教授)

想
は
、

文
明
の
多
様
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
中
核
が
富
士
山
な
の
だ
。

そ
の
意
味
で
、

富
士
山
は
、

ま
さ
に
世
界
文
化
遺
産
に
ふ
さ
わ

し
い
。

ひ
と

つ
提
案
が
あ
る
。

宮
士
山
に
関
わ
る
さ

ま
ざ
ま
な
信
仰
の
実
態
を
、

両
県
の
地
元
博
物

館
が
協
力
し
合
い
、

そ
の
総
力
を
あ
げ

て
学
術

的
に
追
求
し
、

合
同
展
示
会
を
各
地
も
ち
ま
わ

り
で
開
催
す
る
の
で
あ
る
。

掛
け
声
だ
け
で
な

い
、

具
体
的
な
広
報
活
動
が
あ

っ
て
登
録
に
向

け
て
の
県
民
運
動
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

い
や
、

む
し
ろ
登
録
後
に
こ
そ
、

こ
れ
ら

の
蓄
積
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。



，
回
は
、富

士
山
信
仰
の
一形
態
で
あ
る
富
士
講
に
関
わ
る
遺
跡
「人
穴
富
士
講
遺
跡
」
を
紹
介
し
ま
す
。

「人
穴
」
と
は

富
士
宮
市
北
部
、

朝
霧
高
原
に

「人
大
」

と
い
う
長
さ
約
８３
ｍ
の
洞
穴
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
溶
岩
洞
穴
は
約

一
万
一
千
～
八
千
年
前
、

富
士
山
の
側
火
山
の

一
つ
犬
涼
み
山
か
ら
流

れ
出
た
溶
岩
の
中
に
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の
人
大
の
西
側
に
は
、

浅
間
神
社
と
と
も
に

一
見
お
墓
の
よ
う
に
見
え
る

「碑
塔
」
が
約

２
３
０
基
並
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
主
に

江
戸
時
代
中
期
以
降
に
建
て
ら
れ
た
富
士
講

関
係
者
の
供
養
碑
や
記
念
碑
で
す
。

富
士
講
と
は
、

１６
～
‐７
世
紀
に
か
け
て
活

躍
し
た
長
谷
川
妃
在

（
夕

本
名

”
長
谷
川
左
近

藤
原
武
邦
）
の
教
え
を
基
に
成
立
し
た
富
士

山
に
対
す
る
信
仰
で
す
。

仙
元
大
害
薩

（富

士
講
で
の
富
士
山
の
神
の
名

・
万
物
の
根
源

と
さ
れ
る
）
を
信
仰
し
、

富
士
登
拝

・
御
中

道
巡
り
な
ど
に
よ
る
修
行
と

「焚
き
上
げ
」

な
ど
の
祈
祷
に
よ
り
、

人
々
を
救
う
こ
と
を

目
的
と
し
、

１８
世
紀
半
ば
以
降
、

江
戸
を
中

心
に
流
行
し
ま
し
た
。

人
穴
は
富
士
議
の
人
々
に
と
っ
て
、

開
祖

と
さ
れ
る
角
行
が
修
行
し
、

入
定
し
た
聖
地

で
あ
り
、
「浄
土
人
穴
」
「西
の
浄
土
」
と
呼

ば
れ
信
仰
さ
れ
た
場
所
で
し
た
。

人
穴
で
修
行
し
た
富
士
講
の
開
祖

富
士
講
関
連
の
文
書
に
よ
れ
ば
、

角
行
は

天
文
１０

（１
５
４
１
）
年
長
崎
に
生
ま
れ
、

戦
国
の
乱
世
に
暮
ら
す
人
々
を
救
お
う
と
主

に
関
東

。
東
北
で
修
行
を
行
い
、

そ
の
過
程

で
役
行
者

（修
験
道
の
開
祖
と
さ
れ
る
人
物
）

の
お
告
げ
を
受
け
ま
す
。

そ
れ
は
、

人
々
を

救
う
に
は
人
穴
に
籠
も
り
、

世
界
の
中
心
で

あ
る
仙
元
大
日
神

（仙
元
大
菩
薩
）
に
願
う

よ
う
に
と
い
う
も
の
で
し
た
。

彼
は
永
禄
元
年

（１
５
５
８
）
人
穴
に
到

る
と
仙
元
大
日
神
の
使
い
の
言
葉
に
従
い
、

四
寸
五
分

（約
１４
伽
）
四
方
の
角
材
の
上
で

の
立
行
な
ど

一
千
日
の
修
行
を
達
成
し
、

こ

の
行
に
ち
な
ん
で
角
行
東
覚
と
い
う
名
を
授

か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
彼
に
入
大
へ
行
け
と
の
お
告
げ
が
下

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
を
解
く

一
つ
の
鍵
が
、

錬
倉
時
代
の

歴
史
書

「吾
妻
鏡
」
に
見
ら
れ
る
人
穴
に
ま

つ
わ
る
話
で
す
。

あ
ら
す
じ
を
紹
介
す
る
と
、

建
仁
３
（１
２

０
８
）
年
、

二
代
将
軍
源
頼
家
の
意
を
う
け

人
穴
探
検
に
出
発
し
た
仁
田

（新
田
）
四
郎

忠
常
以
下
６
人
は
、

大
の
中
で
大
河
に
道
遇

し
、

そ
の
向
こ
う
岸
に
火
の
光
が
輝
く

「奇

特
」
を
見
ま
す
。

す
る
と
家
来
の
う
ち
４
名

は
た
ち
ま
ち
死
ん
で
し
ま
い
、

仁
田
ら
は
頼

家
よ
り
賜
っ
た
太
刀
を
川
へ
投
げ
入
れ
、

命

か
ら
が
ら
脱
出
し
た
、

と
い
う
内
容
で
す
。

こ
の
後
に
は
古
老
の
話
と
し
て
、

只
人
穴
は
）

浅
間
大
菩
薩

（当
時

一
般
的
で
あ
っ
た
富
士

山
の
神
の
名
）
の
御
在
所
で
あ
り
、

吉
か
ら

敢
え
て
そ
こ
を
見
る
こ
と
は
し
な
か

っ
た
。

こ
の
次
第
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

」
と

付
け
加
え
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
内
容
は
角
行
の
活
動
し
た
室
町
時
代

末
期
に
な
る
と

「富
士
の
人
穴
草
子
」
な
ど

の
神
霊
説
話
と
な
り
多
く
の
人
に
読
ま
れ
ま

し
た
。

こ
れ
に
よ
り
人
穴
は

「浅
間
大
菩
薩

の
御
在
所
」
と
し
て
有
名
に
な
り
、

角
行
を

呼
び
寄
せ
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
後
も
人
々
の
救
済
の
た
め
に
各
地
で
修

行
を
続
け
た
角
行
は
、

正
保
３

（１
６
４
６
）

年
人
穴
に
お
い
て
１
０
６
歳
で
亡
く
な

っ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
穴
へ
の
信
仰

角
行
が
修
行
し
た
場
所
と
は
言
え
、

そ
の

後
も
人
大
は
人
々
に
畏
れ
敬
わ
れ
、　

一
般
の

人
に
は
近
づ
き
が
た
い
場
所
で
し
た
。
し
か

し
、

・８
世
紀
、

角
行
の
教
え
を
引
き
継
ぐ

食
行
身
禄

（※
１
）
や
村
上
光
清

（※
２
）

と
い
っ
た
人
々
の
活
動
に
よ
り
富
士
講
が
成

立
し
、

１８
世
紀
後
半
よ
り
１９
世
紀
前
半
に
か

け
江
戸
を
中
心
と
し
て
関
東

一
円
で
流
行
す

る
と
、

人
穴
は
角
行
の
修
行
の
跡
を
た
ど
る

巡
礼
地
の
ひ
と
つ
と
な
り
、

多
く
の
富
士
講

の
人
々
が
参
詣
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

文
政
６

（１
８
２
８
）
年
の

「富
士
日
記
」

に
よ
れ
ば
、

大
の
中
に
籍
屋
が
設
け
ら
れ
断

食
修
行
等
を
行
う
人
が
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
ま
す
。

人
大
の
周
囲
に
は
富
士
講
の
各
講

社

（信
者
の
グ
ル
ー
プ
）
に
よ
っ
て
、

勢
力

を
競
う
か
の
よ
う
に
角
行

・
身
禄
ら
の
供
養

碑
や
富
士
山
に

一
定
回
数
以
上
登
る
等
の
大

願
を
成
就
し
た
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、

人
大
の
中
に
あ
る
水
の
底
に
た
ま
っ

た
赤
土
は

「御
あ
か
」
と
呼
ば
れ
、

万
病
に

効
く
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
様
に
人
々
の
信
仰
を
集
め
た
人
穴
は
、

第
二
次
大
戦
の
影
響
で
転
機
を
迎
え
ま
す
。

昭
和
１７

（１
９
４
２
）
年
、

人
穴
周
辺
は
旧

陸
軍
の
少
年
戦
車
兵
学
校
演
習
地
と
な
り
、

翌
年
に
は
人
穴
浅
間
神
社
と
と
も
に
人
穴
村

全
体
が
強
制
移
転
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、

富
士
講
は
そ
の
中
心
地
の
東
京
下
町
等
が
空

襲
で
壊
減
し
た
こ
と
に
よ
り
、

多
く
の
講
社

が
廃
絶
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

戦
後
、

村
と

神
社
は
再
興
さ
れ
ま
し
た
が
、

人
大
を
訪
れ

る
人
は
減
少
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

富
士
講

の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
人
々
に
よ
る
人
穴
へ
の

参
詣
は
現
在
で
も
続
い
て
い
ま
す
。

人穴で修行中の長谷川角行
(富士宮市教育委員会提供)

人穴の内部(富士宮市教育委員会提供)

牢

ｄ
出

／

竹

――

人穴周辺の碑増群(富士宮市教育委員会提供)

米 1167 1～ 1733「乞食身禄」とも呼ばれ、資しい生活の中で庶民救済を目指し、富士山の烏帽子岩(現吉口回八合日付近)で入定した。
その後弟子の活動で信者が拡大した。このグループが富士議を大きく分けた際の一派となった。

※21682～ 1759  食行身祭に対し、裕福な商人で「大名光清」と呼ばれた。私財をもって言日口登山道の北日本自富士浅間神社の修復を行った。
光清の活動で拡大したグループがもう一つの富士議の一派である。



登
録
推
薦
書
を
作
成
す
る
際
、

各
構
成
資
産
が
万
全
な
体
制
で
保
護
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、

△フ
年
度
は
、構

成
資
産

の
国
文
化
財
指
定
に
向
け
た
業
務
と
、

構
成
資
産
を
将
来
に
わ
た
っ
て
保
存
管
理
・

活
用
す
る
た
め
の
保
存
管
理
計
画
の
策
定
を
行
い
ま
し
た
。

１
発
掘
調
査
な
ど

富
士
山
信
仰
に
関
わ
る
構
成
資
産
を
国
文
化

財

（史
跡
）
に
指
定
す
る
た
め
、

静
岡
県
埋
蔵

文
化
財
調
査
研
究
所
に
４
件
の
発
掘
調
査
等
を

委
託
し
ま
し
た
。

発
掘
調
査
の
結
果
は
、

報
告

書
と
し
て
刊
行
し
ま
し
た
。

①
富
士
山
本
目
浅
間
大
社

境
内
地
の
範
囲
を
確
認
す
る
た
め
、

地
形
測

量
を
実
施
し
、

地
形
図
を
作
成
し
ま
し
た
。

社

殿
一晏
側
の
神
立
山
を
掘
削
し
た
と
こ
ろ
、

江
戸

時
代
の
絵
図
に
見
ら
れ
る
建
物
の
柱
穴
列
や
石

組
み
を
発
見
し
ま
し
た
。

特
に
、

護
摩
堂
跡
の

調
査
で
は
３
間
×
４
間
の
礎
石
が
現
れ
、

建
物

の
全
体
構
造
が
把
握
で
き
ま
し
た
。

②
山
富
浅
間
神
社

境
内
地
の
範
囲
を
確
認
す
る
た
め
、

地
形
測

量
を
実
施
し
、

地
形
図
を
作
成
し
ま
し
た
。

こ
の
場
所
が
富
士
山
の
道
拝
所
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

③
村
山
浅
間
神
社

宿
坊
跡
の
地
形
測
量
を
実
施
し
地
形
図
を
作

成
す
る
と
と
も
に
、

宿
坊
跡
の

一
部
を
確
認
し

ま
し
た
。

④
山
頂
信
仰
遺
跡
、

大
宮
・村
山
口
登
山
道
跡

富
士
山
頂
に
所
在
す
る
信
仰
に
関
連
の
深
い

建
物
や
石
像
仏
に
つ
い
て
、

位
置
測
量
や
写
真

撮
影
を
実
施
し
、

分
布
図
を
作
成
し
ま
し
た
。

登
山
道
跡
に
つ
い
て
は
、

過
去
に
富
士
宮
市
が

実
施
し
た
調
査
結
果
を
も
と
に
現
況
調
査
を
行

い
、

遺
構
を
確
認
し
ま
し
た
。

２
保
存
管
理
計
画
測
量
業
務

御
殿
場
市
に
所
在
す
る

「駒
門
風
穴
」
「印

野
の
熔
岩
隧
道
」
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

調
査
内
容
は
、

地
形
測
量
、

レ
ー
ザ
ー
ス
キ

ャ
エ
ン
グ
調
査
、

動
植
物

・
地
質
調
査
の
３
種

類
で
す
。

こ
の
う
ち
、

レ
ー
ザ
ー
ス
キ
ャ
エ
ン
グ
調
査

と
は
、

洞
大
の
よ
う
な
複
雑
な
形
状
で
も
、

短

時
間
に
か
つ
正
確
な
３
Ｄ
デ
ー
タ
を
取
得
で
き

る
調
査
方
法
で
す
。
３
６
０
度
レ
ー
ザ
ー
を
飛

ば
す
こ
と
で
、

洞
穴
の
形
状
が
瞬
時
に
デ
ー
タ

と
な
っ
て
パ
ソ
コ
ン
に
現
れ
ま
す
。

地
中
に
延

び
る
洞
穴
が
、

ど
の
位
置
に
ど
の
よ
う
な
形
状

で
存
在
す
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「駒
門
風
穴
」
「印
野
の
熔
岩
隧
道
」
は
国
の

文
化
財
指
定
年
代
が
古
く
、

詳
細
な
資
料
も
少

な
い
た
め
、

今
回
の
３
種
類
の
調
査
で
最
新
の

状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、

来
年
度
保
存
管

理
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

３
保
存
管
理
計
画
の
策
定

保
存
管
理
計
画
と
は
、

文
化
財
と
し
て
の
価

値
や
構
成
要
素
を
守
り
、

将
来
に
わ
た
っ
て
確
実

に
継
承
し
て
い
く
た
め
、

適
切
な
保
存
管
理
の
方

法
及
び
整
備
活
用
の
方
策
を
定
め
る
も
の
で
す
。

今
年
度
は
、

富
士
宮
市
の
富
士
山
本
宮
浅
間

大
社
境
内
地
に
所
在
す
る
国
特
別
天
然
記
念
物

「湧
玉
池
」
と
、

三
島
市
立
公
園
楽
寿
園
内

の

国
天
然
記
念
物
及
び
名
勝

「楽
寿
園

（小
浜
池
ご

の
２
件
に
つ
い
て
保
存
管
理
計
画
を
策
定
し
ま

し
た
。

な
お
、

策
定
に
あ
た

っ
て
は
、

専
門
家

・
有

識
者
や
地
元
関
係
者
等
で
構
成
さ
れ
る
保
存
管

理
計
画
策
定
委
員
会
に
お
い
て
、

い
ず
れ
も
４

回
の
審
議
を
行
う
と
と
も
に
、

文
化
庁
や
市
、

所
有
者
等
と
も
調
整
を
重
ね
ま
し
た
。

【護摩堂礎石節】

【ED野の熔岩磁道3Dデータ】
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