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山
形
県
置お

き
た
ま賜

地
方
を
中
心
に
草
木
塔
と
呼

ば
れ
る
石
碑
を
様
々
な
場
所
で
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。草
木
塔
と
は
、「
草
木
塔
」、

「
草
木
供
養
塔
」、「
草
木
国
土
悉し

っ
か
い
じ
ょ
う
ぶ
つ

皆
成
仏
」な
ど

の
碑
文
が
刻
ま
れ
た
石
碑
の
こ
と
で
す
。全
国

の
草
木
塔
の
分
布
状
況
に
つ
い
て
は
、昭
和
後

期
以
降
に
山
形
県
内
の
民
俗
学
研
究
者
ら
に

よ
っ
て
た
び
た
び
調
査
が
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
。そ
の
な
か
で
も
比
較
的
最
近
の『
置
賜
の

民
俗
』（
２
０
１
２
年
）の
調
査
に
よ
れ
ば
、全

国
で
確
認
さ
れ
て
い
る
草
木
塔
は
計
１
９
９

基
で
、そ
の
う
ち
江
戸
時
代
に
建
立
さ
れ
た
も

の
が
34
基
と
さ
れ
て
い
ま
す
。34
基
の
う
ち
32

基
は
山
形
県
置
賜
地
方
に
設
置
さ
れ
て
い
ま

す
。置
賜
地
方
の
中
で
も
米
沢
市
内
に
17
基
の

江
戸
時
代
建
立
の
草
木
塔
が
分
布
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
が
２
０
１
９
年
度
に
林
業
遺
産
と
し

て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。と
く
に
、同
市
南
西
部

の
田
沢
地
区
に
は
江
戸
時
代
建
立
の
も
の
が

10
基
と
市
内
で
も
も
っ
と
も
多
く
の
江
戸
時

代
建
立
の
草
木
塔
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。こ

れ
ら
の
な
か
で
最
も
古
い
１
７
８
０（
安
永
）

年
建
立
の
草
木
塔
も
同
市
大
字
入
田
沢
字
塩

地
平（
写
真
１
）と
同
市
大
字
神
原
字
大
明
神

沢
の
２
基
で
、田
沢
地
区
に
あ
り
ま
す
。な
お

田
沢
地
区
と
は
、米
沢
市
口
田
沢・神
原・入
田

沢
の
三
大
字
か
ら
な
る
区
域
で
す
。

　
江
戸
時
代
の
草
木
塔
の
建
立
の
理
由
を
明

示
的
に
記
し
た
資
料
は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、

建
立
の
目
的
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。し
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か
し
、江
戸
時
代
の
田
沢
地
区
で
は
、薪
材
向

け
と
し
て
伐
採
し
た
丸
太
を
米
沢
藩
の
城
下

町
へ
と
流
送
す
る「
木
流
し
」が
大
規
模
に
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。こ

の
よ
う
に
大
規
模
な
伐
採
が
行
な
わ
れ
て
い

た
場
所
と
時
期
が
多
く
の
草
木
塔
の
そ
れ
と

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、伐
採
し
た
草
木
を
供
養

す
る
気
持
ち
や
感
謝
の
念
、あ
る
い
は
自
然
へ

の
畏
敬
の
念
を
表
現
す
る
目
的
が
あ
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
ま
す
。ま
た
、草
木
塔
の
碑
文
の

一
つ
で
あ
る「
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」と
い
う

文
句
は
仏
教
用
語
で
、草
木
や
国
土
の
よ
う
に

非
情
の
も
の
で
も
、有
情
の
も
の
と
同
じ
く
こ

と
ご
と
く
成
仏
で
き
る
と
い
う
意
味
が
あ
り

ま
す
。こ
の
こ
と
か
ら
草
木
塔
は
仏
教
の
思
想

と
関
わ
り
が
深
い
と
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

田
沢
地
区
の
木
流
し
で
は
、春
に
伐
採
し

た
薪
材
を
通
常
ま
ず
川
の
支
流（
小こ

た
る
が
わ

樽
川
）で

流
し
た
の
ち
、一
度
捕
捉
し
て
引
き
上
げ
て
乾

燥・待
機
さ
せ
、そ
の
後
秋
の
稲
刈
り
後
の
農

閑
期
に
本
流（
鬼お

も
の
が
わ

面
川
）を
利
用
し
て
米
沢
城

下
の
木
場
町
ま
で
流
し
ま
し
た
。こ
う
し
た

木
流
し
は
明
治
以
降
も
続
け
ら
れ
、昭
和
12

年
に
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
置
き
換
わ
る
こ
と
で

終
了
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す（『
三
沢
郷
土
史
』

（
１
９
８
１
年
））。米
沢
市
田
沢
地
区
八
谷
の

支
流
が
本
流
に
合
流
す
る
地
点
に
は
、近
代
以

降
に
木
材
を
捕
捉
す
る
留
め
場
と
し
て
利
用

さ
れ
た
施
設
の
一
部
が
遺
構
と
し
て
残
っ
て

お
り
、こ
れ
も
山
と
の
暮
ら
し
を
伝
え
る
遺
産

群
の
一
つ
し
て
２
０
１
９
年
に
林
業
遺
産
に

登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、田
沢
地
区
の
メ
ン
バ
ー
を
中
心
と
し

て
、草
木
塔
の
保
存
と
活
用
を
図
る
こ
と
を
主

目
的
と
し
て「
お
い
た
ま
草
木
塔
の
会
」と
い

う
団
体
が
２
０
１
０
年
７
月
に
設
立
さ
れ
、そ

の
事
務
局
は
米
沢
市
田
沢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
内
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。同
会
は
、小

学
生
等
を
対
象
と
し
た
草
木
塔
に
関
す
る
学

習
会
や
、雪
囲
い・清
掃
な
ど
の
維
持
管
理
活

動
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、「
草
木
塔
マ
ッ

プ
」（
写
真
２
）や
会
の
活
動
内
容
と
草
木
塔

の
歴
史
を
ま
と
め
た
報
告
書『
草
木
塔
に
寄
り

添
っ
て
』（
２
０
１
６
年
）な
ど
を
作
成・
配
布

す
る
な
ど
、観
光
資
源
化
に
向
け
た
活
動
も

行
な
っ
て
い
ま
す
。な
お
、田
沢
地
区
の
草
木

塔
や
留
め
場
跡
は
、初
め
て
訪
れ
た
人
が
容
易

に
見
つ
け
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
た

め
、訪
れ
る
方
は
こ
の
田
沢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
で
尋
ね
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。同
セ
ン

タ
ー
内
で
は
、木
流
し
の
様
子
が
分
か
る
模
型

や
草
木
塔
に
関
す
る
資
料
を
見
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

　
草
木
塔
の
現
代
的
な
役
割
を
考
え
る
う
え

で
興
味
深
い
点
は
、山
形
県
内
を
中
心
に
、平

成
時
代
に
至
る
ま
で
草
木
塔
の
建
立
が
行
な

わ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。先
の『
置
賜
の
民
俗
』

の
調
査
に
よ
れ
ば
、山
形
県
内
の
計
１
６
９
基

の
う
ち
99
基
は
平
成
時
代
に
建
立
さ
れ
た
も

の
で
す
。近
年
の
建
立
者
は
学
校
、社
寺
、個
人

と
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、な
か
に
は
林
業
会
社
に

よ
る
建
立
も
み
ら
れ
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、林
業

遺
産
に
登
録
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
草
木
塔
の

目
的
と
現
代
の
そ
れ
と
は
同
じ
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、自
然
や
草
木
に
対
す
る
畏
敬
の
念
、

あ
る
い
は
自
然
保
護
の
精
神
が
現
代
に
引
き

継
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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