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「
小
石
原
の
行
者
杉
」
は
、
福
岡
県
東
峰
村
小
石
原
皿

山
地
区
の
標
高
５
０
０
ｍ
〜
６
０
０
ｍ
の
国
有
林
に
生
育

す
る
樹
齢
２
０
０
〜
４
０
０
年
の
ス
ギ
が
生
育
す
る
林
分

で
す
。
１
９
９
１
年
の
台
風
で
１
０
０
本
以
上
が
一
度
に

倒
木
す
る
被
害
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
前
に
は
、
直

径
50
㎝
以
上
の
ス
ギ
が
１
，３
０
０
本
以
上
あ
り
ま
し
た
。

現
在
、
林
野
庁
に
よ
り
行
者
ス
ギ
遺
伝
資
源
希
少
個
体
群

保
護
林
（
10
．09 

ha
）
と
し
て
指
定
さ
れ
て
お
り
、
と
り

わ
け
「
行
者
杉
の
父
」
と
称
さ
れ
る
樹
齢
６
０
０
年
、
樹

高
52
ｍ
、
幹
周
８
２
９
㎝
の
「
大
王
杉
」
の
壮
観
な
姿
に

は
驚
か
さ
れ
ま
す
。
こ
の
他
、
枝
が
あ
ち
こ
ち
に
突
き
出

た
異
形
の
「
鬼
杉
」
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
行
者
杉
を
語
る
た
め
に
は
、
英ひ

こ
さ
ん

彦
山
修
験
に
つ
い

て
語
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
筑
紫
山
地
の
東
部
、
福
岡
県

と
大
分
県
の
県
境
に
位
置
す
る
英
彦
山
は
、
奈
良
県
の
大

峰
山
、
山
形
県
の
出
羽
三
山
と
並
ん
で
修
験
道
の
三
大
霊

場
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
南
北
朝
時
代（
14

世
紀
終
わ
り
）に
は
、
英
彦
山
地
域
で
行
者（
山
伏
、修
験

者
と
も
い
う
）に
よ
る
修
業
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
行
者
が
修
業
の
た
め
に
入
山
す
る
こ
と
を
峰

入
り
と
い
い
、
江
戸
時
代
に
は
、
英
彦
山
で
は
春
峰
、
夏

峰
、
秋
峰
が
行
わ
れ
、
１
ヵ
月
以
上
も
山
中
で
修
業
し
ま

し
た
。
春
・
夏
峰
で
は
、
英
彦
山
か
ら
小
石
原
を
経
て
大

宰
府
天
満
宮
の
鬼
門（
北
東
の
方
角
）を
護
る
宝ほ

う
ま
ん
ぐ
う

満
宮
竈か

ま
ど門

神
社
ま
で
を
往
復
し
、
走
破
距
離
は
約
１
３
０
㎞
に
も
達

し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
白
装
束
を
身
に
ま
と
っ
た
行

者
は
、
山
中
を
歩
き
な
が
ら
、
地
獄
界
、
餓
鬼
界
、
畜
生

界
、
修
羅
界
…
と
い
わ
れ
る
十
界
修
業
を
積
み
即
身
成
仏

（
生
き
な
が
ら
仏
と
な
る
こ
と
）を
目
指
し
ま
し
た
。
９
回

目
の
峰
入
り
で
は
、
即
身
成
仏
と
な
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
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指
導
的
立
場
と
し
て
の
大
先
達
と
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
秘
儀
が
行
わ
れ
た
場
所
が
、
行
者
杉
に
囲
ま

れ
た
行
者
堂
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
行
者
堂
を
含

む
「
修
験
道
深し

ん
せ
ん仙

宿し
ゅ
く」

は
、
福
岡
県
指
定
文
化
財
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
行
者
杉
が
生
育
す
る
地
域
は
、

英
彦
山
修
験
に
お
け
る
聖
地
で
し
た
。
し
か
し
明
治
期
に

入
る
と
、
状
況
が
一
変
し
ま
す
。
新
政
府
が
神
仏
判
然
令

（
１
８
６
８
年
）、
修
験
廃
止
令（
１
８
７
２
年
）な
ど
を
布

告
し
た
の
で
す
。
そ
れ
以
後
、
英
彦
山
の
修
験
道
は
、
衰

退
の
道
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　
行
者
杉
に
話
を
戻
し
ま
す
。行
者
が
行
者
堂
を
訪
れ
た

際
に
、そ
の
周
り
に
植
樹
し
た
の
が
行
者
杉

だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。皿
山
地
区

に
は
、現
在
50
軒
近
く
の「
小
石
原
焼
」の
窯
元

が
あ
る
な
ど
、17
世
紀
半
ば
か
ら
窯
業
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、江
戸
時
代
に
は
窯
元
経
営

者
が
行
者
杉
の
管
理
を
行
っ
た
と
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お

り
、行
者
杉
の
育
林
に
関
わ
っ
て
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し

た
。

　
行
者
杉
周
辺
に
は
、実
に
多
く
の
遺
構
を
目
の
当
た
り

に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。林
内
に
は「
従
之
西
筑
前
領
」

「
従
之
東
豊
前
小
倉
領
」と
書
か
れ
た
石
碑
が
僅
か
な
隙
間

を
空
け
て
背
中
合
わ
せ
に
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
。こ
れ
は
、

国く
に
ざ
か
い
い
し

境
石
と
呼
ば
れ
、１
７
０
０
年
頃
の
筑
前
藩
と
豊
前
藩

の
境
界
争
い
の
末
、決
着
し
た
境
界
を
示
す
石
碑
で
28
ヵ

所
現
存
し
て
い
ま
す
。ま
た
行
者
堂
に
は
、御
本
尊
と
し
て

修
験
道
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
役え

ん
の

小お
づ
ぬ角

の
木
像
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
行
者
堂
の
周
辺
に
は
、護
摩

を
焚
い
た
石
組
み
の
護
摩
壇
跡
、行

者
の
ほ
か
、近
隣
住
民
が「
お
水
も
ら

い
」に
き
た
霊
泉
が
湧
き
出
る「
香
水

池
」な
ど
、修
験
の
様
子
を
体
感
で
き

る
遺
構
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
65
年
間
、「
小
石
原
焼
」
に
携
わ
っ
て
き
た
太
田
孝
宏

さ
ん
（
79
才
）
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
15
年
位
ま
で
は
、

梅
雨
時
期
に
皿
山
地
区
の
人
々
で
「
行
者
参
り
」
と
呼
ば

れ
る
行
事
が
行
わ
れ
、
行
者
堂
に
お
弁
当
を
持
ち
寄
り
、

お
か
ず
を
交
換
し
な
が
ら
、
お
酒
な
ど
も
飲
み
交
わ
し
、

親
交
を
交
わ
し
た
そ
う
で
す
。「
行
者
参
り
」
が
行
わ
れ

な
く
な
っ
た
現
在
で
も
、「
行
者
様
の
お
蔭
で
、
火
事
も

な
く
無
事
、
窯
（
業
）
が
行
え
る
」
と
い
う
感
謝
の
気
持

ち
は
、
地
区
の
人
々
に
残
っ
て
い
ま
す
。
近
年
、
衰
退
し

た
英
彦
山
修
験
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
活
発
化

し
て
お
り
、
宝
満
宮
竈
門
神
社
と
英
彦
山
神
宮
を
踏
破
す

る
峰
入
り
も
復
活
し
て
い
ま
す
。
英
彦
山
修
験
が
見
直
さ

れ
る
動
き
の
中
で
、
公
的
機
関
も
地
域
住
民
と
継
続
的
に

か
か
わ
り
な
が
ら
、
行
者
杉
や
皿
山
地
区
の
歴
史
が
再
評

価
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
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