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　角
枯
山
（
現
名
称

:

竪
破
山
（
た

つ
わ
れ
さ
ん
） 

は
日
立
市
と
高
萩
市

の
間
に
そ
び
え
る
標
高
６
５
８
ｍ
の

山
で
あ
る
。
こ
の
山
に
は
巨
石
群
、

黒
前
神
社
、
仁
王
門
、
奈
々
久
良
の

滝
な
ど
多
く
の
名
所
が
あ
り
、
登
山

散
策
コ
ー
ス
（
約
2
、
3
時
間
）
で

手
軽
に
楽
し
め
る
山
で
あ
る
。

　角
枯
山
の
名
称
は
常
陸
國
風
土
記

-

逸
文（
信
太
郡
縁
由
）に
出
て
く
る
。

　『
黒
坂
命
が
陸
奥
の
蝦
夷
を
言
向

け
、
凱
旋
し
て
多
珂
郡
の
角
枯
之
山

ま
で
来
た
時
、
病
の
た
め
に
こ
こ
で

亡
く
な
っ
た
。
こ
の
時
に
角
枯
を
黒

前
山
と
改
め
た
。
黒
坂
命
の
亡
骸
を

乗
せ
た
車
が
こ
の
山
か
ら
日
高
見
国

に
向
か
っ
た
。
葬
列
の
赤
旗
・
青
旗

は
入
り
交
じ
っ
て
翻
り
雲
を
飛
ば
し

て
虹
を
引
き
、
野
や
道
を
輝
か
せ
た

と
い
う
。こ
こ
か
ら
幡
垂（
は
た
し
で
）

の
国
と
い
っ
た
が
後
に
縮
め
て
信
太

の
国
と
い
う
。』（
常
陸
國
風
土
記

-

現
代
語
訳
よ
り
引
用
）

　こ
の
逸
文
は
多
賀
郡
で
は
な
く
県

南
の
信
太
郡
（
現

:

阿
見
町
近
辺
）

の
縁
由
に
出
て
く
る
。

　十
王
町
黒
坂
の
由
来
に
も
な
っ
た

黒
坂
命
と
は
、
ど
ん
な
人
物
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
？

　常
陸
國
風
土
記

-

茨
城
略
記
【
国

巣
の
伝
説
（
茨
城
の
由
来
）】

　『古
老
が
曰
く
、
昔 

国
巣
（
ク
ズ
）

が
お
り
、
そ
の
名
を
山
の
佐
伯
・
野

の
佐
伯
と
も
い
う
。
こ
れ
は
土
地
の

言
葉
で
ツ
チ
ク
モ
（
土
蜘
蛛
・
都
知

久
母
）ま
た
は
ヤ
ツ
カ
ハ
ギ（
八
束
脛
・

夜
都
賀
波
岐
）
は
土
着
の
原
住
民
で

あ
る
。
佐
伯
と
は
「
さ
え
ぎ
る
者
」

す
な
わ
ち
天
皇
に
従
わ
な
か
っ
た
者

で
あ
る
。
佐
伯
ら
は
、
あ
ち
こ
ち
に

穴
を
掘
っ
て
土
窟
を
設
け
常
に
穴
に

住
ん
で
い
た
。
人
が
来
る
と
す
ぐ
に

窟
に
入
っ
て
隠
れ
る
が
人
が
去
る
と

外
に
出
て
遊
ん
だ
。
そ
の
性
質
は
、

狼
の
性
に
梟
の
情
を
持
ち
鼠
の
よ
う

に
窺
い
狗
の
よ
う
に
盗
む
と
い
う
も

の
で
、
一
般
の
人
々
と
は
隔
た
り
が

あ
っ
た
。
こ
の
時
、
大
臣
一
族
の
黒

坂
命
が
、
佐
伯
ら
が
外
に
出
て
い
る

時
を
窺
っ
て
、そ
の
居
穴
に
茨
棘
（
う

ば
ら
）
を
施
し
て
お
き
騎
兵
を
以
っ

て
急
襲
し
た
。
す
る
と
、
佐
伯
ら
は

す
ぐ
に
土
窟
に
走
り
帰
り
仕
掛
け
ら

れ
た
茨
棘
に
か
か
っ
て
身
動
き
が
取

れ
ず
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
よ
っ
て

茨
棘
が
由
縁
で
県
の
名
と
な
っ
た
。』

（
常
陸
國
風
土
記

-

現
代
語
訳
よ
り

引
用
）

　黒
坂
命
は
、
茨
城
の
由
来
に
も
関

連
し
て
い
た
。

　土
着
の
原
住
民

（
国
巣
）
と
は
、
ど

ん
な
人
々
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
？

　黒
坂
命
た
ち
大
和

民
が
来
る
前
の
常
陸

國
は
蝦
夷
の
境
で

あ
っ
た
。
そ
の
痕
跡

は
地
名
に
も
残
る
。

国
巣
と
は
蝦
夷
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
？
そ
れ
と
も
穴
に
住
む
地
底
人

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　ク
ズ
と
い
う
音
で
違
う
漢
字
を
調

べ
る
と
面
白
い
解
釈
が
見
え
て
く

る
。　葛

と
い
う
漢
字
で
考
察
。
葛
の

葉
は
、
伝
説
上
の
キ
ツ
ネ
の
名
前
。

葛
の
葉
狐
（
別
名

:

信
太
妻
と

も
）。 

ま
た
葛
の
葉
を
主
人
公
と
す

る
『
人
形
浄
瑠
璃
お
よ
び
歌
舞
伎

の
『
蘆
屋
道
満
大
内
鑑
』
も
通
称

「
葛
の
葉
」
で
あ
る
。
ま
た
稲
荷

大
明
神
（
宇
迦
之
御
魂
神
）
の
第

一
の
神
使
で
あ
り
安
倍
晴
明
の
母

と
す
る
説
も
あ
る
。

　な
ん
と
葛
か
ら
信
太
妻
、
信
太

郡
の
由
来
に
な
り
そ
う
な
説
や
安

倍
晴
明
の
母
と
繋
が
っ
た
。
実
は

常
陸
國
に
は
、
安
倍
晴
明
生
誕
の

地
と
さ
れ
る
場
所
が
筑
西
市
（
旧

明
野
町
）
に
あ
る
。

　角
枯
山
↓
黒
前
山
↓
竪
破
山
と

歴
史
と
共
に
名
を
変
え
た
山
。
こ

の
山
に
は
黒
坂
命
以
外
に
八
幡
太

郎
義
家
伝
説
『
大
太
刀
で
巨
石
を

一
刀
両
断
し
た
伝
説
』
を
残
す
太

刀
割
石
や
古
代
の
磐
座
『
胎
内
石
』

な
ど
複
数
の
不
思
議
な
伝
説
や
奇

岩
が
多
く
存
在
す
る
。

　季
節
や
景
色
を
楽
し
む
登
山
も

よ
い
。
さ
ら
に
遠
い
昔
を
想
像
し

な
が
ら
山
を
探
索
す
る
と
数
千
年

の
旅
を
堪
能
で
き
る
。
ふ
る
さ
と
常

陸
國
は
、
謎
と
伝
説
ミ
ス
テ
リ
ー
あ

ふ
れ
る
地
域
で
あ
る
。

　イ
ン
デ
ィ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
気
分

で
常
陸
國
を
探
検
し
て
み
る
の
も
面

白
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

ふるさと探訪ふるさと探訪パートⅡ－パートⅡ－ 8383

黒坂命と土着民：国巣

海老沢　貴志（株式会社みろっく）

太刀割石
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る
く
元
気
に

し
て
く
れ
る

色
が
流
行
る

時
代
も
あ
り

ま
す
。
そ
う

い
っ
た
流
行
の
傾
向
に
対
し
て
、

店
に
仕
入
れ
る
商
品
の
色
調
な
ど

も
対
応
さ
せ
て
い
ま
す
。

　
　
　

 

着
物
を
扱
う
上
で
、
品
質

に
対
し
て
の
こ
だ
わ
り
は
ず
っ
と

持
ち
続
け
て
い
ま
す
。
お
客
様
の

好
み
も
あ
り
ま
す
が
、
う
ち
の
店

な
ら
で
は
の
セ
ン
ス
を
常
に
磨
き

な
が
ら
商
品
を
取
り
揃
え
て
い
ま

す
。
今
の
時
代
、
普
段
着
と
し
て

和
服
を
着
る
こ
と
も
な
く
な
り
ま

し
た
し
、
コ
ロ
ナ
禍
で

フ
ォ
ー
マ
ル
な
場
に
着
物

を
着
て
出
る
機
会
も
減
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
フ
ォ
ー

マ
ル
が
主
体
に
な
る
時
代

も
あ
れ
ば
カ
ジ
ュ
ア
ル
が

流
行
す
る
時
代
も
あ
っ
て
、

３
〜
４
年
の
ス
パ
ン
で
入

れ
替
わ
り
ま
す
。
こ
だ
わ

り
を
持
っ
て
時
代
に
合
わ
せ
た
商

品
を
売
っ
て
い
く
中
で
品
質
だ
け

は
守
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

職
人
さ
ん
の
伝
統
的
な
技
術
も
守

り
た
い
の
で
す
が
、
今
で
は
職
人

の
数
が
減
っ
て
し
ま
い
作
れ
な
い

も
の
が
沢
山
出
て
き
て
い
る
の
が

現
状
で
す
。
そ
う
す
る
と
今
の
時

代
に
合
わ
せ
た
染
色
や
織
機
の
方

法
を
取
り
入
れ
な
い
と
い
け
な
い

の
で
、
品
質
は
守
り
つ
つ
伝
統
技

術
を
継
承
し
た
新
し
い
技
法
で
作

ら
れ
た
も
の
を
扱
わ
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
絹
や
綿
や
麻

と
い
っ
た
天
然
素
材
由
来
の
商
品
、

そ
し
て
人
の
手
の
か
か
っ
た
も
の

に
は
独
特
の
温
も
り
感
が
残
り
ま

す
。
機
械
で
自
動
的
に
作
ら
れ
た

製
品
と
は
違
い
が
明
白
に
出
る
の

で
、
こ
れ
か
ら
も
ひ
と
手
間
か
か
っ

た
も
の
に
こ
だ
わ
っ
て
扱
っ
て
い

き
た
い
で
す
。

　
　
　

 

着
物
が
敬
遠
さ
れ
る
理
由

の
一
つ
に
「
履
物
が
痛
い
か
ら
」

と
い
う
声
が
あ
り
ま
す
。
浅
草
の

と
あ
る
草
履
屋
さ
ん
で
履
き
や
す

い
草
履
を
扱
っ
て
い
る
と
聞
き
、

そ
れ
を
仕
入
れ
て
み
ま
し
た
。
あ

る
お
客
様
が
そ
れ
を
履
い
て
一
日

歩
き
回
り
ま
し
た
が
、
履
い
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
る
く
ら
い
足
が
楽

だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
そ

こ
の
草
履
を
ず
っ
と
仕
入
れ
て
い

ま
す
が
、
足
へ
の
不
安
が
無
く
な
っ

た
こ
と
で
着
物
を
着
る
こ
と
へ
の

ハ
ー
ド
ル
が
一
段
下
が
っ
た
こ
と

は
、
う
ち
の
店
に
と
っ
て
か
な
り

大
き
な
影
響
で
し
た
ね
。

　
　
　

 

今
の
八
十
代
以
上
の
方
は

日
常
で
着
物
を
着
て
い
た
世
代
で

す
が
、
次
の
世
代
で
あ
る
五
十
〜

六
十
代
の
方
々
は
着
物
の
知
識
を

受
け
継
い
で
い
な
い
ん
で
す
ね
。

近
年
、
特
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

開
催
が
決
ま
っ
て
か
ら
、
日
本
文

化
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
て
世

界
に
発
信
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が

高
ま
り
、
若
い
世
代
を
中
心
に
着

物
に
興
味
を
持
つ
人
も
増
え
て
き

ま
し
た
。
で
す
が
、
着
物
に
関
し

て
教
え
ら
れ
る
人
が
と
て
も
少
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
す
る

と
私
た
ち
呉
服
業
の
人
間
が
着
物

の
歴
史
・
文
化
か
ら
扱
い
方
・
着

方
を
教
え
て
い
か
な
い
と
、
結
局

束
の
間
の
流
行
で
終
わ
り
、
文
化

を
継
承
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
お
客
様
に
は
着
物

に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
お

話
し
し
て
、
そ
の
時
の
流
行
で
終

わ
ら
せ
な
い
で
次
の
世
代
に
繋
げ

て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
　
　

 

商
い
と
い
う
の
は
売
っ
て

お
金
を
貰
え
ば
終
わ
り
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
。
お
客
様
に
は
ご
購

入
後
も
店
に
相
談
に
来
て
も
ら
い

た
い
で
す
し
、
着
付
け
な
ど
教
え

ら
れ
る
こ
と
は
で
き
る
限
り
教
え

た
い
で
す
。「
せ
っ
か
く
揃
え
て
い

た
だ
い
た
の
だ
か
ら
綺
麗
に
着
こ

な
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
に

尽
き
ま
す
。
お
客
様
が
着
終
わ
っ

て
最
後
に
「
お
陰
様
で
最
後
ま
で

着
崩
れ
し
ま
せ
ん
で
し
た
」「
食
事

の
時
も
楽
で
し
た
」「
皆
か
ら
似

合
っ
て
い
る
と
褒
め
ら
れ
ま
し
た
」

と
言
っ
て
い
た
だ
い
て
初
め
て
肩

の
荷
が
下
り
ま
す
。
い
い
商
売
が

で
き
た
な
と
感
じ
る
瞬
間
で
す
。

　
　
　

 

志
お
屋
は
昭
和
２
年
に
私

の
祖
父
が
興
し
ま
し
た
。
創
業
当

時
か
ら
ず
っ
と
千
石
町
に
店
を
構

え
て
い
て
、
商
い
も
着
物
を
中
心

に
扱
い
続
け
て
い
ま
す
。
過
去
に

は
雛
人
形
を
売
っ
て
い
た
時
代
も

あ
っ
た
の
で
、
総
合
的
に
は
和
文

化
に
関
わ
る
こ
と
を
昔
か
ら
続
け

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

　
　
　

 

着
物
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
業

界
の
一
部
で
す
か
ら
、
や
は
り
時

代
の
中
の
風
潮
で
支
持
さ
れ
る
色

や
柄
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

モ
ノ
ト
ー
ン
が
人
気
を
集
め
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
今
年
の
流
行
色
で

あ
る
ビ
バ
マ
ゼ
ン
タ
の
よ
う
に
明

着
物
文
化
を
次
世
代
に
繋
げ
て
い
き
た
い
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　「
変
え
て
い
い
も
の
と
い
け
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、

そ
こ
は
か
な
り
意
識
し
て
守
っ
て
い
ま
す
」
と
話
す

の
は
、
多
賀
駅
前
す
ず
ら
ん
通
り
の
呉
服
店
・
志
お

屋
の
代
表
取
締
役
を
務
め
る
井
上
さ
ん
。
彼
の
言
葉

の
端
々
か
ら
は
着
物
文
化
へ
の
愛
が
感
じ
取
れ
る
。

会
社
の
経
営
理
念
は
「
不
易
流
行
」
で
あ
る
と
い
う
。

時
代
の
流
れ
に
合
わ
せ
て
変
え
て
ゆ
く
も
の
と
、
変

え
て
は
い
け
な
い
根
底
に
あ
る
も
の

－

。
本
記
事
を

通
し
て
読
者
諸
兄
に
伝
え
ら
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

志お屋

井上　和裕さん
（千石町）

代表取締役

ぞ
う
り

上：昭和45年頃の志お屋
下：現在

艶やかで雅な店内

着物の加工
リメイクも

ご注文承ります

和装小物がずらり


