
し
な
ば
昔
と
財
化
文
の
ち
ま
う
ろ
い
せ

会
員
委
育
教
町
籠
聖



刊
行
に
あ
た
っ
て

刊
行
に
あ
た
っ
て

　

聖
籠
町
に
は
、
歴
史
上
ま
た
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
有
形
文
化
財
や
無
形
文
化
財
を
は
じ
め
、
町
の
文
化
史

　

聖
籠
町
に
は
、
歴
史
上
ま
た
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
有
形
文
化
財
や
無
形
文
化
財
を
は
じ
め
、
町
の
文
化
史

上
重
要
な
史
跡
・
名
勝
・
天
然
記
念
物
な
ど
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

上
重
要
な
史
跡
・
名
勝
・
天
然
記
念
物
な
ど
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
こ
れ
ら
の
文
化
財
を
町
民
の
み
な
さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
郷
土
に
対
す
る
認
識
を

　

町
で
は
、
こ
れ
ら
の
文
化
財
を
町
民
の
み
な
さ
ま
に
知
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
郷
土
に
対
す
る
認
識
を

深
め
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
な
る
文
化
の
向
上
を
は
か
り
た
い
と
の
願
い
か
ら
、
昭
和
五
十
年
に
文
化
財
保
護
条

深
め
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
な
る
文
化
の
向
上
を
は
か
り
た
い
と
の
願
い
か
ら
、
昭
和
五
十
年
に
文
化
財
保
護
条

例
及
び
文
化
財
調
査
審
議
会
条
例
を
制
定
い
た
し
ま
し
た
。
以
来
、
審
議
会
委
員
を
は
じ
め
、
関
係
者
の
協
力

例
及
び
文
化
財
調
査
審
議
会
条
例
を
制
定
い
た
し
ま
し
た
。
以
来
、
審
議
会
委
員
を
は
じ
め
、
関
係
者
の
協
力

を
得
て
文
化
財
の
調
査
や
保
護
活
動
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

を
得
て
文
化
財
の
調
査
や
保
護
活
動
に
努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

平
成
六
年
に
は
『
聖
籠
町
の
文
化
財
』
を
発
刊
い
た
し
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
の
『
せ
い
ろ
う
ま
ち
の
文
化

　

平
成
六
年
に
は
『
聖
籠
町
の
文
化
財
』
を
発
刊
い
た
し
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
の
『
せ
い
ろ
う
ま
ち
の
文
化

財
と
昔
ば
な
し
』
は
写
真
を
よ
り
多
く
載
せ
、
さ
ら
に
見
や
す
く
ま
た
分
か
り
や
す
く
編
集
い
た
し
ま
し
た
。

財
と
昔
ば
な
し
』
は
写
真
を
よ
り
多
く
載
せ
、
さ
ら
に
見
や
す
く
ま
た
分
か
り
や
す
く
編
集
い
た
し
ま
し
た
。

ま
た
、
語
り
継
ぐ
方
が
少
な
く
な
り
、
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
い
く
聖
籠
町
の
昔
ば
な
し
を
み
な
さ
ま
の
記
憶
に

ま
た
、
語
り
継
ぐ
方
が
少
な
く
な
り
、
次
第
に
忘
れ
ら
れ
て
い
く
聖
籠
町
の
昔
ば
な
し
を
み
な
さ
ま
の
記
憶
に

と
ど
め
、
こ
れ
か
ら
も
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
あ
わ
せ
て
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

と
ど
め
、
こ
れ
か
ら
も
親
し
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
あ
わ
せ
て
掲
載
し
て
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
『
せ
い
ろ
う
ま
ち
の
文
化
財
と
昔
ば
な
し
』
を
ご
活
用
い
た
だ
き
、
文
化
財
を
後
世
に
伝
承
し
て
い
た

　

こ
の
『
せ
い
ろ
う
ま
ち
の
文
化
財
と
昔
ば
な
し
』
を
ご
活
用
い
た
だ
き
、
文
化
財
を
後
世
に
伝
承
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
町
民
の
み
な
さ
ま
が
歴
史
と
自
然
に
恵
ま
れ
た
町
・
聖
籠
町
を
一
層
誇
り
に
思
い
さ
ら

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
町
民
の
み
な
さ
ま
が
歴
史
と
自
然
に
恵
ま
れ
た
町
・
聖
籠
町
を
一
層
誇
り
に
思
い
さ
ら

に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

に
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

平
成
二
十
三
年
十
月　

　

平
成
二
十
三
年
十
月　
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員
会

聖
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教
育
委
員
会
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6

大
野
耻
堂　

耻
堂
は
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
に
生
ま
れ

ま
し
た
。
一
七
歳
で
社し

ゃ
こ
う講

に
任
じ
ら
れ
、
一
九
歳
で
名な

ぬ
し主

（
村
落
の
代
表
者
）
を
拝
命
し
ま
し
た
。
新
発
田
藩
の
農

政
や
学
問
の
隆
盛
に
貢
献
し
、
藩
主
に
よ
り
度
々
そ
の
功

績
を
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）

七
八
歳
で
没
し
聖
籠
山
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。

絆
己
楼　

現
存
す
る
絆
己
楼
は
大
正
年
間
に
玄
関
や
廊
下

な
ど
を
取
り
除
い
て
一
部
改
築
し
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の

他
は
ほ
ぼ
建
設
当
時
の
ま
ま
で
す
。
総
二
階
建
て
で
、
二

階
は
一
〇
畳
二
間
続
き
、
高
さ
は
二
ｍ
余
り
と
や
や
低
い

部
屋
が
塾
生
の
居
室
で
し
た
。
一
階
は
二
〇
畳
ほ
ど
の
広

さ
で
、
大
野
家
で
は
剣
道
場
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
渡
り
廊
下
で
大
野
家
の
本
宅
と
つ
な
が
り
、
こ
ち

ら
に
耻
堂
の
書
斎
や
教
場
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

英
傑
の
輩
出　

江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
に
か

け
て
県
内
は
も
と
よ
り
全
国
各
地
か
ら
一
二
歳
か
ら
二
五

歳
位
の
多
く
の
塾
生
が
集
ま
り
、
多
い
時
で
は
百
名
以
上

も
在
籍
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

絆
己
楼
と
は
、
諏
訪
山
に
あ
る
大
野
家
の
私
塾

「
学が

っ
こ
ど
う

古
堂
」
の
塾
舎
の
名
前
で
す
。
後
に
塾
の
名
称
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
嘉か

え
い永

六
年

（
一
八
五
三
）
に
大
野
敬け

い
き
ち吉

（
耻ち

ど
う堂

）
に
よ
り
建
て
ら
れ

ま
し
た
。
昭
和
五
十
三
年
に
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

学
古
堂　

学
古
堂
は
耻
堂
の
父
で
あ
る
太
郎
蔵
（
臆お

く
さ
い斎

）

に
よ
り
創
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
諏
訪
山
の
大
野

家
は
大
野
助
左
衛
門
が
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
に
移

住
し
て
き
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
学
問
と
関
わ
り
を
持

ち
始
め
た
の
は
四
代
目
の
仙せ

ん
ぞ
う蔵

（
敬け

い
よ与

）
か
ら
で
、
そ
の

跡
を
継
い
だ
臆
斎
に
よ
り
「
学
古
堂
」
が
創
設
さ
れ
、
学

問
伝
授
に
尽
力
し
新
発
田
藩
か
ら
度
々
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。
絆
己
楼
で
は
世
の
中
の
真
実
を
追
究
し
人
間
修
行
を

目
的
と
し
て
朱し

ゅ
し
が
く

子
学（
儒じ

ゅ
が
く学

の
一
派
）を
学
ん
で
い
ま
し
た
。

絆絆は
ん
は
ん

己己きき

楼楼ろ
う
ろ
う  

所
蔵　

個
人

所
蔵　

個
人



絆己楼 二階

大野敬吉（耻堂）

絆己楼 外観

7

　

こ
の
絆
己
楼
か
ら
は
『
北
越
詩
話
』
の
著
者
で
あ
る
阪

口
仁
一
郎
や
、
長
野
県
令
（
知
事
）
に
就
任
し
た
耻
堂
の

子
の
倹
次
郎
（
誠
）
な
ど
優
れ
た
人
材
が
数
多
く
輩
出
さ

れ
、
後
に
教
育
・
医
学
・
政
治
・
商
業
な
ど
様
々
な
分
野

で
活
躍
し
ま
し
た
。

　

絆
己
楼
は
学
校
制
度
の
整
備
と
あ

い
ま
っ
て
明
治
十
七
年
耻
堂
の
他
界

と
と
も
に
閉
塾
さ
れ
ま
し
た
。
絆
己

楼
と
し
て
は
三
一
年
間
、
学
古
堂
と

し
て
は
お
よ
そ
百
年
間
に
わ
た
り
人

材
育
成
に
貢
献
し
ま
し
た
。



8

ら
に
明
治
中
頃
に
大
野
家
へ
渡
り
、
表
門
と
し
て
移
築
さ

れ
ま
し
た
。

　

正
面
に
大
扉
が
あ
り
、
左
右
に
小
扉
、
両
袖
に
は
門

番
の
控
え
所
が
あ
り
ま
す
。
大
扉
の
上
部
に
は
「
文
久

三
年
（
一
八
六
三
）」「
水
原
御
代
官　

里
見
源
左
衛
門

（
第
二
一
代
の
代
官
で
一
八
五
八
〜
一
八
六
六
年
ま
で
在

職
）」
と
墨
で
書
か
れ
、
こ
の
年
に
代
官
所
の
門
が
再
建

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
「
棟
梁
（
大
工
の
親
方
）
中
村
治
右

衛
門　

大
工
樟
平
・
利
蔵
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

水
原
の
代
官
所
に
あ
っ
た
時
に
は
、
こ
の
門
を
く
ぐ
っ

て
様
々
な
人
々
や
物
が
往
来
し
た
の
で
し
ょ
う
。
今
は
こ

の
聖
籠
の
地
で
大
野
家
の
門
と
し
て
静
か
に
た
た
ず
ん
で

い
ま
す
。

　

諏
訪
山
に
あ
る
威い

ふ
う風

堂
々
と
し
た
大
野
家
の
表
門
は
、

か
つ
て
は
水
原
代
官
所
（
阿
賀
野
市
外
城
町
）
の
門
で
し

た
。
昭
和
五
十
三
年
に
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定

さ
れ
ま
し
た
。

水
原
代
官
所　

徳
川
幕
府
の
直

ち
ょ
っ
か
つ
り
ょ
う

轄
領
と
し
て
中
世
水
原
氏

の
居
城
で
あ
っ
た
水
原
城
跡
に
延え

ん
き
ょ
う享

三
年
（
一
七
四
六
）

に
代
官
所
は
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
機
能
は
新
田
開
発

や
年
貢
徴
収
、
隣
接
す
る
新
発
田
藩
や
村
上
藩
の
監
視
な

ど
で
し
た
。
代
官
は
初
代
の
内
藤
十
右
衛
門
か
ら
二
二
代

ま
で
続
き
ま
し
た
が
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
戊ぼ

し
ん辰

戦

争
に
伴
い
会
津
藩
預
か
り
と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
明
治

新
政
府
軍
の
侵
攻
に
よ
り
廃
さ
れ
、
一
二
二
年
の
幕
を
閉

じ
ま
し
た
。

大
門　

水
原
代
官
所
が
明
治
初
年
に
廃
止
さ
れ
た
後
、
門

は
胎
内
市
村
松
浜
の
平
野
家
の
所
有
と
な
り
ま
し
た
。
さ

大大お
お
お
お

野野のの

家家けけ

表表お
も
て

お
も
て

門門も
ん
も
ん  

個
人
個
人



大野家表門　表側

大野家表門　裏側

現在の水原代官所
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観
音
堂
内
部
に
は
由
来
に
あ
る
よ
う
に
鷹
（
緑
丸
）
の
絵

馬
が
複
数
奉
納
さ
れ
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
堂
入
口
の

上
（
向こ

う
は
い拝

）
に
も
緑
丸
が
彫
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。

聖
籠
の
森　

観
音
堂
を
中
心
と
し
て
真
野
や
桃
山
、
諏
訪

山
、
大
夫
、
二
本
松
あ
た
り
は
か
つ
て
聖
籠
山
と
呼
ば
れ
る

森
林
地
帯
で
し
た
。『
北
国
太
平
記
』
と
い
う
、
江
戸
時
代
の

宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
に
成
立
し
た
軍
記
物
に
よ
る
と
、

天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
十
月
新
発
田
城
攻
め
を
終
え
た

上
杉
景
勝
が
春
日
山
城
に
戻
る
際
に
、「
瀬せ

い
ろ
の
も
り

伊
路
森
を
右
に
見

て
、
佐
々
木
川
を
渡
り
押
通
す
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
江
戸
時
代
初
期
の
藩
の
様
子
を
伝
え
る
『
案あ

ん
じ
ち
ょ
う

紙
帳
』
に

よ
る
と
、寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
幕
府
の
巡
見
使
が
「
聖

籠
御
山
並
観
音
堂
迄
御
覧
」に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
正
保
越
後
国
絵
図
」（
左
写
真
）
や
「
元
禄
越

後
国
絵
図
」
に
お
い
て
も
周
囲
を
森
に
囲
ま
れ
た
観
音
堂

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

観
音
堂
を
中
心
と
し
た
こ
の
地
は
、
少
な
く
と
も
江
戸

時
代
初
期
の
頃
に
は
霊れ

い
げ
ん験

あ
ら
た
か
な
地
で
あ
る
と
近
隣

に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

宝ほ
う
し
ゃ
く
い
ん

積
院
に
あ
る
二
王
門
を
く
ぐ
り
、
左
右
に
木
々
の
生

い
茂
る
ま
っ
す
ぐ
な
階
段
を
登
っ
て
い
く
と
、
小
高
い
丘

の
上
に
観
音
堂
は
冷
厳
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。

昭
和
五
十
三
年
に
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ

ま
し
た
。

由
来　

宝
積
院
の
い
わ
れ
に
よ
る
と
、
百ゆ

り

わ

か

合
若
大
臣
に
忠

義
を
つ
く
し
亡
く
な
っ
た
愛あ

い
よ
う鷹

の
緑み

ど
り
ま
る丸

を
弔
う
た
め
に

堂
と
二
王
門
が
建
て
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
壊
れ
た

の
で
、
新
発
田
藩
初
代
藩
主
の
溝
口
秀
勝
に
よ
り
建
立
さ

れ
、
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
六
月
に
開
帳
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
も
三
代
目
の
溝
口
宣の

ぶ
な
お直

に
よ
り
寛
文
七
年

（
一
六
六
七
）
五
月
に
再
興
さ
れ
る
な
ど
、
歴
代
新
発
田

藩
主
の
信
仰
も
厚
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

現
在
の
観
音
堂
は
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
十
月
に
新

し
く
建
て
ら
れ
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
九
月
に
改
修

さ
れ
て
い
ま
す
。

観観か
ん
の
ん
ど
う

か
ん
の
ん
ど
う

音
堂
音
堂  

宝
積
院

宝
積
院
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宝
積
院
に
あ
る
門
で
す
。
い
わ
れ
に
つ
い
て
は
観
音
堂

（
↓
P. 

10
）
を
参
照
く
だ
さ
い
。

　

門
の
左
右
に
は
同
じ
く
町
指
定
文
化
財
の
二
王
尊
（
↓
左

ペ
ー
ジ
参
照
）
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
三
年
に

有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

新
発
田
藩　

聖
籠
町
は
江
戸
時
代
に
は
新
発
田
藩
領
に
属

し
て
い
ま
し
た
。
新
発
田
藩
領
は
加
治
川
の
南
側
か
ら
阿

賀
野
川
を
越
え
、
現
在
の
新
潟
市
江
南
区
・
秋
葉
区
、
さ

ら
に
は
加
茂
市
付
近
を
も
含
む
広
大
な
も
の
で
し
た
。

　

慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
加
賀
国
（
石
川
県
）
大
聖

寺
城
主
の
溝
口
秀
勝
が
新
発
田
城
主
と
な
り
、
新
発
田
藩

初
代
藩
主
と
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
後
述
す
る
七
代
直な

お
あ
つ温

や
一
〇
代
直な

お
あ
き諒

、
そ
し
て
最
後
が
一
二
代
直
正
で
、
明
治

四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
約
二
七
〇
年
間

続
い
た
新
発
田
藩
は
終
わ
り
を
告
げ
ま
し
た
。

二二に

お

う

も

ん

に

お

う

も

ん

王
門
王
門  

宝
積
院

宝
積
院
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な
お
、
二
王
尊
の
身
体
に
は
白
い
さ
ら
し
も
め
ん
が
巻

か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
さ
ら
し
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に

よ
り
、
二
王
尊
か
ら
功く

ど
く徳

を
も
ら
え
る
と
伝
え
ら
れ
て
お

り
、
お
守
り
に
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

天
平
九
年
（
七
三
七
）、
高
僧
の
泰た

い
ち
ょ
う
だ
い
と
く

澄
大
徳
（
↓
P. 

14

参
照
）
が
こ
の
地
に
来
て
、
百
合
若
と
緑
丸
を
弔と

む
ら

う
た
め

に
彫
刻
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
三
年
に

有
形
文
化
財
（
彫
刻
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

二
王　

仁
王
と
も
書
き
、
ふ
つ
う
二
神
一
対
で
門
の
左
右

に
立
ち
そ
の
怒
り
の
形
相
で
寺
院
内
に
外
敵
が
入
り
こ
む

こ
と
を
防
ぐ
守
護
神
で
、
金
剛
力
士
と
も
い
い
ま
す
。
二

王
門
の
向
か
っ
て
右
側
に
は
開
口
し
た
阿あ

ぎ
ょ
う形

像
、
左
側
に

は
口
を
結
ん
だ
吽う

ん
ぎ
ょ
う形

像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。「
阿あ

う
ん吽

の

呼
吸
（
一
つ
の
こ
と
を
行
う
と
き
に
息
が
ぴ
っ
た
り
と
合

う
こ
と
）」
で
両
足
を
広
げ
「
仁
王
立
ち
」
で
い
か
な
る
外

敵
も
通
ら
せ
な
い
風
貌
で
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

二
王
は
上
半
身
裸
形
で
筋
骨
隆
々
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
健
康
を
祈
る
神
様
と
も
言
わ
れ
、
さ
ら
に
は
健
脚
の

神
様
と
し
て
も
広
く
崇
拝
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
二
王
門
に
は
ワ
ラ
ジ
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

二二に

お

う

そ

ん

に

お

う

そ

ん

王
尊
王
尊  

宝
積
院

宝
積
院
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十
一
面
観
世
音
菩
薩
と
二
王
尊
を
彫
刻
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

泰
澄
大
徳　

奈
良
時
代
初
期
の
山
岳
修し

ゅ
げ
ん験

者
で
す
。
加
賀

（
石
川
県
）
白
山
（
山
岳
霊
場
と
し
て
有
名
で
、
平
安

時
代
に
は
修
験
者
や
行
者
が
籠こ

も

っ
て
修
行
し
た
場
所
）
の

開
創
者
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
越
前
国
麻あ

そ

う

ず

生
津
（
福
井
市

南
部
）
に
生
ま
れ
、
一
四
歳
の
時
に
越お

ち智
山
（
福
井
県
丹

生
郡
）
に
登
り
、
十
一
面
観
音
に
念
じ
修
行
し
た
そ
う
で

す
。
養
老
六
年
（
七
二
二
）
元
正
天
皇
の
病
を
祈
祷
し
、

神じ
ん
ゆ
う
ぜ
ん
じ

融
禅
師
の
号
を
賜
り
ま
し
た
。

　

秘
仏
な
の
で
普
段
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
、
一
〇
年
に

一
度
の
ご
開
帳
の
時
だ
け
拝
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
近
年
で

は
平
成
二
十
一
年
八
月
の
五
日
間
ご
開
帳
で
し
た
か
ら
、
次

に
拝
め
る
の
は
そ
の
一
〇
年
後
の
八
月
に
な
り
ま
す
。

　

宝
積
院
の
本
尊
で
秘
仏
で
す
。
古
く
か
ら
聖
籠
の
観
音

様
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
三
年
に
有
形

文
化
財
（
彫
刻
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
宝
積
院

は
越
後
三
十
三
観
音
札
所
の
二
十
九
番
目
、
蒲
原
三
十
三

観
音
札
所
の
二
十
七
番
目
の
観
音
札
所
巡
礼
地
で
も
あ
り

ま
す
。

十
一
面
観
世
音
菩
薩　

頭
部
に
十
一
の
顔
を
の
せ
た
菩
薩

で
す
。
像
の
高
さ
は
約
一
〇
〇
㎝
の
立
像
で
、
左
手
に

水
瓶
の
頸
を
握
り
右
手
は
ゆ
る
く
垂
下
し
手
の
平
を
前
に

し
て
開
き
五
指
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。
顔
は
や
や
目
を
伏

せ
、
温
和
で
穏
や
か
な
表
情
を
宿
し
て
い
ま
す
。

由
来　

同
じ
く
町
指
定
文
化
財
の
観
世
音
縁
起
に
よ
る

と
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）、
高
僧
の
泰た

い
ち
ょ
う
だ
い
と
く

澄
大
徳
が
国く

が
み上

山
（
燕
市
）
で
雷
神
を
験
力
で
制
圧
し
て
か
ら
聖
籠
の
地

に
来
て
、
百ゆ

り

わ

か

合
若
大
臣
と
緑
丸
を
弔と

む
ら

う
た
め
に
ご
本
尊
の

十十じ
ゅ
う
い
ち
め
ん

じ
ゅ
う
い
ち
め
ん

一
面
一
面
観観か

ん

ぜ

か

ん

ぜ世世
音音お

ん

ぼ

さ

つ

お

ん

ぼ

さ

つ

菩
薩
菩
薩

宝
積
院

宝
積
院
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新
発
田
藩
七
代
藩
主
溝
口
直な

お
あ
つ温

が
写
経
し
た
五ご

ぶ
ひ
き
ょ
う

部
秘
経

（
↓
P. 

21
参
照
）
を
納
め
る
た
め
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
高

さ
約
一
八
〇
㎝
で
木
造
の
金き

ん
ぱ
く箔

押
で
す
。
精
巧
に
細
工
さ

れ
、
今
で
も
金
色
に
輝
い
て
い
ま
す
。
昭
和
五
十
三
年
に

有
形
文
化
財
（
工
芸
品
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

宝
篋
印
塔　

仏
塔
の
一
種
で
す
。
本
来
は
宝
篋
印
陀だ

ら

に

羅
尼

と
い
う
経
典
を
収
め
ま
し
た
が
、
後
に
は
供
養
塔
や
墓
碑

と
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
一
般
的
に
は
石
造
の
も
の
が

多
い
よ
う
で
す
。
基
礎
の
上
に
方
形
の
塔
身
を
置
き
、
屋

根
と
相そ

う
り
ん輪

（
飾
り
）
を
の
せ
て
い
ま
す
。

　

長
さ
約
三
五
㎝
の
金
色
に
輝
く
宝
剣
で
す
。
新
発
田
藩

七
代
藩
主
溝
口
直
温
の
作
っ
た
も
の
で
す
。
昭
和
五
十
三

年
に
有
形
文
化
財
（
工
芸
品
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

直
温
は
書
画
に
堪た

ん
の
う能

で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
手
作
り
の
宝
剣
は
珍
し
い
も
の
で
す
。
刀
身
の

茎な
か
ご（

刀
の
付
け
根
）
に
「
溝
口
出
雲
守
源
直
温
」
と
銘
が

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

中
央
に
菊
紋
、
上
下

に
桐と

う
か
も
ん

花
紋
の
入
っ
た

金
蒔ま

き
え絵

の
箱
に
納
め

ら
れ
、
更
に
黒
塗
で

赤
紐
付
の
外
箱
が
付

い
て
い
ま
す
。

宝宝ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔

篋
印
塔

宝宝ほ
う
け
ん

ほ
う
け
ん剣剣  

宝
積
院

宝
積
院

宝
積
院

宝
積
院
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仮
宮
）
に
行
き
ま
す
。
そ
の
頃
、
豊ぶ

ん
ご後
の
国
（
大
分
県
付

近
）
の
太だ

ざ
い宰
の
和
田
丸
と
い
う
武
勇
無
比
の
者
が
い
ま
し

た
。
和
田
丸
は
百
済
を
救
い
に
行
き
、
百
合
余
の
戦
に
負

け
る
こ
と
が
な
く
、
異
国
人
が
百べ

か
じ
ゃ
く

合
弱
と
い
っ
た
こ
と
か

ら
百
合
若
大
臣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
百
合
若
大
臣
は
島
々
を
平
定
す
る
よ
う
言
わ

れ
、
勅
命
に
よ
り
蝦え

ぞ夷
（
北
海
道
）
の
松
前
か
ら
越
後
国
（
新

潟
県
）
に
渡
り
、
山
の
洞
窟
よ
り
名
鷹
を
得
ま
し
た
。
こ

の
鷹
に
緑
丸
と
名
付
け
て
大
変
可
愛
が
っ
た
こ
と
か
ら
、

鷹
も
百
合
若
大
臣
に
忠
義
を
つ
く
し
ま
し
た
。

　

時
は
過
ぎ
、
聖
武
天
皇
の
御
時
の
天
平
九
年

（
七
三
七
）
、
高
僧
の
泰
澄
大
徳
が
越
後
国
の
国
上
山
（
燕

市
）
で
雷
神
を
験
力
で
制
圧
し
て
か
ら
こ
の
地
（
聖
籠
）

に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
百
合
若
大
臣
を
思
い
、
緑
丸
を
弔

と
む
ら

う
た
め
に
十
一
面
観
音
菩
薩
と
二
王
尊
を
彫
刻
し
、
後
の

世
ま
で
拝
む
よ
う
に
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
後
、
平
城
天
皇
の
御
時
の
大
同
元
年

（
八
〇
六
）
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
来
た
異
人
（
霊
僧
）

が
堂
舎
を
建
て
、
こ
の
聖
者
が
籠こ

も

っ
た
こ
と
か
ら
聖
籠
山

と
名
付
け
ま
し
た
。

　

一
巻
の
巻
物
で
す
。
観
音
寺
（
宝
積
院
）
の
い
わ
れ
（
縁

起
）
が
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
「
略
縁
起
」
と
書
か

れ
て
い
る
の
で
縁
起
を
要
約
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
昭

和
五
十
三
年
に
有
形
文
化
財
（
書
跡
）
に
指
定
さ
れ
ま
し

た
。
百ゆ

り

わ

か

合
若
大
臣
と
緑
丸
の
話
か
ら
十
一
面
観
世
音
菩
薩

と
二
王
尊
の
由
来
、
そ
し
て
「
聖
籠
」
の
名
の
由
来
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。

縁
起
の
内
容　

縁
起
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　

「
聖
籠
山
に
奉
納
し
て
あ
る
十
一
面
観
音
菩
薩
と
二
王

尊
は
、
泰た

い
ち
ょ
う
だ
い
と
く

澄
大
徳
（
↓

  
 

P. 

14
参
照
）
の
作
ら
れ
た
霊
験
あ

ら
た
か
な
仏
様
で
す
。

　

そ
の
由
来
は
、
天
智
天
皇
の
御
時
二
年
（
六
六
三
）
、

百く
だ
ら済
の
国
に
敵
が
攻
め
込
ん
だ
こ
と
か
ら
、
百
済
の
国
は

日
本
に
助
け
を
求
め
ま
し
た
。
天
皇
は
百
済
を
救
う
た
め

筑つ
く
し紫
（
九
州
）
の
木
の
丸
殿
（
福
岡
県
朝
倉
市
に
あ
っ
た

観観か

ん

ぜ

お

ん

か

ん

ぜ

お

ん

世
音
世
音
縁縁え

ん

ぎ

え

ん

ぎ起起  

宝
積
院

宝
積
院
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時
代
は
移
り
、
慶
長
十
三
年

（
一
六
〇
八
）
、
新
発
田
藩
初

代
藩
主
の
溝
口
秀
勝
は
信
仰

深
く
、
本
堂
（
観
音
堂
）
と
二

王
門
を
建
て
、
末
永
く
国
家
鎮

護
の
道
場
と
し
ま
し
た
。
一
度

参
拝
し
た
者
は
現
世
と
来
世

の
願
い
が
か
な
う
で
し
ょ
う
。

　

詳
し
い
こ
と
は
本
縁
起
に

ゆ
ず
り
、
話
の
概
略
は
こ
の
よ

う
な
も
の
で
す
。
」

　
（
昔
ば
な
し
の
「
聖
籠
の
い
わ

れ
と
百
合
若
伝
説
（
↓
  

 
P. 
47
）

も
参
照
く
だ
さ
い
。」）

　

新
発
田
藩
七
代
藩
主
溝
口
直な

お
あ
つ温

が
描
い
た
掛か

け
軸じ

く

で

す
。画
面
右
に
は「
従
五
位
下
溝
口
出
雲
守
源
直
温
画
之
」

と
あ
り
、花か

お
う押

（
署
名
の
代
わ
り
の
記
号
）
が
あ
り
ま
す
。

平
成
五
年
に
有
形
文
化
財（
絵
画
）に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

大
元
帥
明
王　

国
土
を
護
り
敵
を
降
伏
さ
せ
、
国
の
力
を

増
す
こ
と
に
功く

ど
く徳

を
発
揮
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
恐

ろ
し
い
顔
が
三
つ
で
髪
は
天
を
衝つ

く
よ
う
に
逆
立
っ
て
い

ま
す
。
腕
は
八
本
で
そ
れ
ぞ
れ
の
手
に
武
器
を
持
ち
、
足

の
下
に
は
邪
鬼
を
踏
み
つ
け
て
い
ま
す
。

大大た
い
げ
ん

た
い
げ
ん元元
帥帥

宝
積
院

宝
積
院
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新
発
田
藩
七
代
藩
主
溝
口
直な

お
あ
つ温

が
宝
暦
十
一
年

（
一
七
六
一
）
に
退
隠
し
、
そ
の
四
年
後
の
明
和
二
年

（
一
七
六
五
）
二
月
に
描
い
た
も
の
で
す
。
平
成
五
年
に

有
形
文
化
財
（
絵
画
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

大
日
如
来　

中
央
に
描
か
れ
、
密
教
（
真
言
宗
と
天
台
宗
）

で
は
最
も
重
要
な
仏
様
で
す
。
大
日
如
来
に
は
智ち

え慧
を
表
す

金
剛
界
と
慈じ

ひ悲
を
表
す
胎
蔵
界
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
金

剛
界
大
日
如
来
で
左
手
の
人
差
し
指
を
右
手
の
拳
で
包
み
込

む
、
智ち

け
ん
い
ん

拳
印
と
い
う
印い

ん

（
手
の
形
）
を
結
ん
で
い
ま
す
。

　

裏
面
に
は
「
明
和
二
年
乙
酉
二
月
吉
日
」「
武
運
長
久　

子

孫
繁は

ん
じ
ょ
う

昌　

国
家
安
全　

君
臣
和
合　

五
穀
成
就
」「
従
五
位
下

溝
口
出
雲
守
源
直
温
（
花か

お
う押

）」
と
、
子
孫
が
繁
栄
し
平
穏
で

あ
る
よ
う
、
君
と
臣
下
が
仲
良
く
、
豊
作
で
あ
る
よ
う
に
と
書

か
れ
て
い
ま
す
。
退
隠
後
も
藩
の
繁
栄
と
安
定
を
大
日
如
来

に
祈
願
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

大大だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

だ
い
に
ち
に
ょ
ら
い

日
如
来

日
如
来

宝
積
院

宝
積
院
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新
発
田
藩
七
代
藩
主
溝
口
直
温
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
不

動
明
王
で
す
。
全
身
が
青
色
で
彩
色
さ
れ
て
い
ま
す
の
で

青
不
動
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
平
成
五
年
に
有
形
文
化
財

（
絵
画
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

不
動
明
王　

仏
敵
を
降
伏
さ
せ
る
た
め
に
怒
り
の
形
相

で
、
す
べ
て
の
障
害
を
打
ち
砕
き
仏
道
に
従
わ
な
い
も
の

を
導
き
救
済
す
る
明
王
で
す
。

　

磐ば
ん
じ
ゃ
く石

（
大
き
な
岩
）
の
上
に
立
ち
、
右
手
に
は
宝
剣

（
慧え

と
う刀

）
を
持
ち
、
左
手
に
は
羂け

ん
じ
ゃ
く索

（
元
来
は
武
器
の
一

種
で
あ
っ
た
が
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
者
を
調ち

ょ
う
ぶ
く伏

す
る
意

味
を
持
つ
）、
一
切
の
煩ぼ

ん
の
う悩

を
焼
き
つ
く
す
炎
（
猛
炎
）

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

直
温
が
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
三
月
二
十
四
日
の
夜
、

夢
で
木
像
の
不
動
尊
を
見
て
不
動
明
王
の
姿
を
描
い
た
と

画
面
左
下
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。裏
側
に
も「
浄
名
院
殿（
直

青青あ

お

ふ

ど

う

あ

お

ふ

ど

う

不
動
不
動

温
の
法
号
）
夢
中
感
見　

不
動
尊
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

画
面
上
部
に
は
七
言
絶
句
（
漢
詩
）
で
「
瞻
仰
夢
中
無

動
尊　

鋒
鋩
羂
索
照
乾
坤　

追
魔
軍
去
国
家
穏　

長
為
雲

仍
鎮
武
門
」、
画
面
右
下
に
は
「
西
薩
黒
太
淳
謹
ん
で
拜

賛
す
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

直
温
が
夢
を
見
た
宝
暦
八
年
は
退
隠
す
る
三
年
前
の
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
頃
の
新
発
田
藩
は
財
政
が
厳
し

く
、
家
臣
の
減
俸
が
常
の
状
況
で
し
た
。
ま
た
、
水
害
等

の
災
害
に
も
見
舞
わ
れ
た
頃
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
直
温

が
こ
の
絵
に
何
を
願
っ
て
描
き
、
宝
積
院
に
奉
納
し
た
か

そ
の
心
中
が
察
せ
ら
れ
ま
す
。

宝
積
院

宝
積
院
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新
発
田
藩
七
代
藩
主
溝
口
直な

お
あ
つ温

の
描
い
た
も
の
で
す
。

平
成
五
年
に
有
形
文
化
財（
絵
画
）に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

二
幅
あ
り
、
一
つ
は
鶴
二
羽
と
梅
、
一
つ
は
鶴
一
羽
と

太
陽
と
老
松
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

新
発
田
藩
十
代
藩
主
溝
口
直な

お
あ
き諒

の
描
い
た
も
の
で
す
。
平

成
五
年
に
有
形
文
化
財
（
絵
画
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

裏
面
に
「
天
廟
御
筆
菅
公
」
と
書
か
れ
て
ま
す
が
、「
菅

公
」
と
は
菅
原
道み

ち
ざ
ね真

で
す
。

菅
原
道
真　

平
安
時
代
の
学
者
、
漢
詩
人
、
政
治
家
で
、

天
神
様
と
呼
ば
れ
、
学
問
の
神
、
文
筆
の
神
、
和
歌
の
神
、

書
道
の
神
等
々
と
し
て
崇
め
ら
れ
ま
し
た
。
現
代
に
お
い

て
は
特
に
合
格
祈
願
の
神
と
し
て
有
名
で
す
。

鶴鶴つ
る
つ
る

のの
図図ずず

天天て
ん
じ
ん

て
ん
じ
ん神神
のの
図図ずず

宝
積
院

宝
積
院

宝
積
院

宝
積
院
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新
発
田
藩
七
代
藩
主
溝
口
直
温
が
写
し
書
い
た
も
の
で

す
。
宝
積
院
は
真
言
宗
で
す
が
、
真
言
宗
で
は
五
つ
の

大
切
な
経
典
を
五
部
秘
経
と
呼
び
根
本
経
典
と
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
宝ほ

う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔
（
↓
P. 

15
参
照
）
に
納
め
宝
積
院

に
寄
進
し
た
も
の
で
す
。
昭
和
五
十
三
年
に
有
形
文
化
財

（
書
跡
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

五
部
秘
教　
『
大だ

い
に
ち
き
ょ
う

日
経
』
が
全
七
冊
、『
金こ

ん
ご
う
ち
ょ
う
き
ょ
う

剛
頂
経
』
が
全

三
冊
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
経
典
は
真
言
宗
に
お
い
て
は

特
に
大
事
に
さ
れ
て
い
る
経
典
で
す
。

　

そ
の
他
に
『
蘇そ

し
つ
じ
か
ら
き
ょ
う

悉
地
羯
羅
経
』
が
全
三
冊
、『
要よ

う
り
ゃ
く
ね
ん

略
念

誦じ
ゅ
き
ょ
う経

』
が
全
一
冊
、『
瑜ゆ

ぎ
き
ょ
う

祇
経
』
が
一
冊
あ
り
ま
す
。
加

え
て
、真
言
宗
の
本
尊
で
あ
る
大
日
如
来
（
↓
P. 

18
参
照
）

の
御
宝
号（
名
前
）が
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
一
冊
あ
り
、

こ
れ
を
含
め
て
計
一
六
冊
が
町
指
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

五五ご

ぶ

ご

ぶ部部
秘秘ひひ

経経き
ょ
う

き
ょ
う

宝
積
院

宝
積
院
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聖
籠
町
史　

町
で
は
平
成
七
年
よ
り
聖
籠
町
史
の
編
さ
ん

を
始
め
、
聖
籠
の
近
世
を
知
る
う
え
で
重
要
な
資
料
で
あ

る
文
書
を
安
達
家
よ
り
借
り
受
け
、
分
類
整
理
を
四
年
半

か
け
て
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を
基
に
し
て
、
町
や
人
々

の
歴
史
が
い
き
い
き
と
再
現
さ
れ
た
通
史
編
一
巻
・
資
料

編
四
巻
の
計
五
巻
の
町
史
を
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
町
史
刊
行
後
、
安
達
家
に
お
返
し
す
る
予
定
で
し
た

が
、「
聖
籠
町
の
文
化
を
後
世
に
伝
え
る
べ
く
、
資
料
を

保
管
・
活
用
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
の
こ
と
で
町
教
育
委

員
会
に
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

安
達
家
文
書
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
聖

籠
町
域
の
行
政
支
配
の
様
子
、
村
内
の
慣
習
、
個
人
の
家

の
様
子
ま
で
わ
か
る
一
級
資
料
で
す
。
聖
籠
町
域
の
み
な

ら
ず
、
新
発
田
藩
域
内
で
の
研
究
の
大
切
な
基
本
資
料
で

も
あ
り
ま
す
。

　

新
発
田
藩
新
発
田
組
の
桃
山
新
田
名
主
、
安
達
家
に
伝

わ
る
古
文
書
で
す
。
昭
和
三
十
六
年
、『
聖
籠
村
誌
』
の

編
さ
ん
に
あ
た
っ
た
大
木
直
枝
氏
に
よ
り
命
名
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
安
達
家
文
書
は
平
成
二
十
二
年
に
有
形
文
化
財

（
古
文
書
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

安
達
家
文
書　

江
戸
時
代
の
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う享

年
間
（
一
六
八
四
〜

一
六
八
八
年
）
か
ら
明
治
二
十
年
代
位
ま
で
の
史
料
で

す
。
数
量
は
約
六
千
点
と
膨
大
で
、
和
紙
に
墨
書
き
さ
れ

手
紙
状
や
冊
子
状
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
大
半
で
す
。
内

容
は
、「
検
地
・
地
籍
・
絵
図
・
行
政
・
年
貢
・
人
口
・
宗
教
・

法
令
・
訴
訟
・
移
住
・
金
融
・
土
木
・
日
記
」
な
ど
万
般

に
わ
た
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
名
主
文
書
の
典
型
的
な

も
の
で
す
。
安
達
家
文
書
は
中
で
も
「
土
地
・
租
税
・
村
・

戸
口
」
に
関
す
る
も
の
が
多
い
ほ
か
、「
書
状
」
や
「
学

芸
（
文
芸
）」
に
関
す
る
資
料
が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。

安安ああ

達達だ
ち
だ
ち

家家けけ

文文も
ん
じ
ょ

も
ん
じ
ょ書書

聖
籠
町　
　

聖
籠
町　
　

教
育
委
員
会

教
育
委
員
会
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御廻状留書帳（御用留書帳）
安永二～四年（1773～ 1775）
幕府より出された御触書を村で書
き留めた帳面。

桃山新田の神社へ
奉納された俳諧
年不詳

桃山新田村絵図
年不詳
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く
、
絵
馬
を
奉
納
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
御
神
体

は
、
次
第
浜
の
関
ノ
戸
八
郎
治
と
い
う
力
士
（
↓
P. 

92
参

照
）
が
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
上
野
寛
永
寺
の
一

品
法
親
王
（
輪
王
寺
宮
）
か
ら
下
賜
さ
れ
、
奉
納
し
た
も

の
で
す
。
同
じ
く
赤
地
錦
の
幕
と
桐
菊
の
紋
の
あ
る
御
旗

も
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
神
社
は
永
正
年
間
（
室
町
時
代
一
五
〇
四
〜

一
五
二
一
）に
越
後
国
の
内
乱
と
天
正
十
七
年（
一
五
八
九
）

本
間
高
貞
の
兵
火
に
よ
り
焼
け
、
古
来
よ
り
伝
わ
る
書
物
や

宝
物
は
消
失
し
、
い
に
し
え
の
様
子
を
伝
え
る
も
の
は
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
大
正
十
二
年
に
も
火
災
に
よ
り
焼
失

し
て
い
ま
す
。

ア
ベ
マ
キ　

日
枝
神
社
周
辺
の
林
に
は
、
ア
ベ
マ
キ
と
い

う
ク
ヌ
ギ
に
似
た
ド
ン
グ
リ
の
な
る
木
が
多
く
あ
り
ま
す
。

ア
ベ
マ
キ
林
は
各
地
に
あ
り
ま
す
が
、
山
王
の
森
の
も
の
は

県
内
で
最
も
規
模
が
大
き
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

学
術
的
に
非
常
に
貴
重
な
林
で
す
。
様
々
な
植
物
や
鳥
類
な

ど
が
生
息
し
自
然
状
態
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
新
潟

県
の
緑
地
環
境
保
全
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
枝
神
社
は
古
く
は
山
王
様
、
山
王
権
現
と
も
呼
ば
れ

た
由
緒
あ
る
御
社
で
す
。
神
社
社
殿
一
棟
、
神
社
境
内
地

お
よ
び
立
木
、
鳥
居
、
狛
犬
、
石
灯
籠
が
昭
和
五
十
三
年

に
記
念
物
（
史
跡
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

日
枝
神
社　

主
祭
神
は
大お

お
や
ま
く
い
の
み
こ
と

山
咋
命
と
い
う
山
の
神
で
、
山

王
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　

神
社
の
創
立
は
、
由
来
に
よ
る
と
遠
く
何
千
年
も
前
に

な
る
そ
う
で
す
。昔
は
近
隣
の
産う

ぶ
す
な
が
み

土
神（
土
地
を
守
る
神
）

と
し
て
崇
敬
さ
れ
、
大
変
賑
わ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

天て
ん
ぎ喜

四
年
（
一
〇
五
六
）、
将
軍
の
源
義
家
が
奥お

う
う羽

討

伐
の
途
中
で
こ
の
神
社
に
戦
勝
祈
願
し
、
後
に
奥
羽
を
平

定
（
前
九
年
・
後
三
年
の
役
）
で
き
た
こ
と
か
ら
、
神
の

加
護
に
感
謝
し
て
鳥と

り
い居

を
奉
納
し
た
そ
う
で
す
。
上
杉
謙

信
も
武
田
信
玄
と
戦
を
す
る
際
、
義
家
の
故
事
に
な
ら
い

同
じ
く
鳥
居
を
献
じ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
江
戸
時
代
新
発
田
城
主
の
溝
口
秀
勝
は
信
仰
も
厚

日日ひ

え

ひ

え枝枝
神神じ

ん
じ
ゃ

じ
ん
じ
ゃ社社
境境け

い

だ

い

ち

け

い

だ

い

ち

内
地
内
地

日
枝
神
社

日
枝
神
社
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全
国
の
神
社
一
覧
が
書
か
れ
、
こ
れ
ら
の
神
社
を
「
延
喜

式
内
社
（
式
内
社
）」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
中
に
「
市
川

神
社
」
の
名
前
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
位
守
山
に
あ
っ

た
「
市
川
神
社
」
を
指
す
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

市
川
神
社
の
祭
神
は
素す

さ
の
お
の
み
こ
と

盞
鳴
尊
（
最
も
尊
い
神
で
あ
る

三
貴
神
の
一
神
）、
誉ほ

む
だ
わ
け
の
み
こ
と

田
別
命
（
応
神
天
皇
の
御
名
）、

水み
ず
は
の
め
み
こ
と

波
女
命
（
水
の
神
）
で
す
。
神
社
は
亀
代
地
区
多
目
的

屋
内
運
動
場
の
前
に
移
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
位
守
山
は
公
園
と
し
て
保
存
整
備
さ
れ
て
い
ま

す
。
亀
塚
集
落
の
長
い
歴
史
を
物
語
り
、
ま
た
工
業
団
地

の
オ
ア
シ
ス
と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

大
き
な
会
社
や
工
場
の
立
ち
並
ぶ
位い

も
り守

町
の
一
角
に
、

池
に
囲
ま
れ
た
位
守
山
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
丘
が
あ
り

ま
す
。
か
つ
て
、
こ
の
位
守
山
の
上
に
は
市
川
神
社
が
あ

り
ま
し
た
が
、
昭
和
五
十
四
・
五
十
五
年
の
新
潟
東
港
開

発
計
画
に
伴
い
、
神
社
は
亀
塚
集
落
と
共
に
移
転
し
ま
し

た
。
こ
の
跡
地
は
昭
和
五
十
三
年
に
記
念
物
（
史
跡
）
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

位
守
山　

東
西
五
六
ｍ
、
南
北
四
三
ｍ
、
高
さ
は
一
一
ｍ

あ
る
そ
う
で
す
。
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
古
い
時
代
に
造
ら

れ
神
や
人
を
ま
つ
る
た
め
に
土
を
盛
っ
た
塚
で
あ
る
と
の
説

も
あ
り
ま
す
が
、
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
古
く
か
ら
亀
塚
集
落
を
守
る
神
社
が
ま
つ
ら
れ
て
き
た

場
所
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
ま
す
（
↓
P. 

62
参
照
）。

市
川
神
社　

今
か
ら
千
年
以
上
前
の
平
安
時
代
に
ま
と
め

ら
れ
た
『
延え

ん
ぎ
し
き

喜
式
』
に
、
当
時
「
官
社
」
と
さ
れ
て
い
た

旧旧き
ゅ
う

き
ゅ
う

市市い
ち
か
わ

い
ち
か
わ川川
神神じ

ん
じ
ゃ

じ
ん
じ
ゃ社社
境境け

い

だ

い

ち

け

い

だ

い

ち

内
地
内
地

聖
籠
町

聖
籠
町
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位守山

位守山史跡公園

移築された市川神社
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り
、
裂
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
幹
が
枯
れ
始
め

た
こ
と
か
ら
、
平
成
二
十
三
年
に
枯
れ
た
幹
の
伐
採
を
行

い
、
周
辺
を
整
備
し
ま
し
た
。

各
地
の
根
上
が
り
松　

根
上
が
り
松
と
呼
ば
れ
る
松
は
、

実
は
聖
籠
町
だ
け
で
な
く
各
地
に
あ
り
ま
す
。

　

静
岡
県
浜
松
市
に
は
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る

「
鴨か

も
え江

の
根
上
が
り
松
」
と
い
う
二
本
の
黒
松
が
あ
り
ま

す
。
樹
齢
二
百
年
と
推
定
さ
れ
、
根
の
部
分
は
二
ｍ
以
上

も
地
表
か
ら
浮
き
上
が
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

和
歌
山
県
吹
上
市
に
は
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て

い
る
「
岡
山
の
根
上
が
り
松
群
」
が
あ
り
ま
す
。
指
定
を
受

け
た
当
時
は
複
数
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
工
事
や
台
風
、
病

害
虫
な
ど
に
よ
り
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
二
本
だ
そ
う
で

す
。
こ
ち
ら
も
根
が
二
ｍ
近
く
も
浮
き
上
が
っ
て
い
る
黒
松

で
、
樹
齢
は
三
百
数
十
年
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
道
一
一
三
号
線
か
ら
次
第
浜
の
亀
代
こ
ど
も
園
に
向

か
う
と
、
右
手
に
大
き
な
風
格
の
あ
る
松
が
見
え
て
き
ま

す
。
こ
の
松
は
「
根
上
が
り
松
」
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
黒

松
で
、
昭
和
五
十
七
年
に
記
念
物
（
天
然
記
念
物
）
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

松　

樹じ
ゅ
れ
い齢

は
八
百
年
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
昔
、

新
発
田
藩
主
が
こ
の
大
松
の
見
事
さ
を
褒ほ

め
、
庭
師
を
遣つ

か

わ
し
手
入
れ
を
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

樹
高
約
一
三
ｍ
、
胸
高
周
囲
長
三
ｍ
以
上
も
あ
り
ま

す
。
根
は
名
前
の
と
お
り
地
上
に
ふ
ん
ば
る
よ
う
に
強
く

張
り
出
し
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
こ
の
貴
重
な
松
の
健
康
を
維
持
し
、
後
世
へ
と

伝
え
る
た
め
に
、
定
期
的
に
薬
剤
の
注
入
や
下
垂
し
て
い

る
枝
に
支
柱
を
し
補
修
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
一
年
冬
の
強
風
で
枝
の
支
え
が
外
れ
隣
接
す

る
道
路
を
覆
い
、
ま
た
付
け
根
の
腐
朽
部
に
負
荷
が
か
か

根根ね

あ

ね

あ上上
が
り
が
り
松松ま

つ
ま
つ

聖
籠
町

聖
籠
町
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根上がり松（内陸側より）

昭和 35 年の根上がり松（海側より）
左側の幹は平成 23 年に伐採。
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五
泉
市
付
近
）
か
ら
来
た
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
当
時
は
工
事
の
安
全
を
願

い
、
さ
ら
に
は
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
家
族
が
健
康

で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
豊
作
で
あ
る
よ
う
に
神
に
祈
り
願

い
村
祭
り
に
は
神
社
へ
奉
納
し
ま
し
た
。
昭
和
十
年
頃
ま

で
は
新
発
田
市
や
新
潟
市
北
区
の
松
ヶ
崎
周
辺
に
も
蓮
潟

神
楽
は
出
向
き
、
近
隣
に
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
後
継
者
難
や
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
途
絶
え
そ

う
に
な
り
ま
し
た
が
、
昭
和
五
十
年
、
聖
籠
村
（
当
時
）

の
青
年
有
志
た
ち
が
蓮
潟
集
落
の
老
人
た
ち
の
指
導
を
受

け
て
ま
た
蓮
潟
神
楽
が
復
活
し
ま
し
た
。
そ
し
て
今
は

蓮
潟
集
落
の
有
志
に
よ
る
蓮
潟
神
楽
保
存
会
へ
引
き
継
が

れ
、
集
落
の
祭
り
や
賽さ

い

の
神
、
こ
ど
も
園
や
町
民
会
館
の

行
事
な
ど
で
披
露
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
ま
で
神
楽
舞
い
は
日
本
各
地
に
あ
り
ま
し
た
が
、
後

継
者
が
い
な
く
な
り
そ
の
姿
を
消
し
て
い
く
中
で
、
蓮
潟
神

楽
は
後
世
へ
伝
え
て
ゆ
く
べ
き
大
切
な
民
俗
芸
能
で
す
。

　

神
楽
と
は
神
社
の
祭
礼
な
ど
の
時
に
笛
や
太
鼓
、
囃は

や
し子

で
舞
う
も
の
で
す
。「
か
ぐ
ら
」
と
い
う
言
葉
は
、
神
の
宿

る
と
こ
ろ
を
意
味
す
る
「
神か

み
く
ら座

」
が
か
わ
っ
た
も
の
だ
そ

う
で
す
。
こ
の
神
座
に
神
々
を
招
き
、
巫み

こ女
と
呼
ば
れ
る

女
性
が
神
の
意
思
を
伝
え
、
あ
る
い
は
神
に
人
々
の
願
い

を
伝
え
た
り
お
祓は

ら

い
を
し
ま
す
が
、
こ
の
歌
や
踊
り
が
神

楽
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

蓮
潟
に
伝
わ
る
神
楽
は
昭
和
五
十
三
年
に
無
形
民
俗
文

化
財
（
民
俗
芸
能
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

蓮
潟
神
楽
の
歴
史　

蓮
潟
神
楽
に
つ
い
て
は
古
い
記
録
が

な
く
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
地
に
伝
わ
っ
た
の
か
よ
く
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
今
か
ら
約

三
百
年
前
の
享
保
年
間
に
、
今
の
新
発
田
市
（
旧
紫
雲
寺

町
付
近
）
に
紫
雲
寺
潟
（
塩
津
潟
）
と
い
う
広
い
湖
が
あ

り
ま
し
た
が
、
そ
の
湖
の
干
拓
工
事
（
水
を
取
り
除
き
耕

地
に
す
る
事
）
を
行
う
た
め
に
中
蒲
原
郡
方
面
（
現
在
の

蓮蓮は
す
が
た

は
す
が
た潟潟
神神か

ぐ

ら

か

ぐ

ら楽楽

蓮
潟
神
楽

蓮
潟
神
楽

保
存
会　

保
存
会　
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天狗舞

社壇降ろし（神降ろし）

天狗舞
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時
頃
に
は
諏
訪
神
社
の
鳥
居
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。

亀
塚
浜　

現
在
の
亀
塚
の
前
身
で
あ
る
亀
塚
浜
は
、
新
潟

東
港
開
発
計
画
に
伴
い
昭
和
五
十
四
・
五
十
五
年
に
現
在

の
亀
塚
集
落
の
場
所
に
移
転
さ
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
初
期
の
頃
、
亀
塚
浜
に
は
市
川
神
社

（
↓
P. 

26
参
照
）
と
諏
訪
神
社
、
そ
し
て
今
は
あ
り
ま
せ

ん
が
神
明
社
と
い
う
三
社
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
中
で
も

神
明
社
は
霊れ

い
げ
ん験

あ
ら
た
か
で
、
沖
合
を
通
る
船
を
も
止
め

た
と
も
伝
え
ら
れ
集
落
の
崇
敬
の
的
で
し
た
。
と
こ
ろ
が

今
か
ら
約
三
百
年
前
に
火
災
が
あ
り
神
明
社
は
全
焼
し
た

そ
う
で
す
。
こ
の
た
め
健
康
で
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
豊

作
で
あ
る
よ
う
に
祈
る
行
事
と
し
て
練
馬
が
始
め
ら
れ
た

と
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
以
後
絶
え
る
こ
と
な
く
大
し
め
縄
奉

納
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

亀
塚
練
馬
は
集
落
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で

あ
り
、
多
く
の
人
た
ち
が
そ
の
準
備
に
か
か
わ
る
こ
と
か

ら
、
亀
塚
練
馬
は
地
域
の
世
代
間
の
交
流
や
親し

ん
ぼ
く睦

を
深
め
、

結
束
力
を
高
め
る
大
切
な
奉
納
行
事
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

亀
塚
練
馬
は
毎
年
一
月
下
旬
に
行
わ
れ
る
亀
塚
集
落
恒

例
の
一
大
行
事
で
す
。
練
馬
と
は
稲
藁わ

ら

で
作
る
大
し
め
縄な

わ

の
こ
と
で
す
。
平
成
七
年
、
無
形
民
俗
文
化
財
（
民
俗
芸

能
）
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

練
馬　

早
朝
よ
り
亀
塚
公
会
堂
に
集
ま
り
、
事
前
に
準
備

し
て
お
い
た
稲
藁
で
大
き
な
し
め
縄
を
作
り
ま
す
。
練
馬

の
長
さ
は
三
・
三
ｍ
、
重
さ
は
三
〇
〇
kg
も
あ
る
そ
う
で

す
。
こ
れ
を
集
落
内
の
一
九
才
の
年
男
が
肩
に
か
つ
ぎ
、

午
後
四
時
頃
か
ら
集
落
内
を
練
り
歩
き
ま
す
。

　

先
導
に
は
翌
年
の
担か

つ

ぎ
役
と
な
る
男
子
が
顔
に
墨
を
ぬ

り
、
太
鼓
を
た
た
い
て
音
頭
を
と
り
な
が
ら
、
沿
道
の
人

た
ち
に
ご
利
益
や
魔
よ
け
に
細
か
く
切
っ
た
藁
を
ふ
り
か

け
ま
す
。
練
馬
は
道
中
「
一
本
な
あ
れ
や
ー
」
の
か
け
声

と
共
に
天
に
向
け
て
放
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。
練
馬
は
奉
納

す
る
ま
で
は
決
し
て
地
に
落
と
し
て
は
な
ら
ず
、
も
し
落

と
し
た
ら
担
ぎ
手
に
は
罰
が
あ
る
そ
う
で
す
。
そ
し
て
五

亀亀か
め
づ
か

か
め
づ
か塚塚
練練ね

り

ば

ね

り

ば馬馬

亀
塚
集
落

亀
塚
集
落
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諏訪神社に奉納された練馬
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た
め
の
制
度
で
す
。
二
宮
家
住
宅
は
平
成
十
八
年
に
登
録

さ
れ
ま
し
た
。

二
宮
家
住
宅　

主
屋
や
作
業
場
、
大
門
、
味
噌
蔵
、
米
蔵
、

土
蔵
な
ど
一
五
件
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
明

治
初
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

敷
地
中
央
に
あ
る
大
き
な
主
屋
を
囲
ん
で
こ
れ
ら
の
建

物
が
配
置
さ
れ
、
弁
天
潟
の
水
面
上
に
張
り
出
し
て
建
て

ら
れ
た
「
涼す

ず
み
て
い亭

」
な
ど
も
あ
り
、
豪
農
の
屋
敷
構
え
を
現

在
に
よ
く
伝
え
て
い
ま
す
。

　　

な
お
、
通
常
二
宮
家
住
宅
の
一
般
公
開
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
毎
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
二
宮
家
で
育

て
た
バ
ラ
園
と
日
本
庭
園
を
公
開
し
て
い
ま
す
。
色
と
り

ど
り
の
バ
ラ
が
庭
園
で
咲
き
、
そ
の
時
期
に
な
る
と
大
勢

の
鑑
賞
者
で
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

新
新
バ
イ
パ
ス
の
蓮
野
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
を
下
り
、

新
発
田
方
面
に
向
か
う
と
道
沿
い
に
二
宮
家
の
大
き
な
門

と
塀
が
見
え
て
き
ま
す
。
家
の
裏
側
は
弁
天
潟
に
面
し
て

い
る
、
広
大
な
屋
敷
地
で
す
。

二
宮
家　

二
宮
家
は
金
子
新
田
（
現
在
の
新
発
田
市
）
よ

り
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
蓮
潟
興
野
（
現
在
の
蓮
野
）

に
移
り
住
み
ま
す
。
蓮
潟
興
野
の
名
主
を
務
め
、
後
に
庄

屋
格
（
大
庄
屋
に
相
当
）
に
任
ぜ
ら
れ
た
家
柄
で
、
幕
末

か
ら
明
治
に
か
け
て
全
国
で
も
有
数
の
大
地
主
と
な
り
ま

し
た
。
所
有
地
は
広
大
で
、
そ
の
範
囲
は
阿
賀
野
川
の
南

側
に
も
及
び
ま
し
た
。

登
録
有
形
文
化
財　

二
宮
家
住
宅
は
国
の
登
録
有
形
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
近
年
の
開
発
や
生
活

様
式
の
変
化
等
に
よ
り
、
消
滅
の
危
機
に
あ
る
様
々
な
近

代
等
の
文
化
財
建
造
物
を
後
世
に
幅
広
く
継
承
し
て
い
く

二二に
の
み
や

に
の
み
や宮宮
家家けけ

住住じ
ゅ
う
た
く

じ
ゅ
う
た
く宅宅

個
人
個
人
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土蔵

涼亭

バラ園
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名　
　

称

指
定
区
分

種　

別

員
数

指
定
年
月
日

所
在
地

所
有
者
・
管
理
者

一
般
公
開
・
奉
納
日

絆
己
楼

町
指
定
有
形
文
化
財

建
造
物

一
棟

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

個
人

×

大
野
家
表
門

町
指
定
有
形
文
化
財

建
造
物

一
棟

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

個
人

×

観
音
堂

町
指
定
有
形
文
化
財

建
造
物

一
棟

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

毎
月
十
九
・
二
〇
日
は
内
部
公
開

二
王
門

町
指
定
有
形
文
化
財

建
造
物

一
棟

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

○

二
王
尊

町
指
定
有
形
文
化
財

彫
刻

二
躯

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

○

十
一
面
観
世
音
菩
薩

町
指
定
有
形
文
化
財

彫
刻

一
躯

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

一
〇
年
ご
と
の
ご
開
帳
時

宝
篋
印
塔

町
指
定
有
形
文
化
財

工
芸
品

一
基

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

公
開
日
検
討
中

宝
剣

町
指
定
有
形
文
化
財

工
芸
品

一
口

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

観
世
音
縁
起

町
指
定
有
形
文
化
財

書
跡

一
巻

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

大
元
帥

町
指
定
有
形
文
化
財

絵
画

一
幅

平
成
五
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

大
日
如
来

町
指
定
有
形
文
化
財

絵
画

一
幅

平
成
五
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

青
不
動

町
指
定
有
形
文
化
財

絵
画

一
幅

平
成
五
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

鶴
の
図

町
指
定
有
形
文
化
財

絵
画

二
幅

平
成
五
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

天
神
の
図

町
指
定
有
形
文
化
財

絵
画

一
幅

平
成
五
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

五
部
秘
経

町
指
定
有
形
文
化
財

書
跡

一
六
冊

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
諏
訪
山

宝
積
院

安
達
家
文
書

町
指
定
有
形
文
化
財

古
文
書

一
括

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日

聖
籠
町
諏
訪
山

聖
籠
町
教
育
委
員
会

部
分
公
開

日
枝
神
社
境
内
地

町
指
定
記
念
物

史
跡

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
次
第
浜

日
枝
神
社

○

旧
市
川
神
社
境
内
地

町
指
定
記
念
物

史
跡

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
位
守
町

聖
籠
町

○

根
上
が
り
松

町
指
定
記
念
物

天
然
記
念
物

昭
和
五
十
七
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
次
第
浜

聖
籠
町

○

蓮
潟
神
楽

町
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

民
俗
芸
能

昭
和
五
十
三
年
十
一
月
三
日

聖
籠
町
蓮
潟

蓮
潟
神
楽
保
存
会

蓮
潟
集
落
祭
り
等

亀
塚
練
馬

町
指
定
無
形
民
俗
文
化
財

民
俗
芸
能

平
成
七
年
四
月
一
日

聖
籠
町
亀
塚

亀
塚
集
落

毎
年
一
月
下
旬

二
宮
家
住
宅

登
録
有
形
文
化
財

建
造
物

一
五
棟

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
九
日

聖
籠
町
蓮
野

個
人

バ
ラ
園
公
開
時
等

聖籠町の文化財一覧


