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今
回
か
ら
町
発
刊
の
「
阿
久
比
の
昔
話
」

の
中
に
登
場
す
る

伝
説
の
地

を
求
め

て
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
る
こ
と
に
し
た
。

　

第
二
十
三
話
「
金
の
鶏
」
に

朝
日
の

当
た
る
一
本
す
す
き
の
も
と
に
金
の
鶏
が

埋
め
て
あ
る

と
い
う
伝
説
が
残
っ
て
い

る
と
あ
る
。
場
所
は
板
山
の
安
楽
寺
の
裏

山
。
話
は
「
昔
、
こ
の
観
音
山
の
あ
ち
こ

ち
を
掘
っ
て
回
っ
た
人
が
あ
り
ま
し
た
。

で
も
、
ど
う
し
て
も
金
の
鶏
は
出
て
こ
ず
、

そ
の
か
わ
り
に
、
た
く
さ
ん
の
小
さ
な
五

輪
塔
が
掘
り
出
さ
れ
た
そ
う
で
す
」
と
続

く
。

　

友
人
と

金
の
鶏

を
探
し
に
出
掛
け

る
。
安
楽
寺
を
訪
ね
る
。
住
職
は
境
内
西

の
墓
地
の
方
向
を
指
し
て
「
観
音
山
は
あ

の
辺
り
で
す
。
伝
説
の
話
は
聞
い
た
こ
と

は
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
ま
た
調
べ

て
お
き
ま
す
ね
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

観
音
山
が
実
存
す
る
と
分
か
っ
た
の
で

第
一
関
門
を
ク
リ
ア
。
境
内
を
通
り
抜
け

山
に
上
る
。
観
音
山
一
帯
に
は
墓
地
が
並

ぶ
。
朝
日
の
当
た
り
そ
う
な
場
所
で

一

本
す
す
き

を
探
す
。

　

立
冬
を
過
ぎ
た
せ
い
か
、
草
木
の
葉
の

色
は
茶
色
く
な
り
か
け
て
い
る
。
丘
陵
地

の
土
手
で
ス
ス
キ
を
発
見
。「
ま
さ
か
こ
の

下
に
金
の
鶏
が
眠
っ
て
い
る
の
で
は
」
と

考
え
る
と
気
持
ち
は
高
ぶ
る
。
だ
が
残
念

な
こ
と
に
そ
の
ス
ス
キ
は

一
本
す
す
き

で
は
な
い
。
周
り
を
み
る
と
い
た
る
と
こ

ろ
に
ス
ス
キ
が
生
え
て
い
る
。
し
か
し
話

の
中
に
出
て
く
る
「
す
す
き
」
が
こ
の
場

所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
の

で
第
二
関
門
を
ク
リ
ア
。

　

「
観
音
山
」
、「
す
す
き
」
ま
で
た
ど
り
つ

け
た
が
こ
の
先
に
は
進
め
な
い
。
何
も
手

掛
か
り
が
な
い
。
ま
さ
か
墓
地
が
並
ぶ
場

所
を
私
た
ち
が
勝
手
に
掘
る
こ
と
は
出
来

な
い
。

　

お
ば
あ
さ
ん
が
墓
に
切
り
花
を
供
え
て

い
る
。「
金
の
鶏
」
伝
説
を
知
ら
な
い
か
と

尋
ね
て
み
た
が
、
首
を
か
し
げ
る
だ
け
で

ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
私
た
ち
の
前
を
立
ち

去
っ
て
し
ま
う
。

　

あ
ま
り
欲
の
な
い
二
人
な
の
で
今
回
は

こ
こ
ま
で
に
し
て
お
こ
う
と
い
う
結
論
に

至
り
ぶ
ら
り
旅
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
。

帰
路
の
途
中
で
、
友
人
が
急
に
「
あ
の
お

ば
あ
さ
ん
き
っ
と
何
か
知
っ
て
ま
す
よ
。

ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
だ
け
で
何
も
話
し
て

く
れ
な
か
っ
た
の
が
怪
し
い
で
す
よ
。
沈

黙
は

金

で
す
よ
」
と
お
か
し
な
こ
と

を
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
。

観音山から の眺め。 下方は安楽寺

阿
久
比
川 

福山川 

卍 
安楽寺 

卍 
興昌寺 

G 県神社 

観音山 

福住 

阿久比板山 

板山公民館 

坂
部
駅 

ふれあいの森 

英保育園 

英比小 

名
鉄
河
和
線 

観音山に生えるススキ
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宮
津
地
区
の
秋
葉
山
（
現
在
の
秋
葉
神

社
付
近
）
に
 

柳 
り
ゅ
う

審 
し
ん

城 

と
呼
ば
れ
る
城

じ
ょ
う

が
あ
っ
た
伝
承
が
残
る
。

　

元
寇
の
役
で
殊
勲
を
立
て
た
新
海 
淳 
英 

あ
つ 
ひ
で

が
築
城
し
た
柳
審
城
は
、
天
文
十
二
（
一

五
四
三
）
年
七
月
、
水
野
軍
に
取
り
巻
か

れ
四
面
楚
歌
の
状
態
。

　

時
の
城
主
新
海 
淳 
尚 
は
家
臣
ら
を
前
に

あ
つ 
ひ
さ

し
て

　

「
『
そ
な
た
た
ち
の
忠
節
、
わ
し
は
忘
却

せ
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
し
の
身
は
ど

う
な
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
な
た
た
ち
だ
け

は
生
き
延
び
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ご

先
祖
様
に
は
申
し
訳
な
き
こ
と
な
が
ら
、

城
よ
り
も
ま
ず
人
じ
ゃ
。
ひ
と
ま
ず
恥
を

忍
ん
で
、
野
に
再
起
の
日
を
待
と
う
で
は

な
い
か
』

　

声
涙
共
に
下
る
主
君
の
決
意
に
、
城
中

の
将
兵
は
み
な
泣
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
永
い
伝
統
を
持
つ
柳
審
城

は
火
炎
に
包
ま
れ
、
そ
の
跡
は
、
む
な
し

く
夏
草
が
生
い
茂
る
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

（
阿
久
比
の
昔
話 
第
二
十
話
『
柳
審
城
の

落
城
』
か
ら
）
」
。

　

柳
審
城
跡
へ
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

宮
津
熱
田
社
の
前
を
通
り
、
光
西
寺
の
方

へ
と
歩
き
、
東
に
向
か
う
。
少
し
行
く
と

秋
葉
神
社
の
入
口
に
着
く
。

　

目
的
地
を
目
指
し
、
長
く
て
急
な
石
段

を
上
る
。
運
動
不
足
の
私
た
ち
に
は
結
構

き
つ
い
石
段
だ
。
息
が
切
れ
る
。

　

頂
上
で
は
モ
ミ
ジ
が
紅
葉
し
て
美
し
い
。

薄
暗
い
森
の
中
に
社
が
ひ
っ
そ
り
と
建
ち
、

北
側
は
公
園
と
な
っ
て
い
る
。
城
跡
と

い
っ
て
も
城
が
建
っ
て
い
た
形
跡
は
全
く

な
い
。
た
だ
、
西
側
を
望
む
と
町
が
一
望

で
き
、
山
城
を
築
く
場
所
と
し
て
は
最
適

だ
。

　

公
園
で
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
の
練
習
を

す
る
男
性
に
、
城
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
「
城

が
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
聞
い

た
こ
と
が
あ
る
よ
。
昔
か
ら
こ
の
辺
り
は

私
た
ち
の
遊
び
場
だ
っ
た
か
ら
ね
。
お
城

な
ん
て
意
識
し
た
こ
と
な
い
な
あ
」
と
答

え
て
く
れ
た
。

　

柳
審
城
に
つ
い
て
町
誌
な
ど
の
解
説
か

ら
は
、
残
さ
れ
て
い
る
文
献
が
少
な
く
、

詳
し
い
こ
と
は
よ
く
分
か
ら
な
い
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。

　

「
昔
話
で
は
柳
審
城
は
落
城
し
て
し
ま

い
ま
す
よ
ね
。
一
国
一
城
の
主
は
、
い
ろ

い
ろ
な
も
の
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
大
変
で
す
ね
」
と
友
人
が
話
し
掛
け

て
き
た
の
で
、
人
生
の
先
輩
と
し
て
私
は

「
大
変
だ
け
ど
楽
し
い
こ
と
も
あ
る
。
君

も
い
っ
こ
く
者
を
や
め
て
、
早
く
一
国
一

城
を
築
い
た
方
が
い
い
ぞ
」
と
助
言
を
し

た
。

秋葉山から 一望でき る景色

秋葉神社 

蟹田橋 

東部小 

英
比
川 

阿
久
比
川 

蟹田川 

秋葉神社 

卍 
光西寺 

卍 
谷性寺 

熱田社熱田社 

55

柳審城跡 

熱田社 

柳審城があっ たと さ れる秋葉神社付近
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「 
英 
比 
麿 
が
初
め
て
荘
内
を
巡
視
し
た

え 

び 

ま
ろ

と
き
、
入
江
に
大
河
が
注
ぐ
河
口
付
近
は
、

広
い
沢
地
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に

は
、
丈
の
高
い 
片 
葉 
の 
葦 
が
一
面
に
生
い

か
た 

は 

あ
し

繁
り
、
か
れ
の
来
訪
を
歓
迎
す
る
か
の
よ

う
に
、
数
百
羽
の 
白 
鷺 
が
群
れ
遊
ん
で
お

し
ら 
さ
ぎ

り
ま
し
た
。
か
れ
は
、
そ
の
美
し
い
景
色

に
見
と
れ
て
、
長
い
間
た
た
ず
ん
で
い
ま

し
た
。
こ
の
地
を
『
白
沢
』
と
な
ず
け
よ

う
、
こ
こ
を
開
拓
し
た
ら
、
き
っ
と
す
ば

ら
し
い
美
田
と
な
る
に
違
い
な
い
と
考
え

ま
し
た
。
（
阿
久
比
の
昔
話
）
『
英
比
麿
物

語
』
か
ら
」
。

　

阿
久
比
の
郷
を
開
い
た
と
い
わ
れ
る
英

比
麿
。
そ
の
英
比
麿
が
訪
れ
た
と
さ
れ
る

伝
説
の
地
を
ぶ
ら
り
旅
に
出
掛
け
た
。

　

英
比
麿
の
住
居
地
跡
だ
っ
た
と
さ
れ
る

場
所
、
北
原
天
満
宮
に
立
ち
寄
り
、
西
の

方
へ
と
進
む
。
阿
久
比
川
を
挟
み
、
田
ん

ぼ
が
広
が
る
。

　

友
人
が
田
ん
ぼ
を
見
て
「
美
し
い
田
園

が
広
が
っ
て
い
ま
す
ね
。
英
比
麿
さ
ん
の

お
か
げ
で
す
ね
。
あ
と
白
鷺
が
出
迎
え
て

く
れ
れ
ば
最
高
で
す
よ
ね
。
田
ん
ぼ
に
水

が
た
ま
っ
て
い
る
の
は
、
沢
地
の
名
残
り

で
す
か
ね
え
」
と
し
み
じ
み
と
話
す
の
で
、

私
は
「
き
の
う
、
雨
降
っ
た
よ
な
」
と
軽

い
ツ
ッ
コ
ミ
を
入
れ
て
話
を
流
す
。

　

物
語
に
登
場
す
る

片
葉
の
葦

を
探

す
。
書
物
な
ど
で
調
べ
る
と
、
葦
は
「
沼

や
川
岸
に
は
え
る
多
年
草
」
。
片
葉
の
葦
は

「
茎
の
一
方
に
だ
け
葉
が
あ
る
と
い
う
葦

の
不
思
議
を
伝
え
、
そ
の
由
来
を
説
く
伝

説
が
各
地
で
、
七
不
思
議
の
一
つ
と
数
え

ら
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。

　

散
歩
を
す
る
人
た
ち
に
声
を
掛
け
る
が

誰
も
知
ら
な
い
と
言
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
調
べ
た
写
真
が
手
掛
か
り
。
半
ば
あ

き
ら
め
か
け
、
北
原
保
育
園
の
西
を
流
れ

る
阿
久
比
川
の
堤
を
の
ぞ
く
。
そ
の
瞬
間

「
あ
れ
だ
」
と
二
人
で
大
き
な
声
を
上
げ

る
。
写
真
と
見
比
べ
「
間
違
い
な
い
で
す

よ
」
。
「
き
っ
と
そ
う
だ
。
よ
ね
？
・
・
・
」
。

　

一
面
に
生
い
繁
る
と
ま
で
い
か
な
い
が
、

川
の
堤
の
一
角
に
群
生
し
て
い
る
。
確
か

に
片
葉
だ
。
伝
説
の
地
に
生
え
る
と
い
わ

れ
る
片
葉
の
葦
が
残
る
の
は
、
や
は
り
何

か
の
因
縁
だ
ろ
う
か
。
英
比
麿
が
訪
れ
る

前
に
、
何
か
こ
の
地
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
と
、
勝
手
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て

し
ま
う
。

　

友
人
が
「
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
が
確
か
『
人
間

は
考
え
る
葦
』
と
言
っ
て
ま
し
た
よ
ね
。

そ
れ
っ
て
ど
う
ゆ
う
意
味
で
す
か
ね
」
と

尋
ね
て
く
る
の
で
、「
意
味
は
知
ら
な
い
け

ど
、
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
じ
ゃ
な
く
て
パ
ス
カ
ル

だ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
け
ど
な
・
・
・
」

と
二
人
で
首
を
か
し
げ
な
が
ら
帰
り
道
を

急
い
だ
。

　

次
号
も
英
比
麿
伝
説
を
探
し
に
出
掛
け

ま
す
。

Ｎ  

阿
久

比
川 

北原 
天満宮 

北
原
保
育
園 

名
鉄
河
和
線 

55

白
沢
駅 

白沢地区の田園

片面にし か葉が付かない“ 片葉の葦”
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「
さ
て
、
こ
の
荘
の
開
祖
と
仰
が
れ
た
英

比
麿
は
、
天
寿
を
全
う
し
て
、
永
い
眠
り

に
つ
き
ま
し
た
。
里
の
人
々
は
、
慈
父
を

失
っ
た
よ
う
に
長
い
間
悲
し
み
に
く
れ
て

お
り
ま
し
た
が
、
英
比
麿
夫
婦
の
木
像
を

造
っ
て
、
最
近
ま
で
、
各
家
へ
一
日
ず
つ

お
迎
え
し
、
立
臼
の
上
に
新
し
い
こ
も
を

敷
い
て
そ
の
上
に
安
置
し
、
親
族
縁
者
を

招
い
て
お
参
り
を
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
英
比
麿
は
い
つ
ま
で
も
生
き
て
お
ら

れ
て
領
内
を
巡
視
し
て
く
だ
さ
る
の
だ
と

い
う
思
い
で
、
そ
の
徳
を
た
た
え
て
き
た

も
の
で
、
こ
の
地
で
は
『
回
り 
地 
頭 
』
と

じ 

と
う

か
『
回
り
地
蔵
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
英

比
麿
の
墓
と
回
り
地
頭
の
木
像
は
、
坂
部

の
洞
雲
院
に
祀
ら
れ
て
お
り
ま
す
。（
阿
久

比
の
昔
話
）
『
英
比
麿
物
語
』
か
ら
」
。

　

洞
雲
院
を
訪
れ
た
。
回
り
地
頭
を
見
せ

て
い
た
だ
け
な
い
か
と
住
職
に
依
頼
す
る
。

快
諾
し
て
も
ら
え
、
本
堂
の
奥
へ
案
内
し

て
も
ら
う
。
回
り
地
頭
は
立
派
な
厨
子
の

中
に
夫
婦
で
安
置
さ
れ
て
い
る
。

　

住
職
は
「
回
り
地
頭
信
仰
は
江
戸
時
代

に
は
、
半
田
の
乙
川
や
亀
崎
地
区
な
ど
を

含
め
た
英
比
十
六
カ
村
で
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
明
治
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
寺
に

ま
つ
ら
れ
、
母
屋
を
新
築
し
た
家
主
が
寺

か
ら
借
り
て
い
き
、
一
週
間
ぐ
ら
い
客
間

に
ま
つ
っ
て
家
の
繁
栄
を
祈
り
ま
し
た
。

英
比
麿
の
祖
父
菅
原
道
真
公
の
天
神
伝
説

に
ち
な
み
、
雷
よ
け
の
信
仰
と
し
て
も
ま

つ
ら
れ
て
い
ま
し
た
よ
」
と
話
し
て
く
れ

た
。

　

「
寺
に
伝
わ
る
英
比
麿
伝
説
が
あ
り
ま

す
か
」
と
住
職
に
尋
ね
る
と
、「
『
尾
張
志
』

の
記
述
に
も
あ
り
ま
す
が
、
英
比
麿
が
五

歳
の
と
き
、
都
か
ら
来
た
勅
使
を
出
迎
え
、

腰
を
か
が
め
て
会
釈
を
し
た
ら
勅
使
が
口

ず
さ
み
に
『
を
さ
な
心
に
か
が
み
こ
そ
す

れ
』
と
言
い
掛
け
ら
れ
、
英
比
麿
は
と
り

あ
え
ず
『 
英 
比 
の
子
は
生
ま
る
る
よ
り
も

え 

び

親
に
似
て
』
と
付
け
加
え
た
そ
う
で
す
。

海
老
の
子
が
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
腰
が
曲

が
っ
て
い
る
よ
う
に
、
腰
を
か
が
め
て
会

釈
す
る
こ
と
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
親

に
し
つ
け
ら
れ
た
当
然
の
こ
と
だ
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

英
比

と

海
老

の
言
葉
が
掛
け
て
あ
る
ん
で
す

よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

　

「
今
年
も
良
い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」

と
本
堂
に
手
を
合
わ
せ
る
。
境
内
を
出
て

か
ら
私
が
「
聖
徳
太
子
は
幼
い
こ
ろ
か
ら

す
ご
い
人
物
だ
っ
た
ら
し
い
が
、
英
比
麿

も
す
ご
い
ね
ぇ
。
僕
な
ん
か
五
歳
の
と
き

は
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
に
夢
中
だ
っ
た
か
な

あ
」
と
友
人
に
話
し
掛
け
る
。
友
人
は

「
僕
は
太
陽
戦
隊
サ
ン
バ
ル
カ
ン
に
夢
中

で
し
た
」
と
変
身
ポ
ー
ズ
を
私
に
自
慢
げ

に
見
せ
て
く
れ
た
。

Ｎ  

阿
久
比
川 

八幡神社 

名
鉄
河
和
線 

坂
部
駅 

55

卍 
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「
大
師
を
見
つ
け
た
一
人
の
村
人
が
、

『
ど
う
か
お
助
け
く
だ
さ
い
』
と
す
が
り

つ
い
て
き
ま
し
た
。
そ
っ
と
う
な
ず
い
た

大
師
は
、
そ
ば
に
あ
っ
た
井
戸
を
の
ぞ
い

て
み
る
と
、
や
は
り
一
滴
の
水
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

大
師
は
、
道
に
落
ち
て
い
た
一
個
の
石

を
拾
い
、
泥
を
落
と
し
て
『
南
無
妙
法
蓮

華
経
』
と
書
い
て
井
戸
の
中
に
投
げ
入
れ
、

一
心
不
乱
に
お
経
を
唱
え
始
め
ま
し
た
。

村
人
た
ち
も
、
手
を
合
わ
せ
て
、
一
生
懸

命
お
祈
り
を
し
ま
し
た
・
・
・
・
・
・
。

　

す
る
と
、
不
思
議
に
も
、
井
戸
の
底
か

ら
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
清
水
が
湧
き
出
し
、

や
が
て
は
井
戸
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
し
か

も
水
面
に
は
、
緑
の
松
の
影
が
映
っ
て
い

る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
（
阿
久
比
の
昔

話
）
『
唐
松
の
井
戸
』
か
ら
」
。

　

平
安
時
代
、
淳
和
天
皇
は 
鳳 
凰 
と
い
う

ほ
う 
お
う

吉
鳥
が
何
羽
も
群
れ
を
な
し
て
尾
張
の
国

へ
舞
い
降
り
た
と
い
う
夢
を
見
る
。
天
皇

は
比
叡
山
の
慈
覚
大
師
円
仁
に
「
尾
張
の

国
へ
行
き
、
鳳
凰
を
見
て
く
る
よ
う
に
」

と
命
じ
る
。
大
師
は
途
中
、
知
多
郡
英
比

の
角
岡
村
（
現
在
の
椋
岡
）
で
日
照
り
が

続
き
、
田
畑
の
作
物
は
枯
れ
、
飲
み
水
さ

え
も
な
く
困
っ
て
い
る
村
人
に
出
会
う
。

水
の
無
い
井
戸
に
祈
と
う
を
行
う
。
不
思

議
な
こ
と
に
井
戸
か
ら
水
が
湧
き
出
し
、

村
人
を
飢
渇
か
ら
救
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

　

唐
松
の
井
戸

を
訪
れ
た
。
井
戸
は
町

道
す
ぐ
脇
の
田
ん
ぼ
の
隅
に
位
置
し
、
周

り
に
は
大
き
な
石
が
積
ま
れ
、
四
方
が
木

の
柵
で
囲
ま
れ
て
い
る
。
井
戸
の
中
を
の

ぞ
く
。
か
な
り
上
の
方
ま
で
緑
色
に
濁
っ

た
水
が
た
ま
っ
て
い
る
。

　

ス
ー
パ
ー
へ
歩
い
て
買
い
物
に
出
掛
け

る
途
中
だ
と
い
う
女
性
に
出
会
う
。
井
戸

の
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
る
。「
今
は
飲

め
ま
せ
ん
が
、
昔
は
飲
む
と
長
生
き
で
き

る
と
言
わ
れ
、
正
月
に
な
る
と
三
河
の
遠

方
か
ら
で
も
水
を
く
み
に
来
る
人
が
た
く

さ
ん
い
ま
し
た
よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。

「
ぶ
ら
り
旅
毎
回
読
ん
で
ま
す
よ
。
頑

張
っ
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
激
励
を
受
け
る
。

　

「
い
つ
も
元
旦
に
は
井
中
に
松
影
見
ゆ

る
と
な
ん
。
さ
れ
ど
も
近
き
あ
た
り
に
松

の
木
な
し
」
。
『
尾
張
名
所
図
会
巻
六
』
で

唐
松
の
井
戸
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

地
区
の
人
が
井
戸
の
横
に
松
の
木
を
植
え

て
も
枯
れ
て
し
ま
う
ら
し
い
。
松
影
は
井

戸
の
中
の
水
に
特
別
な
時
に
し
か
映
ら
な

い
よ
う
だ
。
不
思
議
な
力
を
持
つ
場
所
な

の
で
あ
ろ
う
。

　

水
面
に
小
さ
な
輪
が
何
十
に
も
広
が
り
、

底
か
ら
泡
が
「
ポ
コ
ポ
コ
」
と
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
。
友
人
が
「
井
の
中
の 
蛙 
と

か
わ
ず

い
う
く
ら
い
で
す
か
ら
、
多
分
カ
エ
ル
の

お
な
ら
で
す
よ
」
と
話
し
掛
け
て
く
る
。

「
そ
の
例
え
、
今
の
状
況
で
使
う
言
葉

じ
ゃ
な
い
し
、
カ
エ
ル
は
こ
の
時
季
、
田

ん
ぼ
の
土
の
中
で
冬
眠
し
て
な
い
か
」
と

私
が
答
え
る
。「
そ
れ
じ
ゃ
今
の
現
象
は
何

だ
。
も
し
か
し
て
松
影
が
映
し
出
さ
れ
る

前
ぶ
れ
か
」
。
再
び
井
戸
を
の
ぞ
き
込
み
、

し
ば
ら
く
眺
め
る
。
緑
色
に
濁
っ
た
水
が

見
え
る
だ
け
で
ほ
か
に
何
も
現
れ
な
か
っ

た
。
（
く
だ
ら
な
い
話
を
し
て
い
る
間
に
、

松
影
が
見
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
て
も
心
残
り
だ
。
）

Ｎ  名
鉄
河
和
線 

55
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「
『
わ
し
も
の
う
、
耳
が
遠
な
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
け
ど
、 

天 
白 
地 
蔵 
さ
ん
に
お
参

て
ん 
ぱ
く 

じ 

ぞ
う

り
さ
し
て
も
ら
っ
た
ら
、
よ
う
聞
こ
え
る

よ
う
に
な
っ
た
。
お
ま
は
ん
も
、 

柄 ひ

杓 
の

し
ゃ
く

底
に
穴
を
あ
け
た
の
を
持
っ
て
、
安
楽
寺

へ
行
っ
て
お
参
り
し
た
が
え
え
が
の
』
。

　

お
ば
あ
さ
ん
は
大
喜
び
で
、
早
速
新
し

い
柄
杓
に
穴
を
あ
け
た
の
を
一
本
と
、
大

き
な 
巾 

き
ん

着 
に
お
供
え
の
米
を
詰
め
て
、
安

ち
ゃ
く

楽
寺
へ
行
き
ま
し
た
。

　

和
尚
さ
ん
が
地
蔵
堂
の
扉
を
開
け
て
、

お
祈
り
を
し
、『
さ
あ
、
そ
の
柄
杓
で
よ
う

く
耳
を
な
で
て
、
お
地
蔵
様
の
前
に
置
き

な
さ
れ
。
き
っ
と
お
地
蔵
様
が
か
な
え
て

く
だ
さ
る
か
ら
な
。
一
週
間
、
毎
日
お
参

り
に
来
な
さ
る
が
い
い
』
。

　

お
ば
あ
さ
ん
は
、
毎
日
新
し
い
柄
杓
を

持
っ
て
、
七
日
間
お
参
り
し
ま
し
た
。
七

日
目
に
耳
を
な
で
る
と
、
柄
杓
の
穴
か
ら

ス
ー
ッ
と
風
が
入
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が

し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
は
、
昔
の

よ
う
に
耳
が
よ
く
聞
こ
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
『
阿
久
比
の
昔
話　

天
白
地
蔵
』

か
ら
」
。

　

天
白
地
蔵
が
ま
つ
ら
れ
る
安
楽
寺
（
板

山
）
を
訪
れ
た
。
地
蔵
は
そ
の
昔
、
福
山

川
上
流
に
あ
っ
た
地
蔵
池
の
堤
に
立
っ
て

い
た
。
大
雨
が
降
る
と
池
の
水
が
あ
ふ
れ

て
福
山
川
へ
流
れ
込
み
川
の
堤
防
が
切
れ

た
。
地
蔵
は
堤
防
が
切
れ
る
た
び
に

天

白

の
地
へ
た
ど
り
着
く
。
村
人
た
ち
は

天
白
の
川
の
堤
に
小
さ
な
お
堂
を
作
り
、

地
蔵
を
ま
つ
る
。
そ
の
後
は
福
山
川
の
堤

防
も
切
れ
な
く
な
る
。
村
人
は
「
天
白
地

蔵
」
と
呼
び
、
耳
の
不
自
由
な
人
が
、
穴

の
開
い
た
柄
杓
を
供
え
て
祈
る
と
耳
が
聞

こ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
伝
え

ら
れ
る
。

　

天
白
地
蔵
は
明
治
六
年
か
ら
安
楽
寺
で

ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
境
内
西
に
あ
る
地
蔵

堂
奥
の
厨
子
に
納
め
ら
れ
、
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
。「
一
度
だ
け
見
ま
し
た
が
、

顔
の
形
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
見
た
目

は
木
の
か
た
ま
り
で
、
言
わ
れ
な
け
れ
ば

お
地
蔵
さ
ん
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
穴
の

開
い
た
柄
杓
を
供
え
た
の
は
、
す
く
っ
た

水
が
通
り
抜
け
て
い
く
の
と
、
耳
が
よ
く

通
る
と
い
う
意
味
が
掛
け
て
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
今
は
柄
杓
を
供
え
て
お
参
り
す
る

人
は
い
ま
せ
ん
が
、
話
を
聞
い
て
遠
方
か

ら
手
を
合
わ
せ
に
来
る
人
が
い
ま
す
よ
」
。

案
内
し
て
く
れ
た
お
庫
裏
さ
ん
が
教
え
て

く
れ
た
。

　

寺
へ
参
拝
に
来
て
い
た
夫
婦
に
声
を
掛

け
る
。
天
白
地
蔵
の
存
在
を
知
ら
な
い
二

人
に
私
た
ち
が
い
わ
れ
を
話
す
。「
毎
月
お

参
り
に
来
ま
す
が
、
お
地
蔵
さ
ん
に
そ
ん

な
不
思
議
な
力
が
あ
る
と
は
知
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
少
し
耳
が
遠
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
知
り
合
い
が
い
る
か
ら
今
度
教
え
て
あ

げ
よ
う
か
な
あ
」
と
奥
さ
ん
が
言
葉
を
残

し
て
そ
の
場
を
離
れ
て
行
っ
た
。

　

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
耳
が
聞
こ
え
る
よ
う

に
な
る
と
い
い
で
す
ね
」
と
友
人
が
話
し

掛
け
て
く
る
。
「
そ
う
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
、

君
は
お
地
蔵
さ
ん
に
向
か
い
二
回
手
を

打
っ
て
、
お
参
り
し
て
い
な
か
っ
た
か
。

神
社
と
寺
で
は
参
拝
の
仕
方
が
違
う
ぞ
」

と
私
が
言
う
。
「
は
ず
か
し
い
で
す
よ
ね
。

穴
の
開
い
た
柄
杓
が
あ
っ
た
ら
入
り
た
い

く
ら
い
で
す
」
。
「
そ
れ
は
無
理
。
無
理
」
。

Ｎ  

46

板山公民館 

興昌寺 

卍 

天白地蔵が安置さ れる地蔵堂 

ふれあいの森ふれあいの森 ふれあいの森

福山川福山川 福山川 卍 
安楽寺 正面奥の厨子に“ 天白地蔵”が安置さ れている
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「
『
・
・
・ 
木 
下 
藤 
吉 
郎
や

き
の 
し
た 
と
う 
き
ち 
ろ
う

 
兄 
者

あ
に

た
ち
、

じ
ゃ

水
野
ど
の
や
久
松
ど
の
ま
で
取
り
な
し
て

く
だ
さ
れ
た
の
だ
が
、
き
つ
い
お
怒
り
は

解
け
そ
う
も
な
い
・
・
・
』
。

『
・
・
・
お
力
落
と
し
は
な
さ
れ
ま
す

る
な
。
い
つ
か
は
、
き
っ
と
お
許
し
が
出

ま
し
ょ
う
ほ
ど
に
・
・
・
』
。

『
こ
こ
で
し
ば
ら
く
縁
者
の 
前 
田 
与 

ま
え 

だ 

よ

 
十 

じ
ゅ
う 

郎 
ど
の
の
も
と
に
置
い
て
も
ら
っ
て
、

ろ
う

そ
な
た
た
ち
に
も
い
か
い
世
話
に
な
っ
た

が
、
近
く
美
濃
攻
め
に
か
か
ら
れ
る
に
違

い
な
い
か
ら
、 

荒 
子
で
次
の
機
を
伺
い
た

あ
ら

い
。
そ
れ
で
、 

多 
左 
衛 
門 
ど
の
に
頼
み
が

た 

ざ 

え 

も
ん

あ
る
。
こ
れ
な
る
刀
一
振
り
と
旗
一
流
は
、

わ
し
が
こ
た
び
の
戦
に
用
い
た
品
、
戦
勝

御
礼
と
心
願
成
就
を
祈
る
た
め
、
ご
神
前

に
奉
納
し
た
い
と
思
う
の
だ
が
・
・
・
』
。

『
は
い
、
確
か
に
私
が
お
預
か
り
い
た

し
、
末
永
く
ご
神
宝
と
し
て
お
守
り
い
た

し
ま
し
ょ
う
』
。

多
左
衛
門
は
、
街
道
を
次
第
に
小

さ
く
遠
ざ
か
っ
て
行
く
馬
上
の
影
を
目
で

追
い
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
も
立
ち
す
く
ん

で
お
り
ま
し
た
。『
阿
久
比
の
昔
話　

鎮
守

の
神
宝
』
か
ら
」
。

戦
国
時
代
の
武
将
で
加
賀
百
万
石
の
礎

を
築
い
た
前
田
利
家
が

刀
一
本
と
旗
一

片

を
寄
進
し
た
と
言
わ
れ
る
話
が
残
る

草
木
地
区
の
八
幡
神
社
を
訪
ね
た
。

前
田
利
家
は
尾
張
国
荒
子
（
現
在
の
名

古
屋
市
中
川
区
）
の
出
身
。
永
禄
二
（
一

五
五
九
）
年
、
主
君
織
田
信
長
が
か
わ
い

が
る
家
臣 
十 

じ
ゅ
う 

阿 
弥 
を
斬
殺
し
て
し
ま
い
、

あ 

み

信
長
か
ら
出
仕
停
止
処
分
を
受
け
浪
人
暮

ら
し
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
永
禄
三
（
一

五
六
〇
）
年
、
桶
狭
間
の
合
戦
で
信
頼
を

取
り
戻
そ
う
と
東
奔
西
走
す
る
が
信
長
に

は
許
し
て
も
ら
え
な
い
。

こ
の
年
の
秋
、
気
が
晴
れ
な
い
ま
ま
利

家
は
草
木
村
の
鎮
守
八
幡
神
社
に
さ
し
か

か
り
、
豪
農
多
左
衛
門
に
出
会
う
。
草
木

村
に
前
田
利
家
の
縁
者
、
前
田
与
十
郎
が

い
た
（
正
盛
院
過
去
帳
に
名
前
あ
り
）
。
利

家
は
し
ば
ら
く
こ
の
地
で
過
ご
し
村
人
に

も
世
話
に
な
っ
た
の
で
、
戦
で
使
っ
た

刀

一
本
と
旗
一
片

を
戦
勝
の
お
礼
と
心
願

成
就
を
祈
る
た
め
、
八
幡
神
社
の
神
前
に

奉
納
し
た
い
と
与
十
郎
に
申
し
出
る
。
そ

の
後
、
八
幡
神
社
に
神
宝
と
し
て
ま
つ
ら

れ
る
。（
永
禄
四
年
、
利
家
は
美
濃
の 
斎 
藤 

さ
い 
と
う

 
竜 
興 
攻
略
の
活
躍
で
信
長
か
ら
信
頼
を
回

た
つ 
お
き

復
。
）

神
社
近
く
の
畑
を
耕
す
高
齢
の
男
性
に

刀
と
旗
の
こ
と
を
尋
ね
て
み
る
。「
ず
っ
と

昔
か
ら
草
木
に
住
ん
で
い
る
が
、
見
た
こ

と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
ね
」
と
答
え
が

返
っ
て
き
た
。
地
元
の
人
で
も
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ
て
い
な
い
伝
説
の
よ
う
だ
。

利
家
は
「
菅
原
道
真
公
の
末
裔
で
あ
る
」

と
公
言
し
て
い
た
と
い
う
説
が
あ
る
。
前

田
家
の
家
紋
は
梅
鉢
。
道
真
は
阿
久
比
の

郷
を
開
い
た
と
言
わ
れ
る
 

英 
比 
麿 

の

え 

び 

ま
ろ

祖
父
。
梅
は
阿
久
比
町
の
花
。
二
つ
の
共

通
点
か
ら
因
縁
め
い
た
も
の
を
感
じ
る
。

「
草
木
に
立
ち
寄
っ
た
場
面
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
『
利
家
と
ま
つ
』
で
や
っ
た

か
な
あ
」
と
友
人
に
尋
ね
る
。
「
ど
う
で

し
ょ
う
。
今
度
の
日
曜
日
か
ら
し
っ
か
り

見
ま
す
」
。
「
そ
う
だ
ね
。
今
は
『
風
林
火

山
』
だ
け
ど
ね
・
・
・
・
」
。

神
宝
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、

畑
で
満
開
に
咲
く
梅
の
花
が
見
る
こ
と
が

で
き
た
。
と
て
も
美
し
か
っ
た
。

八幡神社由来が記さ れた石碑

46
草

木
川

 

卍 正盛院 

八幡神社 

草木公民館 
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「
『
半
蔵
さ
、
悪
か
っ
た
の
う
、
一
時
に

嫁
さ
と
子
を
亡
く
し
て
し
ま
っ
て
』
。

『
あ
あ
、
長
い
こ
と
子
に
恵
ま
れ
な
ん

で
、
待
ち
こ
が
れ
て
お
っ
た
に
、
か
か
も

子
も
、
い
っ
し
ょ
に
死
ん
じ
ま
う
と

は
・
・
・
・
・
・
』
。

福
住
の
半
蔵
さ
ん
は
、
よ
く
よ
く
幸
せ

の
薄
い
星
の
下
に
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
思

い
ま
し
た
。
欲
も
徳
も
な
く
し
て
、
荒
古

の
阿
弥
陀
堂
に
涙
の
お 
籠 
り
を
す
る
日
が

こ
も

続
き
ま
し
た
。
見
か
ね
た
庄
屋
の
義
平
さ

ん
は
、
そ
ん
な
に
一
つ
所
に
伏
せ
籠
っ
て

お
っ
て
は
命
を
失
っ
て
し
ま
う
。
妻
子
の

 
菩 
提 
を
弔
う
た
め
に
各
地
の
寺
々
へ
お
参

ぼ 

た
い

り
に
出
か
け
て
は
ど
う
か
と
す
す
め
て
く

れ
ま
し
た
。『
阿
久
比
の
昔
話　

半
蔵
の
発

心
』
か
ら
」
。

知
多
四
国
八
十
八
カ
所
霊
場
三
開
山
の

一
人
、
福
住
出
身
岡
戸
半
蔵
ゆ
か
り
の
地

を
訪
ね
た
。

岡
戸
半
蔵
は
亡
く
な
っ
た
妻
子
を
と
む

ら
う
た
め
に
諸
国
巡
礼
の
旅
に
出
る
。
文

政
二
（
一
八
一
九
）
年
に
古
見
（
知
多
市
）

妙
楽
寺
の 
亮 

り
ょ
う

山 
ざ
ん

上 
し
ょ
う 

人 
と
出
会
う
。

に
ん

亮
山
か
ら
「
文
化
六
（
一
八
〇
九
）
年
、
弘

法
大
師
が
夢
に
現
れ
『
知
多
の
地
に
札
所

を
開
き
な
さ
い
。
協
力
者
と
し
て
二
人
の

行
者
を
遣
わ
す
』
と
告
げ
ら
れ
た
こ
と
を

機
に
、
四
国
霊
場
を
三
度
巡
っ
た
」
と
聞

か
さ
れ
る
。
半
蔵
は
そ
の
話
に
感
銘
を
受

け
、
知
多
四
国
霊
場
を
開
く
た
め
に
亮
山

と
行
動
を
共
に
す
る
。
半
蔵
は
弘
法
大
師

の
木
像
な
ど
を
造
る
た
め
に
自
分
の
家
屋

敷
、
田
畑
を
売
り
払
い
資
金
を
作
る
。

そ
の
後
、
讃
岐
（
香
川
県
）
の 
武 
田 
安 

た
け 

だ 

や
す

 
兵 
衛 
が
加
わ
り
、
三
人
で
札
所
勧
誘
の
た

べ 

え

め
、
知
多
半
島
の
寺
を
巡
る
。
文
政
七

（
一
八
二
四
）
年
に
知
多
四
国
八
十
八
カ

所
の
制
定
を
完
了
す
る
。

弥
生
三
月
の
暖
か
い
陽
ざ
し
を
受
け
な

が
ら
、
福
住
荒
古
の
畑
で
土
を
耕
す
お
ば

あ
さ
ん
が
い
た
の
で
声
を
掛
け
て
み
た
。

額
に
は
う
っ
す
ら
と
汗
。
年
を
聞
く
と
七

十
八
歳
だ
と
い
う
。「
こ
の
辺
り
に
岡
戸
半

蔵
が
物
思
い
に
ふ
け
っ
た
と
言
わ
れ
る
阿

弥
陀
堂
が
あ
り
ま
し
た
か
」
と
私
た
ち
が

聞
く
と
、
県
道
を
指
差
し
て
「
こ
の
道
の

少
し
北
に
行
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
ね
、

道
を
広
げ
る
と
き
に
無
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
よ
。
私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、
毎
月
十

二
日
に
村
の
人
が
集
ま
り
、
大
数
珠
を
回

し
な
が
ら
百
万
遍
を
唱
え
た
ん
だ
よ
。
だ

ん
ご
を
食
べ
る
の
が
毎
回
楽
し
み
だ
っ
た

か
な
。
半
蔵
さ
ん
の
噂
は
そ
の
時
に
よ
く

聞
き
ま
し
た
よ
。
そ
こ
に
あ
っ
た
半
蔵
さ

ん
の
像
は
興
昌
寺
手
前
の
堂
に
移
っ
た

よ
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

岡
戸
半
蔵
木
像
が
ま
つ
ら
れ
る
知
多
四

国
第
十
四
番
札
所
、
興
昌
寺
行
者
堂
の
前

に
立
つ
。
後
ろ
か
ら
白
装
束
の
年
配
グ

ル
ー
プ
が
近
寄
る
。
弘
法
参
り
を
す
る
た

め
に
山
門
の
石
段
を
上
っ
て
行
く
。
友
人

が
「
皆
さ
ん
が
通
り
過
ぎ
て
行
く
と
き
に

半
蔵
さ
ん
が
笑
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
ん

で
す
よ
ね
。
札
所
に
み
ん
な
が
来
て
く
れ

る
こ
と
が
う
れ
し
い
か
ら
で
す
か
ね
」
と

話
し
掛
け
る
。「
君
、
な
か
な
か
う
ま
い
こ

と
を
言
う
ね
。
半
蔵
さ
ん
の
苦
労
か
ら
す

れ
ば
、
き
っ
と
う
れ
し
く
て
涙
も
出
る
か

も
よ
」
と
私
が
鼻
を
す
す
り
な
が
ら
答
え

る
。「
も
し
か
し
て
、
今
の
話
で
胸
が
熱
く

な
っ
た
ん
で
す
か
」
。「
う
う
ん
。
花
粉
症
」
。

知
多
路
の
春
は
弘
法
参
り
で
始
ま
る
と
い

う
が
、
私
の
春
は
今
年
も
花
粉
症
か
ら
始

ま
っ
た
。

「
伝
説
の
地
を
歩
く
」
は
今
回
で
終
了

し
ま
す
。
次
回
か
ら
は
「
阿
久
比
の
道
を

行
く
」
を
連
載
し
ま
す
。

福山川 

 安楽寺卍 

 興昌寺卍 

板山公民館 

福住老人憩の家 

岡戸半蔵木像

・

・


