
　
須
恵
町
の
猿
田
彦
探
し
も
そ
ろ

そ
ろ
大
詰
め
に
な
り
ま
し
た
。
ま

だ
ま
だ
ど
こ
か
に
ひ
っ
そ
り
と
息

づ
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
路
地
裏
や
田
ん
ぼ
に
囲
ま
れ

た
場
所
と
な
る
と
、
通
り
す
が
り

に
見
つ
け
る
と
い
う
わ
け
に
も
い

き
ま
せ
ん
。
案
外
、
地
元
の
人
な

ら
誰
で
も
知
っ
て
い
て
、
身
近
に

接
し
て
い
る
猿
田
彦
や
庚
申
尊
天

が
ほ
か
に
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
今
の
と
こ
ろ
、
最
後
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

車
が
行
き
来
す
る
通
り
か
ら
一
歩

奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
上
須

恵
の
猿
田
彦
で
す
。

　
昔
、
須
恵
第
一
小
学
校
の
児
童

が
校
区
の
道
祖
神
な
ど
を
調
査
し

た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
地
図
に
書

か
れ
て
い
る
の
を
記
憶
し
て
い
た

の
で
、台
風
14
号
が
通
り
過
ぎ
る
の

を
待
っ
て
、
さ
わ
や
か
な
青
空
の

下
、現
地
を
訪
ね
ま
し
た
。
上
須
恵

戸
頃
ふ
れ
あ
い
会
館
か
ら
皿
山
公

園
に
向
か
っ
て
歩
き
、最
初
の
路
地

を
右
に
入
り
ま
す
。
皿
山
川
に
か

か
る
戸
頃
橋
の
た
も
と
に
目
的
の

石
碑
が
あ
り
ま
し
た
。
写
真
❶
で

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
先
に
碑
の
側
面

（
向
か
っ
て
左
側
）が
見
え
ま
す
。

　
正
面
か
ら
見
た
の
が
写
真
❷
で

す
。
中
央
に
大
き
く「
猿
田
彦
太

神
」と
書
か
れ
、そ
の
右
に
小
さ
め

に「
延
享
五
年
」、左
に「
辰
二
月
吉

日
」と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
ま
す
が
、
な
に
し
ろ
表
面
が
摩

滅
し
た
り
、苔
が
付
着
し
て
い
て
、

正
確
に
は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。
前

回
紹
介
し
た
須
恵
の
専
能
寺
横
の

猿
田
彦
が
や
は
り「
太
神
」と
書
か

れ
て
い
ま
し
た
。
橋
の
際
に
建
っ

て
い
る
点
で
も
二
つ
は
共
通
点
が

あ
り
ま
す
。

　
延
享
5
年
は
西
暦
1
7
4
8
年
、

辰
年
で
す
。
徳
川
吉
宗
が
延
享
2

年
に
将
軍
職
を
退
い
て
、
次
の
9

代
将
軍
家
重
の
代
に
替
わ
っ
て
い

ま
す
。
今
か
ら
2
7
4
年
前
に
建

て
ら
れ
た
も
の
で
、
相
当
に
古
い

石
碑
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
7
月
に
改
元
し
て
寛
延
元
年

に
な
り
ま
す
。

　
こ
こ
か
ら
上
須
恵
須
賀
神
社
へ

と
向
か
い
ま
し
た
。
石
段
を
ま
っ

す
ぐ
上
る
と
正
面
に
拝
殿
が
あ
り

ま
す
。
今
日
の
目
的
は
そ
の
右

側
に
あ
る
恵
比
寿
神
社
で
す（
写

真
❸
）。
鳥
居
の
先
に
あ
る
の
は

恵
比
寿
像
を
線
で
描
い
た「
線
刻

恵
比
寿
」と
言
わ
れ
る
も
の
で
す

（
写
真
❹
）。

　
恵
比
寿
が
描
か
れ
た
石
碑
の
台

座
部
分
に
は
正
面
に「
講
中
」と
書

か
れ
て
い
て
、
ほ
か
の
3
面
に
は

左
回
り
で
安
河
内
藤
吉
、
安
河
内

甚
平
、
村
山
直
吉
、
田
原
惣
七
な

ど
講
に
属
す
る
人
た
ち（
寄
進
者
）

の
名
が
並
ん
で
い
ま
す
。
最
後
に

「
周
旋
方
　
安
河
内
藤
吉
／
明
治

十
三
年
庚
辰
一
月
」と
書
か
れ
て

い
ま
す
が
、
一
部
は
摩
滅
し
て
い

る
よ
う
で
す
。
明
治
13
年
は
西
暦

1
8
8
0
年
。
庚
辰
は「
コ
ウ
シ
ン
、

か
の
え
た
つ
」と
読
み
、干
支
で
60

年
に
1
回
め
ぐ
っ
て
き
ま
す
。
平

成
12
年（
2
0
0
0
年
）が
や
は
り

庚
辰
の
年
で
し
た
。

　
線
刻
恵
比
寿
と
言
い
ま
し
た
が
、

現
在
で
は
碑
の
表
面
が
苔
に
お
お

わ
れ
て
い
て
絵
柄
は
よ
く
わ
か
り

ま
せ
ん
。
実
は
同
じ
よ
う
な
石
碑

が
太
宰
府
天
満
宮
の
西
側
、
連
歌

屋
方
面
か
ら
境
内
に
入
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す（
写
真
❺
）。
線
刻

の
絵
は
上
須
恵
の
も
の
と
ほ
と
ん

ど
同
じ
図
柄
と
言
っ
て
よ
い
で

し
ょ
う（
写
真
❻
）。
筑
紫
野
市
山

家
に
恵
比
寿
石
像（
市
有
形
文
化

財
）が
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
初
期
、

慶
長
16
年（
1
6
1
1
年
）に
建
立

さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
解
説
に

よ
る
と「
狩か

り

衣ぎ
ぬ

を
装
い
、折
り
曲
が

る
立た

て

烏え

帽ぼ

子し

を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。

鯛
は
横
長
で
表
現
さ
れ
、
尾
の
部

分
に
紋も

ん

が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
。」

　
上
須
恵
と
太
宰
府
天
満
宮
の
恵

比
寿
は
、
頭
の
烏
帽
子
が
や
わ
ら

か
く
、
手
前
に
折
れ
曲
が
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
右
手
に
は

釣
り
竿
を
立
て
て
い
ま
す
。
左
手

に
鯛
は
見
え
な
い
の
で
、
足
元
に

横
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
と
想

像
し
ま
す
が（
左
側
に
尾
び
れ
が

見
え
る
よ
う
な
の
で
す
が
）、石
碑

か
ら
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

　
恵
比
寿
と
言
え
ば
福
岡
市
博
多

区
東
公
園
の
十
日
恵
比
寿
神
社
、

正
月
の
十
日
恵
比
寿
の
祭
礼
を
思

い
出
し
ま
す
。
福
引
き
で
は
、
商

売
繁
盛
の
縁
起
物
と
し
て
大
き
な

熊
手
を
引
き
当
て
る
人
も
い
ま
す
。

飾
り
物
の
熊
手
に
は
福
を
か
き
寄

せ
る
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
上
須
恵
の「
講
中
」と
い
う
の
は
、

や
は
り
商
売
繁
盛
を
祈
願
し
て
の

恵
比
須
講
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
示
し
て
い
ま
す
。
恵
比
寿
神
は

七
福
神
の
一
つ
で
、
豊
漁
や
商
売

繁
盛
を
祈
願
し
ま
す
。
海
岸
部
の

姪
浜
に
も
恵
比
寿
神
社
が
あ
る
の

は
豊
漁
の
祈
願
、
宿
場
町
で
あ
る

山
家
村
、
門
前
町
で
あ
る
太
宰
府

（
昔
の
宰
府
村
）に
あ
る
の
は
商
売

繁
盛
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
太
宰

町文化財専門委員

石瀧 豊美

まちの
史跡めぐり
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府
天
満
宮
の
す
ぐ
近
く（
県
道
沿

い
）に
も
線
刻
恵
比
寿
が
あ
り
ま
す
。

　
農
村
部
の
猿
田
彦
大
神
、
庚
申

尊
天
が
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
た
の

に
対
し
、
恵
比
寿
信
仰
は
主
に
漁

民
や
商
人
の
信
仰
の
対
象
と
言
っ

て
よ
い
で
し
ょ
う
。
上
須
恵
に
恵

比
須
講
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
江

戸
時
代
の
眼
科
医
を
中
心
に
、
上

須
恵
が
一
種
の
宿
場
町
の
よ
う
な

形
で
発
展
し
た
こ
と
と
関
係
が
あ

り
そ
う
で
す
。
上
須
恵
の
線
刻
恵

比
寿
は
明
治
に
な
っ
て
建
て
ら
れ

た
も
の
で
す
が
、
恵
比
寿
信
仰
は

江
戸
時
代
か
ら
続
い
て
い
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

❷
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❺

9 広報すえ • 2022（令和4年） 11


