
ま
ち
の
史
跡
め
ぐ
り

町
文
化
財
専
門
委
員

石
瀧  

豊
美

　
守も

り

母ぼ

神
社
を
訪
ね
て
み
ま
し
た
。

須
恵
東
中
学
校
と
道
路
を
は
さ
ん
で

向
か
い
合
う
位
置
に
守
母
神
社
が
あ

り
ま
す
。
須
恵
町
か
ら
篠
栗
町
に
抜

け
る
切き

り

通と
お

し
を
進
ん
で
行
く
と
、左
側

に
分
岐
し
て
下
る
道
が
あ
り
、駐
車
場

が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
駐
車
場
に

は
昭
和
の
森
公
園
案
内
図（
写
真
１
）

と「
町
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
　
守
母

神
社
の
伝
説
」の
説
明
板（
写
真
２
）が

立
っ
て
い
ま
す
。

　
守
母
神
社
を
は
さ
ん
で
二
つ
の
た

め
池
が
あ
っ
て
、西
側
に
大
谷
池
、東

側
に
一
段
高
い
の
が
守
母
池
で
す
。

二
つ
の
鳥
居
を
抜
け
た
先
に
覆お

お
い
や屋

で

守
ら
れ
た
祠
が
あ
り
、「
育
児・
夜
泣

き
止
め
の
神
様
」守
母
様
と
書
か
れ

た
石
柱
の
上
に
乳
児
を
抱
い
た
女
性

の
座
像（
写
真
３
）が
置
か
れ
て
い
ま

す
。
守
母
と
は
昔
の
武
家
の
乳う

母ば（
養

育
係
）の
意
味
で
す
。
そ
の
後
ろ
に
は

奉
納
さ
れ
た
人
形
が
び
っ
し
り
と
詰

ま
っ
て
い
ま
す
。

　
覆
屋
の
前
の
説
明
板「
守
母
神
社
由

来
」に「
こ
の
神
社
は
、高
鳥
居
城
主
杉

弾だ
ん
じ
ょ
う
の
ち
ゅ
う

正
忠（
豊
後
守
興お

き

運ゆ
き

）の
幼
児
の

乳
母
、慈じ

し
ょ
う
て
ん
げ
ん

照
天
眼
禅
尼
、守
母
大
菩
薩

を
祀
る
。」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
高

鳥
居
城
は
岳
城
山
に
あ
っ
た
城
で
、室

町
～
戦
国
時
代
、
山
口
県
の
大
内
氏

か
ら
派
遣
さ
れ
た
杉
氏
が
城
主
と
し

て
守
っ
て
い
ま
し
た
。
佐
谷
の
一
人

の
女
性
が
乳
母
と
し
て
そ
の
若
様
を

預
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
天
文
20
年

（
１
５
５
１
）高
鳥
居
城
は
落
城
し
、乳

母
は
若
様
と
城
を
落
ち
延
び
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、こ
の
場
所
ま
で
た
ど
り
つ

い
て
岩
陰
に
隠
れ
て
い
た
所
、若
様
が

泣
き
出
し
た
こ
と
で
敵
に
発
見
さ
れ
、

共
に
討
た
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
乳

母
は
子
ど
も
の
夜
泣
き
を
止
め
る
と

言
い
残
し
て
絶
命
し
た
の
で
す
。
そ

れ
が
守
母
様
の
伝
説
で
す
。
祭
礼
は

４
月
第
３
日
曜
に
行
わ
れ
て
い
て
、子

ど
も
の
成
長
を
願
っ
て
親
子
連
れ
が

参
拝
し
ま
す
。

　
写
真
４
は
覆
屋
の
前
に
立
つ
狛こ

ま

犬い
ぬ

と
、
そ
の
後
ろ
の
岩
で
す
。
岩
自
体

が
古
来
、
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
て
も

お
か
し
く
な
い
風
景
で
、
元
々
こ
の

付
近
は
聖
な
る
地
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
周
辺
に

は
古
墳
も
散
在
し
て
い
ま
す
。
岩
を

抱
え
る
よ
う
に
古
木
が
生
え
て
い
ま

し
た（
写
真
５
）。

　
関
連
し
て
粕
屋
町
の
黒く

ろ

殿ど
の

神
社
も

紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
ち
ら

守
母
神
社
と
黒
殿
神
社（
須
恵
町
・
粕
屋
町
）
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も
杉
氏
の
姫
君
の
霊
を
祀
っ
て
い
ま

す（
写
真
６
）。
こ
こ
に
も
説
明
板
が

あ
り
、「
高
鳥
居
城（
須
恵
町
植
木
）が

あ
っ
た
時
代
、大
隈
の
丸
山
は
、杉
弾

正
忠
重し

げ

並な
み

の
軍
の
屯
所
で
あ
り
ま
し

た
」。
丸
山
城
は
高
鳥
居
城
を
守
る
た

め
の
出
先
の
城
だ
っ
た
と
い
う
意
味

で
す
。
天
正
14（
１
５
８
６
）年
に
落

城
し
た
際
、
丸
山
に
い
た
姫
君
が
家

臣
に
首
を
切
ら
せ
て
亡
く
な
り
ま
し

た
。
そ
の
首
が
落
ち
た
先
に
神
社
を

作
っ
て
霊
を
慰
め
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
県
道
35
号
線
、
門
松
交
差
点
の

先
に
Ｊ
Ａ
粕
屋
と
粕
屋
警
察
署
が
あ

り
、
そ
の
西
側
に
こ
ん
も
り
と
し
て

あ
る
の
が
丸
山
で
す（
写
真
７
）。
黒

殿
神
社
は
Ｊ
Ａ
粕
屋
と
丸
山
の
間
、

山
の
麓
に
あ
り
ま
す
。

　
須
恵
駅
と
酒
殿
駅
の
間
、
香
椎
線

と
九
州
自
動
車
道
が
立
体
交
差
し
て

い
る
の
が
、陸
橋「
草
切
原
橋
」で
す
。

そ
の
陸
橋
の
壁
面
に
絵
が
描
か
れ
て

い
る
の
は
ご
存
じ
の
人
が
多
い
と
思

い
ま
す（
写
真
８・
９・
10
）。
守
母
神

社
の
伝
説
を
、
九
州
産
業
大
学
造
形

短
期
大
学
部
の
学
生
が
絵
巻
物
風
に

描
い
た
も
の
で
、「
す
え
町
の
守
母
神

社
の
む
か
し
ば
な
し
」と
題
さ
れ
て
い

ま
す（
令
和
３
年
11
月
制
作
）。
そ
の

内
容
は
右
か
ら
左
に
、

一
、�高
鳥
居
城
の
殿
さ
ま
と
幼
い

む
す
こ
さ
ん

二
、�そ
の
む
す
こ
さ
ん
の
教
育
を

ま
か
さ
れ
た
禅
師（
石
瀧
注

禅
尼
の
こ
と
）…

三
、�戦
国
時
代
の
須
恵
村
に
も
戦

の
渦
が
や
っ
て
く
る
こ
と
に
…

四
、�ね
む
っ
た
若
殿
を
抱
い
て
岩

陰
に
か
く
れ
た
禅
師

五
、�目
を
さ
ま
し
た
若
殿
は
泣
き

出
し
て
し
ま
う

六
、�敵
に
立
ち
む
か
い
、
命
を
落

と
し
て
し
ま
う

七
、�「
世
の
泣
く
子
た
ち
の
乳
母

に
な
り
泣
き
声
を
止
め
る
」

と
言
い
伝
わ
る

　
そ
れ
が
守
母
神
社
の
由
来
で
す
。

と
、
書
か
れ
て
い
ま
す
。（
く
れ
ぐ
れ

も
脇
見
運
転
に
な
ら
な
い
よ
う
に
ご

注
意
を
お
願
い
し
ま
す
。）
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