
　
須
恵
町
だ
け
で
な
く
、
県
内
の

各
地
で
路ろ

傍ぼ
う

に「
猿さ

る

田た

彦ひ
こ
の

大お
お

神か
み

」と

か「
庚こ

う

申し
ん

尊そ
ん

天て
ん

」と
彫
ら
れ
た
石
碑

を
よ
く
見
か
け
ま
す
。「
庚
申
塔
」

と
か「
庚
申
塚
」と
呼
ば
れ
る
も
の

の
ひ
と
つ
で
す
。
路
傍
に
立
つ
こ

れ
ら
の
石
碑
を
ま
と
め
て「
道ど

う

祖そ

神じ
ん

」と
言
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　『
日
本
国
語
大
辞
典
』は「
さ
い

の
か
み
」に「
道
祖
神
・
幸
神
・
斎

神
・
塞
神
」の
字
を
当
て
て
い
ま

す
。
ま
た『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』は

「
さ
え
の
か
み
」に「
道
祖
神
・
障
の

神
・
塞
の
神
」の
字
を
当
て
、「《「
さ

え
」は
遮
る
意
》悪
霊
が
侵
入
す
る

の
を
防
ぎ
、
通
行
人
や
村
人
を
災

難
か
ら
守
る
た
め
に
村
境
・
峠
・
辻

な
ど
に
祭
ら
れ
る
神
。
み
ち
の
神・

た
む
け
の
神
・
峠
の
神
・
岐ふ

な
ど
の
神
・

道ど
う

祖そ

神じ
ん

・
さ
い
の
神
な
ど
の
言
い

方
が
あ
る
。」と
説
明
し
て
い
ま
す
。

「
さ
え
ぎ
る
」神
が「
さ
え
の
か
み
」

と
な
り
、「
さ
え
」が
な
ま
っ
て「
さ

い
」と
な
り
、「
さ
い
」か
ら「
さ
い

わ
い
」を
連
想
し
て「
幸
の
神
」と

な
る
よ
う
な
変
化
が
考
え
ら
れ
ま

す
が
、
長
い
間
に
い
ろ
い
ろ
な
信

仰
が
混
じ
り
合
い
、
日
本
各
地
で

さ
ま
ざ
ま
な
形
に
変
化
し
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ず
れ
に

し
て
も
悪
霊
退
散（
悪
い
こ
と
を

追
い
払
う
）や
幸
福
招
来（
良
い
こ

と
を
招
き
入
れ
る
）の
意
味
が
あ

り
ま
す
。

　
村
は
現
在
の
大
字
に
当
た
り
ま

す
が
、
こ
の
場
合
の
村
境
は
村
と

村
の
境
界
線
と
い
う
よ
り
、
集
落

と
外
部
と
の
境
と
考
え
た
方
が
い

い
で
し
ょ
う
。
集
落
の
出
入
り
口

に
当
た
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
三

つ
角
、四
つ
角
な
ど
、道
と
道
が
交

差
す
る
と
こ
ろ
に
石
碑
が
立
っ
て

い
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
悪

霊
が
外
部
か
ら
集
落
に
入
ら
な
い

よ
う
に
立
ち
塞
が
っ
て
守
っ
て
く

れ
て
い
る
神
、
と
い
う
意
味
が
あ

り
ま
す
。

　
ま
た
、猿さ

る

田た

彦ひ
こ
の

神か
み

、庚
申
信
仰
、

道
祖
神
は
本
来
は
別
の
由
緒
を
持

つ
も
の
で
す
が
、
中
世
に
混
じ
り

合
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
猿・申

（
十
二
支
の「
さ
る
」）は「
去
る
」に

通
じ
る
の
で
、
災
い
を「
去
る
」と

し
て
信
仰
を
集
め
る
こ
と
に
も
な

り
ま
し
た
。

　
た
と
え
ば『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』

の「
猿
田
彦
神
」の
項
に「
日
本
神

話
の
神
。
瓊に

瓊に

杵ぎ
の

尊み
こ
との
降
臨
に
際

し
道
案
内
を
し
た
怪
異
な
容
貌
の

神
。
の
ち
、
伊
勢
国
五
十
鈴
川
の

ほ
と
り
に
鎮
座
し
た
と
い
う
。
日

本
書
紀
で
は
衢ち

ま
た

の
神
と
さ
れ
、
中

世
に
は
、
庚
申
信
仰
や
道
祖
神
と

結
び
つ
い
た
。」と
説
明
し
て
い
ま

す
。「
衢
」は
四
つ
辻
、十
字
路
の
意

味
で
す
。

　
猿
田
彦
神
は
い
わ
ゆ
る
天
孫
降

臨
の
神
話
で
、
高た

か

天ま
が

原は
ら

か
ら
地
上

に
降
り
立
っ
た
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

の
道
案
内
を
し
た
神
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
道
や
境
目
と
結
び

つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
庚

か
の
え

申さ
る（

コ
ウ
シ
ン
）は
十
干
十
二

支
の
ひ
と
つ
で
、
申
年
が
12
年
に

１
回
め
ぐ
っ
て
く
る
の
に
対
し
、

庚
申
の
年
は
60
年
に
１
回
め
ぐ
っ

て
き
ま
す
。
ま
た
、
60
日
に
１
回

の
割
合
で
庚
申
の
日
も
め
ぐ
っ
て

き
ま
す
。
古
く
は
こ
の
庚
申
の
日

の
夜
は
、
寝
て
い
る
間
に
体
内
の

虫
が
そ
の
人
の
悪
事
を
天
帝
に
報

告
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ

れ
を
恐
れ
て
夜
通
し
眠
ら
な
い
と

い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
庚
申
信
仰
で
、
地
域
ご
と
に

庚
申
の
お
祭
り
を
す
る
グ
ル
ー
プ

（
講
）が
組
織
さ
れ
て
い
た
り
も
し

ま
し
た
。
庚
申
信
仰
は
中
国
か
ら

伝
わ
っ
た
道
教
に
由
来
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
庚
申
の
日
は

ほ
ぼ
１
年
に
６
回
め
ぐ
っ
て
く
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
庚
申
塔
は

「
庚
申
講
を
３
年
18
回
続
け
た
記

念
に
建
立
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。」

と
い
う
こ
と
で
す（
ウ
ィ
キ
ペ

デ
ィ
ア「
庚
申
塔
」）。

　
町
内
の
路
傍
の
石
碑
を
い
く
つ

か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

　
写
真
❶
は
上
須
恵
橋
近
く
、
佐

谷
に
向
か
う
三
つ
角
に
あ
る
高
宮

集
会
所
の
遠
景
で
す
。
満
開
の
桜

の
木
の
下
に
三
つ
の
石
碑
が
見
え

ま
す
。

　
写
真
❷
で
右
が「
猿
田
彦
大
神
」、

中
が「
五
穀
神
」、
左
が
追お

い

分わ
け

石い
し

で

す
。
追
分
石
は
道
標・道
し
る
べ
の

こ
と
で
、
右
～
道
、
左
～
道
な
ど

と
方
角
と
目
的
地
が
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
写
真
で
は
上
部
に
右
、

下
部
に
道
と
大
き
く
書
か
れ
て
い

る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
中
間

が
２
行
に
分
け
て
、
右
側
に「
宇

美
」と
見
え
ま
す
が
、左
側
の
文
字

（
地
名
）は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。
向

か
っ
て
左
側
の
面
に
は「
左
」と
書

か
れ
、
そ
の
下
に
や
は
り
２
行
に

分
け
て
地
名
が
書
か
れ
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
読
み
取
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
下
部
の「
道
」と
あ
る
べ
き

と
こ
ろ
は
草
に
隠
れ
て
い
ま
す
。

　
五
穀
は
米
・
麦
・
粟あ

わ
・
稗ひ

え
・
豆
な
ど

の
五
種
類
の
穀
物
の
意
味
で
す
が
、

必
ず
し
も
固
定
し
た
も
の
で
は
な
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く
、
稗
の
代
わ
り
に
黍き

び

が
入
る
こ

と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
五

穀
豊
穣
が
、
五
穀
の
み
の
豊
作
を

指
す
わ
け
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん

で
、
五
穀
は
農
作
物
を
象
徴
的
に

と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
五
穀
神
」の
碑
は
豊
作
を
祈
念
し

た
石
碑
で
す
。

  

写
真
❸
は
古
宮
交
差
点
の
石
碑

で
す
。
左
側
は
仏
を
あ
ら
わ
す
梵

字
を
刻
ん
だ
板
碑
と
言
わ
れ
る
も

の
で
す
。
上
下
２
段
に
梵
字
が
い

く
つ
か
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
写
真

❹
が
梵
字
の
部
分（
下
段
）で
す
。

右
側
の
石
碑
に
も
文
字
が
刻
ま
れ

て
い
ま
す
が
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。

　
写
真
❺
は
一
番
田
交
差
点
の

「
猿
田
彦
大
神
」で
す
。
裏
に「
明
治

六
癸
酉
五
月
吉
日
」と
建
立
年
月

日
が
刻
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治

６（
1
8
7
3
）年
は
十
干
十
二
支

の
癸み

ず
の
と
と
り酉（
キ
ユ
ウ
）の
年
で
、
大
干

ば
つ
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
６
月
に

筑
前
竹
槍
一
揆
が
起
き
た
年
で
す
。

　
写
真
❻
は
天
神
ノ
木
交
差
点
か

ら
一
番
田
交
差
点
へ
向
か
っ
て
、

須
恵
川
を
熊
本
橋
で
超
え
て
、
坂

の
上
り
口
で
右
へ
折
れ
上
須
恵
方

面
へ
と
向
か
う
と
、
左
手
に
あ
る

「
猿
田
彦
大
神
」で
す
。

　
写
真
❼
は
皿
山
公
園
へ
向
か
う

途
中
、
宝
満
神
宮
寺
の
石
垣
の
す

ぐ
手
前
に
あ
り
ま
し
た
。「
猿
田
彦

大
神
」と
書
か
れ
た
２
本
の
の
ぼ

り
の
間
に
し
め
縄
を
張
っ
た
石
が

置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
石
に
文

字
が
刻
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は

確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

❶

❷❸

❹❺

❻❼
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