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(1) 石 巻 市 文 化 財 だ よ

平
成
五
年
度
文
化
財
調
査
報
告
書

「
手

水

鉢

」

Ｔ

■

こ
の

「手
水
鉢
」
の
調
査
報
告
は
、
平
成
五

年
度
の
石
巻
市
教
育
委
員
会
文
化
財
調
査
の
一

環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
の
ま
と
め
で
あ
る
。

石
巻
市
は
牧
山
の
北
部
山
麓
を
中
心
と
し
た

井
内
地
区
は
、
井
内
石

（粘
板
岩
）
の
産
地
と

し
て
、
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
井
内
石
を

素
材
に
し
た
石
造
物
は
中
世
に
お
い
て
は
石
造

卒
塔
婆
で
あ
る
板
碑
と
し
て
、
近
現
代
に
お
い

て
は
、　
一
般
的
に
は
墓
碑
と
し
て
、
更
に
は
記

念
碑
等
の
石
造
物
と
し
て
相
当
広
い
範
囲
に
わ

た
っ
て
流
布
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
巻

市
井
内
地
区
は
、
石
工
が
集
中
し
て
い
る
地
域

で
も
あ
る
。

現
在
、
石
巻
市
で
は
自
然
環
境
保
護
等
と
の

か
ら
み
も
あ

っ
て
、
石
造
物
の
素
材
と
し
て
の

井
内
石

（粘
板
岩
）
の
採
掘
は
、
ご
く
小
規
模

に
行
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
井

内
地
区
も
他
地
域
と
同
様
に
、
輸
入
石
材
に
よ

る
石
工
達
の
活
動
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
報
告
書
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

「手

水
鉢
」
の
石
材
は
ほ
と
ん
ど
が
井
内
石
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
、
石
巻
市
井
内
地
区
の
石
工
達
の
作

製
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ⅱ

な
ぜ
、
神
社
仏
閣
あ
る
い
は
墓
域
等
に
存
在

す
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
て
も
、
あ
ま
り
関
心

を
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

「手
水
鉢
」

の
調
査
を
は
じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

佐

藤

雄

一

す
ぐ
る
年
、
石
巻
市
教
育
委
員
会
に
、
在
仙

の
大
学
生
か
ら
、

「年
代
の
入
っ
た
手
水
鉢
」

の
場
所
を
教
え
て
ほ
し
い
と
い
う
電
話
が
あ

っ

た
の
が
直
接
の
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
市
教
委

の
方
で
は
、
長
年
、
石
巻
市
内
の
石
造
物
を
中

心
に
調
査
を
進
め
て
い
た
私
の
と
こ
ろ
に
問
い

合
わ
せ
の
電
話
を
よ
こ
さ
れ
た
が
、
私
も

「手

水
鉢
」
を
単
に
神
社
仏
閣
に
あ
る

「手
洗
鉢
」

ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
、

「年

代
の
入
っ
た
手
水
鉢
」
と
い
わ
れ
て
も
、
と
っ

さ
に
適
確
な
返
事
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
　

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
大
学
生
に

「年

代
の
入
っ
た
手
水
鉢
」
の
調
査
を
課
題
と
し
て

出
す
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
、
何
ら
か
の
意
味
が

あ
る
筈
だ
と
思
い
、
市
教
委
に
、
な
ぜ

「年
代

の
入
っ
た
手
水
鉢
」
か
を
、
そ
の
大
学
生
に
た

だ
し
て
は
し
い
と
依
頼
し
て
お
い
た
。
し
か
し
、

連
絡
不
十
分
で
、
い
ま
だ
に

「年
代
の
入
っ
た

手
水
鉢
」
の
調
査
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
不
明

で
あ
る
。

こ
ん
な
事
情
か
ら
、
そ
れ
で
は
、
あ
ら
た
め

て

「年
代
の
入
っ
た
手
水
鉢
」
を
調
査
し
て
、

大
学
生
の
要
望
に
答
え
る
つ
も
り
で
、
私
な
り

に
、
市
内
の

「手
水
鉢
」
の
調
査
を
は
じ
め
て

み
た
。
そ
の
過
程
で

「年
代
の
入
っ
た
手
水
鉢
」

を
何
個
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を

大
学
生
の
要
望
に
答
え
る
よ
う
に
し
て
市
教
委

に
報
告
し
て
お
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
調
査
の
数
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、

「手
水
鉢
」
は
単
な
る
手
洗
鉢
と
い
っ
た
感
覚

だ
け
で
見
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は

そ
れ
を
作
り
出
し
た
石
工
達
の
息
づ
か
い
が
強

く
感
ぜ
ら
れ
る
し
、

「手
水
鉢
」
独
特
の
美
し

さ
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

「手
水
鉢
」
に
対
す
る
私
な
り
の

感
じ
方
を
市
教
委
に
披
涯
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の

意
図
を
理
解
さ
れ
て
、
平
成
二
年
度
の
文
化
財

調
査
の
一
環
と
し
て

「手
水
鉢
」
の
調
査
が
組

み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ⅲ

「手
水
鉢
」
と
は
何
か
。

・

手
を
清
め
る
水
を
た
た
え
る
容
器
。
古

く
神
社
仏
閣
で
拝
礼
の
さ
い
手
や
口
を
清

め
る
た
め
に
石
製
の
容
器
が
用
い
ら
れ
た

が
、
転
じ
て
、
厠

（か
わ
や
）
の
付
属
と

し
て
縁
先
に
お
か
れ
た
手
洗
い
の
容
器
を

よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

（中
略
）
茶
庭
に

は
降
賜

（
つ
く
ば
い
）
と
よ
ば
れ
る
た
け

の
低
い
、
し
か
も
さ
び
た
お
も
む
き
の
あ

る
手
水
鉢
が
好
ま
れ
る
。

（平
凡
社

・
世

界
大
百
科
事
典
〉
　

　

　

　

み
た
ら
し

・

手
水
を
使
う
鉢
。
神
社
の
御
手
洗
所
に

古
く
か
ら
あ
る
自
然
石
を
茶
事
に
利
用
し

た
も
の
。
鎌
倉
時
代
以
後
は
、
石
造
加
工

も
の
も
の
が
多
く
用
い
ら
れ
、
茶
の
湯
の

流
行
に
つ
れ
て
、
鉢
前
用
と
障
昭
用
と
が

で
き
た
。
（小
学
館
・大
日
本
百
科
事
典
〉

以
上
、
二
つ
の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、

「手

水
鉢
」
は
手
を
き
よ
め
る
た
め
に
使
う
容
器
の

こ
と
で
あ
り
、
茶
の
湯
の
流
行
と
と
も
に
、
発

展
し
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
さ
ら
に
、

角
川
書
店

。
茶
道
事
典
に
よ
る
と
、

「
『
手
水
鉢
』
、
茶
の
湯
で
は
清
浄
を
第

一
と
す
る
か
ら
、
口
や
手
を
清
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
、
露
地
に
手
水

鉢
を
設
け
る
の
で
あ
る
。
手
水
鉢
は
最
初
、

土
間
、
屋
根
の
下
、
縁
の
そ
ば
な
ど
に
設
け

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
手
水
鉢

を
使
う
時
は
、
つ
く
ば

っ
て
使

っ
た
の
で
は

な
く
、
立

っ
た
ま
ま
か
、
あ
る
い
は
や
や
小

腰
を
か
が
め
る
程
度
に
し
て
使

っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
」

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
鉢
前
用
と
陣

昭
用
と
の
区
別
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
別
の
と

こ
ろ
に

「降
昭
」

（
つ
く
ば
い
）
の
項
目
を
設

け
て
、

「
つ
く
ば

っ
て
手
水
を
低
く
据
え
た
手

水
鉢
」
と
説
明
し
て
い
る
。

茶
の
湯
の
素
養
の
な
い
私
に
は
、
鉢
前
用
の

手
水
鉢
と
か
、
降
賜
用
の
手
水
鉢
と
い
っ
て
も

一
向
に
そ
の
区
別
は
判
然
と
し
な
い
も
の
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
こ
の

「躊
昭
」
と
い
う
の
は
手

水
鉢
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
手
水
鉢
を
中
心
に

し
た
役
石
、
す
な
わ
ち
、
前
石
、
ル
浦

石
、
一

燭
石
、
飛
石
、
さ
ら
に
は
鉢
明
り
と
し
て
の
石

燈
籠
、
鉢
請
の
本
を

一
体
化
し
た
作
庭
上
の
用

語
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
素
朴

な
疑
問
が
根
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

京
都
市
立
美
術
大
学
彫
刻
科
教
授
で
あ

っ
た

辻
吾
堂
氏

（故
人
）
は
、　
一
九
七
三
年
の

「淡

交
」

一
月
号
～
十
二
月
号
の
十
二
回
に
わ
た

っ

て
、

「降
照
の
造
型
」
と
し
て
京
都

・
高
桐
院

他
十

一
ケ
所
の
降
昭
の
美
に
つ
い
て
論
稿
を
発

表
し
て
お
ら
れ
る
。

（辻
吾
堂
著
作
集

・
泥
古

庵
雑
記

（三
彩
社
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
〉

こ
の
十
二
篇
の
論
稿
を
読
む
限
り
、

「
『降
昭
』

は
茶
室
に
入
る
に
先
立

っ
て
、
人
が
そ
こ
に
あ

る
水
で
手
や
口
を
清
め
、
心
身
を
と
と
の
え
る

場
所
で
あ
る
か
ら
、
水
も
柄
杓
も
手
水

（洗
）

鉢
も
清
浄
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
前
石
も
手
燭
石
も
湯
涌
石
も
同
様
に
清
浄
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

（高
桐
院
）
と
設

明
し
、　
Ｆ
」
の
籐
昭
の
構
成
は
こ
の
よ
う
に

一

番
中
心
に
円
形
の
水
穴
が
あ
り
、
そ
の
外
側
に

大
き
い
井
戸
状
の
空
間
の
円
形
が
あ
り
、
更
に

そ
れ
ら
と
階
段
や
壁
寵
の
前
の
段
な
ど
、
こ
の

踏
昭
全
体
を
包
括
す
る
一
番
外
側
の
円
形
が
あ
っ

て
、
三
つ
の
同
心
円
を
基
軸
と
し
て
造
型
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
」

（興
聖
寺
）
と
降
賜

の
造
型
と
そ
の
美
し
さ
を
解
説
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
巷
間
で
は
、

「曲
げ
つ
く

ば
い
」
、

「丸
壺
つ
く
ば
い
」
、

「尻
張
つ
く

ば
い
」
と
い
っ
た
焼
物
の
手
水
鉢
す
な
わ
ち
、

茶
道
で
い
う
と
こ
ろ
の
手
洗
鉢
と
し
て
の

「
つ

く
ば
い
」
が
流
布
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

あ
き
ら
か
に
、

「降
賜
」
が
作
庭
上
の
用
語
と

し
て
で
は
な
く
、
手
洗
鉢
を
意
味
す
る

「
つ
く

ば
い
」
と
し
て
転
化
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
知

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
報
告
書
は
い
石
巻
市
内
の

「手
水
鉢
」

そ
の
も
の
の
調
査
査
報
告
書
で
あ
る
の
で
、

「手

水
鉢
」
と

「降
昭
」
と
い
っ
た
用
語
の
詮
索
は

必
要
の
な
い
こ
と
な
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
、
市
内
の
手
水
鉢

を
理
解
す
る
手
助
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
、
あ
え
て
記
し
た
次
第
で
あ
る
。

Ⅳ

石
巻
市
の
手
水
鉢
　
今
回
の
調
査
で
確
認
さ

れ
た
石
巻
市
内
の
手
水
鉢
は
総
数
二
八
八
個
で
、

神
社
仏
閣
は
も
ち
ろ
ん
、
個
人
宅
に
あ
る
も
の

も
、
で
き
る
だ
け
採
録
す
る
よ
う
に
つ
と
め
た
。

そ
の
分
布
状
況
は
お
お
よ
そ
表
１
の
よ
う
に
な

フハや。分
布

一
覧
表
を
も
と
に
し
て
、
そ
の
分
布
状

況
を
考
察
す
る
と
、
北
上
川
を
は
さ
ん
で
、
西

側
の
地
域
に
多
く
、
東
側
に
少
な
い
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
差
は
如
何
な
る
理
由
に
よ

る
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
を
判
断
す
る
適
当

な
基
準
が
み
つ
か
ら
な
い
。
私
の
感
じ
方
が
基

準
に
な

つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
報
告
書
で
は
調
査
対

象
と
な
っ
た
手
水
鉢
の
一
覧
表
と
写
真
と
を
別

に
添
付
す
る
こ
と
に
し
、
地
域
の
数
の
多
少
に

と
ら
わ
れ
ず
、
市
内
の
調
査
を
通
し
て
、
私
な

り
に
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
感
想
を
記
す

こ
と
に
し
た
い
。

側
　
手
水
鉢
の
形

茶
道
関
係
の
手
水
鉢
に
は
、
鉢
前
用
と
か
簿

曙
用
と
か
の
区
別
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
今

回
の
調
査
は
、
茶
道
と
は
関
係
な
く
石
巻
市
内

の
野
に
あ
る
手
水
鉢
を
そ
の
対
象
に
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
神
社
仏
閣
は
も
ち
ろ
ん
、
市
内

に
散
在
す
る
祠
、
共
同
墓
地
等
に
ま
で
ひ
ろ
く

調
査
の
目
配
り
を
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
結
果
、
石
巻
市
内
の
手
水
鉢
は
日
和
山

鹿
嶋
御
児
神
社
拝
殿
前
の
よ
う
に
、
き
れ
い
に

仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
作
品
は
意
外
と
少
な
く
、
む
し
ろ
、
石
材

採
掘
場
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
原
石
の
姿
を
大
切

に
し
て
、
原
石
の
形
に
そ
つ
て
水
穴
の
形
を
整

え
て
い
る
も
の
が
大
部
分
で
あ

っ
た
。
門
脇
称

法
寺
の
境
内
を
め
ぐ
つ
て
い
た
と
き
に
、
稲
井

の
石
工
さ
ん
か
ら
手
水
鉢
作
成
の
お
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
た
。
石
工
さ
ん
は
、

「手
水
鉢
を

作
る
な
ら
ば
、
材
料
と
し
て
見
当
を
つ
け
て
い

る
原
石
を
納
得
が
い
く
ま
で
、
じ
っ
く
り
と
観

察
し
、
本
当
に
自
分
の
意
に
添
っ
た
も
の
を
選

ぶ
べ
き
な
の
で
す
。
」
と
手
水
鉢
作
成
の
第

一

歩
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
私

に
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
私
は

こ
の
お
話
を
お
聞
き
し
て
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

石
工
の
感
覚
が
実
際
の
手
水
鉢
の
作
成
技
法
と

ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
を
観
察
の
基
本
に

据
え
る
よ
う
に
な
つ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
石
巻
市
内
の
手
水
鉢
の
大
部
分

は
、
い
た
ず
ら
に
原
石
に
手
を
加
え
る
こ
と
な

く
、
切
り
出
さ
れ
た
ま
ま
の
原
石
の
姿
を
最
大

限
に
生
か
し
、
た
だ
最
上
部
の
水
穴
を
掘
る
部

分
を
平
ら
に
し
、
そ
の
平
面
に
忠
実
な
形
で
水

穴
の
形
を
整
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
し
た
。
最
上
部
の
平
面
が
三
角
形
で
あ
れ

ば
三
角
形
に
、
五
角
形
に
近
け
れ
ば
五
角
形
と

い
う
よ
う
に
、
水
を
た
た
え
る
部
分
の
形
は
、

原
石
の
平
面
に
逆
ら
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
の

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
四
角
形
の
と
こ
ろ
に
円

形
の
水
穴
を
彫
り
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま

り
し
な
か
つ
た
よ
う
で
す
。
も
し
、
最
上
部
平

面
の
形
に
関
係
な
く
円
形
の
水
穴
を
彫
り
込
ん

で
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
手
水
鉢
は
比
較
的
新

し
い
時
期
の
も
の
と
判
断
し
て
も
よ
い
よ
う
で
あ

ｚＯ
。

石

地 区 個 数

石 巻 地 区

住 吉 地 区

門 脇 地 区

湊 地 区

渡 波 地 区

蛇 田 地 区 6

山 下 地 区 9

稲 井 地 区

半 島 部

総 数

住吉町 飯石大島神社 (側面)住吉町 飯石大島神社 (水穴)



りよだ財化文一巾巻石

門脇町 称法寺阿部家墓地 (側面)称法寺阿部家墓地 (水穴)

石巻市 「手水鉢」で年代の刻されている

門脇町

②
　
手
水
鉢
の
材
質

市
内
の
手
水
鉢
総
数

一
八
八
個
の
う
ち
、
約

７‐
％
に
当
る

一
三
三
個
が
地
元
井
内
産
と
推
定

さ
れ
る
井
内
石

（粘
板
岩
）
で
あ
り
、
残
り
は

み
か
げ
石
が
１４
％
、
安
山
岩
１５
％
で
あ

つ
た
ｏ

み
か
げ
石
を
素
材
と
し
て
い
る
も
の
は
設
置
さ

れ
て
い
る
状
態
か
ら
判
断
し
て
、
比
較
的
新
し

く
戦
後
に
作
成
さ
れ
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ

る
。　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
作
成
さ
れ
た
も
の
が
二

個
あ

っ
た
が
、
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
棗
型
の

手
水
鉢
を
模
し
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
。

０
　
年
代
の
刻
さ
れ
て
い
る
手
水
鉢

年
代
の
刻
さ
れ
て
い
る
手
水
鉢
は
総
数

一
八

八
個
の
う
ち
６６
個
で
、
全
体
の
３５
％
に
当
る
。

こ
れ
ら
６６
個
の
う
ち
、
資
料
と
し
て
も
重
要

だ
と
思
わ
れ
る
江
戸
時
代
の
紀
年
銘
の
あ
る
も

の
を
年
代
順
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

もの

表
０
か
ら
、
石
巻
市
内
の
手
水
鉢
で
最
古
の

紀
年
銘
を
も
つ
も
の
は
、
羽
黒
町

・
海
石
山
寿

福
寺
本
堂
前
に
あ
る
享
保
四
年

（
一
七

一
九
）

六
月
吉
日
の
銘
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
作
品
計
九
個
の
中
で
、
新
入
、

善
吉
と
い
っ
た
石
工
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。

特
に
丼
内
石
工
新
八
は

「手
水
鉢
」
だ
け
で
な

く
、
各
種
の
石
碑
や
鳥
居
に
も
そ
の
名
を
残
し

て
い
る
。
当
時
の
名
工
と
思
わ
れ
る
。

時 代 個数 %

江 戸 時 代 10

明 治  時 代 10

大 正 時 代 7

昭 和  時 代 7

平 成 時 代 1 1

総 数

(表 2)

和 気 神 社 (水 沼 )

五 十 鈴 神 社 (桃

与 平  稲 井  石 工 善 吉

即
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蕪7・ :

稲井真野庶那山長谷寺 大悲閣鐘桜前 元文五年 (1740)

硼
　
特
記
す
べ
き
手
水
鉢

こ
こ
で

「特
記
す
べ
き
手
水
鉢
」
と
い
う
表

現
を
使

っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
他
に
類
例
が

な
い
だ
ろ
う
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
願
主

年
代
の
判
明
す
る
も
の
と
い
っ
た
も
の
の
ほ
か
、

彫
刻
の
施
さ
れ
て
い
る
も
の
、
手
水
鉢
の
由
来

を
刻
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
手
水
鉢
が
い

わ
ゆ
る

「際
昭
」
の
造
型
を
ふ
ま
え
て
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
、
更
に
は
伊
達
家
ゆ
か
り
の
茶

室
と
い
わ
れ
る

「残
月
亭
」
と
の
か
か
わ
り
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
市
内
の
手
水

鉢
の
中
で
、
特
に
注
意
を
要
す
る
も
の
と
い
っ

た
程
度
の
も
の
で
あ
る
。

①
　
手
水
鉢
に
彫
刻
の
施
さ
れ
て
い
る
も
の

手
水
鉢
は
古
く
は
神
社
仏
閣
に
据
え
ら
れ

る
も
の
か
ら
は
じ
ま
り
、
日
本
庭
園
の
作
庭

法
が
確
立
し
、
さ
ら
に
茶
道
の
発
達
と
と
も

に
、
茶
庭
の

一
つ
の
要
素
と
し
て
重
要
視
さ

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、
庭
園
の
自

然
風
が
大
切
に
さ
れ
た
時
期
に
は
、
手
水
鉢

も
素
直
な
形
の
自
然
石
に
水
穴
を
あ
け
た
素

朴
な
味
わ
い
の
も
の
が
好
ま
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
石
巻
市
内
に
あ
る
大
部
分
の
手
水
鉢
は
、

こ
の
傾
向
を
受
け
つ
い
で
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
の
素
朴
さ
を
保
ち
な
が
ら
も
手
水
鉢

の

一
部
分
に
、
蓮
の
花
、
亀
な
ど
の
彫
刻
を

施
し
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
手
水
鉢

作
成
に
か
か
わ

つ
た
石
工
の
心
情
が
う
か
が

わ
れ
る
よ
う
な
の
で
、
代
表
的
な
も
の
を
あ

げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

②
　
門
脇
町

・
船
魂
神
社
の
手
水
鉢

こ
の
よ
う
な
手
水
鉢
は
神
社
に
み
ら
れ
る
、

ご
く
あ
り
ふ
れ
た
形
を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

手
水
鉢
の
全
面
に
次
の
よ
う
な
文
が
刻
さ
れ

て
い
て
、　
一
つ
の
金
石
文
と
し
て
も
重
要
と

思
わ
れ
る
。

稲井水沼 伊去波夜和気神社 寛保四年 (1746)

旭町 鳥屋神社 ※水穴周辺に葉状の彫刻山下町 (明神山)。 鳥屋神社 ※水穴から蓮華の花が生えている
※水穴にも特徴がある。

鰐山墓地 (渡辺家墓地)※水穴に亀の彫刻あり。
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∩

∪

夫
惟
文
化
丙
子
秋
仲
壬
子

舟
擁
神
廟
皆
済
神
嘉
羨
人

和
済
真
石
南
濱
在
事
掃
塵

也
明
丁
丑
正
乙
丑
余
初
至

由
看
之
未
書
文
請
宗
欲
烏

文
雖
有
所
恥
古
今
唯
願
脂

供
春
林
欽
明
選
文
其
銘
文

日
高
代
海
水
　
盛
茶
歓
人

盗
漱
之
徳
　
日
日
清
新

奔
稽
之
輩
　
信
心
徹
員

鬼
神
感
應
　
営
是
享
神

比
奥
鹿
脅
娼
他
於
尊
也
而

澤
焉

佐
藤
岡
寿
圃
　
圃

揮
墓
石
森
俊
徳
⑪

③
　
西
光
寺
鈴
木
家
墓
地
の
手
水
鉢

～
降
賜
の
造
型
～

市
内
の
手
水
鉢
を
調
査
し
て
み
る
と
、
大

部
分
は
、
手
水
鉢
そ
の
も
の
が
独
立
し
た
個

体
と
し
て
神
社
仏
閣
あ
る
い
は
個
人
の
墓
所

に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
手
水
鉢
は

単
体
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
よ
り
も
、
茶
道
の

隆
盛
と
と
も
に
、
そ
の
役
割
が
重
要
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
日
本
庭
園
の
一
隅
に
手
水

鉢
を
中
心
と
し
た

「降
瞬
」
が
作
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
手
水
鉢
は

「降
昭
」

の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。

「降
隅
」
の
形
式
は
、
手
水
鉢
を
中

心
に
、
役
石
と
い
わ
れ
る
前
石
、
湯
涌
石
、

手
燭
石
、
飛
石
等
が
配
さ
れ
て
い
て
、　
一
つ

の
小
宇
宙
を
形
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

市
内
に
は
簡
略
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の

「降
賜
」
の
形
式
を
踏
ま
え
た
手
水
鉢
が
門

脇
町
西
光
寺
の
鈴
木
家
墓
地
に
し
つ
ら
え
ら

れ
て
い
る
。

鈴
木
家
の
先
祖
は
江
戸
時
代
に
戦
国
船
の

船
頭
を
し
て
お
り
、
通
称
、

「泰
亨
九
」
と

呼
ば
れ
て
い
た
旧
家
で
あ
る
。
こ
の
鈴
木
家

の
墓
所
を
つ
く
つ
た
の
は
石
巻
の
石
工
で
は

な
い
と
い
う
当
主
鈴
木
英
二
氏
の
お
話
で
し

た
。
こ
の
棗
形
の
手
水
鉢
の
全
面
に
は

面
影
の
こ
こ
に
も
あ
る
か
冬
の
月

の
俳
句
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
高
さ
５２
ｃｍ
ｏ

降隅手水鉢の鉢前

(築山庭造伝)角 ,I膚店茶道大辞典

④
　
門
脇
町

・
姉
歯
三
良
氏
宅
の
手
水
鉢

手
水
鉢
は
文
字
通
り
手
水
を
使
う
鉢
で
あ

り
、
手
を
き
よ
め
る
水
を
た
た
え
る
容
器
で

あ
る
。
手
水
鉢
は
現
在
で
は
、
神
社
仏
閣
あ

る
い
は
茶
室
の
附
属
品
と
し
て

一
般
化
し
て

い
る
が
、
手
を
き
よ
め
る
容
器
と
し
て
の
手

水
鉢
か
ら
転
じ
て
、
厠
の
附
属
と
し
て
縁
先

に
お
か
れ
る
よ
う
に
も
な

つ
た
。
し
た
が
っ

て
厠
を
出
た
時
は
、
縁
の
内
側
か
ら
手
水
を

使
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
茶
の
湯
の

「降
暖

手
水
鉢
」
や

「縁
先
手
水
鉢
」
と
ち
が
っ
て

一
段
と
高
さ
の
あ
る
も
の
に
つ
く
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
市
内
で
、
こ
の
縁
先

に
高
さ
の
あ
る
手
水
鉢
が
し
つ
ら
え
て
い
る

と
こ
ろ
が

一
ケ
所
あ
っ
た
。
門
脇
町
姉
歯
三

良
氏
宅
の
手
水
鉢
で
あ
る
。
同
家
に
は
伊
達

家
ゆ
か
り
の
茶
室
残
月
亭
が
移
築
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
残
月
亭
前
の
池
の
ほ

と
り
に
も
手
水
鉢
が
存
在
す
る
が
、
残
月
亭

と
か
か
わ
り
が
あ
る
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

ＺＯ
。

船魂神社

鈴木家墓地 (西光寺)

縁先の手水鉢 (高さ117cm)
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縁先の手水鉢 (水穴)池のほとり (枯山水 ?)

Ｖ

石
巻
市
内
の
手
水
鉢

一
八
八
個
。
見
落
と
し

て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
現
代
に
な

っ
て
つ
く

ら
れ
た
も
の
で
入
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
の

で
、
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
す
れ
ば
、
市
内
の

手
水
鉢
は
三
〇
〇
個
以
上
に
な
る
だ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

石
巻
市
内
で
は
井
内
石
の
産
出
も
少
な
く
な

つ

て
い
る
現
況
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
か
ら
は
、

石
造
品
と
し
て
の
手
水
鉢
は
つ
く
ら
れ
る
こ
と

も
な
く
、
手
水
鉢
の
も
つ
美
し
さ
も
忘
れ
ら
れ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
鰐
山

墓
地
の
よ
う
に
移
転
作
業
に
よ

つ
て
、
ど
ん
ど

ん
失
わ
れ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

手
水
鉢
を
単
な
る
手
洗
鉢
あ
る
い
は
墓
所
の

附
属
品
と
し
て
み
る
だ
け
で
な
く
、
門
脇
町
西

光
寺
鈴
木
家
墓
地
の
手
水
鉢
の
よ
う
に
、
私
た

ち
が
い
ま
ま
で
気
づ
か
な
か

つ
た
先
人
が
つ
く

り
出
し
た
す
ば
ら
し
い
美
し
さ
を
教
え
て
く
れ

る
も
の
も
あ
る
し
、
さ
ら
に
は
、
石
巻
市
の
名

も
知
れ
ぬ
石
工
達
の
匠
の
技
を
再
認
識
す
る
た

め
に
も
保
存
の
た
め
の
努
力
を
怠

っ
て
は
な
ら

な
い
と
思
う
。

※
参
考
文
献

茶
道
大
辞
典
　
角
川
書
店

大
日
本
百
科
事
典
　
小
学
館

世
界
大
自
然
事
典
　
平
凡
社

日
本
史
小
百
科
０
　
庭
園

近
藤
出
版
社

辻
吾
堂
著
作
集
　
泥
古
庵
雑

～
降
瞬
の
造
型
～

三
彩
社

池のほとり (枯山水の中?)水穴



石 巻 市 文 化 財 だ り

No 所  在  地
大きさ

材 質 作成年月日 西暦 特徴・特記事項
縦 横 高 さ

1 鹿嶋御児神社 (日 和が丘) 粘 板 岩 昭和10年 4月 1935 奉納・稲井町内・菅野石材店,菅野はつえ

2 鹿山目後「児ネ申t■  (日 和が丘 ) 粘 板 岩 寛政9年正月吉日 1797 大黒借□

3 羽黒山鳥屋神社 (羽黒町) みかげ石 口漱盤

4 永巌寺 (羽黒町 。普門閣前) 安 山 岩

5 永巌寺 (羽黒町・相沢家墓地) 粘 板 岩

6 永巌寺 (羽黒町・不動堂階段) 粘 板 岩 伊藤市右衛門 □□□施主

7 寿福寺 (羽黒町 。本堂前) みかげ石 享保4年 6月 吉日 高砂屋弥治郎

8 寿福寺 (羽黒町・歓喜天前) みかげ石

9 寿福寺 (羽黒町・大内家墓地) 粘 板 岩

寿福寺 (羽黒町 。松屋墓地) 粘 板 岩 総屋商店

北向地蔵 (海門寺跡 ) / 安 山 岩 把手あり (円形)

久円寺 (千石町 。本堂前) 粘 板 岩 安永4年 10月 吉日 1775 奉納 湊南町 日下甚蔵

久円寺 (千石町・浄行堂前) 粘 板 岩 (大正 7年 ?) (平松まつ )

久円寺 (千石町・稲荷堂前 ) 安 山 岩 仙台市より移転と伝える

久円寺 (千石町・山門前庭) 安 山 岩

久円寺 (千石町・中庭) / 安 山 岩 円筒形

久円寺 (千石町・中庭) みかげ石

久円寺 (千石町 。庫裏前庭) 粘 板 岩

久円寺 (千石町・庫裏入り日) 粘 板 岩

久円寺 (千石町・星本家墓地) 粘 板 岩

「 手 水 鉢 」 調 査 集 計 表

「 手 水 鉢 」 調 査 集 計 表 Nα 2

No 所  在  地
大きさ

材  質 作成年月 日 西暦 特徴・特記事項
縦 横 高 さ

久円寺 (平井家墓地) 粘 板 岩

久円寺 (大津家墓地) 粘 板 岩

松尾神社 旭町) 粘 板 岩 明治25年旧5月 15日 1892 無納 石き魚町 菱 千代女 鈴木 ひさ女 猟 志げ女

松尾神社 旭町) 安 山 岩 本堂前 (参道右側 )

鳥屋神社 旭町) 粘 板 岩 明治28年 5月 19日 表面に葉状の刻みあり

三峰神社 住吉町) 粘 板 岩 明治 9年 2月 20日 奉納 島 りつ 他24名

広満寺 (住吉町・金毘羅神社) 粘 板 岩 明治17年 6月 10日 春納 井内 秋藤 五□ 他四名 世話大 小川 正□

広済寺 (住吉町・本堂前) 粘 板 岩 昭和9年旧2月 10日 奉納 名古屋 石橋曲馬団

広済寺 (住吉町・千葉家墓地) 粘 板 岩

飯石大島神社 (住吉町・鳥居側) 粘 板 岩 明治45年 6月 15日 ) 1912 奉納 石巻仲町 角田監治

飯石大島神社 (住吉町・拝殿前) 粘 板 岩

禅昌寺 (山下町 '佐 木々家墓地) 安 山 岩

禅昌寺 (山 下町・本堂参道) 安 山 岩 (明治30年 以前) 明治30年撮影の写真にあり

禅昌寺 (山下町・地蔵堂前) 粘 板 岩 墓地より移転という

禅昌寺 (山 下町・後藤家墓地) 粘 板 岩 以前は「吉岡屋」という

禅昌寺 (山 下町・嶋津家墓地) 粘 板 岩

禅昌寺 (山 下町・池の前 ) 13 安 山 岩 築山工事の際、掘 りだされる

禅昌寺 (山 下町・中庭) 安 山 岩 本堂前にあったものを移す

羽黒山鳥屋神社 (山 下町) 安 山 岩 □□□□歳3月 19日 本賓納施主 □□□・裏面に講中18名 の氏名

紫明神 (門脇町・左側) 粘 板 岩



石 市 文 化 財 だ り巻

No 所  在  地
大きさ

材 質 作成年月 日 西暦 特徴・特記事項
縦 横 高 さ

紫明神 (門脇町・右側 ) 安 山 岩

西光寺 (門脇町・参道左) みかげ石 え政4年 3月 28日 1857 奉献 □□講中

西光寺 (門脇町 '菅野家墓地) 粘 板 岩

西光寺 (門脇町・須国家墓地) 粘 板 岩

西光寺 (門脇町・村松家墓地) みかげ石 現代のもの

西光寺 (門脇町・岩間家墓地) 粘 板 岩

西光寺 (門脇町・鈴木家墓地) 安 山 岩 面影の ここにもあるか 冬の月 児島

西光寺 (F写 脇町・房州家墓地) 粘 板 岩

西光寺 (門脇町 '中川家墓地) 粘 板 岩

称法寺 (門脇町・東司前) 粘 板 岩

弥法寺 (門脇町・庫裏前) 粘 板 岩

称法寺 (門脇町・鐘楼前 ) / 安 山 岩 丸鉢形

称法寺 (門脇町 。本堂前) みかげ石

称法寺 (門脇町・近江家墓地) みかげ石

称法寺 (門脇町・正岡家墓地) みかげ石 寄贈 斎藤直次

称法寺 (門脇町 '浅野家墓地) みかげ石 菱形に調製 浅野 縁霊前献上違い簿の羽(秋田屋)

称法寺 (門脇町・林家墓地) 粘 板 岩

称法寺 (開脇町・鈴木家墓地) 粘 板 岩

称法寺 (門脇町・八城家墓地) みかげ石

称法寺 (門脇町・高橋家墓地) 粘 板 岩

「 手 水 鉢 」 調 査 集 計 表

「 手 水 鉢 」 調 査 集 計 表

Nc1 3

Nα 4

No 所  在  地
大きさ

材  質 作成年月 日 西暦 特徴 ,特記事項
縦 横 高 さ

称法寺 (門脇町・阿波家墓地) みかげ石 弓道範士 阿波研造墓

称法寺 (門脇町・菅原家墓地) 粘 板 岩

称法寺 (門脇町・野口家墓地) 粘 板 岩

称法寺 (門脇町・鈴木家墓地) 安 山 岩

称法寺 (門脇町・阿部家墓地) 粘 板 岩

称法寺 (門脇町・高橋家墓地) 粘 板 岩

称法寺 (門脇町・本間家墓地) 粘 板 岩

船玉神社 (門脇町三丁目) 粘 板 岩 刻ヒ司
~王

μ千ヽ火側ヒイ臼け 全面に文あり ,本文参照

濡仏堂 (雲雀野町一丁目) 粘 板 岩 大正10年 4月 8日 亀の彫刻あり,奉納 酒日勝雄 酒田みち子

東雲寺 (上 中弊 。本堂前) 安 山 岩

東雲寺 (上中坪・鈴木家墓地) 粘 板 岩

東雲寺 (上中媒・黒須家墓地) 粘 板 岩 水入れの面が蓮華状に彫刻されている

高玉八幡神社 (上 中井・神殿前) 粘 板 岩

高玉八幡神社 (上 中算・神殿前) みかげ石 昭和60年 10月 吉日 蒸納 御手洗鉢石 高I神社氏子一同 横山石材店

金昆羅神社 (九井戸・参道右側) みかげ石 :袖 阿都ちよ子講中玖自開限章師東雲寺□□大賓院兼酎

多福院 (吉野町 。大日堂前) 粘 板 岩 寛政十一年四月吉日 1799 春納高橋屋儀蔵大須賀や六太郎勝叉屋伝右街門非内新入I之

多福院 (吉野町・御菩提碑入日) 粘 板 岩 大正十三年二月 1924 奉納 湊 石巻 住吉 門脇 小学校職員一同

多福院 (吉野町・佐藤家墓地) 粘 板 岩

慈恩院 (吉野町・毘沙門堂 ) 粘 板 岩 大正十五年二月三日 1926 奉納 慈恩院住職 世話大 浜本町八木きな 立町鈴

木終うル 住吉町阿波きよ 井内 石工 阿波又二郎
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No 所 在 地
大きさ

材  質 作成年月日 西暦 特徴・特記事項
縦 横 高 さ

慈恩院 (吉野町・平塚家墓地) 粘 板 岩

菅原神社 (鹿妻天神前・石段) 粘 板 岩 天明三卯月二月升三日 奉釉 逗吉 市十
'「

 清蔵 七三郎 善市 大郎治 平二郎

法山寺 (湊鹿妻山・鶏権現) 安 山 岩

梅澳寺 (牧 山・本堂前) 粘 板 岩 (年号あり) 奉納 (講中名あり)

栄存神社 (牧山・別院) 粘 板 岩 明治升五年二月六日 1892 春納 石巻裏町 石工 小野寺栄吉

栄存神社 (牧山・別院) 粘 板 岩 奉納

零羊崎神社 (牧 山・拝殿前) 粘 板 岩 昭和十二年旧九月九日 奉納 石巻市湊田町 日下清松

三吉神社 (牧山・拝殿前) 粘 板 岩 奉 納 願主 湊新町

栄存神社 (牧山・本殿 ) 粘 板 岩 奉納 二百五十年祭記念 亀井久六 阿部勇之丞

零羊崎神社 (牧 山・社務所 ) 粘 板 岩

一皇子神社 (御所入) 粘 板 岩 嘉永元年

戊申六月朔日

1848 奉納 佐藤屋善五郎 1牟善治
我 が 曽祖 佐 IIr善五 郎  一 皇 子 神 社 を

導 崇 す る こ と篤 く 茅 永 元 年 戌 申朔 曰
枠 善 治 と共 に参 拝 者 手 洗 水 盤 を奉 納

七 赤鳥 幕 警 箔 怨 を 発
ヽ

蓬 警 籍 寄 粛 企 衛
に選 し 上 屋 を寄 進 して 参 弄 者 に便 な

泉セ亀急患秀低す が祖先の崇敬心を
昭 和 二 十 二 年 四 月 玄 孫  rg井 善 八  識

一皇子神社 (吉野町・竜神) 粘 板 岩 昭和

八幡神社 (水 明南二丁目) 粘 板 岩 安永二年 預主 典兵衛 八兵衛 丈助 惣村中

碍山墓地 (泉町・及川家墓地) 粘 板 岩

碍山墓地 (泉町・錦織家墓地) 安 山 岩 棗形

響山墓地 (泉 町・大苗代家) 粘 板 岩 大正七年一月

器山墓地 (泉 町・題 目碑前) 粘 板 岩 奉納 稲井村井内 加茂卯之吉

「 手 水 鉢 」 調 査 集 計 表

「 手 水 鉢 」 調 査 集 計 表

一ｂ

No 6

No 在 地所
大きさ

材  質 作成年月日 西暦 特徴・特記事項
縦 横 高 さ

器山墓地 (泉町・阿部家墓地) 粘 板 岩

器山墓地 (泉町・渡辺家墓地) 粘 板 岩 亀の彫刻あり

鰐山墓地 (泉町・小野家墓地) 粘 板 岩

碍山墓地 (泉 町・  ) みかげ石

愕山墓地 (泉町・佐々木家) 安 山 岩

碍山墓地 (泉町・井上家墓地) 粘 板 岩 (三河屋)

鰐山墓地 (泉町・岩井家墓地) (安 山岩 )

拝幣志神社 (湊 田町 。 ) 粘 板 岩 二月十二日 入月十五日 奉納 八幡講中 (年号なし)

伊去波夜和気命耐社 (大宮町) 粘 板 岩

1/k葉 神社 (渡波町三丁目) 粘 板 岩 大正三年十一月升四日 奉納 敬神講 高橋音治 他14名

姉歯三良 (門脇町一丁目) 117 粘 板 岩 手洗所前

姉歯三良 (門脇町一丁目) 粘 板 岩 枯山水の中

了々庵 (伊勢町・庫裏前) 粘 板 岩

官殿寺 (渡波町・山門前) / みかげ石 円筒形

宮殿寺 (渡波町・参道左) 粘 板 岩

宮殿寺 (渡波町・参道右) 粘 板 岩

宮殿寺 (渡波町・竜王閣) / 安 山 岩 円筒形

言殿寺 (渡波町・竜王閣) / みかげ石 円筒形

言殿寺 (渡波町・岡部家墓地) / ヨンクリート 円筒形

加藤家墓地 (渡波町二丁目) ヨンクリート
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No 所 在 地
大きさ

材 質 作成年月日 西 暦 特徴・特記事項
縦 横 高 さ

八幡神社 (渡波町二丁目) 粘 板 岩 大正三年八月十五日 奉 納 記念 八文字氏

法音寺 (渡波神明・本堂前) 粘 板 岩 昭和三年日十月二日 1928

あ紋

治
郎
　
士
口　
　
　
　
　
　
の

団
四
踏
ズ
治
　
　
　
協

図
勝
義
村
倉
　
　
塗
本

三
砂
四
深
　
木
　
　
　
末
蓮

真
松
　
　
鈴
　
　
海
日

郎
　

命需

郎

鶉

＊

四
正
作
太
竹
八
五
　
五

庸
　
善
彦
町
源
佐
　
七
人

井
永
野
田
川
部
木
浦
松
話

三
末
飯
津
女
阿
植
尾
小
世

洞源院 (渡波仁田山。一葉地蔵) 安 山 岩 (現代の作成)

洞源院 (渡波仁田山・歴代墓所) / みかげ石 (現代の作成 '2基あり)円筒形

洞源院 (渡波仁田山・本堂右) / みかげ石 円筒形

五十鈴神社 (渡波耐明) 粘 板 岩 文化五辰年十一月吉日 奉納 THH明叛 与平 稲井石工善苦

艦荷神社 (川 日町一丁目) 粘 板 岩 大正三年 奉納 久保田 回□ 亀の彫刻あり

八幡神社 (四 番谷地・鳥居狽1) 粘 板 岩 明治汁一年八月十五F 奉納 若者中

八幡神社 (四 番谷地・鳥居側) 粘 板 岩

田道神社 (田道町・石段側 ) 粘 板 岩 明治四十年 奉納 佐藤巳治助 建之

稲荷社 (立町二丁目・鳥居側) 粘 板 岩 大正十五年二月二十二日 奉納 二代 浅野太一郎

不動堂 (不動町・境内) 粘 板 岩 大正九年旧二月汁八日 1920 奉納 石巻町 酒日定吉 酒日酒造廠 酒口良吉

作田島神社 (中瀬・境内 粘 板 岩 昭和六年一月 奉納 鐵勇治 鐵 くらみ

作田島神社 (中瀬 。境内 安 山 岩 奉寄進 国□□□ 平右衛門

作田島神社 (中瀬・境内 粘 板 岩 大正十二年旧六月十七日 奉納 日代ヒサヨ 日代庄四郎 口代庄治郎

秋葉神社 (中瀬・石段右 ) 217 粘 板 岩 1ヒ 上会社 4f下 4ft合  仲町 子場中 稲井利
石工 亀井久七 石宮工 佐々木甚古
袋谷地石垣■ 及川勇蔵 梅津イ+作

「 手 水 鉢 」 調 査 集 計 表

「 手 水 鉢 」 調 査 集 計 表

Nc1 7

No 8

No 所  在  地
大きさ

材 質 作成年月日 西暦 特徴 。特記事項
縦 横 局 さ

観音堂 (門脇町一丁目) みかげ石 昭和五年十一月吉日 奉納 那須おつよ

赤坂神社 (日 和が丘二丁 目) 粘 板 岩

八幡神社 (南境妙見・境内) 砂   岩 月治三十三年八月十五日 奉納 南境中 世話人 梶原直助 府治兵衛

瑠璃殿 (南境金沢・石段下) 粘 板 岩 急政四子歳四月十二日 奉納 金沢 権兵衛

金蔵寺 (南境金沢・水子地蔵) 粘 板 岩 昭和五十三年八月 寄進 為水子地蔵尊供養 南境朔日会一F

金蔵寺 (南境金沢 。東司前) 15 粘 板 岩

代掻地蔵尊 (大瓜瀬戸山) 粘 板 岩 昭和十一年旧七月 奉納 地蔵尊 願主 高橋鉄三則

深山神社 (大瓜前田) 粘 板 岩 天明元年八月一日 奉納 □福地 六左衛門

141 木葉神社 (大瓜前田) 粘 板 岩

薬師神社 (大 瓜館下) 粘 板 岩 大正六年旧八月八日 奉納 本木サン

高木観音堂 (高木竹下) 粘 板 岩

若官八幡 (高木若官・石段上) 粘 板 岩 寛政十年八月十五日 本納 亀山軍左衛門TI郷 井内 石工 新入 工之

観音堂 (水沼小多田) 粘 板 岩 昭和キー年旧一月十七日 1936 奉納 願 主 中澤

伊去波夜和気神社 (水沼) 粘 板 岩 寛保四甲子天二月吉日 奉納 当村中 主立 作十郎

14 不動堂 (水沼平畑) 安 山 岩

天照皇大神 (水沼亀山畑) 粘 板 岩 昭和八年十一月十九日 奉納 武運長久 成北茂山守備隊 岡 竹之9

白鳥大明神 (真野内源 ) 粘 板 岩 □□四乙未天九月九日 1775 奉納 善女人 (安永 ?)

長谷寺 (真野萱原・鐘楼前) 安 山 岩 元文五庚申天十二月吉F 春納 御手水洸□ 当時現在 育翁代 日影障 大名27名

長谷寺 (真野萱原・石段下) 安 山 岩 乙酉□□

石仏群 (真野川入口) みかげ石



り財化文市巻石

No 所  在  地
大きさ

材  質 作成年月日 西暦 特徴・特記事項
縦 横 高 さ

亀井石材店 (大瓜字以内) / 粘 板 岩

石仏群 (真野川口) 粘 板 岩 昭和二十七年二月吉日 奉納 (有)菅松石材工業

北向地蔵 (南浜町一丁目) 粘 板 岩 明治四十四年二月十四日 奉納 気仙清太良

多福院 吉野町 。庫裏角) 粘 板 岩

稲荷社 立町二丁 目) 安 山 岩 明治十五年十月十四日 1882 奉納 新田町

寿福寺 羽黒町・庫裏前庭 ) 粘 板 岩 発起大 槙谷言二郎 就山派助 小畑保之助 消防組 百五十名

寿福寺 羽黒町・庫裏前庭 ) 粘 板 岩

寿福寺 羽黒町・庫裏前庭 ) 粘 板 岩 明治十五年日二月十八日 奉納 袋谷地 佐藤□右衛円 石巻 鈴木山三良

永巖寺 羽黒町・東司前) 粘 板 岩

永巖寺 羽黒町・東司前) 粘 板 岩

永巌寺 羽黒町 。本堂前) みかげ石 大正十四年八月 函館 浅野納之 違い鷹の羽紋

永巌寺 羽黒町・境内) 粘 板 岩

永巌寺 羽黒町・境内) 粘 板 岩 月治四十年二月 1907 後 藤

永巌寺 羽黒町・鰻塚) みかげ石

永巌寺 羽黒町・中庭) 粘 板 岩

蔭尾神社 (旭町・参道右側 ) 粘 板 岩 文久三 奉納 中□

寿福寺 (羽黒町・庫裏入日左) みかげ石

寿福寺 (羽黒町・太田家墓地) 粘 板 岩

171 文珠院 (羽黒町・玄関右 ) 粘 板 岩

斎諜隆義 (中里 。お堂前) 粘 板 岩

表計集査調鉢水手 Nα 9

特徴 。特記事項

漱水阻 井内 石井慶治

奉納 施主 21名

奉納 御賓前 神宮丸船頭
阿部 梶平

奉納 出征軍人 阿部福蔵 亀山利雄

奉納 大山酉松 海上安全

後藤□□□ 渡波町後藤安兵衛

奉納 □□□□□□

奉納 伊藤新造 三浦忠二良 小倉力蔵

春納 羽山姫神社 荻浜 小倉力蔵

小積浜 佐藤良造 佐藤元吉 佐藤辛之功 及川幸之進

門
作
郎
蔵
郎
吉
衛
治
郎

衛

五

四

兵

五

右
金
金
吉
伊
長
六
栄
栄

見
山
　
藤
山
藤
山
川

野四
大
同
後
大
後
大
色

作成年月日

明治四十三年一月山長栄寺 (泉町・本堂右側)

尾崎神社 (小竹浜・拝殿前) 文化七年六月吉日

延享三丙寅年

六月吉日

日枝神社 (小竹浜・鳥居前)

昭和十三年二月七日伊豆神社 (牧浜・石段右側)

八雲神社 (蛤浜・拝殿右側 )

洞仙寺 (桃浦・水子地蔵前) 平成元年六月吉日

大正三年旧二月二日五十鈴神社 (桃浦 。鳥居左)

五十鈴神社 (桃浦・鳥居右 ) 明治二十年

二月二日

明和三年二月二日五十鈴神社 (桃浦・鳥居右)

御両神社 (月 浦・拝殿前 ) 明治十九年旧三月十五日

羽山媛神社 (荻浜・鳥居石 ) 明治十九年八月吉祥日

明治ナ四年羽山媛神社 (荻浜・鳥居左)

五十鈴神社 (小積浜・石段上) 昭和九年十月

伊勢内宮神社 (狐崎浜) 全答 を船型に調整 してある



市 文 化 財 だ り

「 手 水 鉢 」 調 査 集 計 表

No 所  在  地
大きさ

材  質 作成年月日 西暦 特徴・特記事項
縦 横 高 さ

脳荷神社 (狐崎浜) 87 5 安 山 岩 奉納 御宝前

二渡神社 (富責浦) 粘 板 岩 奉納 御手洗
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平
成
十
年
度

Ⅱ
　
調
査
の
概
要

一　
は
じ
め
に

新
金
沼
遺
跡
は
、
付
近
の
畑
等
の
耕
地
を
分

布
調
査
し
た
際
に
、
土
器
片

（土
師
器

・
須
恵

器
）
や
鉄
滓
が
発
見
さ
れ
、
古
墳
時
代
か
ら
平

安
時
代
に
か
け
て
の
集
落
や
製
鉄
施
設
が
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
遺
跡
で
す
。

新
金
沼
遺
跡
で
は
、
平
成
三
年
度
か
ら
平
成

五
年
度
ま
で
高
規
格
道
路
の
ア
ク
セ
ス
道
路
建

設
に
伴
う
調
査
を
実
施
し
、
平
成
七
年
度
か
ら

は
建
設
省
東
北
地
方
建
設
局
の

「三
陸
縦
貫
自

動
車
道
」
建
設
工
事
に
伴
う
発
掘
調
査
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
。

平
成
二
年
度
か
ら
平
成
五
年
度
ま
で
の
発
掘

調
査
で
は
、
遺
構

。
遺
物
な
ど
は
見
つ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
平
成
七
年
度
か
ら
平
成
九
年

度
ま
で
の
発
掘
調
査
で
は
、
古
墳
時
代
前
期

（四

世
紀
頃
）
の
住
居
跡
や
溝
跡
が
見
つ
か

っ
て
い

ま
す
。

二
　
新
金
沼
遺
跡
の
位
置
と
環
境

新
金
沼
遺
跡
は
、
石
巻
市
の
中
心
部
か
ら
約

四
ｋｍ
西
に
あ
り
、
河
南
町
の
須
江
丘
陵
東
側
に

延
び
る
標
高
約

一
・
五
～

一
・
七

ｍ
の
微
高
地

上
に
形
成
さ
れ
た
遺
跡
で
す
。

遺
跡
範
囲
の
現
況
は
水
田

・
畑
地

・
宅
地
等

で
す
が
、
発
掘
調
査
等
の
結
果
か
ら
新
金
沼
遺

跡
周
辺
は
、
海
退
に
よ
る
浜
堤
と
河
川
に
よ
る

自
然
堤
防
が
交
差
し
て
お
り
、
湿
地
と
小
高
い

平
坦
地
と
が
入
り
組
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
と

こ
ろ
で
、
小
高
い
平
坦
地
に
古
代
の
人
々
が
生

新
金
沼
遺
跡
発
掘
調
査
報
告

Ｉ
　
調
査
実
施
要
綱

【遺
跡
所
在
地
】

石
巻
市
蛇
田
宇
新
金
沼

【調
査
対
象
面
積
】

約
六
〇
〇
０
２ｍ

【調
査
期
間
】

平
成
十
年
二
月
十

一
日
か
ら
十
二
月
二
十
五
日

【整
理
作
業
期
間
】

平
成
十
年
七
月
二
十

一
日
か
ら

平
成
十

一
年
二
月
二
十

一
日

【調
査
主
体
】

石
巻
市
教
育
委
員
会

【調
査
担
当
者
】

石
巻
市
教
育
委
員
会

社
会
教
育
課
文
化
係
主
査
　
芳
賀
　
英
実

文
化
係
嘱
託
　
古
澤
亜
希
子

【調
査
参
加
者
】

蟻
坂
　
平
蔵
　
相
沢
　
敏
郎
　
大
橋
　
隆
雄

岡
　
　
千
恵
　
葛
西
　
ふ
み
　
勝
又
　
正
男

加
藤
寿
美
子
　
穀
田
　
吉
夫
　
西
條
　
芳
子

斎
藤
　
初
弥
　
斉
藤
よ
し
子
　
千
葉
　
典
子

長
谷
川
信
雄
　
一二
浦
　
　
実

社
会
貢
献
活
動
体
験
研
修

（教
員
）

安
海
　
由
美
　
佐
藤
　
直
美
　
一一一品
　
明
子

【整
理
作
業
参
加
者
】

相
澤
　
智
恵
　
岡
　
　
千
恵
　
葛
西
　
ふ
み

加
藤
寿
美
子
　
西
條
　
芳
子
　
斉
藤
よ
し
子

未
永
　
千
秋
　
一局
橋
由
希
子
　
一局
橋
　
義
行

新
田
ゆ
き
代
　
一二
浦
　
　
実
　
一二
浦
　
実
穂

茂
木
希
巳
江

N

鰹
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活
を
営
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

新
金
沼
遺
跡
の
北
西
約
二
ｋｍ
の
と
こ
ろ
に
は
、

方
形
周
溝
墓
が
見
つ
か

っ
た
古
墳
時
代
前
期
を

主
体
と
し
た
遺
跡
で
あ
る
新
山
崎
遺
跡
が
あ
り
、

さ
ら
に
北
に
行
く
と
河
南
町
須
江
丘
陵
の
遺
跡

群
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
浜
堤
上
の
西
側

に
は
弥
生
時
代
か
ら
奈
良

・
平
安
時
代
の
小
松

遺
跡
や
赤
井
遺
跡

（矢
本
町
）
な
ど
が
あ
り
、

東
側
に
は
古
墳
時
代
前
期
か
ら
奈
良

・
平
安
時

代
の
田
道
町
遺
跡
や
清
水
尻
遺
跡
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

〓
一　
発
見
さ
れ
た
遺
構
と
遺
物

新
金
沼
遺
跡
か
ら
は
、
分
布
調
査
等
で
古
墳

時
代
前
期

・
後
期
の
上
師
器
片
や
奈
良

・
平
安

時
代
の
須
恵
器
片
、
時
代
不
明
の
鉄
津
な
ど
が

見
つ
か

っ
て
い
ま
し
た
。
平
成
九
年
度
ま
で
の

発
掘
調
査
で
は
古
墳
時
代
前
期
の
住
居
跡
が
三

十
三
軒
と
上
墳

（
人
為
的
に
掘
ら
れ
た
穴
）
、

奈
良

・
平
安
時
代
の
溝
跡

一
条
な
ど
の
遺
構
や
、

弥
生
時
代
の
上
器
や
中
世
陶
器
の
ほ
か
、
住
居

に
伴

っ
て
古
墳
時
代
前
期
の
上
師
器
が
多
数
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。

平
成
十
年
度
の
発
掘
調
査
で
は
、
古
墳
時
代

前
期
の
住
居
跡
が
十
四
軒
、
土
墳
が
数
基
、
時

代
不
明
の
溝
跡
二
条
が
検
出
さ
れ
、
住
居
か
ら

は
土
師
器
が
多
数
見
つ
か
り
ま
し
た
。

【住
居
跡
】

こ
れ
ま
で
新
金
沼
遺
跡
か
ら
は
、
二
十
三
軒

の
住
居
跡
が
見
つ
か

っ
て
い
ま
し
た
が
、
調
査

区
を
拡
張
し
た
平
成
十
年
度
の
調
査
で
は
、
新

た
に
十
四
軒
の
住
居
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

住
居
跡
は
、
竪
穴
式
住
居

（地
面
に
穴
を
掘

っ

て
床
と
壁
を

つ
く
り
、
カ
ヤ
や
ア
シ
で
屋
根
を

葺
い
た
住
居
）
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
ほ
と
ん

ど
が
古
墳
時
代
前
期
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

住
居
の
平
面
形
は
正
方
形
か
長
方
形
で
、　
一

辺
が
約
三

ｍ
程
の
小
型
の
も
の
と
、　
一
辺
が
約

五

ｍ
程
の
中
型
の
も
の
、　
一
辺
が
約
六
～
八

ｍ

の
や
や
大
型
の
も
の
に
大
き
く
分
け
ら
れ
ま
す
。

住
居
の
柱
に
つ
い
て
は
、
柱
跡
が
対
角
線
に

四
つ
あ
る
も
の
、
周
溝

（住
居
の
壁
面
に
沿

っ

て
巡
る
構
）
の
中
に
多
数
あ
る
も
の
、
住
居
内

に
確
認
さ
れ
な
か

つ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
住

居
の
中
に
は
埋
土
中
に
灰
白
色
火
山
灰
が
堆
積

し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
分
析
し
た
と

こ
ろ
十
世
紀
前
半
に
十
和
田
火
山
が
噴
火
し
た

時
に
降
下
し
た
火
山
灰
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

【遺
物
】

前
年
度
ま
で
の
調
査
で
、
弥
生
時
代
の
上
器

や
土
製
紡
錘
車
、
古
墳
時
代
前
期

（塩
釜
式
）

の
上
師
器
鉢

・
高
イ

・
器
台

・
甕

・
壷

・
甑
、

黒
曜
石
な
ど
で
で
き
た
石
鏃
な
ど
が
見
つ
か
っ

た
ほ
か
、
北
海
道
系
の
続
縄
文
土
器

（後
北
Ｃ

２

・
Ｄ
式
）

一
個
体
が
見
つ
か

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
土
師
器
に
縄
目
等
が
附
さ
れ
た
も
の
が

出
上
し
て
お
り
、
こ
の
上
器
は
関
東
域
で
見
ら

れ
る
東
海
系
土
器
に
類
似
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
も
、
弥
生
時
代
の
上
器
と
、
多
数
の

古
墳
時
代
前
期

（塩
釜
式
）
の
上
器
、
東
海
系

と
思
わ
れ
る
土
器
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

ま
た
、
あ
る
住
居
か
ら
は
高
さ
が
五
～
六

ｃｍ

程
の
ミ
ニ
チ

ュ
ア
土
器
七
個
と
、
直
径
八

蜘
の

深
い
青
色
の
ガ
ラ
ス
玉
が

一
個
見
つ
か
り
ま
し

た
。
ま
た
別
の
住
居
か
ら
は
、
内
外
面
と
も
に

赤
彩
さ
れ
た
変
わ

っ
た
形
を
し
た
土
器
が

一
個

見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
土
器
は
お
碗
の
よ
う

な
形
を
し
た
も
の
に
、
注
ぎ
日
の
よ
う
な
も
の

が
二
つ
つ
い
た
珍
し
い
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な

性
格
の
上
器
な
の
か
今
の
と
こ
ろ
わ
か
っ
て
い

:4密 |

縄目のついた土器 (第20号住居跡出土)

1lIIIIIIIIIIIIIIII:itiIIIlitilII川
蓬
ん

ガ ラ ス 玉

ガラス玉の出上した 第24号住居跡注ぎ口(?)が 2つついた土器 (第36号住居跡出土)
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平
成
十
年
度

鹿
松
貝
琢
発
掘
調
査
報
告

―
　
調
査
実
施
要
綱

【遺
跡
所
在
地
】

石
巻
市
渡
波
字
鹿
松
地
内

【調
査
対
象
面
積
】

約
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

【調
査
期
間
】

平
成

一
〇
年
八
月
十
七
日

～
十

一
月
二
十
日

【調
査
主
体
】

石
巻
市
教
育
委
員
会

【調
査
担
当
者
】

石
巻
市
教
育
委
員
会

社
会
教
育
課
文
化
係
主
事

阿
　
部
　
　
　
篤

【調
査
参
加
者
】

木
　
村
　
み
ね
子
　
　
菅
　
原
　
修
　
治

一局
　
野
　
』呉
由
美

Ｈ
　
調
査
の
概
要

一　
は
じ
め
に

鹿
松
貝
塚
は
、
当
初
、
ア
サ
リ
を
中
心
と
し

た
貝
と
若
干
の
陶
器
片
の
み
が
表
採
遺
物
と
し

て
あ
り
、
貝
塚
で
あ
る
と
言
う
こ
と
と
、
遺
物

か
ら
、
近
世
に
形
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と

言
う
こ
と
以
外
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な

か
つ
た
。

平
成
八
年
度
の
道
路
改
良
工
事
に
伴
う
発
掘

調
査
で
は
、
近
世
以
降
の
陶
器
片
な
ど
を
伴
う

貝
層
の
下
か
ら
、
古
墳
時
代
前
期
の
堅
穴
住
居

跡
が

一
棟
発
見
さ
れ
、
ま
た
、
住
居
跡
か
ら
は
、

当
時
使
わ
れ
た
土
師
器
が
ほ
ぼ
完
形
で
、
床
に

お
い
た
と
思
わ
れ
る
状
態
で
見
つ
か
っ
た
。
ま

た
、
火
災
に
あ

つ
た
痕
跡
も
残
さ
れ
て
お
り
、

は
じ
め
て
北
上
川
の
東
岸
地
域
に
も
古
墳
時
代

は
じ
め
の
集
落
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
さ
ら
に
、
土
器
の
様
子
か
ら
、
こ
の
集
落

は
県
内
の
古
墳
時
代
は
じ
め
の
古
い
段
階
の
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
。

今
回
の
調
査
は
、
鹿
松
地
区
の
道
路
改
良
工

事
に
伴
い
、
鹿
松
貝
塚
に
お
け
る
古
墳
時
代
前

期
の
集
落
の
広
が
り
を
つ
か
み
、
遺
跡
の
範
囲

を
確
定
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
一　
遺
跡
の
位
置
と
環
境

鹿
松
貝
塚
は
、
牧
山
丘
陵
の
南
側
に
あ
る
遺

跡
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
は
貝
塚
が
多
く
発
見

さ
れ
、
鹿
松
貝
塚
の
南
側
に
は
中
世
か
ら
近
世

の
遺
物
や
、
ア
サ
リ
な
ど
が
散
布
し
て
い
る
韮

塚
貝
塚
が
あ
り
、
そ
の
東
側
に
は
過
去
に
蕨
手

刀
を
出
上
し
た
垂
水
囲
貝
塚
が
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
北
側
の
山
に
は
中
世
の
館
跡
と
考
え
ら
れ
、

安
倍
宗
任
の
居
館
で
あ
る
と
言
う
伝
承
の
あ
る

牛
の
鞍
館
跡
が
あ
る
。

遺
跡
の
標
高
は
約
五
ｍ
ほ
ど
の
浜
堤
上
に
あ

り
、
周
り
よ
り
わ
ず
か
に
高
い
場
所
と
な

っ
て

い
る
。
同
様
の
浜
堤
は
北
上
川
の
西
岸
に
も
み

ら
れ
、
そ
の
浜
堤
上
に
新
金
沼
遺
跡
な
ど
の
古

墳
時
代
前
期
の
遺
跡
が
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
。

古
墳
時
代
前
期
に
は
、
浜
堤
の
周
囲
に
は
河
川

の
氾
濫
等
に
よ
る
湿
原
が
広
が
っ
て
い
た
と
推

定
さ
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
古
墳
時
代
前
期
の

人
々
は
周
囲
よ
り
も
標
高
が
高
い
浜
堤
上
を
生

活
の
場
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
て
い
る
。

〓
一　
調
査
の
方
法
と
成
果

調
査
は
、
前
回
同
様
道
路
部
分
の
掘
削
を
行

い
遺
構
等
の
有
無
の
確
認
を
行
っ
た
。
道
路
は

使
用
し
て
い
る
た
め
通
行
止
め
等
は
行
わ
ず
、

片
側
交
互
通
行
と
し
、
道
路
の
幅
員
の
半
分
ず

つ
を
三
国
に
分
け
て
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結

果
、
古
墳
時
代
前
期
の
集
落
範
囲
の
う
ち
、
北

端
と
東
端
が
ほ
ぼ
確
定
し
、
さ
ら
に
古
墳
時
代

前
期
の
竪
穴
住
居
跡
が

一
軒
検
出
さ
れ
た
。

住
居
跡
は
地
表
か
ら

一
ｍ
ほ
ど
掘
り
下
げ
た

と
こ
ろ
で
発
見
さ
れ
、
縦
横
お
よ
そ
四
ｍ
の
隅

九
方
形
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
後
世
の
耕

作
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
比
較

的
良
好
な
状
態
で
残
っ
て
い
た
。
柱
な
ど
も
あ
っ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
竪
穴
住
居
の
床
面

か
ら
湧
水
が
始
ま
る
状
態
で
あ
っ
た
の
で
詳
し

く
検
討
は
で
き
な
か
つ
た
。
ま
た
、
中
央
に
焼

け
て
固
く
な

つ
た
部
分
が
み
ら
れ
、
こ
こ
が
炉

の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

前
回
は
住
居
内
で
炭
化
し
た
木
片
が
見
つ
か
っ

て
い
る
が
、
今
回
は
明
確
に
炭
化
物
と
確
認
で

き
る
も
の
は
発
見
さ
れ
ず
、
こ
の
住
居
跡
が
火

災
に
あ
つ
た
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
か
つ

た
。ま

た
、
住
居
北
面
に
地
山
と
同
じ
様
な
上
で

住
居
の
床
面
よ
り
よ
り
高
い
場
所
を
検
出
し
た

が
、
上
を
積
ん
で
祭
壇
状
の
施
設
を
作
っ
た

「ベ
ン

ド
状
遺
構
」
と
い
わ
れ
る
も
の
か
、
地
山
が
住

居
内
に
流
れ
込
ん
で
で
き
た
も
の
か
、
調
査
区

の
関
係
で
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

遺
物
と
し
て
は
、
鉢
形
土
器
、
甑
、
甕
、
小

型

の
器
台
と
考
え
ら
れ
る
土
器
な
ど
が
あ
り
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
住
居
北
側
の
床
面
に
置
い
た

よ
う
な
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
特
に
甑
は
甕

の
上
に
載
せ
ら
れ
た
状
態
で
出
上
し
て
お
り
、

土
器
の
置
き
方
や

一
軒
の
住
居
で
使
わ
れ
て
い

る
土
器
の
種
類
な
ど
が
わ
か
る
資
料
と
な

っ
た
。

今
回
見
つ
か

っ
た
竪
穴
住
居
跡
の
年
代
は
、

こ
こ
か
ら
出
土
し
た
土
器
が
、
そ
の
特
徴
か
ら

古
墳
時
代
前
期
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
お
お
よ
そ
四
世
紀
の
前
半
の
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
今
回
調
査
し
た
場
所
の
周
辺
の
畑
に

は
、
土
師
器
と
思
わ
れ
る
土
器
片
の
散
布
が
確

認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
竪
穴
住
居

跡
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

四
ま
と
め

１
　
鹿
松
貝
塚
は
北
上
川
東
岸
に
位
置
す
る
古

墳
時
代
前
期
の
遺
跡
で
あ
る
。

２
　

今
回
の
調
査
で
、
古
墳
時
代
前
期
の
竪
穴

住
居
跡
が
見
つ
か
り
、
そ
こ
か
ら
良
好
な
土
器

群
が
見
つ
か
つ
た
。

３
　
竪
穴
住
居
跡
の
上
器
は
、
使
用
状
態
も
し

く
は
整
理
し
た
状
態
で
置
か
れ
て
い
た
。

４
　
ま
と
ま

っ
た
数
の
上
器
が
出
土
し
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら

一
軒
の
住
居
で
ど
の
よ
う
な
土

器
が
使
わ
れ
た
か
を
知
る
上
で
貴
重
な
資
料
と

な

っ
た
。

５
　
今
回
調
査
地
点
の
西
側
の
畑
に
は
、
土
師

器
と
思
わ
れ
る
土
器
片
が
散
布
し
て
お
り
、
こ

の
こ
と
か
ら
竪
穴
住
居
跡
が
さ
ら
に
そ
の
畑
に

延
び
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

６
　
今
回
の
調
査
で
鹿
松
貝
塚
の
古
墳
時
代
前

期
遺
構
の
北
と
東
の
端
が
わ
か

っ
た
。



甑 と甕の出土状況 竪穴住居跡

壺出土状況 土器出土状況



石 巻 市 文 化 財 だ よ り

平
成
十
年
度

文

化

財

め

ぐ

り

平
成
十
年
度
の
文
化
財
め
ぐ
り
は
、
岩
手
県

陸
前
高
田
市
方
面
、
山
形
県
米
沢
市
方
面
、
市

内
稲
井

・
真
野
方
面
の
文
化
財
を
た
ず
ね
ま
し

た
。

第

一
回
　
【気
仙
大
工
の
郷
を
た
ず
ね
て
】

日
　
時
　
平
成
十
年
九
月
二
十
日

講
　
師
　
石
垣
宏
　
石
巻
市
文
化
財
保
護
委
員

参
加
者
　
四
十
三
名

八
時
に
市
役
所
前
を
出
発
し
、
気
仙
沼
市
を

経
由
し
て
岩
手
県
陸
前
高
田
市
に
到
着
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
普
門
寺
、
気
仙
大
工
左
官
伝
承
館
、

そ
し
て
大
船
渡
市
で
は
民
家
丸
高
屋
、
気
仙
丸
、

長
谷
寺
、
長
安
寺
な
ど
、
気
仙
大
工
の
建
て
た

建
物
や
資
料
館
な
ど
を
見
学
し
ま
し
た
。

気
仙
大
工
と
は
、
気
仙
地
方

（今
の
岩
手
県

浜
通
南
部
）
の
大
工
の
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
、

こ
の
地
域
の
寺
院
や
民
家
な
ど
を
多
く
手
が
け
、

見
事
な
建
造
物
を
残
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
最
初
の
見
学
地
、
普
門
寺
は
各
層
の
趣

が
異
な

っ
た
作
り
方
を
し
て
い
る
二
重
塔
が
あ

る
寺
で
、
気
仙
大
工
が
様
々
な
技
法
を
ふ
ん
だ

ん
に
取
り
入
れ
た
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
気
仙
大
工
左
官
伝
承
館
は
、
気
仙
大
工
の

技
術
を
後
世
に
伝
え
る
た
め
つ
く
ら
れ
た
と
こ

ろ
で
、
そ
の
様
々
な
技
法
や
道
具
を
展
示
し
て

い
ま
し
た
。

長
安
寺
は
、
藩
政
時
代
に
建
て
ら
れ
た
寺
院

で
、
そ
の
大
き
さ
は
見
る
も
の
を
圧
倒
す
る
大

き
さ
で
、
気
仙
大
工
が
当
時
使
用
を
禁
止
さ
れ

た
ケ
ヤ
キ
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
も
の
で
、
見

事
な
作
り
で
す
。
参
加
者
は
気
仙
大
工
の
巧
み

な
技
術
と
、
建
物
に
皆
感
心
し
て
い
ま
し
た
。

第
二
回
　
【ま
ほ
ろ
ば
の
郷
を
た
ず
ね
て
】

日
　
時
　
平
成
十
年
十
月
十

一
日

講
　
師
　
石
垣
宏
　
石
巻
市
文
化
財
保
護
委
員

参
加
者
　
四
十
三
名

八
時
に
市
役
所
を
出
発
し
、
七
ケ
宿
町
を
通

り
、
山
形
県
に
向
か
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
音
の

街
道
沿
い
の
町
の
様
子
を
残
し
て
い
る
楢
下
宿

を
た
ず
ね
ま
し
た
。
こ
の
宿
は
江
戸
時
代
、
参

勤
交
代
の
大
名
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
こ

ろ
の
奥
羽
の
大
名
が
利
用
し
た
脇
本
障
な
ど
が

残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
明
治
時
代
、
三

島
通
庸
が
県
令

（今
の
県
知
事
）
の
と
き
、
洪

水
で
た
び
た
び
流
さ
れ
て
い
た
木
の
橋
を
架
け

替
え
た
、
通
称
め
が
ね
橋
が
あ
り
、
江
戸
か
ら

明
治
時
代
の
面
影
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。

高
畠
町
で
は
、
ま
ほ
ろ
ば
の
郷
と
い
わ
れ
る

と
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
財
が
残
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
で
は
、
小
さ
い
な
が
ら

も
き
れ
い
な
形
を
し
た
二
重
塔
が
あ
る
神
社
、

安
久
津
八
幡
神
社
、
仙
台
藩
祖
伊
達
政
宗
の
先

祖
で
あ
り
、
伊
達
家
中
興
の
祖
と
言
わ
れ
る
儀

山
政
宗
夫
妻
の
墓
、
縄
文
時
代
は
じ
め
の
遺
物

が
多
数
見
つ
か
り
、
旧
石
器
時
代
か
ら
縄
文
時

代

へ
の
発
展
過
程
を
示
す
も
の
と
し
て
有
名
に

な

っ
た
日
向
洞
窟
、
そ
れ
に
、
伊
達
家
の
庇
護

を
受
け
、
そ
の
後
伊
達
家
に
従

っ
て
移
転
し
、

現
在
は
仙
台
に
あ
る
資
福
寺
跡
な
ど
を
見
学
し

ま
し
た
。

昼
食
後
、
高
畠
フ
イ
ナ
リ
ー
で
、
高
畠
フ
イ

ン
の
製
造
工
程
を
見
学
し
、
さ
ら
に
、
三
年
願

を
掛
け
れ
ば
願
い
が
叶
う
と
言
わ
れ
る
、
日
本

三
文
殊
の
ひ
と
つ
で
あ
る
亀
岡
文
殊
を
参
拝
し

ま
し
た
。

参
加
者
は
、
江
戸
時
代
さ
な
が
ら
の
町
並
み

や
、
縄
文
時
代
に
人
々
が
住
ん
で
い
た
で
あ
ろ

う
洞
窟
、
そ
れ
に
伊
達
家
ゆ
か
り
の
文
化
財
を

見
学
し
、
音
の
人
々
の
暮
ら
し
に
思
い
を
は
せ

て
い
ま
し
た
。

第
二
回

【牡
鹿
三
十
三
所
札
所
め
ぐ
りパ

ー
ト
３
】

日
　
時
　
平
成
十
年
十
月
十
八
日

講
　
師
　
佐
藤
雄

一　
石
巻
市
文
化
財
保
護
委
員

参
加
者
　
一二
十
名

牲
鹿
三
十
三
所
札
所
め
ぐ
り
は
三
回
目
と
な

り
ま
す
。
今
回
は
稲
井

・
真
野
地
区
の
三
十
三

所
札
所
で
あ
る
金
蔵
寺
、
吉
祥
寺
と
そ
の
周
辺

の
文
化
財
を
訪
ね
ま
し
た
。

金
蔵
寺
で
は
、
そ
ば
を
流
れ
る
金
沢
川
の
由
来
、

そ
の
近
く
に
あ
る
的
場
石
と
い
わ
れ
る
、
巨
石

に
梵
字
な
ど
が
掘
り
込
ま
れ
た
板
碑
を
見
学
し
、

龍
洞
院
で
は
、
中
世
、
石
巻
を
支
配
し
て
い
た

葛
西
氏
が
寄
進
し
た
と
言
わ
れ
る
市
指
定
文
化

財
葛
西
椀
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
瓜
で

は

「裸
雪
峰
」
と
い
わ
れ
た
雪
峰
が
庵
を
営
ん

だ
場
所
と
言
わ
れ
る
、
雪
峰
庵
跡
に
残
る
非
常

に
珍
し
い
五
十
七
仏
と
い
う
釈
迦
出
現
前
の
仏

や
、
中
国
の
高
僧
を
表
現
し
た
石
碑
群
を
見
学

し
ま
し
た
。
ま
た
、
高
木
で
は
、
市
内
最
大
の

イ
チ
ョ
ウ
で
市
指
定
文
化
財
で
あ
る
吉
祥
寺
の

第一回気仙大工の郷をたずねて第二回まほろばの郷をたずねて
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イ
チ
ョ
ウ
や
中
世
の
寺
院
の
跡
で
あ
る
と
い
わ

れ
、
板
碑
が
多
く
建
て
ら
れ
て
い
る
高
木
の
観

音
堂
や
そ
こ
に
残
る
板
碑
群
、
そ
し
て
市
指
定

文
化
財
で
あ
り
、
延
喜
式
内
社
久
須
比
奈
神
社

の
御
神
体
と
い
う
い
わ
れ
の
あ
る
銅
造
観
音
菩

薩
、
薬
師
如
来
、
阿
弥
陀
如
来
の
三
尊
立
像
、

そ
し
て
高
木
地
区
の
方
々
の
飲
料
水
に
な

っ
て

い
た
高
木
の
清
水
な
ど
を
見
学
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
、
地
元
に
残
る
三
十
三
所
や
、
道

端
の
石
碑
、
雪
峰
庵
の
跡
な
ど
の
身
近
に
あ
る

文
化
財
を
見
学
し
、
有
意
義
な

一
日
を
過
ご
し

ま
し
た
。

今
回
も
多
数
の
参
加
申
し
込
み
が
あ
り
抽
選

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
惜
し
く
も
選
外

と
な
ら
れ
た
方
も
、
又
お
申
し
込
み
い
た
だ
け

ま
す
よ
う
お
待
ち
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

末
筆
な
が
ら
、
お
忙
し
い
中
、
見
学
に
快
く

応
じ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
市
内
各
寺
院
や
文
化

財
所
有
者
の
方
々
、
各
施
設
等
の
方
々
に
紙
上

を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

第二回牡鹿三十三所札所めぐり

磯
磯
Ⅷ
Ⅷ
粧
十
年
度
文
化
財
防
火
威
磯
磯
磯
Ⅷ

文
化
財
防
火
デ
ー
と
は
、
昭
和
二
十
四
年

一

月
二
十
六
日
に
、
奈
良

・
法
隆
寺
金
堂
が
火
災

で
焼
け
、
貴
重
な
壁
画
が
焼
損
し
た
こ
と
か
ら

昭
和
三
十
年
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

文
化
庁
、
消
防
庁
で
は
、
国
民

一
人

一
人
に

文
化
財
愛
護
を
再
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
を
主

眼
と
し
て
、
こ
の
日
を
中
心
と
し
て
、
全
国
的

に
文
化
財
の
防
火
運
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

石
巻
市
で
も
、
こ
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
毎
年

市
指
定
文
化
財
と
、
そ
の
所
有
者
、
地
域
住
民

の
か
た
が
た
を
対
象
と
し
て
、
防
火
訓
練
を
行
っ

て
い
ま
す
。

今
回
は

一
月
二
十
四
日
に

「旧
石
巻

ハ
リ
ス

ト
ス
正
教
会
教
会
堂
」
で
訓
練
を
実
施
し
ま
し

た
。旧

石
巻

ハ
リ
ス
ト
ス
正
毅
会
教
会
堂
は
、
明

治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）
新
田
町

（今
の
千
石

町
）
に
建
て
ら
れ
た

ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
の
教
会

で
、
現
存
す
る
木
造
教
会
堂
建
築
で
は
、
日
本

最
古
の
も
の
で
す
。

建
築
は
、　
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
の
建
物
に
多

く
使
わ
れ
て
い
る
十
字
架
形
の
平
面
に
ド
ー
ム

を
組
み
合
わ
せ
た

「ビ
ザ
ン
チ
ン
式
ド
ー
ム
エ

法
」
と
言
う
工
法
を
日
本
建
築
で
表
現
し
て
お

り
、
洋
風
建
築
な
が
ら
、
随
所
に
日
本
の
建
築

技
法
が
み
ら
れ
る
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
三
階
中
央
の

「升
壇
」
の
手
す
り
に
は

「木

目
塗
り
」
と
言
わ
れ
る
明
治
初
期
に
多
く
使
わ

れ
た
技
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
、
大

変
貴
重
な
も
の
と
な

つ
て
い
ま
す
。

晴
天
の
午
前
九
時
四
十
五
分
、
教
会
堂
か
ら

出
火
し
て
い
る
の
を
管
理
人
が
発
見
し
、
初
期

消
火
を
試
み
る
も
失
敗
し
、　
一
一
九
番
通
報
、

こ
れ
に
よ

つ
て
駆
け
つ
け
た
消
防
が
消
火
を
行

う
と
い
う
想
定
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
今

回
は
機
械
に
よ
る
教
会
堂
の
警
備
も
お
こ
な

っ

て
い
る
の
で
、
機
械
か
ら
の
通
報
を
受
け
た
警

備
会
社
が
火
事
を
通
報
す
る
と
い
う
訓
練
も
行

わ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
日
本
最
古
の
木
造
教
会
堂
建
築
で

あ
り
、
全
国
的
に
も
著
名
な
建
造
物
で
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
、
参
加
者
は
皆
真
剣
に
訓
練
を

お
こ
な

っ
て
い
ま
し
た
。

今
回
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
中
瀬
の
方
々
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
石
巻
消
防
署
、
同
中
央
分

署
、
石
巻
消
防
団
な
ど
多
く
の
方
々
の
ご
協
力

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
紙
上
を
借
り
て
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
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