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(1) 第 4号 石巻市文化財だより 昭和51年 6月20日

今
回
は
編
集
に
思
い
の
外
、
多
く
の
時
間
が

か
か
り
‘
発
行
が
大
変
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た

事
を
‘
始
め
に
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
文
化
財
だ
よ
り
も
、
関
係
各
位

の
ご
協
力
を
も
ち
ま
し
て
‘
今
号
が
第
四
冊
目

の
発
刊
と
な
り
ま
し
た
。

年
二
回
の
発
行
予
定
で
編
集
を
進
め
て
お
り

ま
し
た
が
種
々
の
都
合
か
ら
‘
第
四
号
、
五
号

の
合
併
号
と
い
う
形
で
、
発
刊
す
る
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

早
め
に
原
稿
を
ご
提
出
い
た
だ
い
て
い
た
‘

文
化
財
保
護
委
貝
各
位
‘
な
ら
び
に
読
者
の
方

方
に
は
深
く
お
わ
び
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご

ざ
い
ま
す
。

今
回
の
内
容
は
‘
第
四
号
が
石
巻
市
指
定
文

化
財
多
福
院
板
碑
群
特
集
‘
第
五
号
が
昭
和
五

十
年
度
文
化
財
調
査
特
集
と
い
う
内
容
に
な
っ

て
い
ま
す
。

多
福
院
板
碑
群
は
‘
昭
和
五
十
年
六
月

一
日

付
で
、
石
巻
市
指
定
有
形
文
化
財
と
し
て

一
括

指
定
を
受
け
た
も
の
で
、
石
巻
市
の
第

一
号
指

定
文
化
財
で
あ
り
ま
す
。

ご
存
知
の
よ
う
に
、
石
巻
市

一
帯
の
地
域
は

古
く
か
ら
‘
記
念
碑
等
の
用
材
で
あ
る
枯
版
岩

（
稲
井
石
）
の
産
出
地
で
あ
り
‘
ま
た
、
中
世

に
は
‘
葛
西
所
領
域
の
中
心
と
し
て
繁
栄
し
た

た
め
、
市
内
に
は
、
多
数
の
中
世
板
碑
（
石
製

卒
塔
婆
）
が
分
布
し
て
い
ま
す
。

昭
和
四
十
八
年
度
以
降
‘
石
巻
市
教
委
が
、

文
化
財
保
護
委
員
を
中
心
に
‘
一
部
の
分
布
調

は
じ
め
に

杜
会
教
育
課
編
集
室

査
と
実
施
し
て
お
り
ま
ず
が
、
そ
の
数
は
最
終

的
に
、
四
百
基
を
越
す
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
中
世
板
碑
は
‘
古
文
書
が
ほ
と
ん
ど

見
つ
か
っ
て
い
な
い
当
地
域
の
中
世
史
を
明
ら

か
に
す
る
上
で
‘
唯

一
の
書
か
れ
た
資
料
で
あ

り
、
そ
の
保
護
を
進
め
る
事
は
‘
非
常
に
大
き

な
意
義
が
あ
り
ま
す
。

多
福
院
板
碑
群
が
、
市
指
定
第

一
号
文
化
財

と
し
て
、
し
か
も
群
と
し
て

一
括
指
定
さ
れ
た

事
は
本
地
域
‘
ま
た
北
上
川
下
流
域
の
板
碑
文

化
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
、
ま
た
保
護
を
推
行
す

る
た
め
の
行
政
上
の

一
布
石
と
し
て
、
そ
の
効

果
は
大
き
い
も
の
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

昭
和
五
十
年
度
文
化
財
調
査
報
告
は
‘
委
託

調
査
を
実
施
し
た
五
件
の
う
ち
か
ら
‘
四
件
に

つ
い
て
そ
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

残
り
、

一
件
に
つ
い
て
は
‘
保
護
上
の
理
由

か
ら
掲
載
す
る
事
は
‘
さ
け
ま
し
た
の
で
ご
了

承
下
さ
い
。

な
お
‘
今
回
執
筆
を
賜
わ
り
ま
し
た
諸
先
生

各
位
に
は
、
多
大
の
お
手
数
を
お
か
け
し
ま
し

た
事
に
つ
い
て
‘
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
と

思
い
ま
す
。

特
に
‘
保
護
委
員
以
外
に
‘
本
号
の
た
め
に

原
稿
を
寄
稿
賜
わ
り
ま
し
た
石
巻
女
子
高
校
高

橋
清
治
氏
‘
石
巻
高
校
菅
原
祐
輔
氏
に
は
記
し

て
謝
意
を
表
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

（文
化
財
だ
よ
り
の
編
集
は
‘
石
巻
市
教
委
‘

社
会
教
育
課
文
化
係
で
行
っ
て
い
ま
す
。
内
容

に
関
す
る
照
会
‘
質
間
等
ご
ぎ
い
ま
し
た
ら
‘

遠
慮
な
く
ご
連
絡
下
さ
い

。

電
話

（
言
一
写

函

――

―
一
・
内
線
三
四
五

）

＼
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昭和51年 6月20日 石巻市文化財だより 第4号 (2) 

一
、
指
定
に
つ

い
て

わ
が
国
の
中
世
期
に
全
国
各
地
に
造
立
さ
れ

た
「
板
碑
」
に
つ
い
て
は
‘
江
戸
時
代
か
ら
そ

の
所
在
に
注
意
が
は
ら
わ
れ

‘
寛
政
年
代
に
松

平
定
信
に

よ
っ
て
編
繰
さ
れ
た
「
集
古
十
種
」

（
碑
銘
三
部
）
に
は
多
数
の

板
碑
か
集
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
‘
当
時
は
「
板
碑
」
な
る

呼
称
は
な
く
‘
単
に
古
碑
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
明
治
以
後
も
‘
こ
の
風
潮
を
抜
け
出

す
こ
と
が
で
き
ず
‘
板
碑
の
形
式
‘
内
容
等
に

高
度
の
仏
教
文
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
‘
古
碑
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
‘
深

く
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
の
研
究
態
様
は
、
地
方
の
研
究
家
に

よ
っ
て
断
片
的
に
特
定
地
域
の
板
碑
群
の
調
査

報
告
が
な
さ
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
板
碑
研
究
は
大
ぎ
な
歴
史
の
流
れ

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
‘
地
方

好
事
家
の
も
の
知
り
の
材
料
程
度
で
あ
っ
た
よ

う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
昭
和
年
代
に
入
っ

て
か
ら
は
古
碑
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
て
い
た
板

碑
が
、
歴
史
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
の

可
能
性
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

板
碑
の
研
究
調
査
は
江
戸
時
代
‘
明
治
時
代
と

く
ら
べ
て

‘
格
段
の
進
歩
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
特
に
‘
昭
和
八
年
に
刊
行
さ
れ
た

服
部
清
道
氏
の
「
板
碑
概
説
」
は

そ
の
後
の
板

碑
研
究
家
の
指
針
と
な
っ
て
い
ま
す
。
太
平
洋

戦
争
後
に
は
‘
板
碑
の
最
多
発
地
区
で
あ
る
関

東
地
方
の
板
碑
を
精
力
的
に
調
査
さ
れ
た
千
々

和
実
氏
に
よ
っ
て
「
武
蔵
国
板
碑
集
録

一
‘
二

三
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に

‘
板
碑
の
研
究
は
‘
そ

の
内
容
‘

形
式
の
研
究
と
と
も
に

‘
近
年
は
重
要
な
中
世

期
の
歴
史
資
料
と
し
て
見
直
さ
れ
る
と
同
時
に

文
化
的
事
業
の
研
究
に
重
要
な
役
闊
り
を
果
す

よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
利
用
価
値
は

年
々
‘
増
大
す
る
ば
か
り
で
す
。
き
く
と
こ
ろ

に
よ
る
と
‘
東
京
都
内
の
板
碑
悉
皆
調
査
が
企

画
さ
れ
‘
千
々
和
実
氏
の
も
と
で
、
そ
の
完
成

が
い
そ
が
れ
て
い
る
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
身

近
か
な
と
こ
ろ
で
は
‘
矢
本
町
史
第

一
巻
の
中

世
編
に
、
同
町
の
板
碑
群
か
ま
と
ま

っ
て
掲

載
さ
れ
‘
石
巻
地
方
に
お
け
る
板
碑
調
査
の
重

要
性
が
や
っ
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。こ

の
よ
う
な
情
勢

の
中
で
‘
江
戸
時
代
か
ら

全
国
に
知
ら
れ
て
い
た
当
市
の
日
輪
山
多
福
院

（
石
巻
市
吉
野
町
）
の

板
碑
群
が

、
市
指
定
第

一
号
の
文
化
財
と
な
る
こ
と
は
‘
き
わ
め
て
意

義
の
あ
る
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
今
回
の
調
査
は
断
碑
を
も
も
ら
す
こ

と
な
く
記
録
に
と
ど
め
る
と
い
う
方
針
で
行
な

わ
れ
た
こ
と
は
当
を
得
た
調
査
方
法
で
あ
り
、

指
定
の
意
義
を

一
層
高
め
る
こ
と
に
な
る
で
し

よ‘つ二

、

概

要

前
記
し
た
よ
う
に
、
日
輪
山
多
福
院
の
板
碑

日
輪
山
多
福
院
の
板
碑
群

佐

藤

雄

群
は
江
戸
時
代
よ
り
、
そ
の
存
在
が
全
国
に
知

れ
わ
た
っ
て
い
た
の
で
す
。
現
在
境
内
に
保
存

さ
れ
て
い
る
板
碑
群
の
総
数
は
八
十
八
基
で
す
。

一
寺
院
内
に
保
存
さ
れ
て
い
る
数
で
は
‘
県
下

で
も
屈
指
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
の
板
碑
は
‘
以
前
か
ら
多
福
院
境
内
に
あ

っ
た
も

の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。

か
つ
て
は
相

当
数
の
板
碑
か

、
多
福
院
附
近
の
畠
地
等
に
散

在
し
て
お
り
、
そ
れ
か
土
地
整
理
の
都
度
‘
現

在
地
に
移
動
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
そ
の

移
動
の
過
程
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
る
も
の

は
‘
山
門
を
入
っ
た
右
側
に
あ
る
「
南
無
阿
弥

陀
仏
」
の
刻
名
を
も
つ
名
号
板
碑

で
す
。

こ
の

板
碑
は
多
福
院
板
碑
群
中
の
最
大
板
碑
で
も
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は

‘
旧
庫
裡
の
前
に
あ
っ
た
池

（
現
在
は
新
し
ぃ
庫
裡
が
建

っ
た
の
で
つ
ぶ
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

）
を
改
修
し
た
と
き
に
‘

裏

返
し
に
な
っ
て
出
て
き
た
も
の
な
そ
う
で
す
。

こ
の
こ
と
を
み
て
も
、
多
福
院
の
板
碑
の
存
在

状
態
が
ど
ん
な
様
子
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
‘
移
動
の
は

っ
き
り
し
て
い
る
も
の
は
‘
本
堂
裏
‘
吉
野
先

帝
御
菩
提
碑
の
右
傍
に
あ
っ
て
保
存
の
た
め
の

処
置
が
施
さ
れ
て
い
る
十
数
基
の
整
っ
た
板
碑

群
で
す
。
こ
の

一
群
は
湊
草
刈
山
附
近
の
路
上

に
積
上
げ
ら
れ
て
い
た
も
の
を
市
教
育
委
員
会

の
文
化
財
保
護
事
業
の

一
環
と
し
て
、
昭
和
四

十
七
年
十
二
月
に
現
在
に
移
転
さ
れ
た
も
の
で

す
。
こ
の
移
転
さ
れ
た

一
群
の
中
に
吉
野
先
帝

御
菩
提
碑
に
表
現
さ
れ
て
い
る

「
奉
為
…
…
」

と
い
う
形
式
の
も
の
が
四
碁
ふ
く
ま
れ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
は
‘
吉
野
先
帝
御
菩
提
碑
が
‘
鎌

倉
‘
南
北
朝
時
代
の
形
式
を
ふ
ま
え
て
い
る
も

の
と
し
て
注
目
さ
れ
‘
吉
野
先
帝
御
菩
提
碑
の

研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
ま
た
‘
こ
れ
ら
の
板
碑
の
中
に
‘
奥

州
葛
西
氏
第
七
代
良
清

（法
名
ー
連
阿
）
の

た

め
の
も
の
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
も
特
筆
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

多
福
院
の
板
碑
群
は
‘
長
い
年
月
の
間
に
‘

現
在
地
に
移
動
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
‘
境
内

の
各
所
に
散
在
し
て
い
ま
す
。
先
ず
‘
山
門
を

入

っ
た
右
側
に

整
理
さ

れ
て
い
る

一
群
で
あ
り

ま
す
。

こ
れ
ら
は
比
較
的
早
い
時
期
に
整
理
さ

れ
て
い
た
も
の

の
よ
う

で
す
。
次
は
大
日
堂
脇

の
小
屋
に
入
れ
ら
れ
て
い
る

一
群
で
す
。

一
坪

ば
か
り
の
広
さ
の
中
に
周
囲
く
ま
な
く
‘
板
碑

が
立
て
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
大
小

き
ま
ざ
ま
で
、
上
部
の
欠
損
し
て
い
る
も
の
‘

表
面
の
剥
落
の
ひ
ど
い
も
の
が
随
分
と
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の

内
容
は
鎌
倉
時
代
か
ら
室

町
時
代
の
広
い
範
囲
に
お
よ
び

‘
花
模
様
の
あ

る
も
の
‘
五
輪
塔
の
刻
し
て
あ
る
も
の
と
い
っ

た
よ
う
に

‘
注
目
す
べ
き
も
の
を
多
く
ふ
ん
で

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
大
日
堂
の
横
手
に
数

甚
の
板
碑
が
並
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
も

と
も
と
‘
墓
地
の
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

も
の
で
す
。
そ
れ
が
‘
こ
こ
数
年
来
の
墓
地
整

理
の
影
響
を
う
け

て
‘
現
在
地
に
移
動
さ
れ
た

も
の
で
す
。
吉
野
先
帝
御
菩
提
碑
の
右
側
に
き

ち
ん
と
整
理
さ
れ
て
あ
る

一
群
は
‘
前
述
し
た

よ
う
に
湊
草
刈
山
よ
り
移
転
さ
れ
た
も
の
で

す
。
市
教
育
委
員
会
が
文
化
財
と
し
て
の
板
碑

の
価
値
を
認
識
し
て
‘
初
め
て
保
存
事
業
を
し

た
記
念
す
べ
ぎ
板
碑
群
で
あ
り
ま
す
。
残
り
の

数
基
は
‘
吉
野
先
帝
御
菩
提
碑
の
左
側
を
墓
地

の
奥
に
入
る
と
牧
山
—
寺
伝
に
よ
る
と
呵
弥
陀

が
峰
と
い
う
ー
を
背
に
し
て
五
基
ほ
ど
整
理
さ
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れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
中

に
梵
字
五
輪
塔
の
刻

さ
れ
て
い
る
一

基
が
あ
り
ま
す
。

県
内

で
は
唯

一
の
も

の
で
し
ょ
う
。

=-、

研
究
史

多
福
院
の
板
碑
が
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
の
は

松
平
定
信

の
編
集

に
か
か
る
集
古
十
種

（碑
銘

之
部
）
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
中

で
紹
介

さ
れ
て

い
る
の
は
‘
私
達
が

、
「吉
野
先
帝
御
菩
提
碑
」

と
呼
ん
で

い
る
碑

で
‘
集
古
十
種
の

中

で
は
‘

'
「
陸
奥
国
雄
鹿
郡
石
巻
水
門
里
多
福
院
山
中
吉

野
先
帝
碑
」

と
し
て
載

っ
て
お

り
‘
他

の

一
基

は

＿陸
奥
国
水
門
多
福
院
碑

（高
さ
三
尺
五
寸

幅

一
尺

一
寸
」

の
「
五
輪
塔
板
碑
」

の
二
埜
で

あ
り‘

五
輪
塔
板
碑
に
は
六
行
六
十
七
字
ほ
ど

の
銘
文
が
記
さ
れ
て
あ
っ
た
と
い

い
ま
す
。
現

在
‘

こ
の
銘
文
は
磨
滅
が
ひ
ど
く
、
全
文
を
読

み
と

る
こ
と
は
む
ず
か
し
ぃ
状
態

に
な

っ
て
お

り
ま
す
。

多
福
院
の
板
碑
は
明
治
時
代
以
降
に
も
‘

「
吉

野
先
帝
御
菩
提
碑
」
を
中
心

に
各
種
の
研
究
書

に
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
が

‘
ま
と
ま
っ
た
も
の

と
し
て
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

。
そ
の
中
で
昭

和
初
期
に
須
田
信
氏

（故
人
）

に
よ
る
多
福
院

の
板
碑
群
調
査

が
な
さ
れ
て
い

た
の
で
す

が
、

発
表
さ

れ
る
こ
と
な
く
‘
調
査

カ
ー

ド
も
埋
も

れ
て

し
ま

っ
た
ま
ま
で
し
た
。
多
福
院
板
碑
群

の
ま

と
ま

っ
た
も

の
が
公
表
さ
れ
た
の
は
‘
太

ギ
洋
戦
争
後
に
発
刊
さ
れ
た
臼
城
県
史
⑦

（金

石
志
）

に
お
い
て
で
す
。
．
冠
城
県
⑦
の

「9
昌
城

県
の
金
石
文
」
は
菊
池
武
一
氏
の
編
集
に
な
る

も
の

で
あ
り
、

そ
の

中

の
石
巻
市
‘
牡
鹿
郡
‘

桃
生
郡

の
調
査
に
は
遠
藤
源
七
氏
‘
須
田
信
氏

（
い
ず
れ
も
故
人

）
の
協
力
に
よ
る
と

こ
ろ
が

多
か
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
‘
須
田

信
氏

の
調
査
カ
ー
ド
が
最
大
限

に
活
用
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
‘
残
念
な
こ

と
に
は
板
碑

の
形
態

が
記
さ
れ
て
な
く
‘
種
子
‘

銘
文
等
に

若
干

の
誤
り
が
み

ら
れ
、
多
福
院
板

碑
群
に

つ
い
て
の
総
合
的
な
分
析
が
な
さ
れ
た

も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
今
回
‘
多
福

院
板
碑
群
か
、
石
巻
市
指
定

の
文
化
財
第

一
号

に
な
っ
た

こ
と
に
よ

っ
て
‘
そ
の
全
容
を
褐
載

し
、
で
き

る
だ
け
忠
実

に
板
碑

の
復
元

に
留
意

し
、
今
後

の
研
究

の
指
針
に
な
る
こ
と
を
心
掛

け
て
い
ま
す
。

四
、
年
代
的
広
が
り

多
福
院
板
碑
群
の
中
で

‘
最
古

の
も

の
は‘

大
日
堂
脇
の

小
屋
に
あ
る

No44
建
冶
の
紀
年
銘

で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
‘
こ

の
板
碑

は
欠
落
か

は
げ
し
く
‘
建
治
の

二
字
を
や
っ
と
読

み
と
れ

る
だ

け
で
あ
り
ま
す
。
高
さ
は

六
十
四

om

と
や

や
小
型

の
も
の

で
す
。
紀
年
銘
を
確
認
す
る

こ

と
が
で
き
た
も
の
に

つ
い
て
整
理
し
て

み
ま
す

と
表
①

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
卒
町
時
代
が
四

十

一
基
と
半
数
近
く
を
し
め
‘
鎌
倉
時
代
は
ご

く
少
数
が
確
認
さ
れ
た

に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
紀
年
銘
不
明

の
も
の
か
全
体

の
四
分
の

一
を
し
め

る
二
十
二
基
も
あ
り

‘
年
代
的
広
か

り
を
確
定
す
る
際
の
障
害

に
な

っ
て
い
る
よ
う

で
す
。
そ
の
中
で
‘
南
北
朝
時
代
の
年
代
的
ひ

ろ
か
り
と
‘
南
朝
年
号
と
北
朝
年
号

の
表
わ
れ

方
は
、
高
木
観
臼
堂
板
碑
群

の
分
析

に
お
い
て

指
摘
し

た
よ
う
に

‘
興
国
四
年
を
さ
か
い
に

‘そ

れ
以
後
は
北
朝
年
号
で

あ
り
、
高
木
観
し

oL

ロ
堂
板

碑
群

の
分
析
と
一
致

し
て
い
ま
す
。
石
巻
市
内

に
お
け
る
南
北
両
朝
の
勢
力
交
代

が
こ
の

時
期

で
あ
る
こ
と
を
公
づ
け
る
も
の
で
あ
り

‘
葛
西
氏

が
北
朝

へ
投
降
し
た
時
期
と

一
致
す
る
の
で
す
。

◎
南
北
朝
時
代
の
年
号
使
用
（
表
二
）

（
）内
の
年
号
は
各
々

に
対
応
す
る
南
•
北朝
の
年
号

五、供養の内容

板碑は卒塔婆をその内容とするもので

ありますから‘板碑造立の趣旨は‘現在

私達が先祖の忌日に造立する板塔婆造立

元~ ~ へ へ 興興 延 延延へ

中 元年四中元中＝ 元元中 和弘ー 只天一建徳正平⇔年 正平国国― 元元元― 冗翌
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朝
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八 八 八 八 八 七七 六四四四四 四゚ 三 三 暦
九 七 六 四 一 七 0 五 九 三ニー 八 二

18 1 3 1 1 1211111111 1 悶

年室 南 鎌

代 町 北 倉

時

朝

不時 時 時
代

明代代 代

22 41 18 7 
数

量

8 8 
A ロ

計

◎
時
代
別
板
碑
分
布
（
表
一
）

南
北
朝
時
代

の
石
巻
を
知
る
た

め
の

唯

一
の

史

料

と
し
て
貴
軍
な
も

の
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

の
趣
旨
と
少
し
も
か

わ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ

ん
。
し

か
し
‘
少
数
で
は
あ
り
ま
す

が
、
現
在

は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
逆
修
供
養
と
し
て
造
立

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
逆
修
供
養

は
生
前

に
あ
ら
か
じ
め
‘
死
後
の
菩
提
を
と
む

ら
う
た

め
に
す
る
法
要

の
こ
と
で

「灌
頂
随
求
往
生
十

方
浄
土
経

（第
十

一
）
に
説
か
れ
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
そ

の
功
徳

に
つ
い

て
は
法
然

の
著
作

と
い
わ
れ

る
「逆
修
説
法
」
に
く
わ
し
く
説
か

れ

て
い

ま
す
。

要
す
る
に
逆
修
供
養

は
現
世
安
穏

延
寿
無
量
‘
し
か

し
て
後
生
善
処
と

い
う
現
世

利
益
と
来
世
作
仏
を
か
ね
た
も
の
で
あ
る
と
い

わ
れ
ま
す
。

多
福
院
に
お
け
る
追
善
供
養

に
つ
い
て
は
表

③

に
み

ら

れ
る
よ
う

に
五
七
日
か

ら
三
十
三

年
の
供
養
ま
で
の

種
類
が
あ
り
ま
す
。
追
善
供

養

と
し
て
内
容
の

判
明
し
て
い

る
三
十
五
基
中

の
十
基
を
し
め
る

三
十
三
年
の
年
忌
供
養

が
多

く
、
そ
れ
も
宋
町
時
代

の
造
立
に
な
る
も

の
が

七
基
を
し
め
て
い
る

の
は
時
代
の

推
移
を
示
す

も

の
で
あ
る
の
か
、
単
な
る
偶
然
で

あ
る
の
か
‘

は
‘
判
然

と
し

ま
せ

ん。

逆
修
供
養
に

つ
い
て
は

‘
は
っ
き
り
と
逆
修

の
明
示
の
あ
る
も
の
六
悲
‘
七
分
全
得
と
し
て

表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
七
基
あ
り‘

供
養
内
容

の
は

っ
き
り
し
て

い
る
四
十
八
基
中
の
十
三
碁

と
い
う
数
は
決
し
て
少
な
い
数
で
は
な
い
よ
う

に
思
え
る

し
、
そ
の
中

の
、九
基
が
完
町
時
代
に

造
立

さ
れ
て
い
る

こ
と
は

、
そ
の
時
期
に
逆
修

供
養
の
さ

か
ん

で
あ

っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で

は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
室
町
時
代
に
お

け
る
石

巻
地
方
の
歴
史

の
事
情
‘
特
に
浄
土
本
の
逆
修

観
と
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。
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多
福
院
板
碑
群

の
逆
修
供
養
の

板
碑

の
中
で

興
味
あ
る
も
の
と
し
て
‘
服
部
清
道
氏
は
「
板

碑
概
説
」

の
中
に
次

の
二
基
を
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。

Noll

応
永
五
年
寅
戊
□
月
廿
八
日

右
志
者
井
以
不
動
過
摩
一
舟
為
志
本

七
分
全
得
乃
至
法
界
平
等
利
益
也

こ
れ
は
不
動
信
者
の
逆
修
供
養

で
あ
り
‘

弥
陀
信
仰
に
よ
る
逆
修
供
養
が
多
い
な
か
で

注
目
す
べ
ぎ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ

こ
の
板
碑
の

種
子

は
荘
厳
体
種
子
で
あ
る
こ

と
も
室
町
時
代
の
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
て
い

る
と
い
え
ま
す
。

No60

明
徳
―
二
年
申
壬
一――月
廿
六
日

以
成
趣
旨
為
自
身
七
分
全
得
‘
兼
合

）
 

生
父
母
並
七
世
忌
法
先
恵
師
諸
門
法
朋

（
 

親
胞
貴
舵
棟
且

D
供
給
等

一
切
含
震
賤

有
緑
無
縁
平
等
利
益
故
也

当
時
第
五
櫂
小
比
丘
明
昨
敬
白

こ
の
板
碑
は
‘
阿
弥
陀
三
尊
種
子

の
そ
れ

ぞ
れ
に
蓮
台
を
配
し
、
そ
の
下
に
梵
字
で

一

行
六
字
‘
四
行
の
光
明
真
言

が
刻
さ
れ
て
い

ま
す
。
造
立
者
明
尊
は
‘
ま
ず
自
身
の
逆
修

の
た
め
‘
兼
ね
て
父
母
兄
弟
以
下
‘
法
界
衆

生
の

平
等
利
益
を
祈
願
し
て
造
立
し
て
い
ま

す
。
他
の
多
く
の
板
碑
が
法
界
衆
生
と
い
う

総
合
的
名
称
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
有
情
を
表

現
し
た
の
に
対
し
、

一
切
の
霊
の
あ
る
有
縁

無
縁
の
も
の
を
含
む
と
い
う
範
囲
を
限
定
し

て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

ー
以
上
二
基
の
概
略
は
服
部
清
道

「板
碑

概
説
」
に
よ
る
も
‘
一
部
を
補
充
し

て
い
る
。

六、種子についてI真言を含むー

板碑には‘その上部に種子（梵字）が

刻されています。種子はその一字をもっ

て仏菩薩を表わし‘種子を刻することは

仏菩薩の像を刻するのと同じ意味をもっ

ていることになります。それ故に‘種子

は板碑の中心をなすものと理解されなけ

ればならないのです。種子の研究によっ

て一っ―つの板碑の造立者がどのような

仏菩薩を信仰していたかを知ることがで

きるものであり‘また、その当時の信仰

の一般的傾向をも知ることがでぎるので

す。

七 逆 ＝ 二 十 七 ニ ー 百 五

þÿQ…[¹0�fBNã合 分 + + = 
ー 一 年 年年 ケ 七

計 得全修年忌年忌 年忌 忌 忌 忌日 日

2 1 1 
鎌

A. 居

14 2 1 1 1 2 1 6 þÿSWS�g�
30 5 4 7 2 2 4 2 3 1 

.，工,．5 ， . 

町

2 1 1 
不

明

48 7 6 10 3 2 4 1 4 4 7 ft 

多福院板碑群における種子の表われ方

は表④のようであります。八十八基中の

五十基を確認することがでぎるのですが、

そのあらわれ方から適確な信仰傾向をつ

かむことはでぎないように思えます。し

かし、この表から考察でぎるおおよその

傾向は次のようになるでありましょう。

□ 梵五 十十 り合

真輪 四 二 吾o4□ 量-41:" .... 努.. 1 4t:'(74. 1t .,t(; t jC: 房康
計 悶

言字塔 仏 仏

3 1 1 1 
鎌

A. 居

12 1 1 1 2 2 3 1 1 冑

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 4 6 
二玄

町

， 1 1 1 1 1 2 2 
不

明

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 6 7 10 胄

◎
時
代
別
に
よ
る
供
養
内
容
の
分
析
（
表

◎

多

福

院

板

碑

群

の

種

子

（

表

四

）

す
な
わ
ち
、
種
子

の
代
表
格
で
あ
る
と
さ
れ
る

g
は
鎌
倉
‘
南
北
朝
‘

室
町
の
各
時
代
を
通
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
特
に

室
町
時
代
の
六
基

は
当
時
の
傾
向
を
あ
る
程
度
表
わ
し
て
い
る
と

み
る
こ
と
が
で
ぎ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
に
室
町
時
代
に
予
が
六
基
集
中
し
て
い
る
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
他
の
種
子
が
各
時
代
に
わ
た

っ
て
ば
ら
つ
ぎ
を
み
せ
て
い
る
の
に
‘
予
の
み

が
室
町
時
代
に
集
中
し
て
い
る
の
は
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
現
像
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

室
町
時
代
に
は
ひ
ろ
く
虚
空
蔵
菩
薩
の
信
仰
か

広
が
っ
て
い
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
で
す
。

こ
の
六
基
の
子
の
種
子
の
う
ち
三

基
は
そ
の
種
子
の
み
で
あ
り
ま
す
が
‘
他
の
三

基
は
い
ず
れ
も
真
言

が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
表
わ
れ
方
も
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て

い
ま
す
。

No
⑧
応
永
十
年
の
碑
は
上
部
に
簡
単

な
天
蓋
‘
そ
の
下
に
予
の
種
子
‘
さ
ら
に
そ
の

下
に

室
町
時
代
の
特
徴
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る

蓮
台
が
配
さ
れ
て
お
り
‘
さ
ら
に
梵
字
に
よ
る

光
明
真
言
か
六
字

x
四
行
で
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

No
⑨
応
永
八
年
の
碑
は
批
二
年
忌
の
追
善
供
養

碑
で
あ
り
‘
そ
の
下
に
‘
横
に
大
日
報
身
真
言

が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

No
⑱
応
永
七
年
の
碑
は

No
⑨
の
碑
と
同
じ
く
――
-
+
――一年
忌
の
追
善
供
養

碑
で
あ
り
‘
子
を
中
心
に
左
に
梵
字

で
光
明
真

言

が
配
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
沢
国
平
氏
の
教
示

に
よ
り
ま
す
と
‘
予
を
中
心
に
光
明
真
―-――q
を
配

し
た
も
の
は
非
常
に
め
ず
ら
し
い
と
の
こ
と
で

（
光
明
真
言
と
板
碑
）

光
明
真
言
が
広
く
世
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
明
慧
上
人

—

)
の

時
代
か
ら
で
、
特
に
院
政
時
代
に
は
か
な
り

盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か



(5) 第 4号 石巻市文化財だより 昭和51年 6月20日

体の中で占める割合は十五％弱であり‘

多い方ではありませんが、全体をなが

めた時に気になる現象でした。服部清

道氏が、「板碑概説」で指摘されている

ように‘南北朝時代末期に三基あり‘そ

の中の二基は逆修供養でありました。

他の十基はすべて屯町時代に造立され

ています。石巻における光明真言の現
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し
、
そ
れ
が
板
碑
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
鎌
倉
時
代
の
末
期
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
‘
板
碑
に
お
け
る
光
明
真
言

の
最
盛
期
は
南
北
朝
‘
末
町
時
代
前
半
期
で

あ
り
‘
逆
修
板
碑
に
常
用
さ
れ
る
と
観
察
さ

れ
て
い
ま
す
。（
服
部
清
道
板
碑
概
説
）。
多
福

院
板
碑
群
に
お
い
て
光
明
真
言

の
刻
さ
れ
て

い
る
も
の
は
表
⑤
の
よ
う
に
十
三
基
で
、
全

◎
光
明
真
言
と
種
子
・
供
養
の
関
係
（
表
五
）

わ
れ
方
は
‘
板
碑
の
全
国
的
な
ひ
ろ
が
り
の

中
で
‘
板
碑
発
生
の
中
心
的
な
地
域
で
あ
る

武
蔵
野
地
万
と
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
示
し
て

い
る
と
み
て
差
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。

さ
ら
に
‘
年
忌
供
捉
と
有
縁
仏
の
関
係
を
考

察
し

て
み
た
結
果
は

一
周
忌
と
広
、
三
十
三
年

忌
と
子
は
‘
き
ち
ん
と
定
ま
っ
て
い
る
関
係
で

正
確
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
も

の
が
、
そ
れ
ぞ
れ

四
基
ず
つ
あ
り
‘
比
較
的
と
と

の
っ

た
も
の
で

あ
り
ま
し
た
。
そ
の
他
‘
年
忌
供
養

に
お
け
る

種
子
の

表
わ
れ
方
は
い
ろ
い
ろ
で
‘
統

一
の
あ

る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

七
、
偶
に
つ
い
て

板
碑
に
は
種
子
、
仏
像
‘
願
文
‘
年
代
の
は

か
に
‘
陀
羅
尼
‘
経
論
の
渇
を
刻
し
た
も
の
が

あ
り
ま
す
。
板
碑
に
こ
れ
ら
渇
を
刻
す
る
こ
と

は‘

一
経
を
刻
す
る
こ
と
に
通
じ
、
そ
の
功
徳

は
は
か
り
し
れ
な
い
も

の
が
あ
り
‘
副
次
的
に

は
写
経
と
し
て
の
性
質
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。板

碑
に
刻
さ
れ
た
渇
を
通
し
て
、
そ
の
出
典

を
知
る
こ
と
は

‘
当
時

一
般
に
ど
の
よ
う
な
経

論
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
知
る
手
掛
り
に
な

り
ま
す
し
‘
当
時
の
人
々
が
ど

の
よ
う
な
信
仰

の
も
と
に
生
き
て
い
た
か
を
知
る
貴
重
な
資
料

と
な
る

の
で
す
。

以
下
に
、
多
福
院
板
碑
群
に
表
わ
れ
た
渇
を

記
し
ま
し
た
。
欠
落
か
激
し
く
‘
解
読
の
む
ず

か
し
い
も
の
も
あ
り
ま
し
た
が
‘
他
の
板
碑
の

渇
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
復
冗
す
る
こ

と
が
可
能
な
も
の
は
‘
復
元
す
る
こ
と
に
し
‘

そ
れ
ら
も
含

め
て
渇
を
確
認
で
き
る
総
数
を
記

し
て
あ
り
ま
す
。

皆
為
浄
土

点
成
仏
道

⑧
金
剛
般
若
経

応

無

所

往

No. 
72 

年
代
不
明

二
世

一
切

仏

心

造

諸

如

来

NO33

永
享
八
年

而
生

上
品
蓮
甚
成
正
覚

引
導
三
有
及
法
界

No65

永
享
四
年

①
華
厳
経

三
界
唯

一
心

心

外

無

別

法

心

仏

及

衆

生

皆
三
無
差
別

No71

徳
治
三
年

②
法
華
経
愕
諭
品
第
三

今
此
三
界

皆

是

我

有

其

中

衆

生

悉

是

吾
子

No14

永
和
三
年

③
出
典
不
明
1
1
本
朝
浄
土
門
古
徳

の
繹
文
と
し

て
伝
え
る
。

十
方
三
世
仏

一
切
諸
菩
薩
八
方
諸
聖
教

皆
是
阿
弥
陀

No
認

応

永

五
年

④
観
経
下
品
下
生
の
条
文
よ
り
作
成
か
。

極
重
悪

人

無

他

方

便

唯

弥

念

仏

往

生

極

楽

No50

応
永
七
年

⑤
出
典
不
明

．

諸

仏

念

衆

生

衆

生

不

念

仏

父

母

冨

念

子

子
不
念
父
母

NolO

応
永
八
年

⑥
般
若
心
経
秘
鍵

漠
言
不

思

議

観

誦

無

明

除

一
字
含
千
里

即
身
證
法
如

No21

応
永
九
年

⑦
出
典
不
明

一
切
聖
憲
生
極
楽

菩
提
行
願
不
退
転

其
心No54

永
享
六
年

※
普
通
は
四
字
二
行
で
あ
る
が
‘
こ
れ
は

二
字
四
行
に
な
っ
て
い
る
。

⑨
出
典
不
明

若
人
欲
了
知

応
富
如
是
観

⑩
円
覚
経

地
獄
天
宮

有
性
無
性

以
上
多
福
院
板
碑
群
の
主
な
渇
を
記
し
た
の

で
あ
る
が
、
出
典
の
明
ら
か
な
も
の
は

‘
服
部

清
道
「
板
碑
概
説
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
出

典
を
明
示
し
得
な

い
も
の
が
多
々
あ
る

の
は
私

の
力
不
足
に
よ
る
も

の
で
あ
り
‘
今
後

の
研
究

に
よ
り
た
い
と
思
う
。

以
上
が
、
多
福
院
板
碑
群
の
概
要
で
あ
る
が

こ
の
ほ
か
に
も
‘
種
子

の
彫
り
方
‘

石
巻
以
外

の
板
碑
群
と
の
比
較
の
問
題
が
あ
る
か
、
そ
れ

ら
に
つ
い
て
は
‘
い
ず
れ
石
巻
市
内
の
板
碑
群

の
調
査
が
ま
と
ま

っ
た
時
期
に
総
括
的
に
行
な

う
の
が
よ
い
と
考
え
て
‘
後
日
に
ゆ
づ
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
し
か
し
‘
本
文
の
中
で
記
さ
な

か
っ
た
も

の
で
‘
注
意
し
て
お
き
た
い
も

の
が

二
‘
三
あ
る
の
で
追
記
し
て
ま
と
め
と
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

永
享
‘
応
永

の
紀
年
銘
を
も
つ
十
三
仏
板
碑

が
二
基
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

の

一
碁
は
逆
修
供

養

に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
永
享
五
年
の
主
尊

種
子
は
各
種
の
資
料
を
あ
た

っ
て
み
て
も
解
決

の
つ
か
な
い
も

の
で
し
た
。

こ
の
奇
妙
な
種
子

が
加
わ
っ
て
‘
十
四
仏
と
な
り
、
応
永
四
年
の

逆
修
供
養
碑
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は

牧
山
住
僧
博
灯
大
阿
閑
梨
位
刑
部
頼
禅
六
十

八
文
為
逆
修

と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
応
永
四
年

（
干
支
よ

り
推
察
）

の
紀
年
銘
が
あ
り
‘

一
結
衆

の
造
立

に
か
か
る

一
基
が
あ
り
ま
す
。
一

行
に
七
名
ず

つ
、
六
行
に
四
十
二
名
の
結
衆
の
名
と
思
わ
れ

る
も
の
が
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
形

式
は
石
巻
市
内
に
お
い
て
は
唯
一
の
も
の
で
す
。

「
吉
野
先
帝
御
菩
提
碑
」
に
つ
い
て
は
‘
い

ろ
い
ろ

の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
‘
種
子

は
拓
本

の
結
果
‘

4
の
下
半
分
が
現
存
し
て
い
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る
も
の
と
思
い
ま
す
。
大
槻
文
彦
博

L
は
社
と

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
か
‘
息

り
で

は
な
い
て
し

ょ
う
か

。
中
世
間
に
造
立
さ
れ
た
も
の
か

‘
後

世
の
偽
碑
か
と
い
う
間
題
も
あ
リ
ま
す

か
‘
陪

決
の
糸
LJ
は
‘
碑
面
に
刻
さ
れ

て
い
る
左
右
の

者
体
の
研
究
に
よ
る
の
か
凶
切
な
力
法
て
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
碑
血
中
央

に
あ
る

「
奉
為
」

と
あ
る
の
は
依
刈
山
よ
り
移
転
さ
れ
た
板
碑
に

も
同
様
な
表
現
か
あ
り
ま
す
の
で
‘
中
世
期
の

形
式
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
は
間
直
い
な
い
と
思

い
ま
す
。
種

f
公
の
彫
リ
方
は
‘
鎌
倉
時
代
の

薬
研
彫
を
踏
弱
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
他
の

鎌
倉
時
代
の
板
碑
と
比
較
の
上
か
ら
も
間
違
い

な

い
と
思
わ
れ
ま
す
。

八
、
む
す
び

他
年
の
懸
条
で
あ
り
ま
し
た
‘
文
化
財
俣
邁

法
か
改
正
さ
れ
‘

「
民
俗
文
化
財
」
と
い
っ
た

分
野
も
設
定
さ
れ
て
‘
日
本
人
の
日
切
の
牛
占

に
密
着
し
た
文
化
事
依
か
大
切
に
保
存
さ
れ
る

よ
う
な
気
連
か
て
て
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

気
連
の
中
で
民
俗
文
化
財
と
い

う
に
は
当
ら
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
か
‘
中
世
期
に
式
上
陪
級

を
中
心
に
し
て
辿
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
板
碑

群
か
、
石
巻
市
指
定
文
化
財
の
第
―
号
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
こ

と
か
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

な
お
‘
以
下
に
多
福
院
板
碑
群
の
図
版
を
掲

載
し
た
の

で
参
照
下
さ
い
。

紙
面
の
都
合
上
‘

一
部
の
板
碑
に
つ
い
て
は
省

略
し
て
い
ま
す
。
ナ
ン
バ
ー
は
指
定
ナ
ン
バ
ー

で
文
章
中
の
数
字
と
対
照
で
き
ま
す
。

ま
た
※
は
‘
昭
和
四
十
七
年
草
刈
山
か
ら
多
福

院
境
内
に
移
転
し
た
も
の
で
す
。
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日
綸
山
多
福
院
は
‘
石
巻
市
淡
吉
野
町
に
位

濱
し
‘
曹
測
ぷ
寺
呪
で
あ
る
。
多
幅
院
所
蔵
文

書
に
よ
る
と
‘
天
台
本
月
光
山
日
輪
寺
の
跡
地

に
‘

冗
亀
元
年

(
-
五
七

0
)
八
月
二

十
九
日

に
‘
団
原
山
法
山
寺
第
四
世

の
盛
巌
存
茂
和
尚

が
開
山
と
な

っ
て
中
興
し
、
日
輪
山
多
福
院
と

改
号
し
た
と
あ
る
。
後
山
は
‘

月
光
山
呵
弥
陀

峰
と
称
し
‘

寺
内
に
弘
安
‘
応
永
‘
延
尤
等
の

鎌
倉

‘
．
玉
町
期

の
年
号

の
古
碑
を
多
数
有
し
‘

ま
た
‘
延
冗
年
中
‘
天
台
ポ
日
輪
寺
の
時
代
に

日
野
‘
日
下
両
氏
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
る
後
醍
醐
天
畠
の

菩
提
碑

（吉
野
先
帝

御
菩
提
碑
）
所
在

の
寺
と

し
て
‘
江
戸
期
よ
り

著
名
で
あ
る
。

寺
の

伽
藍
は‘

天
明
――-
（
一
七
八
一i

一）
年
ニ

月
に
山
火
事
の

た
め
出
火
焼
失
し
た
が
‘
文
化

年
間
に
第
十
三
世
太
淳
順
嶺
和
尚
に
よ
っ
て
再

建
さ
れ
た
も
の
で
‘
本
堂
は
当
時
の
も
の
と
み

ら
れ
る
。
現
在

の
伽
藍
は
、
現
住
職
の
ぷ
頴
和

尚
に
よ
っ
て
庫
押
が
改
築
さ
れ
た
。
本
堂
の

北

側
に
大
日
堂
‘
愛
宕
神
社
が
あ
り
‘
大
日
堂
は

党
政
年
間
に
改
築
さ
れ
た
も

の
で
‘
本
尊

は
大

日
如
来
で
あ
る
。
没
良
親

E
の
陣
中
守
本
尊
と

し
て
秘
仏
と
さ
れ
た
が
‘
宝
暦
十

二

(
-
七
六

1-）年
に
開
帳
‘
紅
政
十

一
(
-
七
九
九
）
年
四

月
二
十
日
か
ら
十
五
日
間
開
転
さ
れ
て
い
る
。

古
文
書

に
は

「大
宮
の
作
」
と
さ
れ
て
い
る
か

近
年
東
北
大
学
の

調
査
で
鎌
倉
期

の
彫
刻
で
あ

る
こ
と
が
明
確
に

な
っ

た
。

次
に
今
回
の
指
定
の
対
象
外
と
な

っ
た
も
の

で
あ
る
が
‘
列
挙
し
て
お

き
た
い

。

一
、
建
築

0

山

門

剖

建

年

代

不

詳

0
本
党
‘

大

日

猷

前

辿

0
愛
宕
神
社
・
加
後
山

の
中
腹
に
あ
っ
た
も

の

を
境
内
に
移
転
。
大
漁

の
守
汲
神
。

二、

所
蔵
文
書

0
多
福
院
由
来
書
上

全

文

後

辿

0
過
去
簿

（
乾

．
坤

）

天
明
三
年

の
火
災
に

よ
っ
て
過
去
帳
焼
失
。
後
墓
碑
銘
‘
位
碑

等
に
よ
っ
て
天
保
年
間
碩
牛
和
尚
の
代
に

整
理
さ
る
。
承
応
年
間
よ
り
記
載
。

三
、
肖
像
画

。
―

叢
参
竹

居

士

之

肖

像

多

福

院

の
開
基
平

胤
持

（多
福
院
殿

一
殻
参
竹
居
士

）
の
肖

像
圃
で
あ
る
。

四
、
茶
器

阻
達
興
字
岱
贈
。

一ニ
ッ
引
両
‘
竹
雀
の
紋

入
で
仙
台
藩
に
仏
わ
る
茶
器
で
‘
吉
野
先

帝
菩
捉
碑

の
覆
誰
の

完
成
を
記
念
し
‘
参

．
 

拝

の
折
‘
寄
贈
さ
れ
た
も

の
。

五
、
大
日
堂

格
天
井

の
奉
納
絵

大
日
堂
の
格
天
井
に
あ
り
‘

信
者
か
ら
奉

納
さ
れ
た
も
の
で
‘
絵
の
隅
に
奉
納
者
の

名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

六、

彫
刻

0
大
日
如
来

打

lj
巫

1

月、
J

D 

゜

大日如来を安置する大日堂

（平面図） (1 : 100) 
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享
保
十
乙
巳
歳
二
月
十
七
日
太
守
公
当
寺
江

御
人
被
遊
候
次
第
左
二
配
濱
候

葦
名
刑
部

大
守
様
遠
鴫
江
御
出
駕
被
遊
候

二
月
十
六
日
ニ

石
巻
へ
御
下
着
被
遊
十
七
日
二
御
逗
留
石
巻
海

門
寺
牧
山
観
音
両
所
へ
御
成
被
遊
段
十
六
日
之

夜
被
卯
出
候
十
七
日
之
朝
辿
当
寺
へ
御
入
被
遊

由
ハ

一
円
相
知
不
申
候
処
飯
前
二
当
時
二

吉
野

先
帝
之
御
石
碑
有
之
由
被
及
御
聞
段
破
仰
出
候

依
之
石
之
巻
大
肝
入
呵
部
長
左
衛
門
方
分
当
時

組
頭
本
町
庄
次
郎
ヲ
以
直

々
遣
候
間
温
二
当
時

二
御
石
碑
御
位
碑
共
有
之
候
段
申
上
候
則
飯
後

二
御
郡
松
園
権
左
衛
門
殿
被
参
候
而
御
位
碑
石

碑
共
二
御
見
届
ヶ
被
成
候
太
守
公
二
而
本
十
七

日
之
四
ヅ
半
二
御
入
被
遊
候
住
持
二
可
罷
出
由

直
々
被
呼
被
遊
候
故
則
罷
出
於
佛
前
へ
御
通
リ

被

遊

候

間

之

寺

之

年

代

尤

御

石

碑

之

様

子
御
尋
被
遊
候
段
々
御
挨
拶
申
上
候
其
己
後
座

敷
へ
御
入
被
遊
候
而
露
地
等
御
談
被
遊
座
敷
ヘ

御
付
被
遊
候
間
御
手
掛
住
持
直
々
指
上
候
得
者

色
々
御
咄
等
被
遊
御
挨
拶
申
上
候
其
後

為
二
小
西
九
兵
衛
居
士
ハ
夙
二
史
蹟
二
志
篤
キ

思
想
ア
リ
テ
営
院
二
就
テ
古
文
録
事
ヲ
探
聞
シ

テ
幻
住
凌
峰
力
生
二
諸
テ
閲
覧
ス
其
熱
望
嘉
尚

ス
ヘ
シ
況
ヤ
石
津
今
昔
之
盛
衰
ヲ
想
見
ス
ル
ニ

稗
益
叫
カ
ラ
ズ
居
士
読
過
シ
而
ル
後
故
紙
ノ
混

乱
ヲ
憂
ハ
類
衆
以
テ
巻
軸
ヲ
整
頓
新
製
メ
返
壁

ス
但
シ
便
覧
二
供
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
永
遠
保
存

ノ
目
的
二
適
常
ス
因
ヲ
居
士
ノ
奇
持
ナ
ル
芳
志

ヲ
千
ザ
紘
表
記
シ
テ
後
覧
二
告
白
ス

維
貶
大
正
九
年
六
月
穀
旦

菩
提
山
柄
雲
徴
手
識

⑲

⑲

 

一
開
山
盛
岩
和
尚

元
亀
加
年
八
月
廿
九
日
開
閻

牡
鹿
郡
湊
村
曹
洞
宗
法
山
寺
末
寺

日
輪
山
多
福
院

九
月
廿
五
日

牡
鹿
郡
湊
村

多

福

院

印

先
頃
破
為
人
候
節
拝
領
物
被
仰
付
候
御
礼
昨
日

被
罷
越
被
申
聞
品
々
且
又
吉
野
先
帝
御
石
碑
之

図
井
覚
書
指
上
候
虐
罷
指
上
候
段
可
申
遣
由
被

仰
出
候
以
上

御
尋
之
趣
奉
承
知
候

御
紋
附
提
灯
客
殿
座
敷
之
内
壱
回
群
集
之
時
分

相
附
置
候
儀

ハ
吉
野
先
帝
御
石
碑
井
御
位
碑
古

来

5
有
之
候
二
付
先
年

5
屋
形
様
御
発
駕
之
時

分
御
代
々
御
入
被
遊
右
御
石
碑
井
御
位
碑
江
御

参
詣
被
遊
候
時
分
座
敷
江
御
入
被
遊
候
而
住
持

被
召
出
御
石
碑
等
之
由
来
御
聞
被
遊
候
依
而
御

入
被
遊
候
御
座
敷
ハ
兼
而
自
分
ニ
ハ
相
用
不
申

指
濱
候
二
付
先
年
分
代
々
右
座
敷
二
御
紋
附
提

灯
指
渥
混
雑
之
時
分
ハ
夜
中
ハ
附
渥
来
候
畢
意

ハ
不
心
得
之
者
乱
入
仕
候
而
ハ
恐
多
義
二
奉
存

候
故
右
御
入
被
遊
候
節
用
候
提
灯
直
々
右
之
通

用
来
候
哉
又
ハ
先
年
拝
領
仕
相
附
濯
候
義
二
有

之
候
哉
右
之
段
ハ
碇
与
相
心
得
不
申
候
先
年
獅

山
様
御
入
被
遊
候
節
拝
領
物
御
礼
申
上
候
留
有

之
候
処
右
之
内
御
紋
之
品
ハ
不
相
見
得
候
得
共

其
節
拝
領
仕
候
事
二
御
座
候
哉
此
段
ハ
不
分
二

候
間
別
紙
写
指
上
候
義
二
御
座
候
此
外
先
年
り
‘

前
文
之
通
住
持
代
々
右
御
入
被
遊
候
御
座
敷
斗

右
提
灯
附
来
候
事
二
候
碇
与
吟
味
致
可
申
上
様

無
御
座
候
依
而
又
以
別
紙
写
相
添
指
上
申
候
以

上

一
後
山
月
光
山
阿
弥
陀
峯
与
申
候

一
寺
内
ニ

吉
野
先
帝
玉
御
石
碑
文
字
右
御
石
碑
者
延
エ

弐
年
霜
月
廿
四
日
相
立
申
候
建
式
年
中
京
都

兵
乱
之
節
先
帝
之
宮
様
之
内
齊
EB

国
江
御
下
向

被
遊
候
節
供
奉
之
臣
七
騎
之
由
申
博
候

嘗
村
二
御
所
被
為
立
御
住
居
被
遊
内
先
帝
於

吉
野
崩
御
被
迫
由
被
及
御
聞
為
御
菩
提
掌
寺

江
石
碑
御
立
被
遊
段
申
博
尤
御
所
之
奮
跡
在

之
御
所
入
与
申
候

右
宮
様
斃
御
被
遊
候
越

―
王
子
大
明
神
与
奉

崇
舟
今
小
社
在
之
候
右
杜
之
別
常
山
伏
清
学

院
相
勤
罷
在
申
候
其
所
風
屋
敷
殿
原
小
路
札

立
場
大
門
崎
与
申
所
在
之
候
其
節
常
寺
者
月

光
山
日
輪
寺
与
申
候
嘗
寺
裏
之
山
月
光
山
与

申
勿
論
峯
者
呵
弥
陀
峯
与
申
博
候
梵
文
之
古

石
碑
在
之
候
中
頃
日
輪
寺
退
轄
仕
候
処
冗
亀

年
中
に
取
立
日
輪
寺
越
相
改
日
輪
山
多
福
院

与
申
候
右
日
輪
寺
退
轄
仕
候
故
寺
之
年
代
相

知
不
申
候
兼
弘
安
応
永
延
厄
等
之
古
年
号
之

石
塔
寺
内
井
門
前
地
続
御
百
姓
持
高
畑
之
内

二
者
数
多
在
之
候
を
以
考
候
得
者
五
百
年
近

二
相
見
得
申
候

一
形
高

一
吉
野
先
帝
御
位
碑
御
座
候
得
共
文
字
見
得
不

申
候
故
近
代
住
持
胡
粉
を
以
廉
相
二
書
付
潰

候
夫
茂
湿
二
相
見
得
不
申
候

一
朝
日
天
女
供
敬
被
成
候
木
像
之
大
日
如
来
行

基
之
作
大
宮
作
与
申
博
候
従
住
占
秘
佛
二
而

住
持
代
之
節
奉
許
見
則
閉
帳
仕
候
霊
厳
多
諸

人
信
仰
仕
候
尤
先
二
御
成
之
節
右
堂
被
遊
御

上
覧
候
右
書
上
之
外
別
条
旧
跡
も
無
御
座
候

以
上

牡
鹿
郡
湊
村

牡
鹿
郡
湊
村
曹
洞
字

日
輪
山
多
福
院

開
山
盛
岩
和
尚
加
亀
厄
年
八
月
廿
九
日

後
山
月
光
山
阿
弥
陀
峯
と
申
候

風
土
記
書

上

安

永
二
年
――一月
二
日

一
寺
内
二

吉
野
先
帝
王
御
石
碑
右
御
石
碑
者
延

冗
弐
年
霜
月
廿
四
日
相
立
申
候
建
武
年
中
京

都
兵
乱
之
節
先
帝
之
宮
様
之
内
嘗
国
江
御
下

向
被
遊
候
節
供
奉
仕
候
臣
日
野
氏
日
下
氏
両

人
与
申
博
候
富
村
二
御
所
被
為
立
御
住
居
被

遊
内
先
帝
於
吉
野
崩
御
被
遊
由
破
及
御
聞
為

御
菩
提
賞
寺
江
石
碑
御
立
被
遊
段
申
博
候
尤

御
所
之
奮
跡
在
之
御
所
入
与
申
候
右
宮
様
蛯

御
被
追
候
を

一
王
子
大
明
神
与
奉
崇
丹
今
小

社
在
之
候
其
所
風
屋
敷
殿
原
小
路
札
立
場
大

門
崎
与
申
所
在
之
候
其
節
営
寺
者
月
光
山
日

輪
寺
与
申
候
富
寺
裏
之
山
月
光
山
与
申
勿
論

峯
者
阿
弥
陀
峯
と
申
博
候
梵
文
之
古
石
碑
在

之
候
中
頃
日
輪
寺
退
轄
仕
候
虚
元
亀
年
中
二

取
立
日
輪
寺
越
相
改
日
輪
山
多
福
院
与
申
候

右
日
輪
寺
退
轄
仕
候
故
寺
之
年
代
相
知
不
申

候
井
弘
安
応
永
延
JC
等
之
古
年
号
之
石
塔
寺

内
井
門
前
地
続
御
百
姓
持
高
畑
之
内
二
者
数

多
在
之
候
を
以
考
候
得
者
五
百
年
近
二
相
見

得
申
候

一
吉
野
先
帝
御
位
碑
御
座
候
得
共
文
字
見
得
不

申
候
故
近
代
住
持
胡
粉
を
以
廉
相
二
書
付
濯

候
夫
茂
協
二
相
見
得
不
申
候

一
朝
日
天
女
供
敬
被
成
候
大
日
尊
之
霊
佛
大
宮

作
与
申
博
候
従
往
古
秘
佛
二
而
住
持
代
之
節

奉
許
見
則
閉
帳
仕
候
霊
厳
多
諸
人
信
仰
仕
候

鼻

多
福
院

宝
暦
拾
三
年
―
―一
月
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尤
先
二
御
成
之
節
右
堂
般
追
御
上
覧
條
右
書

上
之
外
別
条
奮
跡
茂
無
御
座
侯
以
上

牡
鹿
郡
湊
村

多
糾
院

J

束

L
 

牡
鹿
郡
湊
村
多
伽
院
御
石
碑
相
立
候
半
建
此
年

中
求
都
只
乱
之
節
先
帝
冬
冒
様
内
常
川
e
L
御
下

ー1般
追
候
其
節
倶
奉
仕
候
臣
日
野
氏
日
下
氏
向

人
ー
I
巾
博
候
常
付
御
呪
般
為
立
御
住
居
殷
追
内

九
帝
於
占
野
崩
御
般
心
巾
被
及
御
間
為
御
菩
似

富
寺

IL
石
碑
御
立
般
追
以
巾
博
尤
御
所
之
篤
跡

11
之
御
所
入
り
巾
候
右
'
,
昌
椋
＂
咋
御
破
追
低
を

[

王
子
明
神
与
奉
崇
二
今
小
社
在
之
候
其
所
風

犀
放
殿
原
小
路
仕
立
場
大
門
闊
ー
ナ
申
所
在
之
候

其
節
富
寺
を
ハ
月
光
山
日
輪
寺
与
申
候
常
寺
裏

之
山
越
月
光
山

JJ
中
勿
論
峯
越
ハ
阿
弥
陀
峯
JJ

I
博
候
而
梵
文
之
古
石
碑
在
之
候
中

5
日
輪
寺

退
轄
仕
侯
処
工
亀
年
中
二
取
立
日
輪
寺
越
相
改

日
輪
山
多
福
院
り
中
低
右
日
輪
寺
退
轄
仕
候
故

寺
之
年
代
祖
知
不
申
候
井
弘
安
応
永
延
冗
等
之

古
年
号
之
石
塔
寺
内
並
門
前
地
続
御

g
姓
持
高

畑
之
内
辿
数
多

h
之
候
を
以
名
候
得
ハ
れ
百
年

近
二
相
兄
得
中
候

牡
鹿
郡
汲
村
曹
詞

'
9

小

日
輪
山
多
福
院

1

開

山

盛

岩

和

尚

厄

屯

JC
年
八
月
廿
几
日

/
後
山
月
光
山
阿
弥
陀
峯
と
中
候

：
寺
内
二

吉
野
先
帝

r御
石
碑
有
御
石
碑
者
延

叫

一年
↑
租
月
廿
四
日
祖
し
11
一申
候
建
式
年
中
京

都
兵
乱
之
節
先
帝
之
臼
様
之
内
常
国
江
御
下

向
破
追
候
節
供
奉
仕
低
臣
日
野
氏
日
下
氏
両

工
暦
拾

什

1

月

曹
洞
ぶ
日
輪
山
多
福
院

一
開
山
之
事

宝
杯
十
―云一年
二
月

人
与
申
博
候
掌
所
二
御
所
般
為
立
御
住
居
餃

追
内
先
帝
於
じ
口
野
崩
御
般
追
巾
般
及
御
聞
為

御
菩
提
拡
寺
正

11
碑
御
立
般
追
候
申
博
尤
御

所
之
篤
跡
在
之
御
所
入
f
f
申
候
右
責
'
[
様
＂
姥
御

般
追
候
を

一
L
寺
大
明
神
与
奉
素
に
今
小
社

h
之
侯
其
所
風
屋
敷
殿
原
小
路
札
立
場
大
門

閏
与
中
虐
有
之
候
其
節
富
寺
者
月
光
山
白
輪

寺
勺
申
候
岱
寺
衷
之
山
月
光
山
り
申
勿
論
峯

者
阿
弥
陀
峯
と
申
博
侯
梵
文
之
古
石
碑
在
，
／
＾

候
中

m日
輪
寺
退
轄
仕
候
虐
加
亀
年
中
二
収

立
日
輪
寺
越
相
改
日
輪
山
多
福
院
与
申
低
右

日
輪
寺
退
韓
仕
候
故
寺
之
年
代
相
知
不
申
候

弘
安
応
永
延
加
等
之
古
年
号
之
石
塔
寺
内
井

門
前
地
続
御
百
姓
持
高
畑
之
内
二
者
数
多
仕

之
候
を
以
考
候
得
者
五
百
年
近
二
相
見
得
申

英.,＇ 
一
吉
野
先
帝
御
位
牌
御
座
候
得
共
文
字
見
得
不

申
候
処
近
代
住
持
胡
扮
を
以
廉
相
二

書
付
渥

候
夫
茂
隣
二
相
見
得
不
申
候
右
御
位
牌
御
座

候
与
先
年
書
上
濱
候
得
共
天
明
三
年
二
月
中

出
火
掌
伽
藍
焼
失
仕
其
節
御
位
牌
茂
焼
失
罷

成
候
事
二
相
間
得
只
今
御
座
候
御
位
牌
者
住

持
身
分
安
沼
致
由
事

二
相
見
得
申
候

一
朝
日
天
女
供
敬
破
成
候
大
日
尊
之
霊
佛
大
宮

作
与
申
得
候
従
往
古
秘
佛
二
而
住
持
代
之
節

奉
拝
見
則
閉
肱
仕
候
霊
厳
多
諸
人
信
仰
仕
候

尤
先
之
御
成
之
節
右
棠
破
追
御
上
此
候

右
書
上
之
外
別
条
藷
跡
茂
無
御
座
候
以
上

牡
鹿
郡
汲
村多

湿
院

当
院
ハ
誰
間
山
と
之
儀
井
年
月
共
二
相
知

不
申
候

当
時
団
原
山
法
山
寺
第
四
世
盛
岩
和
尚
加

亀
JC
年
八
月
中
興
二
付
当
安
永
二
年
辿

ニ

百
十

二
年
二
罷
成
事

一
小

名

小

名

事

南
町
裏

一
故
事
来
歴
之
事

当
院
往
古
ハ
天
台
ポ
ニ
而
山
を
月
光
山
峯

を
阿
弥
陀
峯
と
申
付
月
光
山
日
輪
寺

と
相

称
候
処
冗
亀
几
年
以
来
曹
洞
＇
ぶ
罷
成
日
輪

山
多
福
院
と
改
号
仕
候
事

一
本
山
井
末
寺
之
事

本
山
ハ
当
村
法
山
寺
御
座
候
但
末
寺
ハ
無

御
座
候
事

一
寺
格
之
事

―
最
初
之
地
移
仄
口
之
事

一
寺
領
井
御
寄
附
之
事

一
御
墓
所
井
御
位
牌
之
事

一
吉
野
先
帝
御
位
牌

一
基

一
吉
野
先
帝
御
石
碑

一
基

吉
野
先
帝
人
呈
九
十
止
代
後
醒
醐
院
様
御

事
二
而
和
州
吉
野

二
畠
居
有
之
於
其
地
崩

御
二
付
吉
野
先
帝
与
奉
称
候

一
先
帝
第
八
皇
子
後
村
上
院
様
御
即
位
以
前
義

良
親
土
奉
申
上
候
節
延
冗
尼
年
嘗
国
へ
御
下

向
在
之
裳
村
二
御
所
被
相
構
御
住
居
破
成
濯

候

処

延

匹

一年
霜
月
廿
四
日
先
帝
御
父
君
為

御
菩
提
之
被
相
立
候
堂
村
二
御
所
入
風
屋
敷

殿
原
小
路
札
立
場
大
門
崎
之
旧
跡
有
之

一
皇

f
社
ハ
義
良
親
じ
之
神
霊
を
奉
崇
朝
臣
社
ハ

親
王
供
奉
之
御
臣
下
日
野
日
下
平
塚
――
―
氏
之

神
霊
神
社
二
御
座
候
事

一
御
参
詣
又
ハ

御
成
之

事

享

保

十

巳

二

月

十

七
日
獅
山
様
御
出
馬
之
即
当
寺
江
為
入
候

虞
八
世
日
岩
代
忠
山
様
年
号
粗
知
不
申
候

八
月
廿
九
日
御
当
君
様
宝
暦
八
寅
八
月
廿

日
住
持
被
相
出
由
御
虹
々
御
呼
被
罷
出
御

自
見
被
仰
付
吉
野
先
帝
御
位
牌
拝
見
破
追

候
二
付
住
持
共
御
位
牌
ヲ
両
手
二
奉
持
俣

処
住
持
之
手
ノ
下
江
御
手
ヲ
御
重
御
頂
故

寛
政
拾
壱
年
二
月

乍
恐
口

上
書
ヲ
以
奉
願
上
候
御
事

拙
院
境
内
二
安
潰
仕
候
大
9

昌
之
作
大
日
如
来
往

古

B
秘
佛
二
付
御
上
之
蒙
御
免
許
致
開
帳
来
候

古
例
二
御
座
候
故
過
ル

宝
暦
拾
弐
年
蒙
御
免
許

開
帳
仕
常
年
辿
三
拾
八
年
程
二
罷
成
年
数
も
相

立
殊
二
殿
堂
新
二
造
立
仕
候
二
付
為
御
国
家
安

祢
萬
民
結
練
次
ニ
ハ
入
佛
供
養
仕
度
奉
存
候
間

来
四
月
廿
日

5
日
数
晴
天
十
五
日
之
間
開
帳
仕

度
奉
願
上
候
日
数
之
内
於
境
内
二
非
例
之
儀
無

之
様
堅
密
二
相
勤
候
間
何
卒
如
願
之
御
免
許
被

成
下
度
奉
頻
上
候
以
上

牡
鹿
郡
湊
村

多
福
院

太
惇

牡
鹿
郡
湊
村
曹
洞
本日

輪
山
多
福
院

一
開

山

盛

岩
和
尚
冗
亀
元
年
八
月
廿
九
日

一
後
山
月
光
山
阿
弥
陀
峯
と
申
候

一
寺
内
二
吉
野
先
帝
御
石
碑
右
御
石
碑
者
延
尤

二
年
霜
月
廿
四
日
相
立
申
候
建
武
年
中
京
都

兵
乱
之
節
先
帝
之
宮
様
之
内
賞
国
江
御
下
向

被
逍
候
節
供
奉
仕
候
臣
日
野
氏
日
下
氏
両
人

与
申
博
候
富
村
二
御
所
被
為
立
御
住
居
被
遊

内
先
帝
於
吉
野
崩
御
被
迫
由
被
及
御
聞
為
御

菩
提
裳
寺
江
石
碑
御
立
被
遊
候
申
博
尤
御
所

之
藷
跡
有
之
御
所
入
与
申
候
右
宮
様
斃
御
被

花⑲
押
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心
Jm

、水
．．
 

一年
卜
月

追
候
を

一
土

f
大
明
神
り
奉
崇
二
今
小
杜
在

之
候
其
所
風
屋
放
殿
原
小
路
札
立
場
大
門
綺

与
申
所
在
＇ノ
芹
候
其
節
者
富
寺
を
月
光
山
日
輪

寺
ー
f
巾
候
掌
年
裏
山
月
光
山
与

1
勿
虚
峯
者

阿
II

砂
詑
峯
り

111
他
似
梵
文
之

IJI
い
碑
在
’/]似

中
切
日
輪
寺
退
轄
仕
似
処
JL
出
年
中
二
収
」
If-

日
輪
寺
を
出
改

H
輪
山
多
福
院
ー
I
巾
似
右
日

輪
寺
山l

轄
仕
條
故
寺
之
年
代
相
知
不
巾
似
什

弘
安
応
水
延
JL
等
之
古
年
号
之
伍
塔
寺
内
井

門
削
地
統
御
白
川
刊
’
り
向
訓
＇
乙
内
二
者
放
多
在

之
候
を
以
名
候
得
者

h
白
年
餘
二
祖
見
得
巾

ピヽクィ
吉
野
先
帝
御
位
牌
御
座
候
得
供
文
字
見
得
不

I
候
処
近
代
＇
乙
住
持
胡
扮
を
以
廉
相
二

書
付

直
候
夫
＂
戊
相
兄
得
不
中
候
右
御
位
牌
御
座
低

勺
書
上
直
候
得
共
天
明
．
―一年
二
月
出
火
焼
失

掌
寺
伽
藍
焼
失
仕
其
節
右
御
位
牌
焼
失
二
罷

成
候
悼
二
祖
兄
得

I
低
只
今
御
座
候
御
位
牌

者
住
打
自
分
二
安
沿
玖
候
事
二
相
兄
得
申
候

―
朝
日
天
女
供
牧
汲
成
低
大
日
尊
＇乙
霊
佛
大
＇
げ
'IJ

作
ー
ナ
巾
博
候
従
往
占
秘
佛
二
而
住
闘
代
＇乙
節

奉
拝
兄
則
閉
仙
仕
候
9

皿
厳
多
諸
人
信

仰
仕
候

尤
先
二
御
成
之
節
右
御
掌
般
追
御
上
虹
候

行
占
上
之
外
別
条
蕗
跡
も
無
御
座
候
以
上

壮
鹿
郡
涙
村

多
幅
院

多
福
院
文
書

▲ 多福 院 文 書(1)

▲ 吉野先帝菩提碑覆堂正面 ▲ 多福院過去帳 ▲ 多福院文書 (2)

▲ 山門の様子 ▲ 茶 器 背 面 ▲ 茶器及び収納箱
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＿

、

は

じ

め

に

山

地

の

稜

線

の

伸

長
方
向
（
地
形
の
方
向
性
）

あ
る
地
域
を
構
成
し
て
い
る
岩
石
や
地
層
は

に

は

‘

N
N
E
¥
S
S
w
な
い
し
‘

N
W
¥
S

自
然
史
的
な
過
去

の
事
実
を
克
明
に
記
録
保
存

E
の
二
方
向
か
認
め
ら
れ
‘
前
者
の
系
列
と
し

し
て
い
る
も
の
て
あ
る

。

し
た
か
っ
て
‘
こ
れ
ら
て
上
品
山

（四
六
八
米
）
—
籠
峰
山
（三
四
八

を
野
外
調
査
し
‘
そ
の
地
域
の
お
い
た
ち
（
地
史
）

米
）
‘
硯
上
山
（
五

二

0
米）
ー
京
ガ
森

（二

八

を
解
明
し
て
い
く
の
か
地
質
学
て
あ
る
。

一
米
）
の

二
系
列
か
‘
後
者
の
系
列
と
し
て
草

石

巻

市

域

に

は

‘

主

に

中

生

界

か

広

く

分

布

刈

山

（

三
七
五
米
）

i

石
投
山

（
四
五
七
米
）

し
‘
そ
の

一
部
は
土
木
建
築
用
石
材
の
「
稲
井
て
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
‘

N
N
E
¥
S
S
w

石
」
と
し
て
古
く
か
ら
採
掘
さ
れ
‘
日
本
各
地
方
向
性
は
地
層
の
走
向
と

一
致
し
た
地
質
構
造

に
搬
出
さ
れ
て
い
た

。
ま
た
石
切
場
か
ら
ア
ン
か
反
映
し
た
も
の
と
み
ら
れ
‘
こ
れ
に
対
し

N

モ
ナ
イ
ト
（
菊
石
）
化
石
か
し
ぱ
し
ば
発
見
さ

W
¥
S
E
方
向
性
は
地
質
向
上
に
大
ぎ
く
斜
交

れ
‘
古
く
か
ら
地
質
学
者
の
注
目
を
浴
ひ
‘
多
し
て
お
り
‘
牡
鹿
半
島
の
伸
長
方
向
‘
及
ひ
田

く
の
人
々
に
よ
っ
て
調
査
さ
れ
て
い
る
地
質
学
代
島
ー
網
地
島
の
方
向
性
と

一
致
し
て
お
り
‘

上‘

重
要

な

地

域

て

あ

る

。

多

分

新

生

代

第

三
紀
の
鳥
海
ー
石
巻
構
造
帯
形

石
巻
市
域
を
地
形
地
質
学
的
に
見
て
‘
稲
井
成
の
地
殻
変
動
の
反
映
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

区
‘
萩
ノ
浜
区
‘
平
野
区
の

三
地

区

を

設

定

し

ま

た

‘

牧

山

山

塊

は

‘

中

生

代

末

期

の

地

殻

て
‘
本
年
度
‘
稲
井
区
を
七
＼
十
月
に
わ
た
っ
変
動
に
よ
っ
て
生
し
た
万
石
浦
断
層
（
井
内
ー

て
断
続
的
に
調
査
し
た
。
以
下
そ
の
概
要
報
告
大
和
田
ー
折
立
I

女
川
）
と
渡
波
断
層
（
川
口

て
、
多
く
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
東
北
大
学
町
ー
渡
波
ー
万
石
浦
ー
女
川
町
高
田
）
に
支
配

理
学
部
教
授
北
村
信
氏
‘
同
助
教
授
森
啓
氏
に
さ
れ
た
独
立
峰
と
も
見
ら
れ
る
。

厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

三
、
地

質

二
、
地

形

稲

井

区

は

‘

中

生

界

か

ら

な

り

‘

そ

の

主
要

稲
井
区
は
南
部
北
上
山
地
の
追
波
川
平
坦
地
な
地
質
構
成
は
‘
次
の
五
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

と
渡
波
ー
女
川
平

坦

地

に

囲

ま

れ

た

山

地

塊

の

①

下

・
中
部
三
畳
系
の
稲
井
層
群

東
南
部
に
位
置
し
‘

二

0
0
ー
五

0
0
米

の

高

②

上

部

―二
畳
系
の
皿
貝
層
群

度

を

も

つ

中

生

代

三

畳

紀

・

ジ

ュ

ラ

紀

の

枯

板

③

下

部

ジ

ュ

ラ

系

の

志

津

川
層
群

岩
•

砂
岩
か
ら
な
る
比
較
的
急
陵
な
山
地
地
形
④
中

・

上
部
ジ
ュ
ラ
系
の
橋
浦
層
群

を
構
成
し
て
い
る
。

⑤

―

-＿畳
系
・
ジ
ュ
ラ
系
を
貫
く
火
成
岩
類

地 質総括表
- r - - -

稲井

序

新第l几［系;b 
白而系

中

界

ジ

ユ

ラ

系þÿ0W0�̂ sxï\dÿ�|—|’vøÿx�\©ÿ	0ûY'l¢\dÿ�}0|’

叶

十．

þÿ•è

中

部

下

I
‘、J

r
 r

i
l
 

，
 

t

‘
ー

-I. 

＂いい．
 

’
 

J

‘
ー

7

、J

1

!

！
ー

.

.

.

.

.
 L
I
 

E
,

J

‘
ー1

畳

系
下

T

Jヽ

＃
11 

0.7 

1. 35 

1. 80 

2.25 

椅
浦
阿
群

稲
井
阿
附

荒砥附

大島変動 陸地

内氾

荒砥騎I竹

一怜廿り変動二陪地＝
店、；I': 川希Ill油口
!Vi ニ §JiMJ 

内洵

こ
れ
ら
中
生
界
の
分
布
す
る
本
域
の
は
ほ
中
央

部
を
舟
底
状
の
南
方
に
傾
い
た

N
N
E
I
S
S

W
方
向
軸
の
水
沼
向
斜
か
あ
っ
て
‘
そ
の
両
翼

部
に
稲
井
層
群
か
広
く
発
達
し
‘
向
斜
の
東
翼

部
か
ら
軸
部
に
向
か
っ
て
皿
貝
層
群
・
志
津
川

層
群
•
橋
浦
層
群
と
並
ひ
‘
西
翼
部
に
は
橋
浦

層
群
の
み
か
分
布
し
て
い
る
。
ま
た
沼
津
付
近

に
は
貫
入
岩
体
か
見
ら
れ
る
。

曰

稲
井
層
群

稲
井
層
群
は
岩
相
に
よ
り
、
下
位
か
ら
平
磯

・
大
沢
・
風
越

・伊
里
前
の
四
層
に
区
分
さ
れ
‘
全

体
と
し
て
沿
岸
性
堆
積
相
を
示
す
砂
岩

•

枯
板

岩
か
ら
な
り
‘
ニ
サ
イ
ク
ル
の
堆
積
輪
廻
相
を
示

し
平
磯
層
(
粗
粒
相
—
砂
岩
）
・
大
沢
層
（
細
粒

相
ー
枯
板
岩
）
の
二
層
か
下
位
の
サ
イ
ク
ル
を
‘

風
越
層
（
粗
粒
粗
）
・
伊
里
前
層
（
細
粒
相
）
か
上

位
の
サ
イ
ク
ル
と
な
っ
て
い
る
。
本
域
て
は
こ

れ
ら
四
層

の
う
ち
‘
最
上
位
に
あ
る
中
部

―ー畳

系
の
伊
里
前
層

の
み
か
広
く
分
布
し
て
い
る
。

伊
里
前
層
（
稲
井
層）
は
‘
本
域
の
山
地
を
広

く
分
布
し
‘
特
に
井
内

・渡
波
付
近
に
普
通
に
見

ら
れ
る
。
こ
の
地
層
は

一
般
に

石
灰
質
て
あ
り
‘

主
と
し
て
板
状
暗
灰
色
砂
質
枯
板
岩
‘
枯
板
岩

か
ら
な
り
‘
中
上
部
に
は
砂
岩
層
か
見
ら
れ
る
。

厚
さ
五

O
O
I
-
‘
六

0
0
米
て
‘

二

0
数
種
の

ア
ン
モ
ナ
イ
ト
化
石
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
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【凡例］
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l-:.. . -J荒砥層

11111111111111111荒砥崎層
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似やぶl細浦層

I I韮ノ浜層--1・.・:::: .1新館層
→● "'"', .. ,.,'"""'" 

卜＼＼＼」伊里前）竹

s---

ご

皿

貝

層

群

稲
井
層
群
の
上
に
不
整
合
に
菫
な
り
‘
岩
相

は
浅
海
＼
内
湾
性
を
示
し
‘
そ
の
分
布
も
水
沼

地
方
の
向
斜
盆
地
の
東
縁
辺
部
に
限
ら
れ
‘
ぎ

わ
め
て
せ
ま
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
。
下
位

よ
り
相
粒
相
の
新
館
層
と
細
粒
相
の
長
ノ
森
層

に
二
分
さ
れ
て
い
る
が
、
本
域
で
は
新
館
層
の

み
が
分
布
し
て
い
る
。

新
館
層

（
内
ノ
原
層
）
は
塊
状
の
長
石
質
灰

色
中
粒
砂
岩
か
ら
な
り
‘
基
底
部
に
礫
岩
が
発

達
し
て
、
そ
の
厚
さ
は
約
三

0
0
米
て
あ
る
。

化
石
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

国

志

津

川

層

群

皿
貝
層
群
の
上
に
不
整
合
に
重
な
り
、
多
量

の
化
石
を
含
有
す
る
。
汽
水
棲
＼
海
水
棲
を
示

し
‘
内
湾
奥
深
い
潟
状
堆
積
物
と
見
ら
れ
る
。

下
位
よ
り
韮
ノ
浜
層
（
粗
粒
相
）‘
及
び
細
浦
層

（
細
粒
祖
）
に
区
分
さ
れ
‘
水
沼
向
斜
盆
地
の
東

側
に
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

韮
ノ
浜
層
（
大
川
層
）
は

主
に
黒
色
砂
質
頁

岩
と
灰
色
中
粒
砂
岩
か
ら
な
り
、
基
底
部
に
鶏

卵
大
の
喫
岩
が
見
ら
れ
‘
そ
の
厚
さ
約
一
八
〇

米
て
あ
る
。
化
石
は
水
沼
地
方
小
深
フ
タ
マ
タ

ジ
沢
を
中
心
に
‘

二

0
種
程
の

二
枚
貝
が
化
石

帯
を
形
成
し
て
多
産
す
る
。

細
浦
層

（
水
沼
層
）
は
細
粒
か
つ
均
質
な
黒

色
頁
岩
か
ら
な
っ
て
い
て
、
下
位
非
ノ
浜
層
上

部
よ
り
一
部
水
平
方
向
に
移
化
す
る
か
‘
全
体

と
し
て
こ
の
上
位
に
あ
る
。
厚
さ
は
六

0
米
と

う
す
く
、
そ
の
分
布
は
も
っ
と
も
せ
ま
い
。
化

石
も
一
―
枚
貝
‘
巻
貝
‘
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
か
発
見

さ
れ
て
い
る
が
‘
数
量

・
種
と

も
に
少
な
い
。

国
橋
浦
層
群
（
真
野
層
群
）

志
津
川
層
群
の
上
に
軽
微
な
不
整
合
を
も
っ

現

て
重
な
り
‘
内
湾
性
の
堆
積
相
を
示
し
、
下
位

の
荒
砥
崎
層
（
粗
粒
相
）
と
上
位
の
荒
砥
層
（
細

粒
相
）
の

二
層
か
‘
向
斜
軸
部
位
に
比
較
的
広

く
分
布
し
て
い
る
。

荒
砥
崎
層
は
向
斜
軸
部
で
志
津
川
層
群
細
浦

層
の
上
に
‘
向
斜
東
楓
部
で
厚
さ
―

0
1
-
―10

米
あ
っ
て
皿
貝
層
群
新
館
層
の
上
に
‘
そ
し
て

西
翼
部
て
厚
さ

――
-0
1
八

0
米
あ
っ
て
稲
井
層

群
の
上
に
直
接
重
な
っ
て
い
る
。
本
層
は
主
に

灰
色
色
粗
・
中
粒
砂
岩
て
‘
細
粒
砂
岩
や
鰹
岩

を
伴
う
。
化
石
は
水
沼
地
方
の
小
淫
車
沢
や
カ

ナ
ゲ
沢
か
ら
保
存
の
悪
い
多
数
の
二
枚
貝
か
知

ら
れ
て
い
る
。

荒
砥
層
は
‘
本
域
の
ジ
ュ
ラ
系
と
し
て
向
斜

軸
部
に
最
も
広
く
分
布
し
‘
下
位
の
荒
砥
崎
層

よ
り
漸
移
し
、
主
に
層
理
の
発
達
し
た
黒
色
頁

岩
か
ら
な
る
。
厚
さ
は
四

0
0
米
内
外
‘
化
石

と
し
て

二
種
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
が
発
見
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。

因

火

成

岩

類

稲
井
区
の
中
生
界
に
貫
入
し
た
火
成
岩
類
に

は
‘
ハ
ン
レ
イ
岩

1
石
英
閃
緑
岩
‘
お
よ
び
小

岩
脈
を
構
成
し
て
い
る
玲
岩
類
か
あ
る
。
い
ず

れ
も
地
質
構
造
に
調
和
的
に
貰
入
し
て
い
る
。

ハ
ン
レ
イ
岩
類
は
沼
津
地
方
に
最
も
広
く
分
布

し
、
伊
里
前
層
を
貫
い
て
い
る
。
そ
の
他
の
小

岩
体
は
断
層
や
地
層
の
境
界
面
に
沿
っ
て
併
入

し
て
い
る

四
、
地
質
構
造

稲
井
区
の
三
畳
系
・
ジ
ュ
ラ
系
は
と
も
に
強

＜
摺
曲
し
て
い
て
‘
基
本
的
に
は
志
津
川
・
橋

浦
•
水
沼
地
方
に
連
続
す
る
一
大
向
斜
構
造
帯

で
あ
る
。
向
斜
軸
は

N
N
E
I
S
S
W
方
向
て

そ
の
向
斜
に
並
列
し
て
‘
両
翼
の
一
――
畳
系
か
‘
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小
摺
曲
を
く
リ
か
え
し
て
お
リ
‘
軸
部
に
ジ
ュ

ラ
系
か
舟
底
状
に
分
布
し
て
い
る
。

摺
曲
軸
と
調
和
し
て
走
向
も

N
二

O
I
五

0

度

E
方
向
を
有
し
‘
傾
斜
も

―
-0
1
土

0
度
か

一
般
的
て
あ
る
。
向
斜
軸
は
多
少
西
に
偏

っ
て

い
て
‘
中
央
を
花
木
沢
断
層
に
よ

っ
て
切
断
さ

れ
て

い
る
非
対
称
の
向
斜
構
追
と
な
っ
て

い
る
。

さ
ら
に
‘
向
斜

の
西
翼
の

一」
畳
系
と
ン
ュ
ラ
系

か
接
す
る
所
は
西
か

ら
押
し
上
け
ら
れ
た
衝
上
．

断
層

（富
士
沼
断
層
）
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ

ら
の
影
郷
齊
は
断
層
や
地
層
の
走
向
線
沿
い
に
崎

岩
な
ど

の
貰
入
‘
ま
た
化
石
帯
も

N
N
E
I
S

s
w方
向

に
伸
長
し

て
い
る
。

こ
れ
は
‘
こ
の

向
斜
か
束
西
方
向
‘
特
に
西
側
か
ら
強
い
横
圧

力
を
受
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
‘
本
域
の
南
部
に
は
ほ
ぼ
東
西
に
走
る

二
列
の
万
石
浦
断
層
と
渡
波
断
層
が
あ
っ
て
、

牡
鹿
半
島
部
と
明
瞭
に
境
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
摺
曲
・
断
層
の
地
質
構
造
は
‘
中
生

代
白
亜
紀
後
半
の
気
仙
沼
付
近
を
中
心
と
し
た

大
島
地
殻
変
動
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

五

、

地

史

①
日
本
付
近
は
古
生
代
中
半
か
ら
沈
降
し
つ

つ
‘
厚
い
地
層
を
堆
積
し
つ
つ
け
る
地
向
斜
の

海
で
あ
っ
た

。
古

生
代
後
半
よ
り
隆
起
運
動

（
本
州
造
山
連
動
）
の
た
め
に
次
第
に
日
本
付

近
は
陸
化
し
て
い
っ
た
。

②

中

生
代
三
畳
紀
に
入
る
と
日
本
付
近
の
大

岐
海
岸
線
は
‘
前
の
時
代
よ
リ
ず
っ
と
南
の
方

へ
移
り
‘
そ

の
分
た
け
大
陸
か
附
大
し
て
い
っ

た
。

こ
の
た
め
地
向
斜
の
海
も
南
下
し
た

。

⑧
そ
の
頃
の
南
部
北
上
山
地
域
は
西
に
ア
シ

ア
大
陸
か
‘
東

に
古
生
界
て
構
成
さ
れ
る
島

々

か
点
在
し
て

い
て
‘
南
方
に
開
い
た
稲
井
海
と

も
い
う
へ
き
公
海
性
の
内
海
を
形
成
し
て
い
た

。

こ
の
海
に
堆
積
し
た
泥
や
砂
は

二
‘
五

0
0
米

に
も
達
し
、
稲
井
層
群
と
な
っ
た
の
て
あ
る
。

当
時
の
稲
井
海
に
は
‘
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
か
生
息

し
‘
こ
れ

ら
を
え
さ
と
し
た
魚
竜

か
お
よ
き
ま

わ
っ
て
い
た
ろ
う
し
‘
付
近
の
大
陸
や
島
々
に

は
裸
子
柿
物
か
繁
茂
し
て
い
た
こ
と
は
化
石
か

ら
推
察
さ
れ
よ
う
。

④

稲

井

海

も

中

期

――一畳
紀
中
半
に
は
歌
津
町

を
中
心
と
し
た
隆
起
運
動

（歌
津
変
動
）
に
よ

り
陸
化
し
、
著
る
し
い

侵
食
域
と
な
り
‘
不
整

合
面
を
形
成
し
た
の
て
あ
る
。

⑤

ゃ

か

て

後

紀

三
畳
紀
初
め
に
は
海
岸
線
の

動
揺
が
あ
っ
て
沈
水
し
‘
内
湾
を
つ
く
り
‘
皿

貝
層
群
を
堆
積
さ
せ
た
。
ま
も
な
く
地
殻
変
動

（松
岩
変
動
）
か
あ
っ
て
再
度
隆
域
と
な
っ
た

。

⑥
ジ
ュ
ラ
紀
に
入
る
と
こ
れ
ら

三
畳
紀
隆
起

帯
も
沈
下
し
‘
志
津
川

・
橋
浦
•
水
沼
を
結
ふ

長
大
な
北
方
に
開
い
た
内
海
を
形
成
し
‘
水
沼

域
は
そ
の
最
奥
域
に
あ
っ
て
潟
状
の
湖
を
形
成

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
志
津
川
層

群
か
ら
多
産
す
る
化
石
群
か
汽
水

I
浅
海
棲
を

示
す
こ
と
か
ら
‘
う
ら
つ
け
ら
れ
る
。

⑦

こ

の

古

志

津

川
湾
も
初
期
シ
ュ
ラ
紀
後
半

に
は
陸
化

（
睦
前
変
動
）
し
た
。

⑧
中
期
ジ
ュ
ラ
紀
に
入
る
と
海
浸
に
見
舞
ゎ

れ
、
多
少
と
も
外
海
の
入
り
こ
ん
だ
古
志
津
川

湾
よ
り
も
大
き
い
内
海
を
つ
く
り
‘
橋
浦
層
群

を
堆
積
す
る
に
お
よ
ん
だ

。

⑨

こ

う

し

た

古

生
代
後
半
よ
リ
陸
地
と
な
っ

た
ア
ジ
ア
大
睦
の
束
端
に
位
罹
し
た
‘
本
域
は

中
生
代
三
畳
紀
・
ジ
ュ
ラ
紀
に
数
回
の
海
岸
線

の
動
揺
の
も
と
に
内
湾
性
か
く
り
か
え
さ
れ
‘

岩
粗
の
垂
直
方
向
変
化
の
サ
イ
ク
ル
性
を
構
成

:t' 

▲ア ンモナイト化石 （水野正文氏蔵）

▲湊海食洞と玲岩岩脈

▲ア ンモナイト 化石 、（水野正文氏蔵）
※秤は鑑定し て いない の て不明
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し
た
も
の
で
あ
る
。

⑲
ジ
ュ
ラ
紀
後
半
以
降
隆
起
帯
と
な
っ
た
本

域
は
‘
さ
ら
に
白
亜
紀
の

一
大
地
殻
変
動
（
大

島
変
動
）
に
よ
っ
て
摺
曲
化
し
‘

断
層
帯
を
つ

く
り
‘
今
日
迄
風
化
侵
食
域
と
な
っ
て
残
存
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

六
、
地
質
学
的
な
自
然
文
化
財

稲
井
区
は
‘
日
本
の
代
表
的
中
生
界
分
布
地

域
て
あ
り
‘
そ
れ
ら
岩
石
に
は
自
然
史
を
物
語

る
に

重
要
な
い
く
つ
か
の
資
産
（
自
然
文
化
財
）

を
保
存
し
て
い
る
。
し
か
し
‘

地
質
学
的
に
何

か
自
然
文
化
財
で
あ
る
か
を
客
観
的
に
指
摘
す

る
こ
と
は
な
か
な
か
の
難
問
て
あ
り
‘
ま
た
‘

そ
の
公
表
が
か
え
っ
て
い
た
ず
ら
に
市
民
の
稀

少
価
値
に
対
す
る
憧
憬
を
刺
激
し
、
荒
廃
化
現

象
を
促
進
さ
せ
る
事
実
を
憂
え
る
も
の
て
あ
る
。

そ
れ
も
自
然
へ
の
理
解
か
あ
れ
ば
‘
解
消
す
る

も
の
と
信
じ
つ
つ
、
次
の
四
つ
の
学
術
上
‘
貴

重
な
自
然
文
化
財
を
指
摘
し
‘
そ
の
保
護
を
要

請
す
る
も
の
で
あ
る
。

曰

稲
井
産
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
化
石

意
義

分
類
学
的
に
は
軟
体
動
物
門
・
頭
足

綱

・
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
目
て
‘
古
生
代
テ
ホ
ン
紀

に
オ
ー
ム
貝
か
ら
枝
分
れ
し
‘
特
殊
化
し
‘

中

生
代
に
爆
発
的
繁
栄
‘進
化
し
‘
複
雑
な
特
殊
化

現
象
に
よ
り
中
生
代
末
期
に
は
絶
減
し
た
。

ア
ン
モ
ナ
イ
ト
は
‘
古
生
代
後
期
に
繁
栄
し

た
ク
リ
メ
ニ
ア
亜
目
‘
ゴ
ニ
ア
テ
ィ
テ
ス
亜
目

と
中
生
代
三
畳
紀
に
栄
え
た
セ
ラ
テ
ィ
テ
ス
亜

目
‘
ジ
ュ
ラ

・
白
亜
紀
に
栄
え
た
ア
ン
モ
ニ
テ

ス
亜
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
分
類

カ
テ
ゴ

リ
ー

の
下
位
の
科

・
属

・
種
に
よ
っ
て

中
生
代
の
時
代
細
分
設
定
に

重
要
な
役
割
を
は

た
し
て
い
る
示
準
化
石

で
あ
る
。

こ
の
他
‘
生

物
の
進
化‘

古
生
態
‘

化
石
の
成
因
等
の
問
題

に
対
し
て
も
地
質
学
上
き
わ
め
て
価
値
の
高
い

古
生
物
で
あ
る
。

稲
井
区
は
‘
日
本
の
代
表
的
な
―――畳
紀
の
七

ラ
タ
イ
ト
型
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
化
石
産
地
で
あ

り
‘
そ
の
種
も

二
0
種
程
知
ら
れ
‘
発
見
さ
れ

た
個
体
数
も
相
当
の
も
の
で
あ
る
。
産
出
状
態

は
散
財
的
て
‘
化
石
帯
や
化
石
床
を
つ
く
ら
す
‘

殻
の
反
面
の
み
が
岩
石
に
印
象
と
し
て
き
ざ
ま

れ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
半
面

殻
の

印
象
型
化
石

の
成
因
を
め
く
る
学
術
論
争

も
あ
っ
て
貴
重
な
も
の
て
あ
る
。

保
護
対
策

ア
ン
モ
ナ
イ
ト
を
多
く
含
有
す

る
伊
里
前
層
の
分
布
域
は
石
巻
市
域
に
と
と
ま

ら
す
隣
接
の
市
町
村
に
ま
た
か
る
き
も
め
て
広

範
囲
に
お
よ
ふ
こ
と
‘

化
石
含
有
状
態
か
あ
る

特
定
域
に
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
散
在
性

で
あ
る

こ
と
か
ら

‘
特
別
指
定
区
域
を
設
定
す

る
こ
と
は
困
難
て
あ
る
。
む
し
ろ
今
後
発
見
さ

れ
る
化
石
が
散
在
す
る
こ
と
の
防
止
対
策
が
菫

要
で
あ
ろ
う
。

ご
フ
タ
マ
タ
ジ
沢
化
石
帯

意
義
と
現
況

中
生
界
シ
ュ
ラ
系
下
部
の
韮

ノ
浜
層
に
は
‘
―

―枚
貝
を
中
心
と
し
た
軟
体
動

物
化
石
を
二

0
種
程
‘
数
枚
の
化
石
帯
を
つ
く

っ
て
‘
水
沼
地
方
小
深
フ
タ
マ
タ
ジ
沢
地
域
に

分
布
す
る
。
こ
れ
ら
の
化
石
は
韮
ノ
浜
動
物
群

と
さ
れ
て
い
て
‘
遠
隔
地
の
ジ
ュ
ラ
紀

の
地
層

と
対
比
す
る
の
に
重
要
な
示
準
化
石
と
な
っ
て

い
る
ほ
か
、
石
巻
市
域
て
有
す
る
化
石
帯
の
最

大
規
模
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
貴
重
な
資
産
と

い
え
よ
う
。

保

護

対

策

比

較
的
ま
と
ま
っ
た
範
囲
に
分

布
す
る
密
集
化
石
帯
て
あ

り
‘
ご
く
一
部
の
人

を
除
い
て

知
る
人
も
少
な
い
た
め

‘
そ
の

保
存

状
況
は
比
較
的
良
好
で
あ
る
。
し
た
か
っ
て
特

別
区
域
と
し
て
指
定
か
考
え
ら
れ
る
か

‘
異
論

の
あ
る
所
で
あ
る
。

国

湊

海

食

洞

湊
町

一
丁
目
の
県
道
沿
い
に
は
‘

三
畳
系
伊

里
前
層
の
層
理
面
に
そ
う
た
深
さ
約

一
0
米
‘

高
さ
約
五
米
の
海
食
洞

が
あ
る
。
そ
の
成
因
時

期
は
‘
現
沖
積
平
野
形
成
期
以
前
の
海
岸
線
に

あ
た
る
所
か
ら

‘
新
生
代
洪
積
世
末
期
ー
沖
積

世
初
期
と
考
え
ら
れ
る
。

特
に
‘
こ
の
海
食
洞
が
注
目
さ
れ
る
の
は
‘

洞
の
中
心
部
に

一
米
は
と
の

巾
を
も
つ
断
層
破

砕
幣
に
な
っ
て
い
て

‘
雨
水

が
破
砕
帯

の
石
灰

成
分
を
溶
解
し
‘
洞
の
天
井
に
沈
積
さ
せ

‘
径

五
糎
‘
長
さ
三
〇
糎
大
の
鍾
乳
石
を
形
成
し
て

い
る

こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
現
在
で
は

‘
付
近

の
砕
石
業
務
と
付
近
の
住
民
に
よ
る
破
壊
で
完

全
に
損
傷
し
て

‘
そ
の
原
形
を
失
な
っ
て
い
る

こ
と
‘
ま

こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
。

ま
た
海
食
澗
付
近

に
は

‘
-――畳
系
に
貫
入
し

た
玲
岩
岩
脈
か

‘
砕
石
業
務
に
よ
っ
て
露
出
さ

れ
見
事
て
あ
る
。
稲
井
区
中
生
界
の
数
少
な
い

火
成
活
動
を
示
す
も
の
と
し
て
意
義
深
い
。

四

伊

原

津

海

食

洞

伊
原
津
よ
り
鹿
妻
に
通
じ
る
市
道
沿
い
湊
海

食
洞
よ
り
も
規
模
の

大
ぎ
い
海
食
洞
か
あ
る
。

ジ
ュ
ラ
系
荒
砥
崎
層
の
層
理
面

の
弱
い
所
が
波

食
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
も
の
で
‘

長
さ
五
〇

米
‘
高
さ
五
米
は
ど
で
あ
る
。
成
因
時
期
は
湊

海
食
洞
に
同
し
。
そ
の
意
義
も
沖
積
世
初
期

の

海
岸
線
を
示
す
単

一
的
な
も
の
で
あ
る
か

‘
湊

海
食
洞
か
破
壊
さ
れ
た
今
‘
や
は
り
貴
重
な
資

産
と
い
え
よ
う
。

現
在
‘

洞

の
内
部
の
定
温
性
を
利
用
し
て
の

野
菜
等
の
保
存
冷
蔵
嘩
と
し
て
住
民
か
利
用
し

て
い
る
か
‘
保
存
度
は
良
好
で
あ
る
。
そ
の
保

護
か
の
ぞ
ま
れ
る
。

七

、

結

語

今
回
の
報
告
は
‘
地
質
学
的
な

一
般
的
考
察

か
中
心
と
な
っ
て
い
て
、
自
然
文
化
財

の
詳
細

お
よ
び
精
査
か
今
後
の
課
題
と
な
っ
た
。

ま
た
‘
半
島
部
域
の
予
備
調
査
に
よ
り
、
次

の
事
項
も
精
査
の

必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
。

-
‘
ジ
ュ
ラ
系
月
の
浦
化
石
群

-
‘
荻
ノ
浜
付
近
の
方
孔
石

一 、

石
巻
市
福
貴
浦
—

牡
鹿
町
小
網
倉
間
の
道

路
に
見
ら
れ
る
摺
曲
・

断
層
構
造
な
と
。

最
後
に

‘
菅
原

・
高
橋
か
調
査
し
‘
報
告
文

は
高
檎
が

担
当
し
た
。
し
た
か
っ
て
‘
文
の
責

任
は
す
べ
て
高
橋
に
あ
る

こ
と
を
付
記
し
て
報

告
と
す
る
。

《
主
要
引
用
文
献
》

小
貫

義

男

(
-
九
六
九
）

北
上
山
地
地
質
誌

東
北
大
地
質
古
生
物
研
邦
報

小
貫
義
男

・
板
東
裕
司

(
-
九
五
九
）

下
部
中
部
三
畳
系
稲
井
層
群
に
つ
い
て

東
北
大
地
質
古
生
物
研
邦
報

高
橋
冶
之

(
-
九
六
二
）

牡
鹿
半
島
の
中
生
界
の
層
序

茨
城
大
文
理
紀
要

（自
然
科
学）

滝
沢
文
教
(
-
九
七
四
）

金
華
山
地
域
の
地
質

地
質
調
査
所

速

水

格

(
-
九
五
九

）

宮
城
県
稲
井
村
水
沼
地
方
の
ジ
ュ
ラ
系

地
質
学
雑
誌
第
六
五
巻
第
七
六
七
号
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一、

は
じ
め
に

民
具
は
美
術
工
芸
品
な
ど
と
違
い
‘
そ
れ
自

体
何
ら
芸
術
的
価
値
も
骨
董
的
価
値
も
な
い
か

ら
‘
収
集
・
保
存
さ
れ
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
な

い
性
質
の
資
料
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
芙
術
工

芸
品
な
ど
有
名
作
家
の
著
名
作
品
は
そ
の
所
蔵

者
か
分
明
で
あ
り
‘
そ
の
研
究
も
大
い
に
進
ん

て
い
る
。
と
こ
ろ
か
‘
民
具
は
わ
が
民
俗
学
界

で
も
‘
も
っ
と
も
立
ち
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
研

究
分
野
て
あ
る
か
ら
‘
全
国
的
な
調
査

・
研
究

も
ま
た
そ
の
収
集
・
保
存
も
立
ち
遅
れ
て
い
る

実
情
て
あ
り
‘
特
に
宮
城
県
は
そ
の
最
た
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
民
具
は
日
常
生
活
に
即
し
た
も
の

＋
 

で
、
こ
と
に
、
生
産
用
具
•
生
活
用
具
な
ど
の

類
は
日
常
の
実
用
品
て
あ
る
か
ら
‘
便
宜
に
し

た
が
っ
て
改
廃
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

。
ど
ん
な

も
の
て
も
長
く
使
っ
て
い
れ
ば
壊
れ
て
く
る
。

壊
れ
れ
は
仕
方
か
な
い
か
ら
捨
て
去
る
。
あ
る

い
は
‘
な
に
か
新
し
ぃ
便
利
な
道
具
が
出
現
す

れ
ば
、
古
い
も
の
は
壊
れ
て
い
な
く
て
も
こ
れ

ま
た
‘
惜
し
げ
も
な
く
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

民
具
の
類
は
‘
す
べ
て
こ
の
運
命
に
あ
る
。
む

し
ろ
実
用
的
て
な
い
美
術
工
芸
品
の
方
か
‘
か

え
っ
て
珍
重
•
愛
蔵
せ
ら
れ
て
‘
偽
作
の書
画

な
ど
ま
て
か
長
く
保
存
さ
れ
る
機
会
に
め
く
ま

れ
て
い
る
。

実
用
品
で
あ
る
民
具
の
類
は
‘
時
々
刻
々
改

0は荻浜

No. 調査収集地 IIII No 調査収集地

1 祝田　佐須浜iIi I 5 

竹 浜

2 佐須浜 6 狐 崎

3 小 積 7 鹿 止『

4 牧 浜 IIs 福貴浦

廃
さ
れ
て
ゆ
く
。
今
に
し
て
こ
れ
を
調
査
し
‘

記
録
し
‘
収
集
し
‘
保
存
し
な
い
な
ら
ば
‘
つ

い
に
‘
わ
か
石
巻
市
の
甚
層
文
化
ー
|ー
庶
民
の

生
活
文
化
|
|
ー
と
そ
の
変
遷
を
知
る
途
は
断
た

れ
て
‘
永
久
に
忘
却
の
彼
方
に
失
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

石
巻
は
往
時
よ
リ
‘

三
陸
沿
岸

の
漁
港
と
し

て
繁
栄
し
‘
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
緊

急
に
漁
具
の
調
査
・
収
集
し
‘
そ
の
保
護

・
保

存
に
努
め
‘
合
せ
て
保
存
漁
具
を
通
し
、
石
巻

庶
民
文
化
の
認
識
・
向
上
の
資
と
な
る
こ
と
を

念
じ
‘
調
査

・
収
集
す
る
こ
と
に
し
た
。

二、

調
査

・
収
集
の
慨
況

調
査
主
催
者

石
巻
市
教
育
委
員
会

調
査
担
当
者

文

化

財

保

護

委

貝

鈴

木

東

行

石
巻
工
業

高

校

教

諭

南

野

久

勝

石
巻
工
業
高
校
人
文
科
学
部古

牧
芳
孝

木
村
幸

一

調
査
地

石
巻
市
東
浜
地
区

す
だ
ち

小
積
•
竹
浜
・
牧
浜
・
狐
崎

•

鹿
立

き
う
ら

福
貴
浦

調
査
日
程

予

備

調

査

七

月

一
七
日

本

調

査

八

月

ニ

――
一
日
＼

―
-五
日

収
集
日
程

九
月
三
日

1
四
日

収
集
担
当
者

鈴
木
東
行
・
今
泉
長
厚•
中
村
光

一

（
市
教
育
委
員
会
社
会
教
育
課
）

．
三
、
調
査

・
収
集
結
果

収
集
用
具

＊ 

収
集
調
査
結
果
に
つ
い

て

E

収
集
用
具
は
別
表
に
記
載
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
‘

―
八

―
点
に
お
よ
び
釣
漁

具
関
係
か
七

二
点
と
多
く
‘
収
集
漁
具

の
な
か
に
は
明
治
や
現
在
使
用
さ
れ
て

い
る
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

狐
崎
て
は
大
謀
網
を
製
作
す
る
時
‘
用

い
ら
れ
た
「
ツ
ナ
ヨ
リ
キ
カ
イ
」
や
「
ナ

コ
ウ
ド
」
。

鹿
立
て
は
和
船
時
代
の
鰹
釣
用
具
の
擬

餌
鈎
具

「
ツ
ノ
」

（鹿
の
角
‘
水
牛
用
の

角
製
）。

さ
う
ら

福
貴
浦
て
は
種
類
の
ち
か
っ
た
い
か
釣

用
具
の
「
イ
カ
ッ
リ
サ
オ
」
．
「
テ
ン
ビ

ン
」
・

「
ツ
ノ
」
。

牧
浜
て
は
い
か
釣
用
の

「
ハ
ネ
ゴ
」
。

な
ま
こ
漁
用
の
「
コ
ヒ
キ
」
。

竹
浜
で
は
竹
製
の
「
ハ
モ
ド
」
。

祝
田
て
は
船
具

の
「
口
」
、
「
カ
イ
」
、
佐
頃

浜
で
は
た
こ
釣
用
の
「
イ
シ
ャ

リ
」
、
「
オ

キ
箱
」

・「
カ
キ

バ
サ

ミ
」
な
ど
自
製
の
漁

具
を
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ぃ
漁
具
以
外
の
用
具
と
し
て
は
‘
狐
崎

て
は
大
網
て
大
漁
し
た
と
ぎ
‘
着
衣
す

る
「
カ
ン
バ
ン
」

‘
お
振
舞
の
と
き
用
い

る
「
サ
カ
ゼ
ン
」

・
「
オ
ワ
ン
」
。

祝
田
て
は
塩
田
用
の
「
テ
サ
ゲ
オ
ケ
」
。ン

ド

7

ゞヽ

「

運
搬
用
具
の
ヤ
セ
ウ
マ
」

ゥ
」
。
保
温
用
「
イ
シ
コ
」
。

な
ど
も
収
集
寄
贈
さ
れ
た
。

四

、

結

語

台
風
と
酷
暑
の
も
と
て
の
調
査
収
集
は
‘

困
難
を
梃
め
た
が
‘
東
浜
地
区
の
人
々
の
御
協

力
に
よ
っ
て

‘
所
記
の
収
集
を
得
た
。
し
か
し
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•
新
漁
具
の
使
用
度
の
増
大
に
と
も
な
っ
て
、
旧

漁
具
の
廃
棄
は
目
立
っ
て
き
て
い
る
。
今
後
も

こ
の
よ
う
な
収
集
調
査
を
継
続
し
‘
市
民

一
人

一
人
か
自
分
迄
の
暮
ら
し
て
き
た
生
活
の
実
態

を
後
代
の
人
々
に
伝
承
し
‘
文
化
的
な
石
巻
市

に
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
を
念
願
し
‘
結
語
と

す
る
。

〇網漁関係具〇

合 そ 船 雑 釣 理お一網 屠袖の 漁 漁 -具用修びよ製淮9、'"

計 他 具 六目 具 作具

テ9ヽ 8 
ン

９月４日 贔
竹

グモ
サ 日
カト 日

午削’ ’ 
浜

3 1キ2

夕，、カゴ ネロイ ● 弁 ●工物-をチイァ-コヘアホカハ 延イし、し、，、イソ ウガアタ

バンエトマの 卜 1/ グレロ 当ハヤナ チンケスングキヒはもミ‘テタ モ
遥シかか カ キラ

ガ／‘ カヤ釣釣ネナ タス ， 8 牧
キリフク ィイラ 粕シカ、、つか ヨカサヘな 筒カメト ゴ')用用ゴゲノ ル玉バモ 月

夕 閏く コカまカ・ コ三 デフ ー ゾ三

定置網用　ff― l: 、用-

月 23 
ギ-に へ た ンンいリい 日

い 廿漁―L 漁用 現、用-漁こ ギゥI、りか属mりか
4 

日 畠 浜
る

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 11111111 1111114 1 1 1 1 

力 工力 ●● ● タテ ●アハンシン ウタタタマイナイエテン｝ ガアタ

ソ カト サキヘハワ＿本．アワ水ガコソン ワヒ、モ -ヤコ- カ'!-ナタ ナラナララグヤシヵ ツカサマンヒ
+ラス, 

， 8 福

う 1'-・'カ C ,, " ’）ゴ ン9 月
ン んスイスカカキ ケ プぶ I、 ー フ 月 24 
プ は ケ キキ もカク採靡 リ 延冒玉ス オノいい 日 貴

ぅ ヵ - コ ‘ロカ 3 
-用コ-- ゴ

- 日 畠 浦

59 1 1 11 111422121 1 2 1311122組11 6 16 2 2 3 

消;ハ ●● ● 水 ヒソヅ

ヵ頂燭サ キ
ン 力 卜 ， 8 鹿

リ コゞ キ現.-、,す-、 ・J ノノ
月

ンヘ闘 箱台ウ :(1 ず9ぐヘぃへ 月 24 
プ ノ‘

釣ぎ 釣カ込訟代靡ゞ,
日

ィ 3 
一`‘ : 用- 日 JL 一

17 1 1 1 1組1 1 2 4 8 

● オサカ イ夜セ ー タ ． 
キヒヮ ゼカバン ，レ、1，11t 1 同ぅ ラ ヘ ” ’ ， 大網 ， 8 狐

ウンンン ラ標ミ き髯 同アナソ 月
ス

, __ 

カミコナ 月 25 
ギシウヨ 日

-台キ ドキリ 4 

ヵ 日 霊 崎
ィ

14 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

サワノノ茶ダエタヤハ テ テ ネロ タヤホナタアフハテメカポタカ ナ 昭

門-タリ IJ力、イ 1/ルセン- フ三 サ 1) 
コ マココトワヒ モカガ ソソヶIヵコバキ ヵ

， 49 祝

シ ダ ス カウド漁ク塩田ゲ ガ 年

デガスケマガコソマウ ロ オ イ ルボスシ トリイコトキネアカコ、サ コゞ リ1j 月 8 
用 ネ マギ 用用ケ リカケ コ、 ミ サ ァ 月

- '・' カギス T - こ 3 19 
ギカ 見ゴ コ 日 田

41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 '2 4 1 1 1 後

コ重釜カ オ ナカテ ィ ， 昭 佐

ナ 璽ヘヶ
箱キー用漁丁包キリノサキゞサグン

シそノカ 50 
ヒ箱ゴ ヤ擬闊の鈎-ゴ 月 年

キ 用
'I うし、 7 須

- ミカ ち かヽ 4 月
キ 3 26 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 4 2 1 日 日 浜

喜 ◎◎◎収小東浜梨，は翡介名集者 鈴鈴木木な東束く行行．／／南今午野泉／後久勝中村木（石村（エ教教育委諭）貝／他会古）3 牧芳孝／木村幸 （石エ 人文科学部）

梢採用具か ，25日 ， 7 ヨさん 名による女神来の実演由来 111具なとを，翡杏した。 ●は調在のみ

昭
和
5
0年
度
東
浜
な
ら
び
に
祝
田
•
佐
須
浜
漁
具
収
集
表
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ぎ
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用

や

一
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料
用
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＼

角
を

ノ
の

鰹

鹿

羞

地

ツ
料

用

集

材

使
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／
 

ハネゴ

（し、か釣用 収集地• ・・・・• 牧浜）

ナカゴ （延縄用）

〇
釣

漁

具

〇

用理欠
多11 

の
網
浜

網
キ
須

り
ズ
佐

竹
の
ス
＂

v
料

2

2
査

ノ
材
右
左
調

ア

（

＼

テ ンビン とツ ノ

・・・・・テンビン柄はクワ材料　使用法• ・・・・し、か釣用 ） 

”
国

モ
底
る

ヒ
海
由

．
 ，ヽヵ

t
 

木
l
'

つ

っ
ひ

のメゾ
き
を

ま
コ

．
を
夕
浜

ソ竹
二
て
須

崎

t
ぃ
佐

＂
ひ＂

リ
．

法
か
地

ャ
・料

用
静
集

シ．材
使
で
収

ィ

綱ヨリ機械

（大謀網用 調査地•••狐崎）

ゥの用網

浦

曳
の
貴

地
も
福

桐
●
た
~

ゞ
ヽ
＂
法
し
地ノ円

ア

左 から ・サバ ・ソウダ鰹用擬餌釣鈎
• 鰹用擬餌釣鈎
・マグロ一本釣用擬餌釣鈎
・マグロ延縄用釣鈎
・ツノ 2 (自製いか釣用擬餌釣具）

イカツリザオ

（材料…竹収集地•••福貴浦 ）
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一、

調
査
地
域

石
巻
市
稲
井
地
区
　
南
境
•
大
瓜
•
水
沼
・

高
木
・
沼
津
•
真
野
地
区

二
、
調
査
期
間

〇
予
備
凋
査

昭
和
九
卜
年
七
月
二
ト

―
日
＼

二
十
五
日

0
第

一
次
調
杏

昭
和
Jl
十
年
八
月

ー
一十

一
日
＼

二
十

一日

0
第
□
次
調
査

昭
和
五
十
年
十
二
月
十
三
日
～
二
十
一
日

三
、
調
査
員

・
補
助
員

調

査

員

石
巻
市
文
化
財
保
渡
委
員

（
石
巻
底
校
教
諭
）

石

垣

宏

調
査
補
助
員

（第

一
次
調
査
）

宮
城
教
育
大
学
史
学
専
攻
斎
藤
茂
車
美

同

笹

野

ひ

ろ

美

四
、
調
査
目
的

昭
和
四
十
九
年
度
の
古
文
書
調
査
は
‘

半
島

部
地
区
を
設
定
し
て

‘
鹿
立
浜
平
塚
家
文
古

の

調
査
及
ひ
目
録
作
成
‘
写
真
撮
影
等
に
よ
る
記

録
保
存
を
終
了
し
た
わ
け
で
あ
る
。

本
年
度
は

‘
旧
家
の
多
い
石
巻
市
北
部
稲
井

地
区
を
設
定
し
て

、
各
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

古
文
書
を
把
握
し
‘
分
布
状
況
を
明
確
に
し
て

目
録
を
整
備
し
‘
重
要
文
献
に
つ
い
て
は
特
に

将
来
の
保
存
対
策
を
考
慮
す
る
資
料
に
し
た
い

と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
稲
井
地
区
は

‘
埋
蔵
文

化
財
‘
中
世
の
板
碑
の
調
査
は
進
ん
て
い
る
か

近
世
‘
近
代
の
古
文
内
の
本
格
的
調
査
は
進
ん

て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
『
稲
井
町
史
』
か
編
簗

さ
れ
た
段
階
て

‘
蒐
集
さ
れ

‘
活
用
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
音
i

味
で

‘
ま
す
未
発
見
の
資

料

古
文
書
の
所
蔵
状
況
を
リ
ス
ト
ア
ノ

。フ
し
‘

目
録
を
整
備
し
て
‘
将
来
の
活
用
に
供
す
る
と

と
も
に
‘
有
効
な
保
存
対
策
を
考
え
て
い
ぎ
た

い
と
思
う
の
て
あ
る
。
あ
わ
せ
て
‘
稲
井
地
区

の
近
世
史
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
の

て
あ
る
。

五
、
調
査
経
過

（

予

備

調

査

ま
ず
‘
稲
井
地
区
全
地
域
の
古
文
書
所
有
者

を
把
擢
す
る
た
め
に
‘
各
地
区
の
行
政
委
貝
を

頼
り
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
昨
年
度
は
同
椋
に
．

ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
調
査
を
お
願
い
し
た
の
で

あ
る
か

‘
良
い
鈷
果
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
て

各
行
政
委
員
さ
ん
に
直
接
伺
う
の
か
効
果
か
上

る
と
見
て
‘

事
前
に
調
査
物
件
を
内
容
と
す
る

虫
I

類
を
発
送
し
て
‘
各
地
区
の
状
況
を
調
へ
て

い
た
た
き

‘
七
月
ー一
十

＿
日
か
ら
各
行
政
委
員

宅
を
訪
間
し
た
わ
け
で
あ
る
。

ヒ
月
二
十

一
日

南

境

・

大

瓜

六
名

七
月
二
十
――

日

大

瓜．
闊
木

・水

沼

五

名

七
月
二
十

四

日

真

野

・
沼

津

四

名

七
月
二
十
五
日
　
裏
沢
田
•
井
内
　
三
名

と
‘
各
地
区
を
四
日
て
回
り‘

い
す
れ
も
農
繁

期
の
中
‘
時
間
を
さ
い
て
い
た
だ
ぎ
、
各
地
区

の
状
況
を
詰
し
て
い
た
た
い
た
わ
け
て
あ
る
。

本
米
の
仔
務
以
外
の
こ
と
て
も
‘
誠
氾
を
も

っ

て
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に

厚
く
感
謝
す

る
次
第
て
あ
る
。

こ
の
調
査
の
結
果
‘
確
実

に
所
有
し
て
い
る

家

‘
旧
家
な
の
て
あ
る
と
間
い
て
い
る
家
‘
旧

家

て
あ
る
の
て
あ
る
ら
し
い
家
と
大
体

二
段
階

に
分
け
ら
れ
る
回
答
を
得
ら
れ
た

。
確
実
に
所

蔵
し
て
い
る
家
「
九
軒
」
、
旧
家
な
の
て
所
蔵

し
て
い
る
と
間
い
て
い
る
家
「
六
軒
」
‘
他
は

旧
家
て
あ
る
と
い
う
の
て
成
果
か
得
ら
れ
た
わ

け
て
あ
る
。
古
文
書
的
は
常
に
公
開
さ
れ
て
居

ら
す
家

の
奥
深
く
し
ま
わ
れ
て
い
る
も
の
て
あ

リ
‘
確
実
な
把
固
は
不
可
能
て
あ

っ
た
。

ま
す
第

一
次
調
査
と
し
て
‘
以
上

の
結
果
を

も
と
に
‘
確
実
な
所
か
ら
と
い
う
わ
け
て
‘

JJ

軒
を
対
象
と
し
た
か

‘
内

一
軒
は
什
事
上
の
都

合
も
あ
り

‘
四
軒
を
調
査
対
象
と
し
た

。

②

第

一
次
調
査

七
月
の
予
備
調
査
て
リ
ス
ト
ア
ノ

。フ
し
た
中

か
ら
四
軒
を
対
象
と
決
め

‘
八
月
二
十

一
日
か

ら
調
査
に
入
っ
た
。
調
査
補
助
員
と
し
て
宜
城

教
育
大
学
の
学
生

二
人
に

‘
写
真
撮
影
を
主
に

記
録
‘
目
録
竹
成
と
献
身
的
に
作
棠
を
進
め
て

い
た
だ
い
た
。
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

0

八
月
二
十
一
日

南

境

竹

下

水

間

清
幸
氏

南
境
地
図
は
旧
家
か
多
く
‘
期
待
通
り
の
潤

査
結
果
て
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
‘
仙
台
藩
て
右

所
拝
領
し
た

（
石
巻
市
て
は
た
た

一
カ
所
て
あ

る
）
「
浅
井
氏」

に
ば
す
る
黒
印
状
か

‘
元
禄

か
ら
天
保
ま
て
の
も
の
か
‘
保
存
よ
く
所
蔵
さ

れ
て
い
た
。

0

八
月
二
十
二
日

大
瓜
柵

橋

竹

藤

文

哉

氏

同

所

龍

洞

院

大
瓜
は

‘
南
境
地
区
の
東
側
隣
接
地
区
て

‘

軒
を
対
象
と
し
た
‘
佐
藤
文
哉
氏
に

は
‘
的

九
十
点
を
こ
え
る

‘
近
世
・
近
代

の
文
献
か
所

蔵
さ
れ
て
お
り
‘
予
想
以
上
に
多
く
貴
重
な
文

献
も
あ
っ
た
の
て

‘
翌
日
へ
継
続
調
査
と
し
て

q

]

日
間
と
し
た
。
龍
洞
院
は

‘
寺
院
文
害
の
外

に
ま

た
多
量

の
文
献
も
所
蔵
さ
れ
て
い
た
か

‘

現
在
整
理
済
の
文
献
を
写
真
に
記
録
し
た

。

0

八
月
二
十
三
日

真

野

仁

谷

寺

大
瓜
桐

橋

佐

藤

文

哉

氏

真
野
長
谷
寺
は

‘
稲
井
地
区
て
は
東
端
に
位

置
し
‘
中
世
の
板
碑
群
‘
弘
法
大
師
作
と

f
ぇ

ら
れ
る
十

一
面
観
音
を
安
置
す
る
寺
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
て
は
寺
院
文
内
を
記
録
さ

せ
て
い
た
た
い
た

。
ま
た
前
日
に
引
き
続
き
佐

藤
文
哉
氏
宅
て

目
録
玲

の
作
染
を
行
な

っ
た
。

以
上
‘
第

一
次
調
査

の
経
過
で
あ
る
か

‘

こ

れ
に
続
い
て
農
繁
期
を
さ
け
て

‘
第
二
次
凋
査

を
十

二
月
に
実
施
し
た
。

③

第

二

次

調

査

七
月
の
予
備
調
査
の
結
果
か
ら
‘
確
実
な
所

蔵
者
の
残
る
家
及
ひ
旧
家
て
あ
る
家
を
中
心
に

「
土

一軒
」
を
対
象
に
実
施
し
た

。

〇
十
二
月
十
三
日

南
境
台

一
軒

〇
十
二
月
十
四
日

大
瓜

（下
台
•
井
内

）
二
軒

〇
十
二
月
十
五
日

高
木

（
西
）

一
軒

〇
十
二
月
十
七
日

閥
木

（
西
）

一
軒

〇
十
二
月
十
八
日

沢
川

（
平
形）

二
軒

〇

十

二

月

十

九

日

沢

田

（
台）

二
軒

〇

十

二

月

二

十

日

水

沼
（
亀
山
）

一
軒

〇
十
二
月
二
十
＿
日

真
野
（
内
原
）

ー一
軒

以
上
の
叶
画
て
調
査
を
実
血
し
た
わ
け
で
あ

る
か

‘

T:具
撮
影
‘
目
録
整
備
か
て
き
た
の
は

わ
す
か
て
あ
っ
た
か
‘

貴
巾
な
古
文
内
か
あ

リ
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成
果
か
あ
っ
た

。
調
査
に
入
る
直
前
に
‘
七
月

に
調
在
し
た
家
て
‘
所
蔵
し
て
い
る
古
文
溝
を

自
主
的
に
届
け
ら
れ
た
の
に
は
感
激
で
あ
っ
た
。

凋
木
且
に
協
力
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
た

い
の
て
あ
る
。
な

お

‘

+
―
五
軒
の
内
‘
六
軒
に

つ
い
て
は
第

二
次
調
木
止
を
実
他
し
た
い
と
思
っ

て
い
る

六、

調
査
内
容

調
査
に
よ
っ
て
確
認
て
苔
た
の
は
後
述
の
目

録
一
院
の
通
り
で
あ
る
。

（

浅
井
家
文
書

十
六
点

南

境

竹

下

水

間

清
幸
氏
所
蔵

②

佐
藤
家
文
書

九
十
三
点

大

瓜

捌

橋

佐

藤

文

哉

氏

所

蔵

⑧

長

谷

寺

文

書

七
点

貞

野

に

谷

寺

所

蔵

④

龍

洞

院

文

書

―
―
九
点

大

瓜

棚

橋

龍

洞

院

所

蔵

⑤

杉

山

家

文

書

七
点

闊

木

酉

部

杉

山

仁

氏

所

蔵

⑥

榛
沢
家
文
書

十
八
点

南

境

台

榛

沢

隆

雄

氏

所

蔵

七
、
調
査
物
件
に
関
す
る
所
見

（

浅
井
家
文
書
に
つ
い
て

所
蔵
者
は
‘
南

境
竹
下
の
水
間
清
幸
氏
て
あ

る
。
戊
井
氏
の
子
孫
は
‘
現
在
仙
台
在
住
て
あ

る
。
浅
井
氏
は
‘
江
戸
時
代
‘
仙
台
藩
て
の
家

格
は
八
番
目
に
あ
た
リ

‘
領
内
支
配
は

「在
所

拝
領
」

て
あ
っ
た
。
家
格
は

「召
出
」

て
あ
っ

た
か

‘
「
召
出
」
と
は
『
伊
達
世
臣
家
譜
』
に
よ

れ
は
‘

「
召
出
は
歳
首
宴
を
腸
う
日
に
‘
謁
者

名
を
呼
ひ
て
以
て
進
む
る
者
を
入
り
。
故
に
国

の
初
め
こ
れ
を
呼
懸
と
称
う
。
元
日
宴
に
陪
す

る
者
あ
り
‘

二
日
宴
に
陪
す
る
者
あ
り

‘
是
を

以
て
番
次
の
目
あ
り
」
と
あ
る
。
要
す
る
に
毎

年
正
月
の
宴
会
に
召
し
出
さ
れ
る
資
格
の
あ
る

家
柄
て
‘
寛
永
の
初
め
頃
に
制
度
化
さ
れ
た
。

寛
政
の
頃
の
召
出

一
番
咆
に
は
九
十

一
家
あ
っ

た。

「存
所
拝
領
」
と
は

‘
農
村
に
尾
敷
‘
侍
犀

敷
‘
足
軽
屋
敷
‘
山
林
を
藩
か

ら
給
与
さ
れ
た

も
の
て
、
石
巻
市
内
て
は
‘
酌
境
の
戊
井
氏
か

唯

一
の
も
の
て
あ
っ
た
。
戊
井
氏
は
‘
『
伊
達

世
臣
家
譜
』
に
よ
れ
は
‘
籐
原
氏
の
流
れ
を
く

み
‘
祖
は
幕
府
の
臣
て
あ
っ
た
か
‘
後
伊
辻
氏

に
つ
か
え
‘
「
浅
井
井
人

（彦
五
郎
↓
織
郎
）」

は
‘
元
禄
十

五

(

-
七

O
ii

)

年
十

一月
召
出

と
な
り
‘
「
大
番
頭
」
の
役
に
つ
き
‘
ま
た
在

所
と
し
て

‘
牡
鹿
郡
南
境
邑
（
宅

一
‘
侍
屋
敷

ニ
O
‘
足
軽
屋
敷
三

0
軒
‘
山
林
八
万
九
百
十

三
坪
）
を
与
え
ら
れ
た
。
在
所
拝
領
に
つ
い
て
‘

『
南
境
村
風
土
記
御
用
苫
出
』

（安
永

一年
）

に‘

「
当
村
稲
井
村
南
境
区
戌
井
多
膳
様
御
知

行
並
御
在
所
御
居
屋
敷
一
軒
御
家
中
屋
敷
五
十

軒
元
緑
十
六
年
御
拝
領
被
城
置
候
。
当
村
は
貞

山
様
御
代
山
岸
飛
弾
椋
御
拝
領
に
御
座
候
処
‘

右
子
孫
山
岸
博
一．一郎
柊
元
緑
十
九
年
御
所
替
‘

桃
牛
郡
深
谷
前
谷
地
村
之
御
取
移
‘
御
跡
地
多

膳
様
御
先
祖
浅
井
年
人
椋
御
拝
領
に
御
座
候

事
」
と
あ
っ
て
‘
元
禄
年
中
に
給
与
さ
れ
た
こ

と
か
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
家
臣
に
対
し
て
給

地
を
り
え
た
り
法
と
し
て
は
‘
仙
台
藩
て
は
形
式

か
定
ま
っ
て
お
り
‘
「
黒
印
状
」
と
「
知
行
目

録
」
に
よ
っ
て
て
あ
リ
‘
こ
の

黒
印
状
か
浅
井

家
文
屯
日
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
風
土
記
に

よ
る
元
禄
年
中
拝
領
に
つ
い
て
「
知
行
目
録
」

に
よ
る
と
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
元
緑
十
六
年
知
行
目
録

一
、
九
拾
四
貫
弐
百
八
拾
八
文

南
境
村

居
尾
敷

一
軒

侍
屋
敷

二
十
軒

足
鮮
屋
敷

――上
十
軒

一
‘

五

貰

七

百

拾

弐

文

大

瓜

村

之

内

都

介

百

貫
文
」

知
行
地
と
し
て
給
与
さ
れ
た
の
は
‘
南
境
村

全
部
と
大
瓜
村
の

一
部
て
あ
っ
た

。
元
禄
年
中

の
南
境
村
は
田
畑
令
計
九
十
六
貰
文
て
‘
蔵
入

地
か

一
貫
八
百
文
て
‘
残
り
か
浅
井
氏
の
知
行

地
て
あ
っ
た
。
合
叶
百
貰
文
（
千
石
）
給
与
さ

れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
南
境
拝
領
前
の
浅

井
氏
は
‘
栗
原
郡

i

迫
柳
目
村
て
‘
七
拾
貫
文

（
七
百

1
)
を
領
有
し
て
い
た
。
（
貞
享
五
年

黒
印
状
あ
リ
）
。
正
徳
五

二

七

一
れ
）
年
に
は

戊
井
小
斎
次
の
代
に
‘
弟
八
十
郎
を
別
家
と
し

て
‘
南
境
村
の
内
‘

口
拾

貫

文

（

白

石

）

を

分
与
し
て
‘
残
り
七
十
貫
文

（
七
百
石

）
を
知

行
し
‘
幕
末
に

至

っ
た

。

こ
の
黒
印
状
は
‘
浅

井
家
当
主
‘
伊
達
家
藩
主
の
代
替
り
毎
に
与
え

ら
れ
た
も
の
て

‘
天
保
十

二

(
-
八
四

二
）
年

ま
て
の
も
の
か
保
存
さ
れ
て
い
て
貴
重
な
古
文

書
て
あ
る
。

戊
井
家
に
関
す
る
資
料
と
し
て
は
‘
南
境
後

谷
の

古向
橋
家
所
蔵
の
『
家
ど
留
書
』
か
あ
り
‘

側
面
か
ら
の
研
究
を
今
後
進
め
て
い
ぎ
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

②

佐
藤
家
文
書
に
つ
い
て

佐
藤
家
は
‘
明
治
時
代
‘
県
会
議
員
を
つ
と

め
た
佐
藤
丈
輔
氏
の
家
て
‘
江
戸
時
代
‘
代
々

肝
入
、
明
治
に
な
っ
て
稲
井
村
長
‘
県
会
議
員

を
出
さ
れ
た
名
門
旧
家
て
あ
る
。

佐
藤
家
の
祖
先
に
つ
い
て
は
‘

明
確
て
は
な

い
か
‘
祖
先
は
羽
州

て
‘
の
ち
岩
手
県
束
磐
井

郡
に
移
住
し
‘
江
戸
初
期
に
‘
仙
台
藩
内
て
の

外

工
市

に
従
巾
す
る
た
め
に
移

I
‘
工
事
終
了
後

縁
故
を
た
よ
っ
て
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

現
当
主
は
、
十
代
目
て
あ
る
が
、
そ
の
系
図

を
た
ど
る
と

‘

□
六
方
衛
門
ー
ロ
善
之
承
ー
ロ
善
一
一郎
ー
固

佐
藤
丈
七
ー
国
佐
藤
勘
治
ー
因
佐
藤
丈
輔
ー
心

佐
藤
勘
太
郎
ー
（
八
）
佐
藤
健
ー
（
九
）
佐
藤
透
－
（
十
）
佐

藤
文
哉

と
な
っ
て
い
る
。

古
文
北
口
調
査
に
よ
っ
て
み
る
と
‘

-―一
代
の

善

郎
ま
て
は
記
鐸
文
書
は
な
く
‘
四
代
目
佐
藤

丈
七
か
ら
の
も
の
か
‘
庄
倒
的
に
多
か
っ
た
。

四
代
目
か
ら
は

「佐
藤
」
の
苗
字
と
な
っ
て
い

る
か
、
古
文
書
に
よ
る
と
‘

―二
代
目
善
―二
郎
の

代
は
農
業
兼
大
工
て
‘
か
な
り
の
財
力
を
蓄
え

た
よ
う
で
、
四
代
目
丈
七
の
代
に
‘
天
保

二
．

（
一
八
三

一）
年
に

一
七
五
両
の
大
金
を
献
し
て

「
苗
字
・
麻
上
下
」
を
許
可
さ
れ
て
‘
「
佐
藤
」
を

名
の
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
‘
天
保
四
(
-
八

三
三

）
年
に

一
五

0
両
を
新
田
間
発
費
用
等
に
献
上
し
た
こ
と
て

「大
肝
入
格
」
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
同

代
に
‘

「
当
作
立
方
‘
荒
所
起
返
方
」

へ
献
金

し
て
‘
五
人
扶
持
給
与
。

天
保
十
三

(
-
八
四
一
）
年
に
は
‘
知
行
目

録
に
よ
る
と
‘
「
九
七
六
文
」
を
大
瓜
村
の
内

に
知
行
地
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の

記
事
に
つ
い
て
は
‘
龍
洞
院
文
苫

の
「
安
政

二
年
人
数
改
帳
」
に
も
記
載
か
あ
っ

て
明
確
て
あ
る
。
こ
の
改
帳
に
は
‘
五
代
目
佐

藤
勘
冶
（
大
肝
入
格
‘
鉄
砲
持
主
）

、
長
男
丈
助

と
あ
り

‘
こ
の
丈
助
即
ち
「
丈
輔
」

か
六
代
目

て
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
稲
井
村
氏
‘
さ
ら
に
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明
治
十
二
年
か
ら
三
十
二
年
間
連
続
県
会
議
員

を
砂
め
‘
明
冶
四
十

一年
に
は
議
に
か
ら
「
感

謝
状
」
を
ー
ナ
え
ら
れ
て
い
る
。
じ
代

Fl
勘
太
叫

は
‘
ー
，

．
．
 

1

-

代
稲
井
村
に
と
し
て
‘
大

II
四

年
か
ら
大
正
几
月
迄
勤
め
た

。
（
『
稲
井
町
史
』

）

以
上
に
よ
っ
て
み
る
と
、
江

戸
時
代
天
保
年

間
か
ら
肝
人
の
家
柄
て
、

明
治
に
入
っ
て
‘

村

LZ
‘
県
会
議
員
を
勤
め
た
名
門
の
家
柄
と
い

え
る
。

呵
蔵
さ
れ
て
い
る
古
文
内
に

‘
肝
入
文
中
日
か

少
な
い
の
ガ
残
念
て
あ
っ
た
か

、
明
治
時
代
の

巾
要
な
文
献
か
多
く
‘
大
発
見
て
あ
っ
た
。

な
お
‘
叶
年
度
謁
壺
し
た
鹿
立
平
塚
家
に
も

あ
っ
た

‘
「若
臼
丸
凜
流
始
末
」
か
こ
の
佐
藤
家

に
も
あ
IJ
‘
料
に
こ
の
古
文
害
に
は
当
時
の
ロ

シ
ア
の
同
梢
か
許
細
に
記
載
さ
れ
て
お

IJ
‘
興

味
深
い
も
の
て
あ
る
。

③

長
谷
寺
文
書

に
つ
い
て

五
谷
寺
は

‘
令
那
山
に
谷
寺
と
称
し
‘
曹
洞

9

小
て
あ
る
。
以
前
に
つ
い
て
は

‘
正
確
な
記
録

は
な
い
か

‘

『
稲
井
町
史
』
に
‘
平
城
天
阜
の

大

1
-
.
（
八
O
八
）
年
創
建
て

‘
の
ち
藤
原
秀

衡
か
再
興
し
た
と
あ
リ

‘
こ
の
寺
院
所
蔵

「由

杯
且
’
し
」

に
よ
る
と

‘
天
台
9

小
の
寺
院
て
あ
っ

だ
と
エ
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
‘

「ハ
日
古
は
塔
頭
も
あ

り‘

了
山
境
内

弁
苫
肌
小
I

寸
田
と

1
所
ま
て
寺
頒
了
石
余
」
有

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
の
ち
寺
は

‘
天
正
十

.
（
]
九
八
巾

）
年
‘
牧
山
梅
深
寺
八
椙
伝
字
I

9

小
舒
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ

‘
曹
洞
9

小
と
な
っ
た
。

訂
内
に
は
‘
観
音
党
‘
山
門
‘
仁
王
門
‘
鐘
楼

か
あ
り
‘

牡

に
観
訂
党
に
は

‘
弘
法
大
師
什
と

伝
え
ら
れ
る

十

一
面
観
音
か
安
置
さ
れ
て
い
る
。

に
谷
寺
の
吝
殿
‘
庫
御
は
‘
明
治
入
年
几
月
に

焼
失
し
て
い
る
か

‘
山
門
‘
観
音
罪
‘
蹄
楼
は

災
厄
を
免
れ
た

。
そ
の
他
‘
境
内
に
は
多
く
の

古
碑
‘
板
碑
か
あ
る
。
所
蔵
文
内
に

‘
由
緒
内

上
‘
風
土
記
か
貴
甲
て
あ
る
か
、
明
治
期
の
火

災
に
よ
っ
て

‘
貰
爪
な
文
献
も
多
く
焼
失
し
た

の
ご
は
な
い
か
と
惜
し
ま
れ
る
。

④

龍
洞
院
文
書
に
つ
い
て

こ
の
寺
は

‘
坊
沢
山
龍
洞
院
と
称
し
‘
曹
洞

ぷ
て
あ
る
。
古
文
害
の
慶
応
元
年
内
上
の
『
当

院
重
宝
記
録
』
に
よ
る
と

‘
間
山
は
‘
襲
西
信

軍
の
子
‘
文
醤
和
尚
て

‘
大
永
元

（
口
内

―
-）

年
て
あ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
尊
は
行
悲

の
作
と
仏
え
ら
れ
る
延
命
地
蔵
菩
薩
て

‘
こ

の

文
誉
和
尚
か

‘
当
時
葛
西
十
れ
代
晴
胤
の
叔
父

で
あ
っ
た

こ
と
で

‘
間
山
を
記
念
し
て
晴
胤
の

持
仏
て
あ
っ
た
の
を
寄
進
し
た
も
の
て
あ
る
。

ま
た

‘
文
管
和
尚
は
‘
後
奈
良
天
皇
の
代
に
官

中

に
召
さ
れ
て

‘
勅
命

に
よ
っ
て
「
仏
照
大
円

禅
師
」
の
号
を
許
さ
れ
た
と
あ

I
‘
禅
師
号
を

も
っ

た
僧
侶

に
よ
っ
て
間
山
さ
れ

た
寺
院
は
‘

地
方
全
く
稀
有
の

こ
と
て
あ
っ
た
。
（稲
井
町
史
）

本
堂
は

‘
天
明
元
年
に

辺
立
‘
庫
鯉
は

明
和
年

中
‘
山
門
は
文
化
年
間
込
立
‘
観
音
韮
は
天

明

年
中
に

造
立
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

龍
洞
院
の
文
内
の

中

て
は

‘
近
世
の
百
科
辞

典
的
な
も
の
と
し
て
‘

「和
灰
ー―
ー
オ
図
絵
」（
全

一

0
五
巻
）
か
あ
リ

‘
仝
巻
揃
っ
て
保
存
所
蔵
さ
れ

て
お

り‘

貴
市
な
文
献
て
あ
る
。
そ
の

他
ま
た

未
整
雌
の
文
内
も
あ
る
と
の

こ
と
て
あ
っ
た

。

⑤

杉
山
家
文
書
に
つ
い
て

（
略）

⑥

榛
沢
家
文
書

に
つ
い
て

（略
）

⑦

高
橋
家
文
書
に
つ
い
て

（略
）

八
、
保
護
に
関
す
る
所
見

①

保
存
の
状
況
に
つ
い
て

所
蔵
さ
れ
て
い
る
各
家
て
は
‘
古
文
内
に
関

し
て

‘
貴
軍
な
文
献
と
し
て
認
識
し
‘
収
納
箱

玲
に
よ
っ
て
‘
虫
害
‘
湿
気
な
と
の
防
止
の
た

め
に
配
慮
さ
れ
て
お
ら
れ

‘
娼
し
い
こ
と
て
あ

こ
°

t
 

つ

火
災
に
つ
い
て
は

‘
七
月
に
行
政
委
員
宅
を

訪
問
し
た
際
に

‘
高
木
‘
水
沼
地
区
は
‘
以
前

火
災
に
あ
っ
た
た
め
に

‘
そ
の
と
き
大
部
分
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
て
は
な
い
か
と
込
へ
て
お

ら
れ
た
か

‘
貴
重
な
文
献
は
と
防
火
対
策
も
必

要
で
あ
る
。

寺
院
文
内
は

‘
歴
代
住
職
か

‘
寺
の

財
産
と

し
て
引
ぎ
継
か
れ
て
来
て
い
る
た
め
に
紛
失

の
恐
れ
も
な
く

‘
保
存
状
況
も
極
め
て
良
好
て

あ
っ
た
。

②

保
存
方
法
と
対
策
に
つ
い
て

ま
す
第

一
に
‘
古
文
害
に

対
し
て
貴
軍
な
文

献

て
あ
リ‘

文
化
財

て
あ
る
と
い
う
認
識
を
強

く
持
っ
て
は
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
か
つ

て
は

‘
襖

の
下
限
り
に
利
用
さ
れ
た
例
も
あ

リ‘

虫
害
‘
湿
気
‘

火
災
に
対
す
る
構
置
を
加
し
て

も
ら
い
た
い
と
思
う
。

第

二
に
‘
保
存
の
最
良

の
方
策
は

‘
市
内
に

収
蔵
唐
が
ほ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
虫
や
湿
気
防

止‘

防
火‘

管
理
‘
展

覧
等
か
整
っ
た
所
て
は

し
め
て
保
設
対
策
か
成
り
立
つ
と
思
わ
れ
る
か

ら
て
あ
る
。

一
日
も
早
く
‘
実
現
す
る

こ
と
を

期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
に
つ
い
て
は

‘
稲
井
地
区
第
二
次
調
査

さ
ら
に

‘
市
内

の
謁
査
を
急
き
‘
目
鐸
作
成
‘

整
備
‘
所
有
者

の
把
樹
を
実
加
す
る
つ
も

り
て

あ
る
。

紆
臼
ぃ
主
心ー
u

又
切

11
ぐ＼

Vll'r
 

A

i
'Tj、

七

れ；ヘ

ふ
ふ
j

炉
虞
が
あ
化
fJ
ん
な
が
d

浅井隼人黒印状 （南境水間清幸氏保管） 大瓜佐藤文哉氏宅におげる調査風景



(25)第 5号 石巻市文化財だより 昭和51年 6月20日

10 9 8 7 6 5 
、 、 、、、 、

4 3 2 1 
、、、 、

佐

井

家

文

i

六
八
八
（
貞
享
九
）

一
七

0
四

（
宝
水

一）

一
七

一
五
（

正
徳
五）

一
七

四
四

（
延
享
一
）

一
七
五

八
（
宝
暦
八）

一
七
几

―
-
（寛
政
四
）

一
八

――

-
（
文
化
九

）

一
八
二
0
(
文
政
三
）

一
八
二
八
（
文
政
十

一
）

一
八
四
二

（天
保
十
三
）

一
七
三一―-

（享
保
十
八
）

一
七

0
―二

（
元
禄
十
六

）

藤

家

文

一
七
五
五
（
宝
暦
五
）

一
七
八
五
（

天
明
五）

一
八

0
二

（享
和
二
）

一
八

0
五

（文
化

二）

一
八

一
三
（
文
化
十
）

一
八

一
九

（文
政

―-
）

一
八
三

二

（天
保
――-）

一
八
三
二

（
天
保
三
）

一
八
一二
●
●
（

天
保
四
）

一
八
三ー―_

（天
保
四）

書
（市
内
大
瓜
棚
橋

百

姓

状犬． 

書龍
澗
院
関
係
古
書

魯
西
亜
国
江
漂
流
仕
候
隆
奥
国
之
名
四
人
長
崎
御
奉

行
衆
被
相
紅
候
節
申
上
候
□
書
（
若
宮
丸
漂
流
始
末
）

書

状

（
相
続
願
）

異
国
奇

談

和

荘

兵

衛

書

状

（
上
納
金
請
取
）

借
用
証
文

氏
）
糸

（
 害

状

（大
肝
入
格
任
命
）

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 " '  
、、 、、、、、、、、、、、、

事呈
戸 日

斗犬 斗犬
”
 

知
行
御
割
目
録

”
 

佐
藤
文
哉
氏
所
蔵
）

”

七

散
髪
制
服
之
儀
奉
窺
上
候

山
荒
浚
キ
備
穀
仕
度
願
書

（太
政
官
布
告）

身
代
限
之
部

田
畑
壼
枚
限
地
検
改
正
絵
図
面

小
―二
区
各
小
学
校
渡
金
記
簿

書

状

（願
之
趣
聞
置
候
事）

書

状

（
伺
書）

害

状

（
分
家
許
可
状

）

書

状

（歎
願
書）

諸
税
日
計
簿

奥
羽
史
料

（第
三
篇）

書

状

呉
服
太
物
通

感

謝

状

視

辞

感

謝

状

廿

欠

禾

可

可

古

状

（
三
人
扶
持
給
与）

密

状

（
二
人
扶
持
給
与）

密

状

（一

人
扶
持
給
与）

止弐 壼 始

黒

／，印

斗犬

浅

H
 

書
（市
内
南
境
竹
下

録

水
間
清
幸
氏
所
蔵
）

43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

一
八
三
九

（
天
保
十
）

了
八
四

二

（
天
保
十
――ー）

□
八
四
四
（

弘
化

一）

一
八
六
五

（慶
応

一
）

一
八
六
七

（慶
応
―二

）

一
八
六
八

（
明
冶

一）

一
八
六
八
（

明
治

一
）

一
八
六
八
（

明
治

一
）

一
八
六

八
（

明
冶

一）

一
八
六
八
（

明
冶

一
）

一
八
六
八
（

明
冶

二
）

一
八
六
八

（
明
治
二
）

一
八
七

一
（

明
治
四
）

一
八
七

二

（
明
治
五）

一
八
七
二
（

明
治
五）

一
八
七
五
（

明
治
八

）

一
八
七
六
（

明
治
九

）

一
八

七
七

（
明
治
＋
）

一
八
七
七

（
明
治
十
）

一
八
七
八
（

明
治
十

一）

一
八
七
八
（

明
治
十

i

)

一
八
七
八
（

明
治
十

一
）

一
八
八
九

（
明
治
二
十
二
）

一
八
九
七

（
明
冶
三
十）

一
九

0
二
（

明
治
三
十
五）

一
九

一
O
（
明
治
四
十
三
）

一
九

一
五
（
大
正
四
）

一
九

一
八
（
大
正
七

）

一
八

二
七

〈
天
保
八

書

状

（大
肝
入
格
仔
命
・
麻
上
下

・
苗
字

・
知

行
拝
領
の
次
第
書
状
）

書

状

三百
両
献
納
請
取
）

知
行
目
録

（
九
七
六
文
大
瓜
村
之
内
）

犬
．
 

ヽ
9

書免

状

（龍
洞
院
法
号
）

害

状

復

古

論

太
政
官
日
誌
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77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 

書

状

害

状

（

相
続
願
）

記

状

n1

欠

禾

罰

誤

證

車
I

絵

図

面

書

状

．

（
伊
達
家
）
御
歴
代
惣
御
道
号

晩
翠
軒
遺
稿

漢
字
辞
書

．

神
武
初
学
順
知

全

植

物

誌

倫
理
秘
書

皇
国
意
味
述
懐
•
算
術
柱
立
・
婦
人
三
教

―――

邦

意

大

学

宮
城
県
名
取
郡
生
出
村
村
是

気
象
卜
農
事
ト
ノ
関
係

晋
右
軍
王
公
真
跡
十
七
帖

農
暇
必

讀

巻

之

二

武

家

系

譜

．

農

家

必

讀

初

篇

秀
吉
公
御
遺
言
ノ
事

豊
凶
考
察
方

粟
田
氏
神
葬
略
説

暦

略

注

奥
羽
列
候
志

（三
国
志
）講
議
趣
意

西
都
秘
事
談

西
洋
事
情

仙
府
御

一
門
御

一
家
御

一
族
永
代
渚
座
御
宿
老
由
緒

表
裏
類
注
偶

干
代
田
城
大
奥

閑
餘
偶
筆

5 4 3 2 1 
、 、 、、、

7654321  
、、、、、、、

86 85 84 83 82 81 80 79 78 

一
七
七
三
（
安
永

一
七
七
三

（安
永

． ． 
長

谷

寺

文

書

●

龍

洞

院

文

書

1
‘

一
八
六
八
（
慶
応
四
）

2
‘
安
永

1
寛
政

3
‘
寛
政

1
亨
和

4
‘

一
八
五
五

（安
政

二）

5
‘

一
八
六
五
（
慶
応

一
）

6
 

杉

山

家

文

書

一
七
七
三
（
安
永
二）

杉
山
仁
氏
所
蔵

II 

西
村
檀
越
人
数
改
帳

嘗
院
重
宝
記
録

和
漢
三
才
図
絵

過

去

帳

柳
子
新
論

見
聞
随
筆

改
正
宮
城
県
官
員
録

大
日
本
史
略
図
會

櫻

宗

吾

一
世
真
話

白
院
和
尚
全
集

鹿
児
島
追
討
記

開
化
女
用
文
章

即
位
證
大
嘗
祭

（市
内
真
野

長
谷
寺
所
蔵
）

大
字
観
音
菩
薩

役
場
方
寺
籍
財
産
明
細
手
担
帳

牡
鹿
郡
真
野
村
風
土
記
写

真
野
風
土
記

写

長
谷
寺
由
来
書
上

長
谷
堂
併
長
谷
寺
記

過

去

帳

（
市
内
大
瓜
棚
橋

（市
内
高
木
西
部

龍
涸
院
所
蔵
）

（全

一
0
五
巻
）

牡
鹿
郡
高
木
村
風
土
記

代
数
有
之
御
百
姓
書
出

高
木
村
風
土
記
書
上
永
代
留
肝
煎
喜
惣
右
衛
門

書
出

牡

鹿

郡

陸

方

高
木
村
本
山
派
法
寿
院
次
興

修
験
書
出

牡

鹿

郡

陸

方

高

木

村

本

山
派
明
覚
院

信
晴

田

講
話
資
料

由
緒
書
上
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、、 、、、、、

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

●

榛

沢

家

文

書

一
七
七

――-
（
安
永

―-
）

一
七
八
五
（
天
明
五
）

一
八

0
二
（
享
和
―

-）

一
八
二
七
（
文
政
十
）

一
八
二
七
（
文
政
＋
）

一
八

一―――
-
（
天
保
――-）

一
八
六
八
（
慶
応
四
）

一
八
七

0
(
明
治
一―
-）

一
八
七
一
（
明
冶
四
）

一
八
七
四
（
明
治
七
）

一
八
七
四
（
明
冶
七
）

一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
）

一
八
九
七
（
明
治
一]-+）

●

高

橋

家

文

書

一
七

一
七
（
享
保
―
-
）

一
七
四
五
（
延
享
―
-
）

一
八
三
六
（
天
保
七
）

一
八
三
七
（
天
保
八
）

一
八
六

0
(
安
政
七
）

一
八
六

二

（
文
久

二
）

一
八
六
八
（
慶
応
四
）

一
八
八

二

（
明
治
十
五）

”
 

会
津
征
罰
御
出
陣
二
付

餞
別
申
受
覚
紙

御
祝
儀
申
受
限
簿

御

定

写

系

図

書

状

書

状

御

家

老

方

御

用

留

裔

橋
三
郎
左
衛
門

”
 

（
市
内
南
境
台

牡
鹿
郡
陸
方
南
境
村
風
土
記
御
用
書
出

御
蔵
入
併
御
給
所
畑
改
手
拉
写

地
形
遜
証
文
之
事

地
形
遜
証
文
之
事

高
分
遜
証
文
之
事

地
形
永
代
分
遜
証
文
之
事

御
祝
儀
申
受
手
担
帳

質
地
証
文
之
事

質
地
証
文
之
事

字
金
沢
囲
妙
見
畑
番
号
間
数
調
手
拍

字
金
沢
前
囲
番
号
畝
反
間
数
調
帳

算
法
比
例
術

平
賀
流
傭
書

浅
井
八
五
郎
様
方
持
高
担
帳

契

約

証

明
治
十
一
年
七
月
以
降
十
二
月
迄
村
方
所
々
営
膳
方

ヘ
召
仕
人
足
調
南
境
村

重
沢
囲
御
竿
間
数
調
帳

持
高
手
担
帳

（市
内
南
境
後
谷

榛
沢
隆
雄
氏
所
蔵
）

高
橋
春
夫
氏
所
蔵
）

11
‘

金
華
山
拝
殿
六
拾
分
之

一
之
縮
図

12
‘

御
條
目
七
ヶ
條

13
‘

御

軍

用

金

穀

御

備

併

志

願

調

達

御

許

客

写

．．．．．．．．．．．
．．．．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

[
i

古
建
築
実
測
調
査

[
[
石
巻
の
店
蔵
八
高
橋
茶
舗

V
[
-

ヮ

石
巻
市
文
化
財
保
護
委
員
　
髙
橋
勇
一
郎

：" 

石
巻
市
中
央
―二
丁
目

一
番
三
二
号
の
高
橋
茶
蔵
造
り
」
で
あ
る
か
‘
こ
の
地
方
て
は
見
ら
れ

舗
（
店
主
／
高
橋
信
―
二
氏

）

の

店

蔵

は

‘

近

世

な

い

。

の
三
大
火
災
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
た
‘
明
治
二

塗
り
家
造
り
の
場
合
‘
柱
の

外
に

塗
り
重
ね

十
九
年

一
月

一
日
に
六
六

0
戸

を

焼

き

尽

く

し

る

塗

土

の

厚

み

は

‘

-oom位
で
あ
る
か

‘
蔵

た
「
福
清
の
大
火
」
に
も
耐
え
抜
い
た
旧
市
内
家
造
り
の
場
合
は
‘
厚
み
か

二

oom
か
ら

二＿

o

で
最
も
占
い
「
蔵
家
造
り
」
の
店
舗
で
あ
る
。
　
c
m
程
に
も
な
る
。
更
に
、
桃
山
•
江
戸
初
期
か

因
み
に
他
の

二
件
は
‘
鋳
銭
場
の
火
事

（

文

久

ら

の

壮
麗
な
城
郭
建
築
の
発
展
は
‘
左
官
技
術

三
年
全
町
ほ
ぼ
焼
失
）
。
本
町
火
事
（
明
治
二
十

を

急

激

に

向

上

さ

せ

‘
土
蔵
造
り
を

一
段
と
風

年
五

一
0
戸
焼
失
）
て
あ
る
。

雨
に
耐
え
る
堅
牢
な
建
物
に
仕
上
げ
て
い
っ
た
。

蔵

家

造

り

は

‘

大

陸

文

化

の

影

響

を

受

け

た

壁

に

‘
海
草
を
糊
材
と
し
た
漆
喰
を
用
い

‘

þÿ_q—ÿ

と
み
ら
れ
る
簡
易
な
防
寒
防
家
の
「
塗
り
家
造
風
雨
に
弱
い
部
分
は
‘
瓦
を
貼
っ
て
ナ
マ
コ

壁

り
」
を
‘

一
段

と

耐

火

的

に

し

た

建

築

様

式

と

し

た

。

で

あ

る

。

屋

根

の

部

分

も

耐

火

の

た

め

土

居

塗

と

称

し

江
戸
初
期
か
ら
の
都
市
集
中
の
経
済
に
伴
な
て
壁
を
厚
く
塗
っ
た
。
更
に
‘
そ
の
上
に
木
造

、
こ
度
々
の
火
災
は
‘
塗
り
家
を
更
に
防
火
的
に
の
屋
根
を
載
せ

‘
草
葺
か
木
羽
葺
に
し
て
雨
を

し
た
土
蔵
の
発
達
を
促
し
た
。
京
都
の

町
か

ら

押
さ

え
た
。
開
口
部
は
‘
す
べ
て
土
戸
を
建
て

‘

発
達
し
た
塗
り
家
造
り
か
ら
土
蔵
へ
の
変
遷
も
火
事
の
時
は
靡
を
締
め
塗
土
で
隙
間
を
塞
い
た
。

江
戸
中
期
て
は
法
令
の
制
限
も
あ
っ
て
‘
よ
り

此
の
様
な
土
蔵
造
り
は
‘
江
戸
の
火
事
と
共

耐
火
的
な

「
土
蔵
造
り
」
か
発
達
し
‘
次
第
に
に
改
良
さ
れ
‘
工
夫
さ
れ
て
発
達
し
て
来
た
。

東
北
地
方
へ
広
ま
っ
た
。
石
巻
の
土
蔵
造
り
は
か
‘
膨
大
な
工
事
費
の
か
さ
む
土
蔵
造
り
は
‘

は
と
ん
ど
江
戸
の
影
響
を
受
け
た
と
見
ら
れ
る
。
当
然
‘
富
と
信
用
を
世
間
に
誇
示
す
る

一
手
段

度
重
な
る
火
災
の
経
験
に
よ
り
‘
土
蔵
か
‘
大
に
も
な
り
‘
富
め
る
商
人
は
‘
金
銭
を
い
と
わ

火
に
も
耐
え
得
る
こ
と
を
知
っ
た
商
人
は
‘
此
す
‘
立
派
な
土
蔵
造
り
に
プ
ラ
イ
ド
を
持
つ
様

の
エ
法
を
貴
重
な
商
品
を
扱
う

店

舗

に

採

用

し

に

な

っ

た

。

た
の
か
‘

「
店
蔵
」
で
あ
り

‘

更

に

‘

住

宅

部

分

江

戸

時

代

‘

東

北

随

一
の
貿
易
港
だ
っ
た
石

ま
で
土
蔵
造
り
に
し
た
の
か
‘

「
蔵
屋
敷
」

「

居

巻

に
は
‘
早
く
か
ら
江
戸
文
化
が
入
っ
て
来
た



昭和51年 6月20日 石巻市文化財だより 身ii5互y・ (28)

筈
て
あ
る
。
石
巻
も
戸
数
割
に
し
て
は
‘
江
戸

並

み
に
火
事
か
多
か

っ
た
事
を
み
る
と
‘
土
蔵

造
り

の
様
な
建
築
文
化
か
石
巻
を
通
し
て
東
北

へ
広
ま

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
中
期
以
降
発

達
し
た
土
蔵
造
り
は
‘
明
治
中
期
に
熟
盛
期
を

迎
え
た

穏

て
昭
和
初
期
ま
て
続
け
て
建
て
ら
れ

た
か
‘
現
在

は
経
済
性
の
た
め
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
り

に
と
っ
て
変

っ
て

い
る
。

江
戸
時
代
の
文
書

に
‘
地
震

の
時
‘
腰
瓦
か

落
ち
た
と
言
う
個
所
か
あ

っ
た
か
‘
恐
ら
く
石

巻

に
も
何
軒
か

土
蔵
造
り

の
家
か
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
然
し
江
戸
時
代
の
も

の
か
殆
ん
と
現

存
し
て
い
な
い
所
を
み
る
と
‘
軟
弱
地
盤
の

為

の
傾
ぎ
‘

震
災
‘
腐
朽
‘
不
完
全
な
為
の
焼
失
‘

商
店
の
盛
衰
等
‘
色
々
の
要
因
て
取
毀
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

．
．
．
．
 

底
橋
茶
舗
の
あ
る
辺
り
は
‘
以
前
仲
町
と
呼

ん
て
い
た

。
仲
町
の
間
祖
と
い
わ
れ
る
松
本
氏

か
秀
吉

に
追
わ
れ
‘
湊
鹿
妻

に
閉
棲
の
後
‘
松

本
但
馬
の
代
に
な
っ
て
‘
寛
永
十

一
年
（
三
四

一

年
前
）
居
を
構
へ
た
の
か
高
橋
茶
舗
の
道
路
向

い
の

一
帯
て
あ
る
。
無
人
の
荒
野
を
拓
い
て
配

下
と
共
に
こ
の
辺
に
落
ち
着

い
た
と
い

う
所
か

ら
考
え
て
‘
市
内
て
も
比
較
的
早
く
商
家

か
建

ち
並
ん
だ

一
幣
と
考
え
ら
れ
る
。

.

.

.

.

 

―
メ

n
I
l

此
の
敷
地
は
‘
間
ロ

―
-

m
七

0
(
六
間
半
）

奥
行
三
六
米
余

（二

0
間
余
）
て
‘
政
字
か
‘

仙
台
城
下
を
町
割
り
し
た
時
‘
町
屋
敷
を
間
口

六
間
‘
奨
行
二
五
間
と
し
‘

一
屋
敷
を

一
五

0
坪

と
定

め
た
と
同
し
様
に
‘
石
巻
の
旧
市
内
に
は

此
の
株
に

六
間‘

―
五
五
間
の

屋
敷
割
か
多
い
所

．
．
．
．
．
．
 

を
み
る
と
‘
仙
台
惣
屋
敷
定
か
石
巻
て
も
用
い

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（.,｝輯
じ

建
物
の
建
築
年
代
は
木
木
も
な
く
、
不
明
て

あ
る
が
‘

言

い
伝
え
に
よ
る
と
‘
呉
服
店

（屋

号
大
黒
屋
）
と
し
て
建
築
さ
れ
‘
明
冶
――-
＋
年

．．． 

頃
小
間
物
屋

（
阿
波
屋
）
に
引
き
継
か
れ
‘
昭

和
二
年
現
在

の
高
橋
茶
舗
に
な
っ
た
と
い
う
。

三
回
も
職
種
の
異
っ
た
店
舗
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
る
に
も
拘
ら
す
、
細
部
に
ま
て
原
却
ら
し

い
型
を
残
し
て
い
る
事
は
非
常
に
珍
ら
し
ぃ
建

物
て
あ
る
。
そ
れ
は
‘
茶
と
い
う
商
品
か
純
日

本
的
な
も
の
て
店

蔵
の
作
り
に
マ

ゾ
チ
す
る
為

で
も
あ
る
か
‘
何
よ
り
御
主
人
の

高
橋
信
――

さ

ん
の
保
護
努
力
の
賜
物
て
あ
る
。

・

・

・

・

（万＇只

②
）

敷
地
地
盤

は
‘
市
内
共
通
の
軟
弱
な
所
て
‘

蔵
造
り
の

重

い
建
物
を
支
持
す
る
に
は
‘
地
業

に
膨
大
な
工
費
を
投
入
し
た
と
思
わ
れ
る
。
以

前
道
路
側
溝
の
改
修
の
折
‘
土
留
め
の
石
垣
の

底
盤
か
ら
ニ
カ
リ
て
固
め
た
枯
土
と
‘
九

0
5

間
に
打
ち
込
ま
れ
た
径

一
五
g

の
松
抗
か
出
て

来
た
と
の
事
て
‘
建
物
の
地
業
も
充
分
吟
味
し

た
も
の
だ
ろ
う
。
市
内
の
土
蔵
は
大
分
傾
い
て

い
る
の
か
多
い
の
て
‘
因
み
に
不
同
沈
下
を
計

っ
た
か
南
北
二
g

程
の
問
題
な
い
数
値
た
っ
た

。

建
物
は
道
路
平
入
り
の
店
舗
て
‘
間
口
九

m

（五
間
）、
奥
行
五

竺
且

0
(
三
間
）
の
二
階
建
て

て

一
切
六

O
（五
尺
三
寸
）
の
下
家
か
附
属
し

て
い
る
。
奥
に
住
宅
か
附
属
し
て
い
る
か
‘

十
年
程
前
の
新
築
の
た
め
‘
昔
の
模
様
は
不
明

て
あ
る
。
取
り
合
せ
部
を
み
て
も
恐
ら
く
木
造

だ
っ
た
ろ
う
。

.

.

 
（図
血
III
)

甚
礎
は
地
方
独
特
の
稲
井
石
の
大
材
を
使
用

し
て
い
る
。
土
台
は
大
壁
の
た
め
不
明
た
か
‘

一
部
栗
材
か
見
ら
れ
る
。
柱
は
寸
面
マ
チ
マ
チ

て

一
九
5

か
ら

ニ
―

g

角

（
七
寸
角
）
を
役
柱

欅
‘
管
柱
杉
と
使
い
分
け
て
い
る
。
店
舗
の
天

井
は
な
く
‘
化
粧
床
組
か
堅
牢
に
組
ま
れ
て
い

る
。
二
隋
は
在
庫
品
収
納
に
使
わ
れ
た
様
て

厚

ぃ
床
板
て
‘
現
在
は
‘

八
帖
と

一
O
帖
に
模
様

替

え
さ
れ
て
い
る
。
後
補
の
天
井
の
な
い
部
分

か
ら
昔

の
小
屋
梁
力
見
ら
れ
る
。
土

居
塗

の
屋

根
を
支
え
る
に
足
る
‘
四
五

5
x
二
四
如

二

尺
五
寸

x
八
寸

）
の
起
り
梁
か
見
事

て
あ
る
。

太
ぃ
母
屋

に
‘
九

om
角

（
三
寸
）
の
秤
木
を
四

五
g

（
一
尺
五
寸
）
に
配
し
‘

一
寸
二
分
の
野

地
板
て
塗
土
を
支
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
‘
和
釘
の
先
が
見
え
‘
古
い

り
ば
③
）

建
物
た
と
思
わ
せ
る
か
‘
木
部
は
‘
余
り
古
さ

を
感
し
さ
せ
な
い

。
煙
を
出
す
所
か
な
い
店
舗

だ
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
。
三

0
5
程
の
塗
土
の
上

．
．
．
．
 

に
は
、
野
蒻
石
の
猫
石
を
据
え
渭
き
屋
根
を
受

け
て
い
る
。
昔
は
小
羽
葺
た
っ
た
か
‘
十
年
程

前
‘
鉄
板
瓦
棒
葺
に
取
り
替
え
た
と
い
う
。
置

ぎ
屋
根
と

土
居
塗
と
の
間
は
‘
良
く
通
風
す
る

よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
た
と
の

事

で
あ
る
。

．． 
下
家
は
以
前
土
居
塗

の
上
に
棧
瓦
葺
た
っ
た

ア
ガ

が
‘
永
年
の
間
道
路
路
面
が
揚
っ
て
来
た
た
め

ゥ
千
ノ

リ

（約
三

0
g
)
以
前
か
ら
低
い
店
の
内
法
か

更

に

一
層
低
く
見
え
る
様
に
な

っ
た
た
め
‘
止
む

を
得
ず
改
築
し
た
と
い
う
。
そ
の
前
は
‘

一
人

て
取
り
外
し
出
来
る
土
戸
か
―
1
0
枚
程
用
意
さ

れ
‘
火
急
の
場
合
は
‘
桁
下
の
溝
と
‘
稲
井
石
敷

居
の
ト
ブ
溝
に
入
れ
建
て
込
ん
だ

。
土
戸
の
大

さ
き
は
一
m
七
五
c
m
か
け
る
三
六
c
m
✕
九
c
m
（
五
尺

七
寸

x
一
尺
二
寸

x
-――
寸
）
ほ
と
で
建
込
用
把

手
ま
て
取
り
付
け
、
日
中
は
袖
壁
を
戸
袋
と
し

、
こ
。

て
し

f
．
．
．
．
 

ヶ
ヤ
キ

ア
ガ
リ
カ

マ
ケ

土
間
と
座
売
の
店
の
境
は
欅
の
上
椎
か
物
々

ド
ウ

し
く
‘
昔
は
床
下
換
気
孔
か
亀
甲
の
銅
金
網
て

土
台
の
間
に
入
っ
て
い
た
。
床
の
隅
に
床
板
を

切
り
取
っ
た
六

0
5
角
程
の
床
下
換
気
孔
か
珍

ら
し
い

。
上
椙
の
上
下
に
は

一
間
毎
に
サ
部
戸
を

受
け
る
取
外
式
の
方
立
を
受
け
た
金
具

か
今
も
見

(＇J

貞
⑤
．
⑥
）

ら
れ
る
。
天
井
部
二
階
化
粧
床
の

一
部
に

一
m

六

0
(五
尺
五
寸
）
程
の
ハ
ゾ
チ
か
あ
る
。
商
品

を
二
階
へ
運
ふ
ハ
ソ
チ
だ

っ
た
。
二
階
へ
の
階

段
は
‘
昔
‘
反
対
方
向
に
架
け
ら
れ
て
い
た
模

様
だ
か
‘
現
在
も
京
風
の
箱
段
が
使
わ
れ
て
い

乃

＇只⑧

｝

る
。
上
り
つ
め
た
箇
所
に
‘
昔
は
水
平
に
動
く

板
戸
か
あ
っ
て
‘

一
‘
二
階
を
区
分
し
て
い
た
か

今
は
な
い

。
二
隋
の
窓
に
は
鉄
格
子
が
嵌
め
ら

れ
‘
土
戸
が
釣
込
ん
で
い
た
が
‘
今
は
ガ
ラ
ス

戸
だ

け
て
あ
る
。
住
宅
へ
の
連
続
は
‘
西
中
央
部
の

巾

一
m

一
五

竺

――一尺
八
寸
）
の
入
口
て
あ
る
。

こ
こ
に
は
ガ
ラ
ス
戸
‘
板
戸
‘
土
戸
と

三
枚
の
建

具
か
稲
井
石
の
敷
居
石
の
上
を
今
て
も
動
い
て

（万
真
⑨
・⑩
）

い
る
。
以
前
は
‘
網
戸
‘
板
戸
‘
土
戸

だ
っ
た

ろ
う
か
‘
福
清
の
大
火
の
時
‘
此
の
土

戸
か
活

躍
し
た
と
考
え
る
と
今
で
も
動
く
事

の
方
か

驚

（万
頁
⑪
）

ぎ
で
あ
る
。
こ
の
土
戸

の
内
法
は

一
m
八
二
g

（六
尺
）
て
あ
り
‘
厚
み
は
六
cm
（
二
寸
）
程
て
あ
る
。

．
．
．
．
 

以
上
調
査
の
結
果
を
概
略
述
へ
た
か
‘
建
築

年
代
に
つ
い
て
は
‘
柱
間
隔
‘
軒
高
‘
金
具
‘

．．． 

内
法
寸
法
‘
木
部
の
経
過
等
か
ら
み
て
明
治
初

．
．
．
．
 

年
~
二
十
年
の
頃
の
店
蔵
と
考
え
ら
れ
る
。

十
年
程
前
改
修
し
た
発
生
品
は
‘

当
家
に
大

切
に
保
存
各
れ
て
あ
り
‘
金
具
や
‘
シ
ャ
ソ

タ
ー
代
り
の
土
戸
の
木
枠
‘
壁
小
舞
を
網
ん
た

ッ
タ
な
ど
‘
現
在
て
は
珍
ら
し
い
も
の
ば
か
り

で
あ
る
。

猛
火
を
浴
ひ
て
住
宅
は
焼
け
た
か
‘
こ
の
店

か
残
っ
た
事

は
‘
そ
の
後
石
巻
に
お
い
て
も
‘

益
々
土
蔵
造
り
の
刺
戟
に
な
っ
た
事

た
ろ
う
。

こ
の
後
建
て
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
店
蔵
か
‘
市

内
で
も
更
に
見
ら
れ
る
。
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No. 2 ▲昭和初期の店舗 ▲現在の店舗

No. 1 

昭和10年頃改造

（
昭
和

50
年

7
月
20
日
撮
影
）

高
橋
茶
舗

店
蔵
残
存
部
写
真

No. 4▲ 1階 店内床下換気孔

No. 8 

箱

土

戸
（
表
）

No. 7 

No. 10 

▲店内 天井・揚床

▲土戸敷居部

▲シトミ戸方立受上部金具 No. 6 

~
店
•
住
宅
連
絡
入
口
三
重
戸

No. 11 No. 9 
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