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(1) 第 8号 石巻市文化財だよ り 昭和54年 3月31日

遺
跡
所
在
地

調
査
期
間

調
査
面
和

調
査
主
体
者

調
査
担
当
者

調
査
参
加
者

調
査
協
力
者

地

権

者

ー
、
遺
跡
の
立
地

大
浜
逍
跡
は‘

万
石
浦
南
岸
の
標
嵩

l
m
i

1
5
m
程
の
海
浜
及
び
入
江
の
畑
地
、
入
江
奥
部

の
傾
斜
地
に
形
成
さ
れ
た
迅
跡
で
あ
る
。

本
逍
跡
の
周
辺
に
は
‘
万
石
浦
南
岸
に
沿

っ

て
‘
梨
木
畑
貝
塚
‘
胡
桃
浜
迫
跡
、

屋
敷
浜
貝

塚
‘
青
木
浜
逍
跡
な
ど
が
点
在
し
て
お
り
‘
遺

跡
の
分
布
は
比
較
的
豊
富
で
あ
る
。

2
、
調
査
の
概
要

調
査
開
始
時
は
小
潮
に
あ
た

っ
て
お
り
潮
位

は
低
か

っ
た
か
‘
禍
潮
時
に
な
る
に
し
た
が

っ

て
逍
跡
付
近
ま
で
波
が
寄
せ

て
く
る
。
そ
の

た

め
‘
既
に
波
浪

の
浸
蝕
を
受
け
逍
構
の

一
部
か

断
面
状
に
露
出
し
て
お
り
‘
赤
色
焼
土
層
か
視

認
さ
れ
る
。
昭
和
48
年
の
石
巻
市
教
育
委
員
会

の
調
査
で
も
‘
道
路
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

山
際
部
分
の
汀
線
に
接
し
て
‘
貝
殻
‘
小
砂
利

等
を
か
た
め
た
釜
壁
を
作
り
、

土
釜
と
し
て
利

用
し
て
い
る
逍
構
か

2
基
以
上
確
認
さ
れ
て
い

る
。
更
に
こ
れ
に
接
し
て
‘
焼
石
等
を
含
む
石

組
近
構
か
見
ら
れ
‘
ま
た
浸
蝕
の
た

め
既
に
旧

位
平
Lll
を
動

い
た
も
の
と
思
わ
れ

る
‘
5
x

3
m

程
度
に
偏
平
な
板
石
を
敷
き
つ

め
た
‘
製
塩
炉

と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
残
存
か
確
認
さ
れ
て
い

る
。

石
巻
高
校
学
生

石
巻
工
業
高
校
学
生

6名

3名

他4名

角田平吉

大

浜

遺

跡

: 発
市

奇掘
財

日調
委

員 旦フ"
木

村

敏

郎

-

調
査
期
間
中
‘
追
構
を
保
全
す
る
た

め‘

干

潮
を
利
用
し
て
発
掘
区
北
側
に
並
行
し
て
‘
1

m
間
隔
に
土
の
う

lOo
袋
を
梢
み
沿
堤
と
し
た
。

発
掘
区
北
緑
の

波
浪
浸
蝕
部
分
断
面
を
整
理

し
観
察
し
た
結
果
（
略
図

1
)、

R
発
掘
区
中
央
に
焼
土
が
認
め
ら
れ
た

(
1
号

釜
と
仮
称
）。
焼
土
は
白
色
貝
混
石
灰
状

（
貝
灰
）

陪
で
、
二
層
に
隔
て
ら
れ
‘
上
層
は
疸
接
加
熱

土
、
下
層
は
間
接
加
熱

土
と
推
測
さ
れ
た
。

⑱
1
号
釜
に
接
す
る
束
側
に
‘

貝
灰
層
か
U
字

形
に
認
め
ら
れ
る

(
1
号
ピ

ッ
ト
と
仮
称
）
。

こ
の
追
構
は
‘

1
号
釜
よ
り
か
な
り
高

い
レ
ベ

ル
に
あ
る
。

U
字
型
ピ

ッ
ト
の
中
に
黒
色
土

の

堆
栢
が
認
め
ら
れ
る
。

c
l号
ピ
ソ
ト
の
更
に
束
側
に
位
箇
し
て
‘
焼

土
層
の
広
か
り
が
確
認
さ
れ
た
。

1
号
釜
と
別

個
の
釜

の
存
在
を
想
定
し
、

2
号
釜
と
仮
称
す

る
。
状
況
か
ら
‘
2
号
釜
主
体
部
は
‘
既
に
波

浪
の
浸
蝕
を
受
け
消
滅
し
て
い
る
も

の
と
考
え

ら
れ
た
。

⑪
表
土
下
に
黒
色
土
層
が
認
め
ら
れ
た
。
黒
色

土
層
は
泥
炭
状
腐
蝕
土
様
で
あ
り
、
現
在
万
石

浦
に
堆
栢
す
る
ヘ

ド
ロ
土
と
酷
似
し
て
い
る
。

南
側
傾
斜
面
よ
り

の
崩
落
と
思
わ
れ
る
塊
石

及
ひ
破
砕
状
の
礫
混
表
土
は、

最
大
厚
約
50cm

で
あ
る
。

1
号
釜

(
1
号
逍
構
）
及
び

1
号
ピ

ッ
ト

(
4
号
遺
構
と
改
称
）
精
査
と
並
行
し
て

発
掘
区
全
面
の
掘
り
下
げ
を
行
な

い‘

1
号
＼

11
号
ま
で
の
各
逍
構
を
検
出
し
た
。

1
号
遺
構

長
軸
約

5

m
‘
短
軸
約

2

m
の
隋

円
形
で
‘
粘
板
岩
海
岸
石

（
割
石
状
）
を
沼
き

周
壁
を
粘
士

で
郭
状
に
構
築
し
て
い
る
。
南
側

の
割
石
構
築
が
特
に
よ
く
残
存
す
る
が、

北
東

部
分
で
は
欠
滅
し
て
い
る
。

▲発掘 区遠景

沿
構
の
中
央
は
舟
底
状
に
窪
み
‘
西
半
に
細

長

い
海
岸
石

（
割
石
状
）
が

2
箇
ず
つ

2
列
に

並
へ
ら
れ
て
い
る
。
東
半
分
は
長
軸
に
沿

っ
て

せ
り
上
が
り
｀
こ
の
部
分
の
土
費
は
最
も
赤
褐

色
が
楼
い
。
ま
た
‘
せ
り
上
が
り
基
底
部
分
に

白
灰
状
の
凝
固
陪
か
見
ら
れ、

そ
の
中
央
に
石

が
枕
状
に
沼
か
れ
て
い
る
。

(9
号
遺
構
）

1
号
追
構
に
接
し
て
南
側
に

認
め
ら
れ
る
方
形
ブ

ロ
ッ
ク
は
‘
別
個

の
追
構

て
は
な
く
‘

1
号
逍
構
に
生
じ
た
廃
棄
物
の
堆

栢
に
よ
り

で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
‘
1
号
追

構
の

一
部
と
見
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
‘

1
号
逍
構
は
釜
状
施
設
の
燃

焼
室
中
心
部
で
あ
る

こ
と
か
考
え
ら
れ
、
西
半

2
列

の
海
岸
石
の
配
列
は
焚
口
部
分
で
あ
り
‘

束
端
に
煙
道
出
口
が
あ

っ
た
と
推
測
で
き
る
。

1
号
逍
構
を
中
心
と
し
て
‘
赤
色
焼
土
層
が

南
側
5
号
逍
構
の
周
辺
に
ま
で
広
が

っ
て
い
る

こ
と
も‘

1
号
逍
構
の
性
格
と
合
致
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
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4
号
及
び

8
号
遺
構

1
号
追
構
に
隣
接
し
て

存
在
す
る
。
海
水
の
浸
蝕
を
受
け
‘
北
側
（
海

i,"5-

発
堀
区
北
側
露
出
断
面
状
況

（
ー
号
釜
遺
構
）

▲
発
掘
区
北
側
蹂
出
断
面
状
況

(4
号

•
8

号
遺
構
）

側
）
は
既
に
欠
損
し
て
い
る
が
‘
残
存
部
分
の

保
存
は
極
め
て
良
好
て
あ
る
。
没
蝕
を
受
け
た

而
が
露
出
し
て
い
た
た
め
｀
断
面
が
当
初
か
ら

確
認
さ
れ
て
い
た
。
表
土
剥
離
終
了
段
階
で
4

号
追
構
の
隅
丸
方
形
プ
ラ
ン
か
確
認
さ
れ
た。

「
カ
キ
」
等
の
貝
殻
の
破
砕
を
混
入
し
た
漆
喰

状
の
も
の

で
、
10cm
程
度
の
厚
み
で
鍋
槽
状
に

構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
内
部
に
は
‘
万
石

浦
の
堆
栢
土
で
あ
る
貝
片
を
混
入
す
る
腐
蝕
土

色
の
砂
が
充
満
し
て
い
た
。

8
号
逍
構
も
ほ
ぼ
同
じ
形
状
で
あ
り
‘
底
か

や
や
平
面
で
、
4
号
逍
構
の
下
部
に
構
築
さ
れ

て
い
た
。

4
号
辿
構
と
8
号
逍
構
は
南
西
部
分
て
切
り

合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
か
‘
底
面
が
共

通
で
中
央
に
隔
壁
を
設
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
‘
8
号
逍
構
は
｀
4
号
逍
構
を
抱
い
て

接
滸
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

渡
波
塩
田
鍼
水
溜
は
‘
漏
水
を
防
ぐ
た
め
ヵ

キ
殻
破
砕
を
石
灰
に
混
入
し
て
構
築
し
て
い
る

こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
‘

4
号
及
び

8

号
辿
構
は
‘
1
号
逍
椙
に
付
屁
す
る
水
槽
状
施

設
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

5
号

遺

構

1

号
逍
構
の
西
側
か
ら
南
側

（
山

側
）
を
囲
饒
す
る
‘
幅
約
30cm
程
の
溝
状
逍
構

て
‘
約
50cm
大
の
海
岸
礫

（
割
石
状
）
を
蓋
石

と
し
た
暗
渠
構
造
を
な
し
て
い
る
。

こ
れ
は
‘

1
号
及
び
4
号
‘

8
号
逍
構
と
セ

ッ
ト
を
な
す
付
帯
的
構
築
物
で
‘
南
側
（
山
側
）

の
排
水
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
暗
渠
構
造
と
し
た
の
は
‘
南
側
山
と
1

号
釜
と
の
間
の
空
間
を
作
業
面
と
し
て
使
用
し

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

3
号
遺
構
及
ぴ

10
号
・

11
号
遺
構

3
号
迫
構

は
11
号
及
び

12
号
逍
構
の
上
に
構
築
さ
れ
た

長
軸
約
ば

m
‘
幅
約
80cm
の
陪
円
形
の
逍
構
で

あ
る
。貝

粉
混
入
漆
喰
状
の
も
の
を
材
料
と
し
て
構

築
さ
れ
て
い
る
点
は

4
号
逍
構
と
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
か
‘
舟
状
に
北
側
方
向
に
せ
り
上
か

り
‘
北
側
部
分
の
駆

い
赤
色
焼
土
の
上
に
の

っ

て
い
る
こ
と
‘
及
び

3
号
逍
構
を
中
心
と
し
て

周
囲
に
赤
色
焼
土
が
広
が
っ
て
い
る
状
況
な
ど

か
ら
‘

1
号
追
構
と
類
似
の
逍
構
て
あ
る

こ
と

が
考
え
ら
れ
る。

貝
紛
混
入
漆
喰
は
水
の
没
潤
を
防
ぐ
た
め
‘

燃
焼
室
の
基
底
部
に
塗
り
固
め
た
も
の
で
あ
る

こ
と
か
予
想
さ
れ
る
。

10
号
・

11
号
辿
構
は
‘
微
紛
状
木
炭
を
含
む

焼
土
及
ひ
貝
灰

（
貝
粉
混
漆
喰
）
の

痕
跡
が
隅

丸
方
形
の

プ
ラ
ン
て
確
認
さ
れ
る
追
構
で
あ
る
。

10
号
は

11
号
の
上
陪
に
構
築
さ
れ
、

10
号
辿

構
は
4
府
に
確
認
で
き
る
の
で
‘
数
回
構
築
さ

れ
直
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

10
号
沿
構
の
南
北
面
に
平
ら
な
海
岸
石
か
立

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
10
号

・
11
号

追
構
は
1
号
瑣
構
同
様
悔
岸
石
を
利
用
し
て
枯

土
郭
状
周
壁
を
支
え
る
燃
焼
炉
逍
構
て
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

2
号
遺
構

6
号
及
び

7
号
追
構
の
上
部
に
構

築
さ
れ
‘
隈
丸
方
形
構
築
物
の
底
面
だ
け
を
残

存
し
て
い
る
。
貝
灰
質
で
構
築
さ
れ
て
い
る

こ

と
‘
周
辺
に
腐
蝕
土
様
黒
色
土
の
拡
散
か
見
ら

れ
る
た
け
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
‘

4
号
及
び

8
号
追
構
と
類
似
す
る
追
構
で
あ
る

こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。

6
号
及
び

7
号
遺
構

6
号
及
び

7
号
逍
構
は

約
1

m
の
間
隔
で
平
行
に
構
築
さ
れ
た
暗
渠
構
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I 2号釜

⑧ 

1号ピッ ト 貝灰層

略 図

地山土（黄矯 色 レキ混り ）

2次焼土

注 ・貝灰層

戸？竺：ばげエ『冒ピ:;;ぶ;i言贔汀雰0わり、不透水附としての役割 を果し ている のか もl
造
を
し
た
溝
状
追
構
て
‘

2
号
逍
構
の
西
端
に

接
し

(
7
号
逍
構
は

2
号
追
構
の
下
）
て
構
築

さ
れ
‘
山
の
縁
辺
に
沿
っ
て
大
浜
追
跡
の
南
辺

を
画
し
て
い
る
。
規
模
は
5
号
辿
構
に
及
ば
な

い
が
‘

6
号
及
び

7
号
逍
構
は
5
号
逍
構
と
類

す
る
瑣
構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
を
整
理
す
る
と
‘
本
調
査
に
お

い
て
大

浜
逍
跡
は
‘
次
の
三
種
類

の
辿
構
て
構
成
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
報
告
で
き
る
。

曰
1
号

(
9
号
を
含
む
）

・
3
号

・
10
号
及
ひ

11
号

逍

構

燃

焼

炉

状

選

構

で

あ

り

‘

本

追

跡
の
主
体
部
を
構
成
し
て
い

る
。
特
に
1
号
追

構
は
‘
釜
部
分

の
形
状
を
良
好
に
保
存
し
て
い

こ
。

f
 

(
二
)
4
号
•
8
号
及
び
2
号
遺
構
水
槽
状
遺

構
で
あ
り
‘
特
に
4
号
及
び
8
号
逍
構
は
か
な

り
明
確
な
形
状
を
残
し
‘
本
追
跡

の
性
格
つ
け

に
重
要
な
意
教
を
持

っ
て
い
る
。

(
三
)
5
号
•
6
号
及
び
7
号
遺
構
暗
渠
を
有

す
る
溝
状
追
構
て
あ
り
‘
本
遺
跡

の
付
帯
的
な

施
設
と
し
て
構
築
さ
れ
た
排
水
溝
と
考
え
ら
れ

る
。

3
、
ま
と
め

今
回
の
調
査
に
よ
り
出
土
し
た
逍
物
は
僅
少

で
‘
究
永
通
宝

2
枚
‘
摺
鉢
片
l
片
に
過
ぎ
な

い
。
逍
物
か
ら
推
し
て
‘
旧
藩
時
代
の
追
跡
て

あ
る

こ
と
は
ほ
ぽ
誤
り
な
い

が
‘
年
代
を
更
に

限
定
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る。

大
浜
逍
跡
が
万
石
浦
南
岸
汀
線
付
近
に
存
在

す
る

こ
と
‘
燃
焼
炉
状
逍
構
‘

カ
キ
貝
破
砕
混

入
漆
喰
質
の
水
槽
状
迅
構
及
ひ
排
水
溝
か
セ
ソ

ト
と
な

っ
て
存
在
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
‘
本
迎

跡
は
製
塩
場
跡
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

大
浜
逍
跡
か
製
塩
逍
構
て
あ
る
と
す
れ
ば
‘

万
石
浦
て
の
入
浜
塩
田
と
の
関
係
か
問
題
と
な

り
‘
狐
崎
平
塚
文
書
中

の
塩
煮
文
書
と
対
比
し

て
石
巻
地
方
に
お
け
る
塩
田
開
発
前
後
の
素
水

製
塩

の
具
体
的
様
相
を
示
す
迫
構
と
し
て
我
重

な
逍
跡
と
な
ろ
う
。

ま
た
‘
カ
キ
貝
破
砕
を
混
入
し
た
漆
喰
質
の

水
槽
状
瑣
構
が
存
在
し
て

い
る
。
『
渡
波
町
史
」

に
‘
大
坪
及
び
台
坪
等
を
カ
キ
灰
を
混
え
た
粘

土
で
構
築
す
る
こ
と
か
認
め
ら
れ
る
か
‘
大
坪

は
鍼
水
溜
で
あ
り
‘
台
坪
は
鍼
汁
採
取

の
た
め

の
施
設
で
あ
る
。
大
浜
逍
跡
か
素
水
製
塩
逍
跡

で
あ
る
と
す
れ
ば
‘

水
槽
状
迎
構
は
必
要
性
か

弱
い
。
或
い
は
‘
山
の
斜
面
を
利
用
し
た
海
水

楼
縮

の
施
設
て
あ
る
揚
浜
式
塩
田
の
存
在
も
問

題
と
な

っ
て
く
る
。

今
後
‘
類
似
の
調
査
か
行
わ
れ
‘

こ
の
点
で

の
問
題
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
が

今
回
の
調
査
は
‘

そ
の
端
緒
と
な
り
得
る
意
義

あ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
付
記
し
た

い
。
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(7) 第 8
 

号 石巻市文化財だよ り 昭和54年 3月31日

昭
和
四
十
九
•
五
十
年
度
の
古
文
書
分
布
調

査
に
ひ
き
つ
つ
き
‘
本
年
度
も
市
内
の
旧
家
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
賞
重
な
古
文
書
を
発
堀
し
‘

所
蔵
者
名
‘
文
杏
の
内
容
等
を
明
確
に
し
て
い

き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
所
蔵
者
を
把
握

し
て
訪
問
し
‘

写
真
撮
影
等
に
よ
る
記
録
保
存
‘

目
録
の
整
備
を
実
施
す
る
こ
と
に
あ
る
。

本
年
度
の
分
布
調
査
は
‘
次

の
三
点
で

旧
家

に
残
る
未
発
見
の
文
由
を
調
査
し
‘
発
堀
し
た

い
と
思
い
計
画
し
た
わ
け
で
あ
る
。

曰

各
寺
社
所
蔵
文
紺

口

一
地
区
を
設
定
し
て
重
点
的
に
調
査

口

各
方
面
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
も
と

に
所
蔵
者
を
把
握
し
調
査

曰
に
つ
い
て
は
‘
多
福
院
‘
龍
桐
院
‘

長
谷
寺

を

一
応
終
了
し
て
い
る
か
‘
次
に
そ
の
他
の
寺

社
に

つ
い
て
順
次
調
査
し
た
い
と
思

っ
て
い

る
。

口
に
つ
い
て
は
‘
以
前
に
稲
井
地
区
を
設
定
し

た
こ
と
か
あ
る
か
‘
本
年
度
は
半
烏
部
に
漁
業

関
係
文
由
か
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
調
査
を
進
め
た
い
。

口
に
つ
い
て
は
‘
現
在
十
二
件
の
所
蔵
者
か
有

る
こ
と
が
、
各
方
面
か
ら
の
術
報
て
明
ら
か
に

な

っ
て
い
る
が
‘
ど
の
よ
う
な
内
容
の
文
沿
を

所
有
さ
れ
て
い
る
か
不
明
な
の
て
‘
各
家
を
訪

問
し
て
見
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
を
考
え
た
わ
け

一
、
は
じ
め
に

一、

調
査
内
容

で
あ
る
。

一
応
前
述

の
分
野
に
わ
け
て
‘
各
旧
家
・

寺

社
を
訪
問
し
‘
写
真
撮
影
等
に
よ
る
記
録
や
‘

目
緑
の
整
備
を
重
点
的
に
実
施
し
‘
重
要
な
文

書
か
ら
今
後
解
読
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思

っ

て
い
る
。
さ
ら
に
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
石
巻

市
史
編
簗
事
業
へ
の
寄
与
‘
査
料
集
の
編
簗
に

役
に
立
つ
こ
と
と
思

っ
て

い
る
。

二
、
調
査
経
過

古
文
由
は
各
家
の
奥
深
か
く
保
存
さ
れ
て
お

る
わ
け
で
、
い
わ
ば
各
家
の
宝
物
の

―
つ
で
も

あ
る
。
そ
れ
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に

各
家
の
都
合
を
伺
っ
て
訪
問
す
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
が
‘
十
月
中
に
訪
問
す
る
こ
と
で
依

頼
状
を
発
送
し
て
伺

っ
た
所
‘
四
軒
の
お
宅
て

心
よ
く
見
せ
て

い
た
だ
け
る
こ

と
に
な
り
‘
早

速
訪
問
し
た
。
し
か
し
、
い
す
れ
の
お
宅
も
急

用
の
た
め
不
在
と
な
り
調
査
で
き
す
に
終

っ
て

し
ま

い
残
念
で
あ

っ
た
。

翌
年
の

一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
‘

三
軒
の

お
宅
の
快
諾
を
得
て
‘
文
也
の
調
査
を
さ
せ
て

、
こご

、
こ
。

'>
f
f
し

f

曰

三

浦
充
二
郎
氏

口

須
田
吉
三
郎
氏

□

普

密

寺

石
巻
市
文
化
財
保
護
委
員

市
内
門
脇
三
ツ
股

市
内
八
幡
町

市
内
門
脇
中
浦

石

垣

宏

五
十
二
年
度
古
文
書
分
布
調
査
報
告

調
査
に
よ

っ
て
確
認
て
き
た
の
は
‘
後
述

の

目
録
の
文
書
で
あ
っ
た
。

曰

三

浦
充
二
郎
氏
蔵

口

須
田
吉
三
郎
氏
蔵

口

普
哲
寺
蔵

曰
三

浦

氏

所

蔵

掛
軸

三
浦
充
二
郎
氏
は
小
学
校
校
長
を
退
職
さ
れ

て
か
ら
表
具
を
趣
味
と
さ
れ
て
‘
各
方
面
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
掛
軸
を
扱
写
さ
れ
た
も
の
か
多
か

っ
た

が

そ
の
数
千
余
点
で
膨
大
な
も
の

で
あ

っ
た
。
中
で
も
伐
璽
で
あ

っ
た
の
は
‘

天
保
年

間
の
篤
行
家
で
あ
っ

た
佐
藤
有
隣

（卯
兵
衛
）

の
害
で
あ
っ
た
。
佐
藤
有
隣
は
‘
字
は
士
徳
‘

通
称
卯
兵
衛
北
川
と
号
し
た
。
牡
鹿
郡
誌
‘
束

滞
史
稿
に
よ
る
と
‘
天
保
四
年
の
飢
饉
以
来
‘

窮
民
を
役
し
て
海
濱
草
莱
の
地
を
開
き
‘
米
穀

数
百
俵
‘
鍬
百
余
挺
を
与
え
た
と
あ
り
‘
天
保

の
大
飢
饉
に
際
し
て
の
活
蹄
に
対
し
て
仙
台
藩

で
は

「
船
手
年
寄
」
と
し
た
と
あ
る
。
束
藩
史

稔
で
は
孝
子
伝
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
有

隣
の
古
を
表
具
し
て
大
切
に
保
存
し
て
お
ら
れ

文
化
財
保
護
に
対
し
て
も
深
か
い
関
心
と
理
解

を
示
し
て
下
さ
れ
感
激
て
あ

っ
た
。

口
須
田
氏

所

蔵

須

田
文
書

湊
須
田
家
は
‘
文
政
ー
弘
化
ー
天
保
年
間
に

大
肝
入
を
務
め
た
家
柄
で
‘
所
蔵
文
書
に
見
え

る
須
田
与
治
右
衛
門
か
大
肝
入
で
あ

っ
た
。

須
田
家
に
は
か

つ
て
膨
大
な
文
書
を
所
蔵
し

て
お
ら
れ
た
と
の

こ
と
で
あ

っ
た
か
‘
そ
の
後

整
理
さ
れ
た
と
の
こ
と
て
比
較
的
ま
と
ま

っ
た

文
忠
だ
け
見
せ
て
い
た

た
い
た
。
二

十
九
点

の

四
、
調
査
物
件
に
対
す
る
所
見

掛
軸

千
余
点

二
十
九
点

三
十
九
点

-
V
1
8
9
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＂ 
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_
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内
大
部
分
か
書
状
で
‘
究
政
年
間
の
も
の
が

一

番
多
く
‘
漂
流
後
の
処
刑
に
関
す
る
内
容
の
も

の
て
‘
須
田
与
冶
右
衛
門

の
沖
船
頭
善
吉

の
名

で
報
告
さ
れ
て
い
る
文
書
や
‘
そ
の
他
船
関
係

文
紺
‘
長
禅
寺
と
梅
疾
寺
の
境
内
争
論
文
紙
戸
が

注
目
さ
れ
る
。
ま
た
北
上
川
の
河
口
の
瀬
形
築

出
に
関
す
る
願
告
も
あ
り
‘
こ
れ
は
石
巻
市
史

第
三
巻
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
北
上
川
舟
運
に

関
す
る
相
帳
も
あ
り
‘
今
後
書
状
と
共
に
解
読

を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
北
上
川
舟
運

の
こ
と

が
よ
り
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
も

質
重
な
文
書
で
あ
り
‘
大
切
に
保
存
い
た
だ
き

た
い
と
思
う
。

国
普
誓
寺
所
蕨
普
誓
寺
文
書

普
招
寺
は
‘
大
鉤
山
龍
観
院
普
症
LI

寺
と
称
し

真
言
宗
の
寺
て
あ
る
。
正
保
年
間
仙
台
藩
二
代

藩
主
忠
宗
が
‘
牡
鹿
半
畠
へ
の
狩
の
帰
途
‘
川

村
孫
兵
衛
重
吉
を
訪
問
し
て
数
々
の
賜
物
を
与

え
た
と
い
わ
れ
｀
重
吉
は
感
激
し
‘
藩
主
を
迎

え
た
邸
宅
を
寺
院
に
改
造
し
よ
う
と
し
た
。
覧

吉
の
代
に
は
完
成
し
な
か

っ
た
が
‘

二
代
元
吉

の
代
に
重
吉
の
志
を
つ
い
で
堂
宇
を
完
成
し
‘

寿
福
寺
の
憎
宥
弁
和
尚
を
開
山
と
し
た
。
（

石

巻
市
史
）

普
銹
寺
文
書
目
録
二
0
の
「
由
緒
書
」
は
明

治
二
年
十
一
月
‘
石
巻
県
社
寺
役
所
宛
に
出
し

た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
‘

乍
恐
以
書
附
奉
申
上
候

王
政
旧
幣
御

一
新
神
仏
混
消
御
廃
止
之
趣
奉

敬
承
由
緒
書
上
左
二
奉
申
上
候

牡
鹿
郡
門
脇
村
之
内
釜
真
言
宗
普
朽
寺
開
山

宥
弁
法
印
‘
承
応
三
年
石
巻
寿
福
寺
厳
寺
二

移
住
‘
普
芭
寺
建
立
仕
候
。
寺
場

ハ
仙
藩
川

村
孫
兵
衛
除
屋
敷
江
相
建
申
候
。
其
後
慶
安

g
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 ▲ 普誓寺文書

＂
廿
水

凡冬
人
礼
日

れ
・
乃
が
り
脳
柑
'llj
考‘もぶ‘
よ

幼
瑣
‘lL
贋

筍
す
、わ
り

L
ア
g
代

h
5

月

黒印状（宝永 l 1704) 

束
向

茅
荘

三
年
旧
領
主
知
行
三
貫
五
拾
壱
文
被
下
沼
候
。

新
地
開
発
仕
候
を
直
々
知
行
二
被
下
甜
候
。

-、
開
基
宥
弁

6
私
僧
辿
二
十
世
二
御
座
候

竪
六
間
半

-‘
客
殿
庫
裡
を

兼

南

向

茅

荘

横
三
間

大
日
如
来
丈
八
寸
作
者
相
知
不
申

一、
本
昨低

-、
観
音
堂

―二
尺
四
方

竪
七
十
間

横
三
十
五
間

-‘寺中

一、
本
寺
京
都
智
栢
院
二
御
座
候

-‘
棺
家

三
拾
八
軒

一、
田
代

―二
叫
社
日
五
拾
壱
文

一
宇
荒
地

二
相
成
候

右
之
通
也
上
仕
候
以
上

牡
鹿
郡
門
脇
村
之
内
釜

真

言

宗

普

哲

寺

明
治
二
年
十

一
月

石

巻

縣

社

寺

御
役
所

と
あ
り
‘
承
応
三

二

六

五

四
）
年
開
山
で
、

寺
領
は
門
脇
村
に
三
四
百
五
拾
壱
文
（
三
十

一

石
五
斗
一
升
）
と
な
っ
て
い
る
。
本
均
は
現
在

波
除
不
動
尊
で
あ
り
‘
宝
物
は
江
戸
期
に
類
焼

に
あ

い
焼
失
し
て
い
る
。
ま
た
境
内
に
は
観
音

堂
が
あ

っ
て
子
安
観
音
を
祀

っ
て
い
る
。

所
蔵
文
街
の
多
く
は
仙
台
藩
か
ら
の
黒
印
状

と
知
行
目
録
て
あ
り
‘
こ
の
両
文
書
が
各
年
代

毎
に
揃

っ
て
お
り
虹
重
な
文
書
で
あ
る
。
そ
の

外
仙
台
藩
へ
提
出
し
た
由
緒
書
上
が
多
い
。
期

待
し
て
い
た
の
は
川
村
孫
兵
衛
重
吉
関
係
文
書

で
あ
る
が
‘
ほ
と
ん
ど
な
い
と
の
こ
と
で
残
念

で
あ

っ
た
。

い
ず
れ
も
保
存
状
態
か
良
く
‘
こ

の
ま
ま
我
重
な
文
献
な
の
て
大
切
に
保
存
し

て

も
ら
い
た
い
と
思
う
。

曰
保
存
の
状
況
に
つ
い
て

所
蔵
さ
れ
て
い
る
各
家
で
は
‘
古
文
書
に
関

し
て
質
重
な
文
献
と
し
て
認
識
し
‘
収
納
箱
な

ど
に
よ

っ
て
保
管
さ
れ
て
お
り
申
し
分
な
い

。

ま
た
寺
院
文
書
は
‘
歴
代
住
職
か
寺
の

財
産
と

し
て
引
き
継
い
で
い
る
た
め
紛
失
の
恐
れ
も
な

v`
保
存
状
況
も
極
め
て
良
好
で
あ

っ
た
。

口
保
存
方
法
に
つ
い
て

第

一
に
‘
古
文
書
の
敵
は
‘
虫
や
湿
気
・
火

災
で
あ
る
。

こ
の
防
止
の
た
め
に
は
ま
す
巫
只
重

な
文
献
て
あ
る
こ
と
と
‘
後
世
に
伝
え
る

べ
き

大
切
な
文
化
財
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
持
っ
て

も
ら
い
た
い

。
そ
の
た
め
に
も
充
分
な
配
感
を

お
ね
が
い
し
た
い

。

第
二
に
‘
公
的
収
蔵
庫
に
よ
る
管
理
保
管
が

理
想
的
で
あ
ろ
う
。
公
的
機
関
か
で
き
れ
ば
寄

贈
し

て
も
良
い
と
い
う
所
蔵
家
が
居
ら
れ
る
の

で
、
早
急
に
計
画
し
実
現
し
て
は
し
い
も
の
で

あ
る
。

第
三
に
‘
市
立
図
書
館
等
に
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ

ル
ム
に
よ
る
収
集
設
備
が
は
し
い
も
の
で
あ
る
。

古
文
書
は
紙
で
あ
る
が
故
に
‘

紛
失
や
焼
失
す

る
と
取
り
か
え
し
が
つ
か
な
い

。
そ
の
た
め
に

も
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル

ム
に
し
て
保
管
す
る
こ
と

か
最
善
策
と
思
わ
れ
る
。

昭
和
五
十
三
年
度
も
ひ
き
つ
づ
き
古
文
忠
分

布
調
査
を
進
め
た
い
と
思

っ
て

い
る
。
特
に
市

内
に
お
い

て
の
所
蔵
者
の

把
握
も
で
き
て

お
り

随
時
お
伺
い
し
て
写
真
撮
彰
等
に
よ
り
目
録
を

六
、
今
後
の
調
査
予
定

五
、
保
護
に
関
す
る
所
見
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原
夫
指
寺
者
信
心
粗
那
川
村
故
孫
兵
衛
重
吉
所

創
立
也
預
吉
長
州
人
祖
父
常
吉
沈
祝
清
操
且
有

異
相
左
脇
有
龍
鱗
至
重
吉
亦
有
四
乳
性
敏
達
事

理
殊
籾
於
符
数
水
利
壮
時
事

毛
利
輝
元
卿
後

有
故
来
奥
域
事
邦
君
政
宗
卿
蒙
脊
遇
能
守
忠

而
不
設
務
菰
而
不
倦
盤
溝
渠
引
河
流
入
之
於
府

中
人
餃
悦
其
利
澤
立
牌
堰
役
不
蹄
時
而
渠
餃
通

利
漑
田
数
千
頃
以
禦
水
旱
之
函
或
辟
草
莱
原
野

不
踏
年
而
成
科
艘
之
田
幾
筑
頃
或
海
濱
虚
；
築

長
堤
甜
巨
瑚
令
焼
塩
或
視
察
州
内
之
山
形
土
色

能
知
金
銀
宜
産
之
地
如
神
前
後
言
諸
事
便
宜
不

可
勝
計
可
謂
涵
國
利
民
之
功

臣

也

太

守

共

其

功
賜
感
書
且
於
磐
井
郡
猿
澤
村
名
取
郡
下
江
早

股
村
牡
鹿
郡
大
鉤
村
宮
城
郡
小
田
原
南
目
村
数

所
賜
釆
地
凡
三
千
餘
肘
是
以
家
族
漸
富
庶
然
無

息
男
有

―
女
子
重
吉
以
為
加
藤
喜
右
衛
門
尉
頼

定
宏
傑
之
旧
臣
乃
以
第
三
男
元
吉
為
附
使
継
家

督
文
曰
太
守
於
恩
禄
三
千
餘
石
之
内
以

一
千

二
百
糾
譲
与
家
督
元
吉
其
余
附
屈
二
人
養
子
乃

至
親
族
貧
困
者
悉
分
与
之

究
永
＋
――
一
年
丙
子

五
月
二
十

四

日

政

宗
卿
逝
其
後
正
保
年
中
春

嗣
君
太
守
忠
宗
卿
迫
猟
干
遠
嶋
山
因
柾
叫
只
親
於

川
村
重
吉
第
重
古
太
感
悦
之
既
遠
駕
之
後
堕
悩

其
第
宅
直
以
其
材
木
欲
追
営

一
寺
以

為

掠

君

柏
所
来
臨
鋲
可
存
敬
畏
立
為
其
下
者
須
穏
座
其

慮
宜
作
國
家
安
泰
君
臣
和
調
武
連
長
久
自
陀
如

意
祈
認
拙
若
也
於
戯
愛
敬

主
君
之
志
至
矢
文

将
招
諮
石
巻
弁
幅
守
現
住
宥
絣
法
印
為
開
山
之

始
紐
雖
有
其
志
克
未
果
而
身
嬰
疾
病
以
為
不
能

奥
州
牡
鹿
郡
大
鉤
村

大
鉤
山

竜
観
院
普
哲
寺
開
基
略
記

普
誓
寺
開
基
略
記
解
読
文

平
復
故
逍
嘱
元
吉
疫
安
元
年
戊
子
閏
十
月
二
十

七
日
行
年
七
十
四
歳
卒
元
吉
継
其
志
具
達
其
意

趣
太
守
；
：
嵯
嘆
不
綴
即
使
元
吉
無
逸
彼
逍

言
旦
命
日
自
今
以
後
於
牡
鹿
郡
大
鉤
村
賜
六
十

三
糾
可
為
永
代
寺
領
者
也
因
号
寺
謂
龍
観
院
普

症
3

寺
云

抑
裳
院
者
大
棺
越
國
君
正
統
累
葉
累
代
息
災
緊

栄
邦
家
豊
饒
之
認
所
川
村
姓
元
吉
家
世
子

:
孫

孫
安
穏
長
痔
無
障
無
凝
先
考
先
砒
六
親
脊
属
等

辿
證
菩
堤
善
願
之
道
場
也
時
党
文
七
年
歳
舎
丁

未
春
三
月
二
十

一
日
大
鉤
山
龍
観
院
普
芭
寺
第

三
世
法
印
宥
源
記
蔦

霜
寺
開
山
承
応
三
年
甲
午
自
石
巻

文
精
房

宥
辮
法
印

移
住
掌
寺

真
精
房

宥

秀

法

印

筑

治

二
年
巳
亥
移
住
之
後
赴
洛
束

智
栢
院
数
年
留
学
帰
図
而
移
住
干
仙
品
千
手
院

開
基
亀
窟
不
日
穏
遁
入
京

真
鏡
房

宥
源
法
印
時
究
文
六
年
丙
午
現
住
勤
職
廿
年

之
間
開
発
仙
府
観
瀧
奄
貞
享
二
乙
丑
蒙
隠
住
之

免
許
屈
裳
時
於
宥
清
元
禄
四
辛
未
天
十

一
月
二

日
遷
化

善
職
房

宥
消
法
印
右
宥
諒
直
弟
也
住
山
留
学
間
為
恨

硲
之
末
山
汲
中
性
之
法
流
貞
享
二
承
住
職
而
翌

年
丙
寅
正
月
二
日
先
干
師
造
化

超
雲
房

宥

雄

法

印

貞

享
西
丁
卯
天
四
月
移
住
宥
源
屈

日
予
持
一
賀
釧
是
乃
代
々
師
査
相
承
之
物
也
駕

雖
〈
小
弟
子
憎
善
識
先
干
千
死
去
故
付
屈
之
於
指

寺
永
什
納
若
末
年
嘱
之
造
櫂
拍
膠
皮
之
類
昭
可
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禁
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未
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字
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廿
八
日
蒙
君
命
従
牡
鹿
郡
石
巻
村
寿
福
．
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光
西
寺
ヨ
リ
移
住
天
明
五
乙
巳
十
月
又
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▲須 田家文書
（年

船関係 文 書
代不明）

須
田
文
書

文
政
八

ー‘

書
状

2
‘
告
状

3
‘
書
状
（
漂
流
次
第
）

4
‘
書
状

5
‘
書
状

（
漂
流
次
第
）

6
‘
書
状

7
‘
書
状

7
曰
‘
出
状

8
‘
船
関
係
文
書

9
‘
否
状

10
‘
湊
村
寺
院
相
立

年

号

調

宝

暦

六

(

-

七

五

六

）

11
‘
書
状

（
壱
歩
札
千
枚
献
上

願

天

明

四

(

-

七

八

四

）

12
‘
紺
状

（
御
留
藪
手
入
制
的
に

つ
き
御
褒
美
被
下
）

13
、
紺
状

（
大
塔
宮
護
良
親
王
卜
淵
辺
義
博
ノ
件
）

昭
和
十
八

(
-
九
四
三）

14
‘
仕
切

15
、
沿
状

（
境
内
争
論

）

文

化

五

(

-

八

0
八
）

15
曰
‘
忠
状

16
‘
雷
状

（
石
巻
村
鎖
守
羽
黒
山
大
権
現
宮
修
毅
願
）

17
‘
書
状

18
‘
拓
本

（零
羊
崎
紳
社
蔵
御
鉾
銘
）

延
宝
二

1
9
‘
海
具
坪
見
ル
割

20
‘
内
宮
外
宮

の
絣

21
｀
由
状

（
北
上
川
瀬
形
築
出
書
状
）

2
‘
 

2
 

23
、
石
橋
渡
初

24
‘
仙
台
湊
御
所
浦
御
新
田
通
行
石
橋
渡
初
祭
文

25
、
古
状

26
‘
害
状

究
政
七

究
政
五

（
一
八
二
五
）

（
一
六
七
四

（一

七
九
六

（一

七
九
三

文
化

（一

七
九
四
）

（一

七
九
三
）

（
一
七
九
二）

（
一
七
九
四
）

（一

七
九
三）

（
一
八

0
五
）

党
政
六

究
政
五

寛
政
四

寛
政
六

究
政
五

（
市
内
八
幡
町
一
丁
目
須
田
吉
三
郎
氏
所
蔵
）
――

目

録



(II) 第 8
 

号 石巻市文化財だよ り 昭和54年 3月31日

天
保
十
三
(
-
八
四
二）

正
保
十
三
(
-
八
四
二
）

文
政
十
一
(
-
八
二
八
）

文
政
十
一
(
-
八
二
八
）

延
享

一

(
-
七
四
四
）

宝
永

一

(
-
七

0
四
）

宝
永

一

(

-

七

0
四
）

宝

暦

八

(

-

七
五
八
）

宝

暦

八

(

-

七
五
八
）

究
政
四

(

-

七
九
二）

究
政
四

(
-
七
九
二）

文
政
三

(
-
八
二
O
)

文
化
九

（一

八

―
二
）

文
政
三

(

-

八
二

O
)

貞
享

一

(
-
六
八
四
）

天
和
三

(

-

六
八
三）

延
享

―

二

七
四
四
）

貞
享

一

(

-

七
四
四
）

天
和
二

(
-
六
八
二）

明
治
二

(
-
八
六
九
）

弘
化
四

（
一
八
四
七
）

天
保
八

（

了

八

三

七
）

安
政
五

(

-

八
五
八
）

天
保
九

(

-

八
三
八
）

天
保
八

（

一

八
三
七
）

27
‘
筑
留
党
帳

28
‘
田
畑

口
佃
仕
附
方
党
出

29
、
筑
手
拍
帳

、

書

（市内門脇字中浦

ー
‘
普
招
寺
開
基
略
記

2
‘
普
哲
寺
領
知
行
目
録

3
、
普
誓
寺
黒
印
状

3
曰
‘
知
行
目
録

4、

黒
印
状

5
‘
黒
印
状

6
‘
知
行
目
録

7‘

黒
印
状

8
‘
黒
印
状

9
‘
知
行
目
録

10
‘
知
行
目
録

11
、
黒
印
状

12
、
黒
印
状

13
‘
知
行
目
録

1
4
‘
知
行
目
録

15
、
’
仏
教
文
書

16
、
仏
教
文
書

（
博
法
印
信
）

17
‘
知
行
目
録

18
、
忠
状

（普
誓
寺
縁
起
）

19
‘
古
拍
写
組

20
‘
由
緒
書

21
、
中
口
状

22
‘
書
状

（
緑
起
）

23
、
書
状

24
、
書
状

25.
、
否
状

2
6
、
仏
教
文
忠

（三
劫
地
前
）

2
7
、
古
状

（
口
上
之
党
）

究
延
三

天
明
四

享
和
二

（一

七
五

O
)

（一

七
八
四
）

（
一
八

0
二）

普
誓
寺

鈴
木
義
昭
氏
所
蔵
）— 

,jt^

凶
岳
伯
梵
絆
乳
覧
翠
づ
り
rg位“

キ
4
紆

3炒
て
名
‘
ク
ス

1
1
1わ
3
1
'
i

ぷ
以
ら
ゃ
内11人
i
内
ば
収
，
閤
名
笠
て

9
L
I{
.

“
奇
人
た
t.1在
ぷ
t
^
3ネ
み
出
4
；ヽ
べ

公

1
$g
i
i”烹が
'fー
姓
ぎ
百
”
続
幻

写
68

日
1

,6ふ
d
今
、
大
内
オ
ク
；
ィ^
呼
れ
”？
オ
ォ

t

,
J
q
,
9
$
"
Jり
9

ナ
h

広
ふ
公
け
j
‘
料
オ
名
ぷ
々
ぶ

才

r”々
、9
i
代
内
岳
ち
ぷ
笠
’

;
4ふ
t
3’摩
甘
2u

 

禾天
書

ざ
虎
ふ
‘
ぽ
内

文

(

バ
よ

寺

g‘純
f

，
誓

心
芯
t
で

グ

r
ょ

普▲
 

芯
巳”り
1

ボ
・
-
ヤ
・
う

‘ヽ

,

9
古
ク
・

t

t
2
凶

it

28
、
忠
状

29
、
街
状

30
、
古
状

31
‘
普
誓
寺
御
知
行
調
党

32
‘
請
渡
状

33
｀
書
状

34
｀
書
状

（普
哲
寺
古

m
m円井
御
朱
印
等
入
記
）

35
‘
書
状

36
‘
知
行
目
録

37
‘
雷
状

38
、
魯
状

39
‘
紙
片

（
古
状
断
片
）

究
文

麻
永

（
一
六
六

一

（
一
八
四
九

＂五ヽ

f
i"Aパ
h
出
'C.d
““瓜

J

竺
4
,[

：↑ilt"

iL叩
i
t
"

れ
印
ォ
・

令
糾
4

大

t罰
ふ
i
p
i
”賛

z
i

け
分
；
＇

d

一
尼
次
：
！
；
心
ざ
芯
令
叶

-
:
i
.A.“
 a

”
も

i
g
i吋
社
＇
紅
山
位
を

r
i

傷
士
イ
は

▲普誓寺文書 博法 印1言
（天和 3 1683) 



昭和54年 3月31日 石巻市文化財だよ り 第 8号 (12) 

総

観

風
土
記
告
上
に

「当
村
牡
鹿
桃
生
郡
之
境
且

つ
南
方
付
南
境
と
唱
来
り
候
由
申
伝
候
事
」
と

あ
る
通
り
‘
行
政
上
郡
を
建
沼
し
た
時
‘
両
郡

の
境
界
に
位
甜
し
た
た
め
‘
蛇
田
村
か
ら
分
離

し
て
南
境
村
の
地
名
が
つ
け
ら
れ
た
ら
し
い
。

（
稲
井
町
史

―
四
頁
参
照
）

南
境
は
原
始
時
代
の
追
跡
‘
南
境
貝
塚
が
あ

り
、
中
世
城
郭
金
沢
館
か
あ
り
‘

金
沢
の
奥
よ

り
発
す
る
沢
に
よ
っ
て
用
水
池
を
建
設
し
、
水

田
が
早
く
か
ら
発
達
し
た
ら
し
い
。

旧
藩
時
代

元
禄
十
六
年
か
ら
幕
末
ま
で
浅
井
氏
の
知
行
地

と
な

っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
事
が
伺
い
知

る
こ
と
が

で
き
る
。

然
し
‘

古
老
の
話
し
に
よ

る
と
水
災
ー
冠
水
が
入

っ
て
き
て
苦
労
を
し
た

と
言
う
。

▼南境位置図
I斎の神の道祖神
2金沢館
3金蔵寺
4南境貝塚
5八幡神社
6舟場
7お薬師さん

し
4`
9
‘

r
 

ー

南
境
地
区
民
俗
資
料
・
民
具
収
集
調
査
報
告

委

員

鈴

木

東

行

石
巻
市
文
化

財

保

護

( 

t

I

-

正
月
行
事
の
ミ
タ
マ
サ
マ
•
お
七
夜

（誕
生

祝
）の
孫
舞
は
石
巻
地
方
に
な
い
民
俗
で
あ
る
。

こ
の
調
査
は
市
教
育
委
員
会
の
依
頼
に
よ

っ
て
昭
和
五
二
年
七
月
下
旬
調
査
し
た
。

調
査
項
目
は
宮
城
県
緊
急
民
俗
衣
料
分
布

調
査
項
目
に
の

っ
と

っ
て
‘
住
・

衣
・食

・

生
産
・
交
通
運
搬
・
信
仰
・
一
生
の
儀
礼
・

年
中
行
事
な
ど
で
あ
る
。
調
査
者
は
加
美

農
高
教
諭
大
菅
悛
幸
君
•
石
工
高
人
文
科

学
部
員
大
森
信
哉
君
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ

の

一
部
を
の
せ
る
。

生

産

A

（
水
稲
）

①
種
籾
の
と
り
方
と
保
存
法

普
通
の
稲
よ
り
五
日
ー
七
日
早
く
刈
り
取
り

丁
寧
に
千
歯
ご
き
で
こ
き

「モ

ミ
ウ
チ
ア
ウ
」

で
静
か
に
叩
い

て
フ
ル
イ
に
か
け
て
‘
唐
箕
で

選
択
し
‘
風
通
し
の
よ
い
所
に
貯
蔵
す
る
。

②
種
つ
け
の
仕
方

春
彼
岸
に
な
る
と
沼
や
堀
に
運
ん
で
水
泊
け

に
し
て
お
く
。
廃
絶
年
代
は
昭
和
二
六
年
頃
。

①
苗
代
の
作
り
方
の
う
つ
り
か
わ
り

全
面
播
き
か
ら
ト
オ
シ
ナ
ワ
シ
ロ
に
か
わ
り ▲斎の神の道祖神

[
 

肥
料
と
し
て
刈
り
草
を
入
れ
た
。

④
湿

田

名
称
は
ド
ブ
タ
。
品
種
は
カ
メ

ノ
ヲ

・
フ
ク

ポ
ウ
ジ
•

愛
国
二
号
で
先
に
石
を
入
れ
‘石
の

上
に
杭
を
渡
し
て
「
歩
み
か
わ
り
」
に
し
て
苗

取
り
や
田
植
え
を
し
た
。
渡
し
の
杭
は
長
さ
五

〇
糎
で
桑
の
木
の
み
使
用
‘
田
下
駄
は
使
用
せ

ず
‘
場
所
は
中

オ
の
前
。

▲竹下・中オ （斎）



(13) 第 8号 石巻市文化財だよ り 昭和54年 3月31日

の
新
し
い
農
具
の
導
入
時
期

A

馬
耕
に
よ
る
田
お
こ
し
…
昭
七
•
八
年

頃
ま
で
。

B

正
条
植
の
田
植
…
…
大
正

一
0
年
頃

c
手
押
し
除
草
機
…
…
年
代
不
明

D

稲
こ
き
機

（
足
踏
み

）
…
大
正

一
0
年

稲
刈
り
鎌

（専
用
の
鎌
）

E カラタテ ホダテ

①
田

植

え

田
植

の
組
を

「
ヨ
イ
」
と
称
し
‘
近
所
隣
り

の
人
々
で
共
同
作
業
を
し
た
。
人
足
不
均
衡
の

場
合
や

「
ヨ
イ
」
に
入
れ
な
い
場
合
は
田
植
専

門
の
グ
ル
ー
プ
に
う
け
負
わ
せ
た
。

植
手

の
性
別
は
男
・
女
半

々
で
若
者
が
あ
た

り
苗
取
り
は
年
寄
り
が
受
持

っ
た
。

⑥
稲
の
干
し
方

ワ
セ
は
ハ
ゼ
カ
ケ
ー
く
ろ
に
横
木
を
三
段
に

し
て
‘
か
け
る
。

オ
ク
テ
は
カ
ラ
タ
テ
と
ホ
ダ
テ
。

①
動
カ
モ
ミ
ス
リ
機
：・・・
・
昭
和
八
年
頃
よ
り

①
金
肥
の
購
入
と
使
用
法

大
正

一
0
年
頃
よ
り
‘
豆
粕
の
購
入
‘
魚
粕

の
購
入
は
大
正

一
五
年
‘
鮎
川
運
搬
船
に
た
よ

り
鯨

の
煮
汁
を
講
入
。

⑲
水
田
耕
作
儀
礼

旧
四
月
二
五
日
か
ら
五
月
の
苗
代
に
種
を
ま

く
時
期
に
‘
苗
代

一
枚
毎
に
か
や
三
本
を
真
中

に
た
て
‘
ノ
ノ
ダ
ケ
さ
ん
の
ツ
ケ
紙
に
ヤ
ゴ
メ

を
包
み
‘
青
竹
の
先
に
は
さ
ん
で
拝
み
‘
種
を

ま
い
た
。

旧
五
月
六
日
‘
契
約
講

（
結
社

）
単
位
に
宿

を
と

っ
て
‘
御
飯
を
炊
き
雷
神
さ
ま
に
あ
げ
‘

会
食
し
た
。
時
に
は
餅
や
は
し
う
ど
ん
を
上
げ

会
食
し
た
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
を

「
お
日
ま
つ

り
」
と
言
う
。
（
話
者

今
野
駒
吉）

昭
和

15
年
以
降

大
正
な
か
ば
か
ら

田植えの順序 (I…代かき 2…苗取り

3 

4
 

2
 



昭和54年 3月31日 石巻市文化財だよ り 第 8号 (14) 

m網
漁

サ
ケ
ア
ミ

（
流
し
網
・
地
曳
網
）

流
し
網
は
旧
七
月

一
0
日
よ
り

―
二
月
に
か

生

産

B

（
漁
榜
）

（主
と
し
て
元
船
場
の
人
々

▲元舟場にあ った和舟「カ ッコー」 千歯ごき

け
て
イ
セ

コ
ウ
モ
ン
の
対
岸

（
砂
原
）
に
向
け

て
ナ
ガ
シ
舟

（一

人
で
こ
ぐ
）
で
か
け
る
。

マ
ス
ア
ミ

（
流
し
網
）

…
…

旧
一
月
か
ら
五

月
に
か
け
て
と
る
。

コ
ヨ
ウ
ア
ミ
　
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
、
年

中
‘
折

々
に
オ
ー
ゲ
イ

・
鯉
な
ど
カ

ッ
コ
ー（
和

舟

）
を
利
用
し
漁
獲
す
る
。

ト
ア
ミ

（
投
網
）
・・・・・・
大
正
時
代
‘
麻
で
あ

ん
だ
網
で
年
中
‘
カ

ッ
コ
ー
を
用
い
て
‘
ボ
ラ

・

鯉
を
樵
獲
し
た
。

①

釣

漁

延
縄
…
…
七

0
1
七
五
間
‘
六
尺
に

一
本
の

鈎
針
‘
漁
獲
物
は
ナ
マ
ズ

（
年
中
）

ウ
ナ
ギ
は
彼
岸
か
ら
―

一
月
。
ス
ズ
キ
は
旧

四
月
か
ら
一

0
月。

鯉
は
彼
岸
か
ら
旧

一
0
月
・

セ
イ
は
年
中
。

竿
釣
り
：
：
・
・
三
間
半
の
竹
竿
‘
糸
は
五
リ
ン

①
答ウ

ナ
ギ
ド
　
春
彼
岸
よ
り
旧
一
〇
月
、
晩

に
か
け
て
、
朝
あ
げ
る
。

ナ
ラ
ッ
パ
　
旧
九
月
か
ら
一
〇
月
、
昼
・

夜
入
れ
、

一
日
一
回
あ
げ
‘

ウ
ナ
ギ
を
と
る
。

④
漁
業
の
信
仰

旧
九
月
二

0
日
か
ら
二
五
日
の
鮭
を
大
漁
し

た
日
‘
舟
を
か
け
て
い
る
人
が
宿
に
媒
り‘

「
お

日
待
ち
」
と
称
し
て
宿
を
と
り
‘
え
び
す
大
黒

に
鮭
一
匹
を
上
け
拝
み
‘
酒
と
餅
で
宴
を
は
る
。

（
話

者

中

村

四

明

3
4
.
1
2
.
1
9
生
）

食

生

活

①
乎
常
の
主
食

朝
メ

シ
は
‘
六
時
前
‘
米
二
升
に
麦

一
升
（
麦

は
煮
麦
）
の
割
合
で
炊
き
‘
●
iH
物
と
オ
ッ
ヨ
で

す
ま
せ
た
。

▲ 臼と杵
▲炊事用のなぺと

かま

▲ ジンペ（みそ製造用）

／
 

▲ひき 臼 （製粉用）
▲醒神（カマノカミ ＝かまどの神）
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由
植
え
時
に
は
九
時
半
頃
、
タ
バ
コ
と
し
て

粉
餅
・
お
に
ぎ
り
・
い
れ
米
を
食
べ
・
昼
メ
シ

は
お
鉢
を
弁
当
変
り
に
‘
塩
び
き
を
お
か
ず
と

し
た
。
午
後
三
時
頃
‘
タ
バ
コ
。

タ
メ
シ
は
午
後
八
時
す
ぎ
に
家
に
あ
か
り
‘

御
飯
と
お
つ
ゆ
・
泊
物
で
す
ま
せ
た
。

稲
刈
り
の
時
は
タ
メ
シ
は
午
後
六
時
頃
と

っ

こ
。

f
 

②
保
存
食

塩
漬
け
…
…
タ
ク
ワ
ン
。
秋
ほ
し
て
旧

一
〇

月
つ
け
る
。

み
そ
漬
け
：
…
・
う
り
の
サ
キ
沼
け
‘
す
そ
の

実
・
な
す
・
な
ん
ば
ん
・
人
参
・
ご
ぽ
う
を
入

れ
て
み
そ
泊
け
に
す
る
。

乾
燥
…
…
シ
ミ
餅
。
水
に
入
れ
て
シ
ミ
ら
せ

か
ら
竹
の
皮
で
包
ん
で
‘
纏
で
あ
ん
で
つ
る
し

ほ
し
て
お
く
。

(
3
)
餅
・
だ
ん
ご
を
作
る
日

餅
を
つ
く
る
日

―
二
月
二
八
日
・
・・
・・
・正
月
用
の
餅

一
月
一
四
日
…
ワ
カ
餅
（
お
供
え
餅
を

と

っ
て
神
棚
に
あ
げ
る

）

▲炉

二

月

一

日
…
・
：
小
正
月

三

月
三

日
：
●
●
：
節
句

（
草
も
ち
）

三

月

二

0
日
…
…
お
彼
岸
の
中
日

四
月
八
日
・
・
…
•
お
し
や
さ
ま
の
誕
生

九

月

九

日

…
…
節
句

-
0月
二

0
日
…
…
え
び
す
講

そ
の
他
月
の

一
日
・

一
五
日

・
ニ
四
日
は
休

み
日
で
餅
を
つ
く
。

赤
飯
を
つ
く
る
日

四
月
―
二
日
…
お
薬
師
さ
ま
の
お
祭
り

五

月

七

日

…
…
そ
う
り

（
田
植
初
め
の

日
）

五
月
某
日
…
•
•
•
さ
な
ぶ
り
（田
植
終
了
の

日
）

八

月

一
五
日
…
…
八
幡
神
社
の
祭
り

九

月

一
九
日
…
…
内
神

（屋
敷
神
）
さ
ま

の
祭
り

だ
ん
i

)

を
作
る
日

七
月
の
盆
…
…
…
団
子
を
盆
棚
に
あ
げ
る

十
二
月
八
日
…
…
コ
ト
バ
ラ
イ

（
か
ら
す

団
子

）

し
と
ぎ
を
作
る
日

九
月

一
九
日
の
内
神

（
お
稲
荷
さ
ん

）
さ
ま

を
祭
る
日

‘
米
を
う
る
か
し
て
こ
ね
て
‘
手
で

小
さ
く
に
ぎ
り
,
神
酒
•
か
け
魚
•
大
根
し
き

と
共
に
神
棚
に
あ
け
る
。

お
は
ぎ
を
つ
く
る
日

食
べ
た
い
時
作
る
。

（
話
者
：
…
榛
沢

人
の
一
生

A

①
産

育

志

磁

g

産
の
場
所
…
…
婚
家
の
納
戸
で
‘
夏
に
板
間
・

冬
に
は
低
を
敷
き
力
綱

（
荷
ぐ
ら
用
の
綱
…
…

馬
に
難
産
が
な
い
と
言

っ
て
）
を
用
い
た
。

枕

に
ニ
―

ぱ
の
わ
ら
を
た
ば
ね
て
、
毎
日
‘

一
本

ず
つ
抜
い
て
い
く
。

産

の

神
：
…
小
牛
田
の
山
の
神
さ
ま
。

後
産
の
し
ま
つ
…
…
お
寺
（
金
蔵
寺
）
の
抵

の
脇
に
‘
古
い
済
物
に
包
ん
で
、
マ
イ
バ
ァ
サ

ン
（
産
婆
）
が
も

っ
て
い
き
し
ま
つ
し
た
。

お
七
夜
…
…
ー
：
誕
生
し
て
七
日
目
‘
隣
近
所
‘

親
類
を
よ
ん
で
お
振
舞
を
す
る
。

こ
の
日
の
夜

に
‘
嫁
方
の
婆
さ
ん

・
仲
人
さ
ん
か
初
孫
を
抱

い
て
‘
贈
り
も
の
の
入

っ
た
行
李
を
も

っ
て
披

露
す
る
。
披
露
す
る
時
‘
祝
い
唄
を
皆
で
歌
い

孫
舞
い
を
に
ぎ
や
か
に
す
る
。

食
い
初
め
…
…
男
の
子
は

―

1
0
日
、
女
の

子
は

一
0
五
日
｀
赤
飯
を
炊
い
て
振
舞
う
。
子

供
に
は
お
膳
の
も
の
を
す
べ
て
箸
ず
け
し
て
や

る
。生

児
の
ま
じ
な
い
…
…
生
児
か
は
じ
め
て
家 ▲孫舞い

の
外
に
出
る
時
‘
生
児
の
額
に
犬
と
い
う
字
を

告
い
て
だ
す
。

産
の
忌
•
別
火
…

…

死
の
忌
よ
り
ヒ
ミ
ズ
か

悪
い
と
言
っ

て
忌
が
重
か

っ
た
。
お
産
の
時
‘

夫
は
産
部
屋
に
入

っ
て
は
い
け
な
い
し
、
家
族

の
者
は

一
週
間
よ
そ
の
家
に
行
か
な
い
し
‘
よ

そ
の
人
も
三
日
ぐ
ら
い
来
な
い

。

名
つ
け
…
…
お
し
ょ
う
さ
ん

•

お
じ
い
さ
ん

が
つ
け
た
。
え
び
す
親
が
つ
け
る
場
合
も
あ
る
。

子
供
の
生
育
が
悪
い
場
合
な
ど
家
の
近
く
の
道

に
捨
て
‘
子
供
を
連
れ
て
帰
え
る
。

こ
の
子
を

「
捨
男
」
な
ど
と
名
ず
け
る
。

②

婚

姻

婚
姻
の
方
式
と
名
称
…
…
嫁
入
り
婚

・
オ
フ

ル
メ
イ
。

婚

舎

…

…
婚
家
の
納
戸
。

出
立
ち
・
入
家
の
儀
礼
：
・
・
：
出
立
ち
は
台
所

か
ら
出
る
。
お
伝
い
の
人
が

「
お
た
ち
の
唄
」

を
歌
い
先
均
す
る
。
入
家
の
儀
式
は
台
所
か
ら

入
る
。
入
る
時

「
マ
チ
キ
ョ
ウ
ブ

」
（
―
-
オ

i

―
ニ
オ

の
女
子
）
が
台
所
の
戸
口
に
立

っ
て

塩
と
水
を
与
え
る
。
嫁
は
そ
れ
で
身
を
浄
め
る
。

婚
家
の
親
せ
き
の
人
か
傘
を
嫁
に
か
ぶ
せ
る
。

カ
ネ
ッ
ケ
：
：
•
•
明
治
時
代
は
カ
ネ
ッ
ケ
‘
眉

剃
り
を
し
た
。

人
の
一
生

①

葬

送

部
落
の
宗
旨
・:
．．． 
曹
澗
宗

棺
…
…
坐
棺
で
、
大
工
さ
ん
が
作

っ
た
。

葬
制
…

•
••
土
葬
で
結
社

（契
約
講
）
の
人

か
す
る
。

ジ
ド
リ

（
穴
を
掘
る
人

）。

ロ
ク
シ

ャ
ク

（
棺
を
か
つ
ぐ
人

）。

ウ
チ
マ
ワ
リ

（
家

に
い
る
人

）
な
ど
の
役
目
か
あ
る
。

B 
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②

墓

制

種
類
：
・・・
単
砥
制

場
所
…
…
金
蔵
寺
絡
地
内

異
状
死
の
場
合
：
・
・
・
・
外
で
死
ん
だ
場
合
は
オ

カ
ミ
か
ら
あ
げ
る
。

（話
者
…
…
三
浦
み
よ
の

明
治

3
2
.
1
0
.
2
2
日
生
）

年
中
行
事

（
月
は

旧
暦
）

（
正
月
の
用
意

煤
払
い
：
・
…
―
二
月
二

0
日
、
神
棚

・
家
の

を
大
掃
除
す
る
。

納
豆
ね
せ
…
…

―
二
月
二
五
日

松
迎
え
…
…
お
正
月
さ
ま
の
松
を
山
に
行

っ

て
伐
る
。

ま
ち
た
し
…
…
―
二
月
二
六
日
ー

ニ
七
日
、

お
正
月
の
使
う
物
を
町
に
行

っ
て
買

っ
て
く
る
。

餅
つ
き
・・・・・
ー
―
二
月
二
八
日

①
年
越
し

正
月
か
ざ
り
…
・:
―
二
月
三

0
日
、
風
呂
に

入
っ
て
注
連
縞
を
な
い
、

神
棚
に
か
ざ
る
。

ゴ
ン
ポ
ウ
縄
を
ナ
カ
間
に
五
本

・
キ
門
に

二
本

か
ざ
り
‘
コ
ド
ン
縄
を
各
建
物
の
入
口
や
股
具

に
も
か
ざ
る
。
神
棚
の
お
正
月
さ
ま
に
山
か
ら

伐
っ
て
き
三
が
い
の
松
を
か
ざ
り
、
各
神
棚
に

は
ホ
｀
ン
の
玉
の
上
に
カ
ガ
ミ
餅

一
個
に
お
供
え

餅
二
個
を
あ
げ
る
。

ア
ワ
ン
ボ
ウ
・・・・・・
柳
の
枝
に
五
個
餅
を
つ
け

た
も
の
を
ナ
カ
の
間
に
種
も
み
の
し
ま

っ
て
あ

る
倉
に
は
七
個
つ
け
た
も
の
を
あ
げ
る
。
各
神

棚
や
釜
の
神
・

内
神

（
屋
敷
神
）
に
は
松
の
シ

ン
を
さ
し
た
神
酒
ぴ
ん
を
供
え
る
。

臼
を
伏
せ
る
…
…
臼
の
年
越
し
と
言
っ

て‘

庭
の
隅
に
臼
を
伏
せ
‘
伏
せ
た
な
か
に

一
升
ま

す

（
米
と
餅

の
入
っ
た
）
を
入
れ
‘
臼
の
外
側

に
注
連
縄
を
は
る
。

ミ
タ
マ
サ
マ
…
…
箕
に
ま
ち
た
し
で
買
っ
て

き
た
箸
を
六
角
形
に
な
ら

ぺ
、
そ

の
中
に
シ
ト

ギ
・
納
豆
•
ふ
の
り
を
か
ざ
り
、
ザ
‘
ン
キ
の
二

階
に
北
向
き
に
供
え
る
。

年
取
り
の
御
飯
•
•
•
神
棚
に
お
供
え
を
か
ざ

り
‘
神
酒
•
御
飯
を
あ
げ
拝
み
‘
料
理
を
作っ

て
一
年
最
後
の
食
事
を
す
る
。

①
正

月

元
朝
詣
り
…
…
午
後

一
時
か
ら
二
時
頃
、
内

神

（
屋
敷
神
）

・
八
幡
社

（
氏
神
）

・
牧
山
の

順
で
参
詣
す
る
。

若
水
…
…
伏
せ
た
臼
に
若
水
桶
を
の
せ
‘
四

日
の
臼
起
し
の
日
ま
で
井
戸
よ
り
花
水
を
迎
え

る
。
そ
の
水
で
朝
に
雑
煮
を

つ
く
る
。

倉
ビ
ラ
キ
…
•
•
•
一
月
二
日
、
サ
ン
ゴ
サ
カ
ナ

（
大
根
・
コ

ン
プ

・
鰹
節
の
け
ず
り

の
三
色
も

の
）
を
小
皿
に
入
れ
た
も
の
と
神
酒
を
盆
に
の

せ
倉
に
あ
げ
て
拝
む
。
そ
の
後
‘
牛

・
馬
を
外

（
南
方
）
に
だ
し
‘
鞍
を
か
け
た
り
‘
し
か
け

を
す
る
。

▶
ミ
タ
マ
サ
マ

臼
起
し
…
…

一
月
四
日
。

ダ
シ
入
レ
・・・・
・・
四
日

、
木
箱
に
ぎ

っ
し
り
入

れ
て

い
た
棚
木
を
だ
し
た
り
‘
入
れ
た
り
す
る
。

仕
事
初
め

の
意
味
あ
り
。

若
木
迎
え
…
…
六
日
、
魚
カ
ギ

の
コ

ド
シ
縄

や
オ
ハ
ネ

（
米
）
を
も

っ
て
山
に
行
き
‘
お
が

み
若
木
を
迎
え
る
。

七
草
粥
…
…
七
日
‘
前
の
晩
‘
七
草
を
ね
せ

て
た
た
き
、
朝
に
お
粥
に
入
れ
て
食
べ
る
。

農
は
だ
て
…・
:

1
0
日
、
モ
ト
ツ

・
苗
用
織
・

馬
の
ロ
カ
ゴ

・
荷
鞍
用
縄
な
ど
の
わ
ら
作
業
を

す
る
。
昔
は

一
―
日
で
あ

っ
た
。
こ
の

日
の
朝

食
は
フ
ク
テ
餅
や
ホ
シ
の
玉
の
お
供
餅
を
お
ろ

し
て
雑
煮
に
入
れ
て
食
べ
る
。

農
は
じ
め
…
…
一
―
日
、
お
田
の
神
（
神
棚
）

に
あ
げ
た
松
を
下
ろ
し
‘
田
に
行

っ
て
さ
し
‘

マ
ン
ノ

ウ
で
田
を
掘
る
ま
ね
を
す
る
。

獅
子
振
り
…
…
ー
一
日
、
結
社

（契
約
購
）

の
社
貝
が
振
る
。

お
な
ご

女
子
の
年
と
り
…
…

一
四
日
‘
夜
‘
お
正
月

さ
ま
に
ア
カ
ッ
キ
粥
を
あ
げ
拝
み
‘
お
正
月
さ

ま
を
内
神

（屋
敷
）
に
お
さ
め
る
。
そ
の
晩
ち

が
っ
た
所
で
宿
る
な
‘
年
越
し
の
所
で
宿
ま
れ
。

ア
カ
ツ
キ
粥
の
汁
は
と
っ
て
お
き
‘

一
五
日

の
昼

‘
屋
敷
の
松
に
ネ
ズ
ミ

・
モ
グ

ラ
よ
け

と
称
し
て
ふ
り
か
け
る
。

―
四
日
、
お
正
月
さ
ま
に
あ
げ
た
御
幣
で
ヨ

リ
を
つ
く
り
家
族
の
目
を
な
で
、
目
の
神
だ
と

言

っ
て
、
自
在
鈎
に
結
ん
で
お
く
。

お
正
月
さ
ま
に
あ
げ
た
お
松
を

―
二
本
と

っ

て
ナ
カ
ノ
間
の
炉
ぶ
ち
に
さ
し
拝
み
‘
ウ
ラ
火

を
つ
け
‘
燃
え
方
で
一
年
の
天
候
を
う
ら
な
う
。

ミ
タ
サ
マ
の
送
り
…
…
一
四
日
‘
箕
で
お
婆

さ
ん
の
腰
を

「
ホ
ー
ホ
ー
」
と
言

い
な
が
ら
た

た
き
‘
氏
神
に
送
り
だ
す
。

カ
ラ
ス
追
い
…
…

一
六
日
の
早
朝‘

一
四
日

お
ろ
し
た
ヤ
ヘ

イ
紙

（
御
幣
）
を
竹
の
先
に
結

ん
で

ホ
ー
ホ
ー
と
さ
け
び
カ
ラ
ス
を
追
つ。

昔

は

一
四
日
、
山
に
行
っ

て
カ

ツ
の
木
を
切

っ
て

削
り
か
け
を

つ
く
り
神
棚
に
あ
け
供
え
‘
残

っ

た
カ
ツ

（
勝
）
の
木
で

バ
チ
を
つ
く
り
、
カ
ラ

ス
追
い
の
竹
を
た
た
い

て
カ
ラ
ス

を
追

っ
た
。

④

二

月

小
正
月

（
ッ
タ
の
正
月
）

・・・・・・

ミ
ソ
カ

（一

月
二
八
日
）
に
山
に
行

っ
て
‘
ッ

タ
の
葉
を
と

っ
て
き
て
神
棚
に
あ
げ
‘
餅
を

つ
き
三
日
う
ち

お
正
月
さ
ま
御
膳
を
あ
げ
る
。

契
約
講
（
結
社
）
…
…

一
0
日
の
昼
か
ら

一

一
日
に
か
け
て
‘
組
々
に
宿
を
と
っ
て
礼
儀
作

法

・
謡
を
歌
い
規
約
を
確
認
し
‘
行
事
に
つ

い

て
協
議
を
す
る
。
講
貝
は
1
5
オ
以
上
の
各
家
の

あ
と
つ
ぎ
で
結
成
さ
れ
て
い
る

Q

大
黒
さ
ま
の
も
ど

っ
て
く
る
日
：
・・
・・
八
日
、

休
み
日
で
あ
る

(
―
二
月
八
日
参
照
）

観
音
講
（
姑
）
…
…

一
八
日
。

地
蔵
講
（嫁
）
•
•
•
…

二
八
日
。

(
4
)
三
月
•
四
月

桃
の
節
句
・
・・・・・
三
月
三
日
‘
毒
消
し
と
称
し

て
草
餅
を

つ
く
。

山
の
神
講
（嫁
）
…

•
•
•三
月

―
二
日
。

お
彼
岸
…
…
三
月
二

0
日
‘
御
粕
進
料
理
を

つ
く
り
仏
翔
に
あ
げ
‘
硲
詣
り
を
す
る
。

お
し

や
か
さ
ま
の
誕
生
日
…
…
四
月
八
日
。

お
薬
師
さ
ま
の
祭
礼

：
：
四
月

―
二
日
。

(
6
)
五
月
•
六
月

節
句
：・
・・
・
五
月
五
日
‘
休
み
日

で
な
い
。

お
日
祭
り
…
…
五
月
六
日
、
股
業
ド
メ
と
称

し
て
田
に
入
ら
な
い
。
結
社

（契
約
講
）
で
八



り．
．
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I ... 契約講の規約書

2…契約講の倉庫（冠婚葬祭用 の食器

類ー 式を納めておく）

3・・ ・観音講の掛軸
4 ... 山の講の掛軸

幡
神
社

（
村
氏
神

）
に
い
っ
て
拝
む
。
代
か
き

な
ど
で
つ
か
れ
て
い
る
の
で

「
手
ア
ソ
ビ
」
と

言
っ

て
田
植
え
前
休
息
を
と
る
。

そ
お
リ
・
・
・
・
・
五
月
七
日
、
田
植
え
初
め
の
日
、

田
の
神
か
降
り
て
く
る
と
言
っ

て
苗
を
三
把
に

た
ば
ね
‘
そ
れ
ぞ
れ
に
赤
飯
お
に
ぎ
り
を
上
に

あ
げ
お
か
む
。

さ
な
ぷ
り
…
…
五
月
の
田
植
え
終
了
日
、
田

の
神
が
の
ぼ
る
と
称
し
て
‘
苗

一
把
に
た
ば
ね

た
も
の
と
赤
飯
を
お
田
の

神

（
神
棚
）
に
あ
け

お
が
む
。

ム
ケ
の
朔
日
…
•
•
•
六
月一日

‘

馬
の
ス
カ
ン

ポ
を
座
敷
に
ま
い
て
掃
く
。

こ
れ
を
ノ
ミ
の
フ

ネ
と
言
う
。

⑦

七

月

ナ
ノ
カ
日
・
・
・
・
・
・
七
日
、
井
戸
替
え
‘
墓
掃
除
。

こ
の
日
、
お
盆
さ
ま
を
迎
え
に
行
く
と
称
し
て

麦
カ
ラ
で
馬
に
人
が
の

っ
た
人
形
を
つ
く
り
馬

屋
の
屋
根
の
上
に
か
ざ
る
。

盆
箸
…
…
十

一
日
、
山
に
行

っ
て
柳
の
枝
を

伐

っ
て
く
る
。
十
三
日
に
六
膳
ぶ
ん
の
盆
箸
を

つ
く
る
。

盆
棚
か
ざ
り
…
…
十
三
日
‘
仏
坦
の
近
か
く

に
盆
棚
を
組
み
た
て
る
。
四
隅
の
柱
に
は
花
竹

・

す
す
き
•
だ
ん
ご
花
を
か
ざ
り
棚
の
上
段
の

一
番
奥
に
は
位
牌

・
観
音
さ
ま
を
な
ら
べ
‘
盆

ご
も
（
手
製
）
の
上
に
供
物
（
ボ
タ
餅
•
そ
ぞ

め
•

栗
•
な
す
・
と
う
き
び

）
を
供
え
‘
前
の

机
に
は
カ
ネ
・
線
香
だ
て
を
沼
き
三
日
間
お
が

む
。高

燈
籠

（
柱）

・・・・・・

一
三

日
、
ア
タ
リ
日

（
年

忌

）
の
年
に
は
前
庭
に
竹
の
燈
籠
を
立
て
‘
夕

方
‘
提
燈
に
火
を
つ
け
仏
さ
ま
を
迎
え
る
。
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お
墓
詣
り
…
…

一
五
日
、
お
六
杢
に
花
竹
を
か

ざ
り
‘
ヌ
レ
米
（
水
に
う
る
か
し
て
お
い
た
米

に
ナ
ス
を
き
ざ
ん
だ
も
の
を
ま
ぜ
る
）
を
カ
ボ

チ
ャ
の
築
や
紙
に
包
ん
て
お
秘
に
あ
げ
‘
お
が

む。
盆
送
り
…
…

一
六
日

‘
盆
さ
ま
に
夕
御
飯
を

あ
げ
お
か
み
‘
盆
棚
オ
ロ
シ
を
す
る
。
盆
ご
も

に
か
ざ
り
や
供
物
を
包
ん
で
前
の
道
の
十
字
路

で
火
を
つ
け
る
。

送
り
盆
：…
•

三
0
日
、
七
色
の
ア
イ
モ
ノ
を

仏
坦
に
あ
げ
お
か
む
。

①
八
月

・
九
月

八
幡
神
社
の
祭
礼
•
•
八
月
一
四
日
は
夜
ご

も
り
‘
部
落
の
人
々
参
詣
す
る
。

一
五
日
‘
祭
典
‘
神
楽
を
奉
納
す
る
。（
毎
年

で
な
い
が
後
谷
地
の
人
々
を
た
の
ん
で
奉
納
）

お
め
月
さ
ま
·
·
…
•
八
月一
五
日
‘
夜‘
す
す

き
や
果
物
を
あ
け
て
お
が
む
。

内
神
（
屋
敷
神
…
お
荷
稲
さ
ま
）
の
お
祭
り

＂ 杉
並

ア
タ
リ
目
で
な

い
年

に
は
前
庭

に
竹
柱
を
立
て

夕
方
‘
提
燻

に

火
を
つ
け
る
．

華の杉

…
…
九
月

一
九
日
。
赤
飯
を
炊
き
‘
御
膳
あ
げ

を
す
る
。

お
彼
岸
の
中
日
…
•
•
九
月
ニ
一
日
、
油
あ
げ

な
ど

の
精
進
料
理
を
つ

く
り
仏
坦
に
あ
げ
‘
お

墓
詣
り
を
す
る
。

①

十

月

大
根
の
年
と
り
…
…

一
0
日
、
大
根
の
さ
け

る
音
が
す
る
と
病
気
に
な
る
と
か
病
気
か
長
引

く
と
か
と
言
う

。

こ
の
日

•

以
前
は
大
根
を
収

稜
し
て
い
け
な
い
。

観
音
講
…
…
一
八
日
。

え
ぴ
す
講
…
…
二

0
日
、
カ
ケ
ザ
カ
ナ
と
称

し
て
神
棚
に
鮒
を
あ
け
、
そ
の
後
お
ろ
し
て
井

戸
に
は
な
す
。

契
約
講
（
結
社
）

…
…
二
五
日
。

地
蔵
講
（
嫁
講
）
…
二
八
日
。

⑭
十
二
月

コ
ト
バ
ラ
イ
…
八
日
、
出
雲
の
国
々
に
神

神
が
帰
え
る
と
言
っ
て
八
日
団
子
を
作
り
‘
道

路
わ
き
に
団
子
を
さ
し
て
は
ら
う
。
通
年
は
枝

に
団
子

―
二
個
‘
う
る
年
は
一

三
個
つ
け
る
。

こ
の
日
‘
木
箱
か
ら
木
を
と
り
だ
し
お
っ
て

四
本
の
く
し
の
先
に
そ
れ
ぞ
れ
豆
腐
を
さ
し
｀

炉
の
四
限
に
立
て
‘
ど
び
ん
で
お
茶
か
け
る
。

大
黒
さ
ん
の
嫁
迎
え
…
一
〇
日
、
お
膳
に

マ
ッ
カ
大
根
に
魚
を
結
び
つ
け
た
も
の
を
の
せ

神
棚
に
あ
げ
お
が
む
。
昔
は
男
大
根
と
マ
ッ
カ

大
根

（
女
大
根
）
を
の
せ
て
あ
げ
た
。

（
話

者

後

藤

政

雄

明

治

43
.
3
.
2
生）
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昭和52年度南境民具収集品一覧表

項 目 品 名 計

コヤシマンノウ 、ヒ ッコマン ノウ(2)、三本マン ノウ

シロカキマ ングワ、シ ロカキニ グラ（馬用）、

農 具 シロカキニグラ（牛用） 、箕、センバゴキ 、 14 
草カリ鎌、稲カリ鎌、

桑キリ包丁、除草機、麦まき機

衣 二枚ハダコ、ハ ンコ モモヒキ、

（作織業機衣）
イトグルマ、イトマキ 、イト トリ、 6 
稜 （ござをつくる）

住 自在カギ、ガンドウ （灯火具） 2 

ナベ、タ ンポ（木製）、カタ クチ （木製）、

食 タンボ（木製）、サカズキ(2)、ユド （木製）、 47 
カイセキゼン(20)、ネコアシゼン(20)

総 計 69 
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巨
樹． 

東雲寺シダレザク ラ

石
巻
市
文
化
財
保

護
委
員

佐

々

木

名
木
等
分
布
調
査
報
告

一
、
は
じ
め
に

石
巻
市
文
化
財
保
護
委
員
会
で
は
‘
昭
和
五

十
二
年
度
事
業
の
一
っ
と
し
て
‘
天
然
記
念
物

保
護
の
基
礎
査
料
を
得
る
た
め
‘
巨
樹
‘
名
木

等
の
分
布
状
況
の
調
査
を
実
施
し
た
。
こ
れ
は

そ
の
概
略
の
報
告
で
あ
る
。

昭
和
五
十
二
年
八
月
か
ら
五
十
三
年
四
月
ま

で
、
市
内
の
神
社
‘
寺
の
境
内
を
中
心
に
主
な

樹
木
を
調
査
し
｀
そ
の
特
徴
を
記
入
し
た
カ
ー

ド
を
作
り
‘
さ
ら
に
‘

二
万
五
千
分
の

一
地
形

図
に
場
所
を
示
し
て
分
布
図
を
作
成
す
る
作
業

が
行
わ
れ
た
。

調
査
に
当

っ
た
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

m調
査

員

佐

々

木

豊・（
文
化
財
保
護
委
員
）

③
調
査
補
助
員

佐

々

木

忠

義

（宮
城
植
物
の
会
会
員
）

新

妻

幹

也（石
巻
裔
校
生

）

高

橋

和

彦（石
巻
高
校
生

）

調
査
は
全
市
域
を
対
象
と
し
た
か
‘
全
域
を

網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
‘

一

部
主
要
な
と
こ
ろ
も
調
査
し
残
し
て
お
り
‘
今

後
の
調
査
で
補

っ
て
い
く
必
要
を
感
じ
て
い
る
。

こ
の
調
査
中
｀
た
く
さ
ん
の
方
々
の
お
世
話

に
な
り
‘
親
切
な
御
教
示
を
い
ろ
い
ろ
い
た
だ

い
た
。
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
け
た
い

。

ま
た
‘
や
む
を
え
ず
‘
所
有
者
に
無
断
で
調

壺
を
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
場
合
も
何
回
か
あ

っ
た
。

こ
の
機
会
に
失
礼
の
あ

っ
た
こ
と
を
お

詫
び
し
‘
お
許
し
を
お
願
い
し
た
い

。

二
、
調
査
地
と
主
な
樹
木

ー
、
蛇
田
地
区

①
東
雲
寺
境
内

ア
、
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

エ
ド
ヒ
ガ
ン
の
老
木
て
名
木
の
風
格
か
あ
る
。

枝
張
り
は
東
西
十
五
メ
ー
ト
ル
‘
南
北
八
メ
ー

ト
ル
あ
り
‘
目
通
り
幹
囲
一＿一

・
一
メ
ー
ト
ル
て

市
内
て
は
最
大
の
サ
ク
ラ
で
あ
る
。

イ
、
イ
チ
ョ
ウ

目
通
り
幹
囲
三
•
〇
メ
ー
ト
ル
。
萌
芽
を
多

く
出
し
樹
勢
か
よ
い

。

ウ
、
イ
チ
イ

笠
形
に
仕
立
て
ら
れ
た
径
六
メ
ー
ト
ル
の
名

木
で
あ
る
。

②
愛
宕
山
ア
カ
マ
ツ
樹
叢

通
称
曽
波
の
神
山
の
中
腹
に
は
‘
胸
高
直
径

30cm
以
上
の
ア
カ
マ
ツ
が
四
十
株
ほ
ど
あ
り
‘

豊

景
観
的
に
す
ぐ
れ
た
樹
叢
を
つ
く
っ
て
い
る
。

最
大
の
も
の
は
‘
目
通
り
幹
囲
ニ

・
九
五
メ

ー
ト
ル
の
株
で
あ
る
。
（
調
査
時
‘
枯
損
木
が

見
ら
れ
た
か
‘
現
在
で
は
さ
ら
に
枯
担
が
ひ
ど

く
絶
望
的
な
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
54
.
3
)

2
、
山
下
地
区

①
禅
昌
寺
境
内

ア
、
ケ
ヤ
キ

高
さ
六
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
六
つ
の
幹
に

分
か
れ
‘
束
西

二
十
メ
ー
ト
ル
‘
南
北
十
五
メ

ー
ト
ル
に
枝
を
ひ
ろ
け
樹
勢
さ
か
ん
で
あ
る
。

目
通
り
幹
囲
三

・
七
メ
ー
ト
ル
。

イ
、
カ
ツ
ラ

目
通
り
幹
囲

ニ

・
七
メ

ー
ト

ル
の
も
の
と
‘

一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
二
株
あ
る
。
禅
昌

寺
の

山
号
桂
林
山
に
因
ん
で
植
え
ら
れ
た
も

の

で
あ
る
と
い
う
。

ウ
、
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

古
木
て
は
な
い
か
‘
十
株
は
ど
あ
り
寺
域
の

禅

昌

寺

ケ

ヤ

キ

4i K
i賣

4
'̀

c

②
明
神
山
経
塚
の
ク
ロ
マ
ッ

目
通
り
幹
囲
二
•

四
メ
ー
ト
ル
と

一
・

八
五

メ
ー
ト
ル
の
も
の

二
株
で
‘
細
い
方
は
折
れ
損

じ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

ア
カ
マ
ツ
‘
ク
リ
‘
コ
ナ
ラ
な
ど
か
い

っ
し

ょ
に
生
え
て
い
る
。

③
鳥
屋
神
社
境
内
の
ク
ロ
マ
ッ

胸
高
直
径

30cm
以
上
の
ク
ロ
マ
ツ
が

六
株
あ

り
、
最
大
の
も
の
は
目
通
り
幹
囲

二

・
六
メ
ー

ト
ル
で
あ
る
。

控
内
に
は
サ
ク
ラ

（ソ

メ
イ
ヨ
シ

ノ
）
か

十

株
は
ど
あ
り
‘
開
花
時
に
は
ク
ロ
マ
ツ
と
よ
く

調
和
す
る
。

3
、

石
巻
•
門
脇
地
区

①
鰐
山
松
並
木

明神山 クロマ ツ

景
観
を
つ
く
る
上
で
有
効
な
は
た
ら
き
を
し
て

い
る
。
最
大
の
も
の
は
L基
地
に
あ
る
目
通
り
幹

囲
。ニ

・一二
五
メ
ー
ト
ル
の
株
て
あ
る
。
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大
街
道
か
ら
石
巻
の
町
に
は
い
る

IEI
道
に
あ

っ
た
松
並
木
の
残
存
て
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
碓

か
な

こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

ア
、
ア
カ
マ
ッ

胸
高
直
径

25cm
以
上
の
ア
カ
マ

ツ
か

28
株
あ

る
。

最
大
の
株
の
目
通
り
幹
囲
は

一
•

八
五
メ

レ
°

ー
ト
）
 

イ
、
イ
ヌ
ザ
ク
ラ

鰐
山
北
西
部
に
は
イ
ヌ
サ
ク
ラ
か
よ
く
目
に

つ
く
が
、
地
上
〇
•
五
メ
ー
ト
ル
で
の
幹
囲
い

一
•
六
五
メ
ー
ト
ル
の
最
も
大
き
い
株
が
こ
こ

に
あ
る
。

②
羽
黒
山
鳥
屋
神
社
境
内

ア
、
ク
ロ
マ
ッ

ソマ口ク山黒

]

i

‘

q
羽

胸
高
直
径

39Cm
以
上
の
も
の
か
四
十
株
あ
り
‘

う
ち
十
七
株
は

50cm
以
上
の
株
で
あ
る
。
最
大

の
も
の
は
目
通
り
幹
囲
ニ

・
八
五
メ
ー
ト
ル
て

あ
る
。

イ
、
サ
ク
ラ

（
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
）

約
百
株‘

壮
令
樹
か
多
く
桜
の
名
所
の

一
っ

で
あ
る
。

③
海
門
寺
公
園

大
き
な
樹
木
か
多
く
‘
胸
高
世
径

50cm
以
上

ア
カ
マ
ツ
‘
エ
ノ
キ
‘
イ
チ

の
も
の
は
モ
ミ

ョ
ウ
‘
カ
エ
テ
‘
サ
ク
ラ
な
ど
種
類
も
多
い

。

ア

、

モ

ミ

日和山 クロマツ

苔

A

ヤ
↑

胸
高
直
径
50
以
上
の
も
の
二
十
三
株
。
う
ち

二
株
は
‘
目
通
り
幹
囲
三

・
九
メ
ー
ト
ル
の
も

の
と
三

．
l

メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
る
。

イ
、

ア
カ
マ
ッ

胸
高
直
径
30cm
以
上
の
も
の
か
十

一
株
あ
り
‘

目
通
り
幹
囲

ニ

・
七
メ
ー
ト
ル
の
も
の
か
最
大

の
株
て
あ
る
。

④
日
和
山

百
株
あ
ま
り
の
ク
ロ
マ
ツ
が
日
和
山
の
景
観

を
つ
く

っ
て

い
る
主
な
樹
木
で
あ
る
か
‘

そ
の

他‘

ケ
ヤ
キ
‘
サ
ク
ラ
（
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ

）
シ

タ
レ
ザ
ク
ラ
‘
ク
ス
ノ
キ
‘
タ
プ
‘

ヒ
イ
ラ
キ
‘

ツ
バ
キ
‘
イ
チ

ョ
ウ
‘
月
桂
樹
‘
ヒ
マ

ラ
ヤ

ス

ギ
‘
カ
ヤ
‘
サ
イ
カ
チ
な
ど
種
類
か
多
い
。

ア
、
ク
ロ
マ
ッ

目
通
り
幹
囲
三
•

一
メ
ー
ト
ル
の
も
の
か
最

＇ 

{
]
＇
 

も
大
き
い
株
で
‘
胸
高
直
径
50cm
を
越
す
も
の

か
約
五
十
株
あ
る
。

海門寺 モミ

イ
、
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

目
通
り
幹
囲
二
•
〇
メ
ー
ト
ル
の
も
の
が
二

株
あ
る
。

ウ
、
ク
ス

ノ
キ

県
内
て
も
植
え
ら
れ
て
い
る
の
は
数
少
い
も

の
で
あ
る
。
当
地
方
か
最
も
北
に
な
る

の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
三
株
あ
り
‘
鹿
島
御
児

神
社
税
内
の
も
の
か
最
も
大
き
く
、
目
通
り
幹

囲
一

・
ニ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

エ
、
サ
イ
カ
チ

門
脇
か
ら

の
参
道
登
り
口
に
胸
高
直
径
50cm

以
上
の
も
の
か
三
株
あ
り
、
最
大
の
も
の
は
‘

目
通
り
幹
囲
ニ

・
ニ
五
メ
ー
ト
ル
て
あ
る
。

⑤
西
光
寺
境
内
の
シ
ラ
カ
シ

目
通
り
幹
囲
ニ

・
ニ
メ
ー
ト
ル
。
四
メ
ー
ト

ル
の
高
さ
て
四
つ
の
幹
に
分
か
れ
‘
樹
勢
よ
く

四
方
に
枝
か
伸
ひ
て
い
る
。

⑥
稲
法
寺
境
内

ア
、
イ
チ
ョ
ウ

目
通
り
幹
囲
三

・
七
メ
ー
ト
ル
て
‘
樹
勢
が

よ
い
。

イ
、
イ
プ
キ

幹
囲
二

．
0
メ
ー
ト
ル
の
古
木
。
丈
は
約
十

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
て
‘
斜
上
し
て
伸
ひ
て
い
る
の

で
‘
支
柱
か
し
て
あ
る
。

ウ
、
サ
イ
カ
チ

目
通
り
幹
囲
ニ

・
七
メ
ー
ト
ル
。

エ
、
ク
ロ
マ
ッ

胸
裔
直
径

50cm
以
上
の
も
の
十
二
株
。
最
大

の
株
は
、
目
通
り
幹
囲
二
•
〇
五
メ
ー
ト
ル
。

オ
、
ア
ン
ラ
カ

印
度
原
産
の
ハ
ラ
科
植
物
で
‘
リ

ン
ゴ
に
似

た
花
を
つ
け
る
。
サ
ル
ス
ヘ
リ
の
よ
う
に
つ
る

つ
る
し
た
幹
て
‘
黒
み
か
か

っ
た
色
を
し
て
い

し一

住 吉ケヤキ

る
。
ナ
シ
の
こ
と
を

「
ア
リ
ノ
ミ
」
と

い
う

の

は
‘
こ
の
ア
ン
ラ
カ
か
ら
き
て
い
る
と
も
言
わ

れ
て
い
る
。
珍
し

い
木
で
あ
る
。

目
通
り
幹
囲

一
・
ニ
五
メ
ー
ト
ル

‘
高
さ
は

五
メ
ー
ト
ル
は
ど
の
木
で
あ
る
。

▶
称
法
寺
イ
ブ
キ

カ
、
タ
ラ
ヨ
ウ

地
際
よ
り
四

つ
に
株
分
か
れ
を
し
て
い
る
。

根
ま
わ
り
は

一
・
七
メ
ー
ト
ル
て
あ
る
。

4
、
住
吉
地
区

①
大
島
神
社
境
内

ア
、
ケ
ヤ
キ

目
通
り
幹
囲
三

・
ニ
メ
ー
ト
ル
。
社
殿
束
側

の
も
の
は
‘
風
で
倒
れ
か
か

っ
た
た
め
秋
に
伐

採
さ
れ
て
い
る。

イ
、
イ
チ

ョ
ウ

目
通
り
幹
囲
ニ

・
三
メ
ー
ト
ル
‘

主
幹
が
高

さ
八
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
て
折
れ
‘
側
枝
の
方

述
-”
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慈 恩院ポダイジ ュ

五十鈴神社シイ

が
伸
び
て
い
る
。

ウ
、
ク
ロ
マ
ッ

巻
石
の
そ
ば
に
あ

っ
て‘

川
に
つ
き
だ
し
て

い
る
形
の
名
木
‘
一
株
°

②
広
済
寺
境
内
の
ク
ロ
マ
ッ

三
株
あ
り
‘
最
も
大
き
い
株
は
目
通
り
幹
囲

ニ

・
三
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

＂酋`'l

`
 

③

三
峰
神
社
の
イ
チ
ョ
ウ

目

通
り
幹
囲
い
三
・

七
メ
ー
ト
ル
。
一
•

五

メ
ー
ト
ル

の
裔
さ
で
三
つ
の
幹
に
分
か
れ
て
い

る
。
道
路
側
の
樹
皮
か
は
か
れ
‘
樹
勢
に
衰
え

が
見
ら
れ
る
。

5
、
湊
地
区

①
慈
恩
院
の
ボ
ダ
イ
ジ
ュ

イ
ン
ド
の

ポ
ダ
イ
ジ
ュ

（ク

ワ
科
）
で
は
な

v、
シ
ナ
ノ
キ
科
の
種
て
あ
る
か
‘
正
確
な
柾

名
は
わ
か
ら
な
い
。

ほ
と
ん
ど
朽
ち
た
よ
う
な
状
態
て
あ
る
か
‘

1
2ぷ

三峰神社イチョウ

際 ケヤキ

こ
の
種
類
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
萌
芽
か
多
く
見

う
け
ら
れ
る
の
で
、
再
生
も
考
え
ら
れ
る
。

雲
居
禅
師
が
植
え
た
も
の
で
あ
る
と

い
う。

②
藤
巻
、
稲
荷
神
社
の
ク

ロ
マ
ッ

目
通
り
幹
囲
ニ

・
七
メ
ー
ト

ル
、
旧
北
上
川

べ
り
の
道
路
に
側
枝
を
出
し
て
い
る
。
根
方
に

安
政
年
間
に
建
て
ら
れ
た

「
藤
花
諮
」
と

い
う

歌
碑
が
あ
る
。

6
、

渡

地

区

①
際
の

ケ
ヤ
キ

際
部
落
の
庚
申
塔
｀
三
界
万
年
平
塔
‘
馬
頭
観

音
な
ど
の
石
塔
の
建
つ
と
こ
ろ
に
‘
市
内
で
最

大
と
思
わ
れ
る
ケ
ヤ
キ
か
あ
る
。
目
通
り
幹
囲

い
四
•
五
メ
ー
ト
ル
で
樹
勢
に
は
や
や
衰
え
の

見
ら
れ
る
老
樹
で
あ
る
。

（
２
）
原
•
熊
野
神
社
の
ス
ギ

目
通
り
幹
囲
二
•

五
六
メ
ー
ト
ル
の
も
の
か

一
株
烏
居
の
す
く
そ
は
に
あ
り
‘
石
段
沿
い
に

十
株
は
ど
あ

っ
た
も
の
の
残
り
て
あ
る
と
い
う
。

③
伊
去
速
分
神
社
ク
ロ
マ

ツ
社
叢

樹
高
十
五
ー

ニ
十
メ
ー
ト

ル
‘
胸
高
直
径

30

em
以
上
の
ク

ロ
マ
ツ
か
四
十
四
株
か
ら
な
る
社

殻
て
‘
隣
接
す
る
空
地
の
十
二
株

の
ク
ロ
マ

ッ

と
合
わ
さ

っ
て
‘
渡
波

の
市
街
地
の
中
て
ひ
と

き
わ
目
立
つ
杜
と
な

っ
て
い
る
。
最
大
の
株
は

目
通
り
幹
囲
三

・
三
メ
ー
ト
ル
て
‘
市
内
て
最

大
の
太
さ
を
も

つ
株
て
あ
る
。

防
潮
林
と
し
て
湊
ま
で
続
い
て
い
た
も
の

の

残
存
で
‘
記
録
は
な
い
か
、
原
田
氏
に
よ
り
植

え
ら
れ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
と
い
う
。

杞
ヽ

④
宮
殿
寺
境
内

ア
、
ク
ロ
マ
ッ

目
通
り
幹
囲
二
•

五
メ
ー
ト
ル
の
も
の
が

一

株
‘
山
門
脇
に
あ
っ
て
目
立
つ
。

イ
、
ケ
ヤ
キ

目
通
り
幹
囲
三

・
一
メ

ー
ト

ル
の
も
の
か

一

株
。

ほ
か
に
胸
高
直
径

50cm
以
上
の
も
の

二
株
°

い
ず
れ
も
蒻
地
に
あ
る
。

ウ
、
サ
イ
カ
チ

約
六

メ
ー
ト
ル
の
高
さ
て
切
ら
れ
た
も
の
て
‘

胸
高
直
径

60cm
前
後
の
も
の
か
三
株
あ
る
。

⑤

五
十
鈴
神
社
の
シ
イ

（
祝
田
）

目
通
り
幹
囲
一＿一

・
一
メ
ー
ト

ル
の
老
木
て
‘

幹
の
約
三
分
の

一
か
枯
柏
し
て
い
る
か
‘
ス
タ 伊去速分神社クロマツ

竜洞院イイギ リ

シ
イ
で
は
‘
県
内
て
も
有
数
の
大
木
で
あ
る
。

7
、
稲
井
地
区

①
道
祖
神
の
ケ
ヤ
キ

高
さ
十
メ
ー
ト
ル
を
越
す
ケ
ヤ
キ
か
三
株
あ

り
、
最
大
の
も
の
は
目
通
幹
囲
三

・
O
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
。
下
に

エ
ノ
キ
、
カ
ヤ
‘
ヤ
プ
ッ
パ

キ‘

シ
ロ
ダ

モ
‘
ム
ラ
サ
キ
シ
キ
プ
な
ど
が
生

え
‘
樹
叢
を
な
し
て

い
る
。

②
竜
洞
院
境
内

ア
、
ク
ロ
マ

ッ

本
堂
前
の
向
っ

て
右
に
目
通
り
幹
囲

一
•

O

五
メ
ー
ト

ル
‘
高
さ
は
五
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
で
あ

る
が
‘
枝
張
り
か
束
西
七
メ
ー
ト
ル
‘
南
北
五

メ
ー
ト

ル
の
形
の
よ

い
株
か
あ
る
。

イ
、
イ
イ
ギ
リ

目
通
り
幹
囲

l
・
七
メ
ー
ト

ル
｀
瑳
内
の
ほ

ぽ
中
央
に
あ
り‘

寺
で
は
ポ
タ
イ
ジ

ュ
と
言
っ

て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

ウ
、
タ
ラ
ヨ
ウ

本
堂
前
‘
向

っ
て
左
側
に
あ
り‘

囲
ニ

・
ニ
メ
ー
ト
ル
あ
る
。

エ
、
サ
ル
ス

ペ
リ

胃

目
通
り
幹

枝
張
り
か
南
北
十
一
メ
ー
ト
ル
‘
束
西
十
メ

ー
ト

ル
で
目
通
り
幹
囲
一

・
一
四
メ
ー
ト
ル

の

も
の
一
株
゜
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⑤
伊
去
波
夜
和
気
神
社
（
水
沼
）
の
ア
カ
ガ
シ

オ
、
イ
チ
ョ
ウ

目
通
り
幹
囲
ニ

・

六
メ
ー

ト
ル
と
一
•
八
五

メ
ー
ト
ル
の
も
の
二
株
が
山
門
に
あ
る
。

カ
、
そ
の
他

胸
高
直
径
50cm
以
上
の
も
の
を
あ
け
る
と
‘

モ
ミ
（
二
株
）
ケ
ヤ
キ
（
五
株
）
カ
ヤ

(
-
株
）

が
あ
る
。

③
谷
津
・
天
神
社
の
ア
カ
マ
ッ

目
通
り
幹
囲
ニ

・
七
五
メ
ー
ト
ル
の
ア
カ
マ

ツ
が
一
株
‘
ケ
ヤ
キ
｀
ア
カ
カ
シ
‘
イ
チ
ョ
ウ

な
ど
と
社
叢
を
つ
く
っ
て
い
る
。
（
五
十
四
年

現
在
‘
枯
れ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。）

④
吉
祥
寺
の
イ
チ
ョ
ウ
（
高
木
）

目
通
り
幹
囲
六
•
四
メ
ー
ト
ル
と
四
•
〇
メ

ー
ト
ル
の
株
が
山
門
に
む

か
い
あ
っ
て
い
て
壮

観
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
雌
株
で
、
市
内
で

一
位

と
三
位
の
太
さ
を
は
こ
る
イ
チ
ョ
ウ
で
あ
る
。

目
通
り
幹
囲
一
・
七
メ
ー
ト
ル
と

一
•
五
六

メ
ー
ト
ル
‘

―
，一
―
-
五
メ
ー
ト
ル
の
も
の
三
株

あ
り
。
周
囲
の
ス
ギ
‘
ヒ
ノ
キ
の
植
え
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
は
ア
カ
カ
シ
の
椎
樹
か
多
く
み

ら
れ
る
。

⑥
竜
泉
院
境
内
（
水
沼
）

ア
、
イ
チ
ョ
ウ

目
通
り
幹
囲
四

・
七
メ
ー
ト
ル
‘
独
立
木
て

竜 泉院 二色カエデ

通
り
三
・

一
メ
ー
ト
ル
の
株
で
、
一
•

四
メ
ー

ト
ル
の
高
さ
で
三
つ
の
幹
に
分
か
れ
て
い
る
。

空
澗
が
あ
り
‘
幹
に
キ
ッ
ツ
キ
の
つ
つ
い
た
穴

も
み
ら
れ
る
。

二
色
モ
ミ
ジ
と
は
‘
木
の
半
分
が
黄
築
し
‘

残
り
半
分
か
紅
葉
す
る
か
ら
つ
け
ら
れ
た
名
だ

と
稲
井
町
史
に
出
て
い
る
か
‘
特
に
そ
の
よ
う

な
性
質
は
確
認
て
き
な
か
っ
た
。

竜
泉
院
境
内
の
カ
エ
テ
類
の
紅
菓
は
‘
美
し

い
も
の
か
多
い
。
塙
地
に
は
‘
目
通
り
幹
囲
一
・

八
五
メ
ー
ト
ル
で
幹
に
洞
の
あ
る
ヤ
マ
モ
ミ
ジ

の
古
木
か

一
株
あ
る
。

ウ
、
タ
ラ
ヨ
ウ

竜泉院 イチョウ

長谷寺 ウラジロガシ

根
回
り
ニ

・
一
メ
ー
ト
ル
。
地
際
か
ら
四

つ

め
株
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

エ
、
ア
カ
マ
ッ

目
通
り
幹
囲
ニ

・
一
メ
ー
ト

ル
の
株
か
‘
モ

ミ
、
ス
ギ
‘
ヤ
マ
モ
ミ
ジ
‘
ヒ
サ
カ
キ
‘
ヤ
プ

ッ
パ
キ
な
ど
と
い

っ
し
ょ
に
‘
開
山
塔
の
あ
る

場
所
に
樹
叢
を
な
し
て
い
る
。

オ
、
そ
の
他

胸
高
直
径
30cm
以
上
の
ユ
ズ
リ
ハ

ニ
株
゜

萌
芽
を
出
し
て
い
る
幹
囲

一
・
九
メ
ー
ト
ル

の
ヒ
イ
ラ
ギ
の
古
木
の
切
り
株
゜

⑦
真
法
寺
の
ア
カ
マ
ツ
（
内
原
）

目
通
り
幹
囲
ニ

・
七
メ
ー
ト
ル
。
ま
わ
り
に

は
イ
ヌ
ツ
ゲ
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
生
え
て
い
る

。

⑧
長
谷
寺
境
内
の
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
（
日
向
）

地
際
よ
り
二
株
に
分
か
れ
‘
ほ
か
に
朽
ち
た

株
の
跡
も
み
ら
れ
る
古
木
で
あ
る
。
目
通
り
幹

囲
は
そ
れ
ぞ
れ
ニ
・

七
メ
ー
ト
ル
と

一
•

三
五

E

5

亀
し

]
 

ぞメ
ー
ト
ル
で
‘

高
さ
は
十
メ
ー
ト
ル
近
く
‘
枝

張
り
も
よ
く
束
西
十
ニ
メ
ー
ト
ル
‘
南
北
十
五

メ
ー
ト
ル
の
広
が
り
を
も
つ
。

⑨
館
下
の
ケ
ヤ
キ
と
キ
ズ
タ

根
際
か
ら
二
株
に
分
か
れ
た
ケ
ヤ
キ
て
‘
根

ま
わ
り
は
お
よ
そ
四
メ
ー
ト
ル
あ
り
、

15crn
は

ど
の
太
い
キ
ズ
タ
か
は
い
の
ぼ
る
よ
う
に
巻
ぃ

て
い
る
。
さ
わ
ら
れ
な
い
木
だ
と
い
う
言

い
伝

え
が
あ
り
‘
根
方
に
出
羽
三
山
が
ま

つ
ら
れ
て

あ
る
。

⑲
蛇
類
神
社
の
ア
カ
ガ
シ
（
水
沼
）

胸
高
直
径
50cm
前
後
の
ス
ギ
六
株
に
‘
目
通

り
幹
囲
一

・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
ア
カ
ガ
シ
か

一

株
混
じ

っ
て
社
叢
を
つ
く

っ
て
い
る
。

⑪
白
石
氏
神
ウ
ラ
ジ

ロ
ガ
シ
社
叢
（
日
向
）

"
T
:
｀
ー

ウ
ラ

ジ
ロ
ガ
シ
、
モ
ミ
を
優
占
種
と
す
る
林

分
で
、
高
木
層

(
20
ー
8

m
)
に
ケ
ヤ
キ
‘
カ
ヤ

を
混
交
し
‘
亜
高
木
府
以
下
に
ウ
ラ
ジ

ロ
ガ

シ

の
稚
樹

・
幼
生
か
多
く
み
ら
れ
る
。

ウ
ラ
ジ
ロ
ガ

シ
の
最
大
の
株
は
‘
目
通
り
幹

囲
二

．
0
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

ア
カ
ガ
シ

・
ヤ
ブ
ツ
バ
キ

・
ア
オ
キ

・
シ
キ

ミ

・
キ
ズ
タ

・
ヤ
プ

コ
ウ
ジ
な
ど
常
緑
の
種
が

多
い
。

⑫
浄
蓮
寺
境
内
（
越
田）

ア
、
イ
チ

ョ
ウ

目
通
り
幹
囲
ニ

・
七

一
メ
ー
ト
ル
。

ィ
、
カ
ヤ

目
通
り
幹
囲
ニ

・
ニ
四
メ
ー
ト
ル
。

8
、
荻
浜
地
区

①
八
雲
神
社
境
内
の
タ
プ

目
通
り
幹
囲
ニ

・
ニ
メ

ー
ト
ル

の
も
の

一
株
。

ま
わ
り
に
は
‘
イ
プ
キ
・
ト
ベ
ラ
・
オ
オ
ツ
ル

マ
サ
キ

・
オ

ニ
ャ
プ
ソ
テ
ツ
な
ど
が
み
ら
れ
る
。

館下のケヤキとキズタ

ー
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④
吉
祥
寺
境
内
（
牧
浜
）

ア
、
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

エ
ド
ヒ
ガ
ン
の
老
木
て
あ
る
。
目
通
り
幹
囲

ニ

・
九
メ
ー
ト
ル
‘
周
囲
の
木
と
の
閲
係
で
枝

張
り
は
束
の
方
に
片
寄
っ
て
い
る
が
‘
花
つ
き

は
よ
い
。
後
つ
ぎ
の
木
も
育
て
ら
れ
て
い
る
。

イ
、
そ
の
他

イ
チ

ョ
ウ
‘
ケ
ヤ
キ
‘
ス
ギ

の
大
き
い
も
の

が
あ
る
は
か
‘
ア
ジ
サ
イ
が
多
く
植
え
ら
れ
て

い
る
。

⑤
狐
崎
、
稲
荷
神
社
の
ケ
ヤ
キ

目
通
り
幹
囲
ニ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
が
数

株
あ
る
が
最
大
の
も
の
は
三

・
七
メ
ー
ト
ル

で
あ
る
。
樹
の
は
だ
か
白
く
つ
る
つ
る
し
た
感

し
で
‘
枝
先
は
あ
ま
り
細
か
く
わ
か
れ
な
い
‘

い
わ
ゆ
る
ツ
キ
の
材
竹
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ケ

． 
伍

葉山媛神社 スギ

②
五
十
鈴
神
社
境
内
（
桃
浦
）

ア
、
イ
チ
ョ
ウ

三
株
。
最
大
の
株
は
目
通
り
幹
囲
二
•
四
メ

レ
。

J
 

卜

ィ
、
シ
キ
ミ

目
通
り
幹
囲
0
•

五
メ
ー
ト
ル
。

③
葉
山
媛
神
社
の
ス
ギ
（
荻
浜
）

目
通
り
幹
囲
ニ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
が
五

株
あ
り
、
最
大
の
も
の
は
目
通
り
幹
囲
三

・
三

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

rs 夕
f
J

タ
ブ
は
｀

古向
木
層
に
達
す
る
も
の
十
六
株
で

最
大
の
も
の
は
地
上

0
・
五
メ
ー
ト
ル
て
の
幹

囲
二
，

一
八

メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

ク
ロ
マ
ツ
は
胸
高
直
径
5
0
c
m
前
後
の
も
の
が

五
株
あ
り
‘
う
ち
二
株
は
枯
損
状
態
で
あ
る
。

径

一
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
キ
ズ
タ
が
タ
プ
に

巻
き
つ
い

て
い
る
。

②
稲
荷
神
社
境
内
（
仁
斗
田
）

ア
、
シ
ュ
ロ

狐崎稲荷神社ケヤキ

秋葉山クロマツ

3
 

幹
囲
3

m

以
上
の
株七六三

最
大
の
株
の

目
通
り
幹
囲
(

m

)

四
•
五

六
•

四

三

・
七

ヤ
キ
で
あ
る
。

境
内
で
は
ほ
か
に
年
数
の
た
っ
た
ヤ
プ

ツ

パ
キ
‘
イ
ブ
キ
が
見
ら
れ
る
。

9
、
田
代
地
区

①
大
杉
神
社
社
叢
（
仁
斗
田
）

タ
ブ
、
ク
ロ
マ
ツ
の
混
じ
る
樹
高
二
十
メ
ー

ト
ル
の
社
叢
で
、
シ
ロ
ダ
モ
‘
ヤ
プ
ッ
パ
キ
‘

ヒ
サ
カ
キ
‘
ト
ペ
ラ
、
マ
サ
キ
‘
キ
ズ
タ
‘
ヤ

ツ
デ
な
ど
常
緑
樹
か
多
い
。

.. 
三宝大荒神社タ プ

吉祥寺シダレザクラ

高
さ
五
メ
ー
ト

ル
の
も
の
七
株
゜

イ
、
シ
キ
ミ

目
通
り
幹
囲
〇
•
三
八
メ
ー
ト
ル
の
も
の
一

株
。

③
-

l

＿
宝
大
荒
神
社
叢
（
仁
斗
田
）

は
と
ん
ど
常
緑
の
種
か
ら
な
る
社
叢
で
‘
高

木
府

(
18
ー
8
m
)
に
は
胸
高
直
径
5
0
c
m
以
上

の
タ
プ
五
株
あ
り
、
最
大
の
株
は
｀
目
通
り
幹

囲
ニ

・
六
メ
ー
ト
ル
て
あ
る
。

ヽ
y

ト
S-

9

ぃ

④
秋
葉
山
石
塔
そ
ば
の
ク
ロ
マ
ツ
（
仁
斗
田
）

地
上

一
•

四
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
か
ら
幹
分

か
れ
を
し
‘
そ
れ
ぞ
れ
の
幹
囲
は
二
•

五
五
メ

ー
ト
ル

と
ニ

・
三
メ
ー
ト
ル
て
あ
る
。

地
上

一

メ
ー
ト
ル
で
の
幹
囲
三

・
三
メ
ー
ト
ル
‘
テ
イ

カ
カ
ズ
ラ
が
幹
に
か
ら
ま
っ
て
繁
茂
し
‘
枝
に

は
コ
ケ
の
付
渚
が
多
く
‘
若
干
枝
に
い
た
ん
だ

と
こ
ろ
も
見
ら
れ
る
が
‘
枝
張
り
も
よ
く
島
内

一
の
ク
ロ
マ
ツ
の
名
木
‘
巨
樹
で
あ
る
。

2
 

層

iKii

三
、
調
査
結
果
の
ま
と
め

調
査
の
対
象
と
な

っ
た
主
な
樹
種
に

つ
い
て

目
通
り
幹
囲
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
株
数
と
、
最

大
の
株
の
目
通
り
幹
囲
を
表
に
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る
。

郎

樹

種

1

ケ
ヤ
キ

イ
ヂ

ョ
ウ

タ
ブ

道祖神 タプ

⑤
田
代
寺
跡
タ
プ
樹
叢
（
仁
斗
田
）

高
木
層

(
1
8
1
8
m
)
に
タ
ブ
が
十
三
株
あ

り
、
最
大
の
株
の
目
通
り
幹
囲
は二
•
四
メ
ー

ト

ル
で
あ
る
。
目
通
り
幹
囲
二
•
四
メ
ー
ト
ル

の
ケ
ヤ
キ
が

一
株
混
じ

っ
て
い
る
。

包
一
渡
権
現
の
ウ
ラ
ジ

ロ
ガ
シ
（
仁
斗
田
）

二
渡
権
現
は
田
代
寺
跡
の
下
方
に
あ
る
小
祠

で
、
ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ
は
崖
状
の
斜
面
に
生
え
て

い
る
。
樹
勢
よ
く
付
近
に
は
幼
樹
が
多
い
。
目

通
り
幹
囲
ニ

・
八
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

⑦
道
祖
神
の
タ
プ
樹
叢
（
大
泊
）

高
木
層

(
2
0
1
8
m
)
に
達
す
る
タ
プ
が
五

株
あ
り
‘

う
ち
三
株
が
目
通
り
幹
囲
三
メ
ー
ト

ル
以
上
で
‘
板
根
状
の
根
を
し
て
い
る
。
島
内

で
最
も
高
い
樹
令
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
大

の
株
の
目
通
り
幹
囲
は
三

・
七
メ
ー
ト
ル

で
あ

る
。
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巨
樹
の
基
準
は
‘
種
に
よ
っ
て
‘
ま
た
‘
そ

の
地
方
に
よ
っ
て
も
異
な
る
と
思
う
が
‘
い
ま

は
‘
こ
の
表
に
あ
け
ら
れ
た
株
を
‘
当
市
に
お

け
る
‘
そ
の
樹
種
を
代
表
す
る
巨
樹
と
し
て
認

め
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ら
の

巨
樹
は
‘
そ
の
樹
種
本
来
の
姿
を

よ
く
表
現
し
て
い
る
も
の
‘

言

い
伝
え
の
あ
る

も
の
‘
珍
し
い
も
の
‘
当
地
方
の
風
土
を
表
現

し
て
い
る
も
の
な
ど
‘
名
木
で
あ
る
こ
と
を
兼

ね
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

四
、
巨
樹
、
名
木
の
現
状
と
保
護
に
つ
い
て

H
天
然
記
念
物
の
市
指
定
に
つ
い
て

現
在
‘
石
巻
市
で
は
天
然
記
念
物
の
指
定
を

一
件
も
し
て
い
な
い

。

21 20 19 18 1 7 16 15 14 13 12 11 10 9 8
 

7
 

6
 

5
 

4
 
ク
ロ
マ
ッ

モ
ミ

ス
ギ

シ
イ

カ
エ
デ

シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

ア
カ
マ
ッ

ウ
ラ
ジ
ロ
ガ
シ

サ
イ
カ
チ

カ
ツ
ラ

カ
ヤ

シ
ラ
カ
シ

イ
プ
キ

ア
カ
ガ
シ

イ
イ
ギ
リ

イ
ヌ
ザ
ク
ラ

ァ
ン
ラ
カ

サ
ル
ス
ベ

リ

ー圭
n

二
五

ーニ六 七九 ニニニ七七八九ーー一三 九 三
四五五五 四 五

ふ
る
さ
と
の
自
然
を
特
徴
づ
け
て
い
る
樹
木

樹
敬
を
市

の
文
化
財
と
し
て
指
定
し
‘
保
護
し

て
い
く
こ
と
は
‘
い
わ
ゆ
る

「
ふ
る
さ
と
づ
く

り
」
の

大
切
な
基
盤
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思っ
゜

調
査
結
果
を
も
と
に
し
て
‘
早
い
機
会
に

天

然
記
念
物

の
市
指
定
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
際
‘
イ
チ
ョ
ウ
‘
ク
ロ
マ
ツ
｀
ケ
ヤ
キ

タ
ブ
‘
モ
ミ
、
シ
イ
、
カ
エ
デ
、
シ
ダ
レ
ザ
ク

ラ
、
ウ
ラ

ジ
ロ
ガ
シ
に
つ
い
て
は
‘
そ
れ
ぞ
れ

一
件
以
上

の
指
定
か
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。

口
樹
木

の
保
存
に

つ
い
て

0
市
街
に
近
い
と
こ

ろ
て
の

針
菓
樹
が
目
立

っ
て
滅

っ
て
い
る
。
大
き
な
木
の
い
た
み
が

目
立
つ
。

0

「
い
ぐ
ね
」
が
ブ
ロ

ッ
ク
ベ
い
に
変
わ

っ

た
。「
葉
が
落
ち
る
か
ら
切
ろ
う
と
思
う
」

0

「
ケ
ヤ
キ
の
大
木
を
売
れ
と
言
っ
て
き
た
」

0
ア
カ
マ
ツ
は
絶
望
状
態
。
ク
ロ
マ
ツ
の
枯

れ
も
ひ
ど
く
な
っ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
調
査
を
し
て
い
て
の
見
聞
で
あ
る
。

石
巻
市
は
‘
樹
木
に
と

っ
て
‘
生
活
し
に
く
い

と
こ
ろ
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
‘

原
因
は
‘
樹
木
に
と

っ
て
の
環
境
の
悪
化
も
含

め
て
、
人
々
の
実
用
的
な
価
値
判
断
に
よ
る
自

然
へ
の
対
し
方
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
用
的
な
価
値
判
断
の
み
を
も
っ
て
自
然
に

対
す
れ
ば
‘
自
然
破
壊
と
環
境
悪
化
を
招
く
だ

け
で
な
く
、
人
の
心
を
も
か
え
て
し
ま
う
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

。

「ふ

る
さ
と
づ
く
り
」
に
は
‘
自
然
景
観
の

も
つ
‘
心
理
的
‘
教
育
的
価
値
を
認
識
し
、
保

護

・
活
用
し
て
い
く
態
度
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
思
う
。

「
ふ
る
さ
と
づ
く
り
」
の
一

買
と
し
て
、
さ

し
あ
た

っ
て
‘
市
街
地

で
の
大
き
な
樹
木

の
保

存
の
方
策
を
考
え
、
実
行
す
る
こ
と
を
希
望
す

る
。

五
、
お
わ
り
に

こ
の
報
告
は
‘
完
全
な
調
査
の
結
果
で
は
な

く
‘
不
備
な
点
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。

報
告

の
内
容
に

つ
い
て
‘
ま
た
‘
調
査
の
対
象

と
な
ら
な
か
っ
た
「
巨
樹
」「
名
木
」
に
つ
い
て

お
気
づ
き
の

点
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
知
ら
せ
い

た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

市
民

の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
‘

で
き
る
だ
け
早
く
‘
満
足
で
き
る
森
料
に
ま
と

め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
願
い

を
い
た
し
ま
す
。
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