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高
野
町
の
天
然
記
念
物

鈴
一
　

木

　

丘
一．
■

一

（広
島
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）

高

野

町

の
天
牧

記̈

念
物

に
は

、
社

叢

二
件

〓
単
木

三
件
あ

っ
た

が
、
金

屋

子
神

社

の
シ
ナ

ノ
キ

が
先

年
格

死
し

た

の

で
指

定

が
解

除

さ

れ

た
。

残

り

の
四
件

に

つ
い
て
以

下

に
若
干

の
解
説

を
行
う

こ
と

に
し

た
「
　

　

　

　

・

一
一

一

上
湯

川

の
八
幡

神

社
社

叢

　

上
湯

川
字
御
所

の
沖

二
九

、
龍

山
八
幡
神

社

、
昭

和

三
十

四
年

十
月

二
十

■
指
定

―

ほ

ぼ
方

形

の
社

域

一

・
七

ヘ
ク

タ
ー

ル
内

に
胸
高

幹

囲

二
米
以
上

の

ス
ギ

が
二
九
株

ほ

ど
林
‐

立

・
し

て

い
る
一

社

殿
‐

東
方

に

は
幹

囲

そ

れ
ぞ

れ
七
米

・
六
米

の

ス
ギ

の
巨
樹

が
あ

り
、
鳥

居

右

側

に
も
幹

囲

六

。

一
米

の

ス
ギ

が
あ

る
一

ま

た
社

殿

西
方

に
は
幹

囲

六
米

も

の

モ
ミ

の
巨
樹

が
あ

り

、
樹
高

は
三

六
米

に
及

ん

で
林

冠

群

を

ぬ‐
い
て

い
る
。

た

ギ

の
外

に
は

胸
高

幹

囲

二
米

を

越
す

ヤ

マ
モ
ミ
ジ

一
ミ
ヅ
キ

・
エ
ノ
キ
な

ど

の
大
木

も
あ

る
。

県

北

の
社
叢

景

観

を
代
表
す

る
も

の

と

い
え

る
。

南

の
八
幡

神
社

社
叢

　
一南
字

上
居

沖

及

び
大
鬼

山
、
鶴

が
欄

入
幡
神

社

、
昭
和

三

十

四
年

十
月

二

十

詐
指
‐‐

定
”

ス
ギ

を
主

と
す

る
社

叢

で
あ

る

が

、
延
長

五

〇

〇
米

に
及

ぶ
参
道

ぞ

い
の
杉

並
木

は
県

下
随

一
之

い
え

よ
う
。

こ
の
■
叢

に

は
胸
高

幹

囲

二
米

以
上

の
大

木

が
六
九

株

（
ス
ギ

五

一
株

ｏ
モ
ミ
二

一
株
外

）
が
あ

り

、
そ

の
う

ぢ

二
〇
体

は
社
殿

用

■



辺
に
み
ら
れ
、
残
り
四
九
株
は
参
道
ぞ
い
の
並
木
と
な
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
　
一

社
殿
の
北
側
に
あ
る
モ
ミ
は
胸
高
幹
囲
五
・〇
二
米
で
、
本
社
叢
中
の
最
大
の
巨
樹
で
あ
‐る．‐。
社
殿
に
近
い
参
道
の
左

右
に
幹
囲
■
米
を
越
す
ア
ベ
マ
キ
の
巨
樹
二
株
が
混
っ
て
い
る
一
ア
ベ
マ
キ
は
特
に
中
国‥し
か
に
多
い
樹
種
ヶ
の
で
、

そ
の
大
木
が
こ
こ
に
生
育
し
て
い
る
こ
と
は
、
モ
ミ
の
巨
樹
と
共
ｔ
こ
の
地ヽ
方
の
往
古
の
沐
相
を
確
示
す
る
も
の
と
し

て
貴
重
な
も
の
で
あ
る
０
明
ら
か
に
植
栽
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ら
ス
ギ
や
ク
ロ
マ
ツ
は
最
大
Ｏ
Ｌ
の
で
も
幹
囲
一
米‐‥
な
越

し
て
い
な
い
の
に
、
ア
ベ
マ
キ
ニ
株
と
モ
ミ
四
株
と
は
幹
囲
四
米
を
越
し
て
い
る
。
こ
の
二
種
は
こ
の
地
の
主
着
の
樹

種
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
誠
に
す
が
す
が
し
い
よ
る
さ
と
の
参
道
で
あ
る
●

上
高
野
山
の
乳
下
リ
イ
チ
ョ
ウ
　
新
市
字
上
市

一
七
三
、
天
満
宮
境
内
、
昭
和
十
二
年
Ｉ
片
十
八
日
指
定
■
監
通
幹
¨

囲
九

・
六
米
、
高
さ

一
人
米
余
、
県
下
第

一
位
の
イ
チ
ョ
ウ
の
巨
樹
で
多
数
の
乳
が
垂
れ
で
い
る
雌
樹
で
あ
ヶ

，
日
本

に
は
イ
チ
ョ
ウ
の
巨
樹

・
名
木
が
多
く
、
国
指
定
を
う
け
た
も
の
が
二
四
株
に
及
び
、
そ
の
う
ち

一
三
株
は
■
柱
や
乳

こ
ぶ
を
も
っ
て
い
る
が
、
六
株
は
雄
株
で
七
株
が
雌
株
で
あ
る
。
日
本

一
の
大
イ
チ
ョ
ウ
は
岩
手
県
久
慈
市
に
お
り
、

日
通

，
周
囲
一
四
米
に
達
す
る
が
、
上
高
野
山
の
本
樹
の
大
き
さ
も
目
指
定
級
で
あ
る
。
乳
は
局
部
的
な
栄
養
過
剰
に
一

よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
、
老
本
に
多
い
が
若
木
に
も
で
き
、
接
芽
で
人
工
的
に
作
り
だ
す
こ
と
も
出
来
る
と
し、
わ
れ
る
。

昭
和
二
十
年
十
二
月
二
日
、甲
奴
町
宇
賀
の
山
広
家
の
庭
先
で
若
木
の
乳
並
の
写
真
を
写
し
て
い
る
。当
時
こ
の
本
は
高

さ
四
米
一
幹
径

一
五
セ
ン
チ
、
乳
柱
の
長
さ

一
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
４
チ
ヨ
ウ
の
黄
葉
は
美
し
く
短
期
間
に
落

葉

・し
て
き
ま
り
が
よ
い
の
で
、
季
節
変
化
の
目
安
と
な
り
や
す
い
の
で
、
特
に
お
国
で
は
冬
の
到
来
な
つ
け
卜
農
絆
上

の
指
標
と
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
今
か
ら

一
億
五
千
万
年
も
前
に
は
イ
チ
ョ
ウ
の
仲
間
は
十
二
種
も
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
永
河
の
来
襲
に
よ
っ
て
減
少
し
、
た
だ
一
種
が
中
国
に
生
き
残
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
で
い

る
一
周
欄

一
二
・
五
米
の
大
木
の
樹
令
約

一
五
〇
０
年
と
確
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
樹
■

一
〇
〇
〇
年
に
近
い
静
令

に
達
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
テ
。

2



3

一
円、
正
寺
０
シ
ダ
レ
ザ
舛
ラ
一
晰
市
一
正
寺
粧
内
一
一
「
二
十
Ｌ
年
十
月
二
十
日
指
定
．
二

‐株
あ
っ
て
、
一珈
塙
疇
囲
囃

な
れ
ぞ
だ
、
二

・
二
米
、
三

・
一
人
米
、
樹
塙
は
菊
九
珠
、　
〓

一米
に
達
し
て
い
ヶ
。
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
は
ユ
■
ｔ
ガ

ウ

０
際
芸
計
種
ど
さ
れ
て
い
る
が
一
独
立

・の種
と
す
場
取
扱
卜
も
あ
‐る
。
ェ
ド
ｔ
ガ
ン
は
枝
垂
で
は
な
く
で
、
本
部
の
油

地
に
自
生
が
あ
ら
れ
る
の
上
、
シ
ダ
ン
ザ
ク
ラ
は
■
生
が
■
く
、
古
来
寺
際
に
植
え
ら
れ
て
い
る
。
大
木
囃
大
体
棟
　

・
京

漿
お
Ｆ
多
′↑
、
お
一囲
三
米

，
上
０
■
の
は
十

一
珠
―ヽこ
及
ぶ
ど
」
ナ
一
本
寺
０
も
の
は
南
０
地
に
あ
っ
て
、
そ
の
伸
欄
入

一り
が
で
れ
な
大
き
さ
に
達
し
て

，
■
点
で
価
値
が
高
い
。
安
芸
郡
．江
田‐
町
東
海
田
出
崎
森
八
略
の
″
ダ
レ
ザ
ク
ラ

（幹

肝
二

●
四
〇
米
）
は
先
４
格
死
ｔ
て
指
掟
解
除
と
な
っ
た
。
佐
任
郡
五
日
市
町
神
庶
の
シ
グ
レ
ザ
タ
ラ

（幹
囲
二

一
咽

Ｌ
米
）．は
財
南
の
■

‐表
と
し
て
指
定
さ
れ
て
し、
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

古
民
家
堀
江
家
に
つ
い
て

一　
卜
ち
が
い
」
古
民
家
の
保
Ｆ
と
い
っ
て
も
、
古
民
家
に
も
い
ヶ
い
ヶ
の
種
類

・
時
代
一
段
階
も
あ
る
。
あ
れ
わ
れ
の

現
代
住
宅
．を
考
え
て
一
て
ヽ
一
そ
の
住
宅
の
一
で
の
住
い
方
の
変
化
は
年
代
ど
と
も
に
著
ｔ
い
。
社
会
■
■
の
移
り
変

佐

藤

重

夫

（
広
島

県

文
化
財
保
機
審
議
会
委

・
ｌｉ

）
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わ
り
、
生
計
の
変
化
、
発
達

．
寝
具
や
衣
服
の
変
化
、
食
生
活
、
燃
絆
、
衛
生
状
態
の
改
善
等
に
よ
る
形
Ｊ
変
わ
■
は
一

ぞ
れ
ら
の
任
れ
ら
一
つ
を
之
´
て
み
て
も
、
そ
れ
ら
一
直
ち
に
住
居
の
形
や
構
遺
、
内
容
に
状
■
な
変
化
を
ヽ
た
ち
ｔ

て
じ‐
ま
テ
。
江
戸
時
代
■
樋
一
ｔ
で

，
て
も
上
述
の
確
化
＝
機
め
て
大
計
卜
．
殊
に
江
戸
中
期
以
後
は
社
桧
も
平
湘
で

あ
、，
ど
だ
け
に
、
い

，
な
テ
住
生
活
の
進
化
は
一
ｔ
か
”
ｔ
。
こ
声
初
期
し
大
小
名
の
回
彗
支
等
に
よ
Ｊ
移
動
も
嗜
し

た
，

な
し
、
な
れ
．以
前
の
戦
国
時
代
力
ら
織
理
時
代
に
力、
キ
て
の
計
士
肛
移
動
や
土
着
が
盛
■
に
行
わ
れ
、
そ
れ
に
■

，

一
般
の
町
人
な
ど
の
移
動
も
あ
つ
、
欄
拓
も
■
わ
れ
て
、
そ
れ
ヶ
に
ょ
る
僣
生
活
の
定
着
北
も
、
先
生
の
人
々
の
性

活
ど
と
も
に
自
他
に
い
ろ
い
ろ
の
影
響
モ
■
っ
た
も
の
と
考
ど
ヶ
た
る
一
そ
の
一
っ
は
中
央
文
化
や
武
士
文
化
の
流
一

を
一
般
に
注
許
ス
れ
な
こ
と
一
ぁ
■
、

０
ま

一
つ
は
次
一
に
発
達
し
格
式
化
し
て
行
く
ｔ
ｔ
で
ぁ
り
、
■
た
、　
一
つ
は

逆
に
節
衡
令
が
強

，
ら
れ
て
い
く
こ
ど
で
あ
っ
ｉ
。
し
か
し
江
戸
中
期
■
過
ぎ
る
と
、
地
方
に
ょ
ち
て
は
Ｉ
世
経
済
の

難
達
と
と
も
ぼ
住
君
の
向
上
ぼ
著
し
い
も
の
ど
な
り
、
規
模
も
権
造
仕
積
ど
も
、
著
ｔ
く
発
達
し
て
し
ま
う
。
．殊
に
町

人
層
や
豪
家
と
も
．い
う
べ
き
層
と
一
上
級
武
士
０
家
屋
は
中
央
方
化
そ
の
一ま

ま
の
も
の
と
■
っ
て
、
文
化
電
広
く
普
及

し
一
く
る
。
そ
れ
は
場
所
に
よ
り
相
違
は
多
い
が
、
主
要
街
路
に
沿
↓
地
方
、
一殊
に
山
楊
道
寺
に
近
い
拠
の
化
政
峙
代

に
〓
そ
０
傾
向
が
■
く
の
都
市
部
に
現
ら
れ
る
。　

　
　
　

の
年
代
の
計

い
卜
に
卜
何
醸
も
に
変
さ
れ
、

増
一

・築さ
Ｆ

．

　́
こ
の
よ
テ
に
、
い
ろ
い
ろ
の
古
民
家
之
い
つ
て
も
、
そ
（

大
修
理
さ
れ
て
原
形
を
留
め
る
こ
と
は
■
い
ｔ
ぃ
っ
て
ょ
い
。
そ
れ
が
現
在
ま
で
Ｌ
居
とヽ
し
て
使
用
■
れ
て
い
れ
ば
い

ケ
ほ
一ど
こ
テ
い
つ
た
変
化
が
あ
る
の
は
当
然
で
、
古
民
家
の
保
存
は
ｉ
ｔ
‥こ、非
常
に
多
く
の
■
難
や
矛
盾
■
牢
ん
で
い

る
ゎ
け
で
ぁ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
一　
、
　

　

一

こ
の
堀
江
家
は
一
七
世
紀
０
中
期
ま‐
で
に
は
少
な
ぐ
ヽ
出
た
て
い
．な
家
屋
ど
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
Ｉ
家
の
光
糧



キ

天

正

時

代

に
遡

っ
て
土
．

着

し

た
と
思

わ

れ
、
過
去
帳

は
そ
れ
以

後

、
慶
長

・
元
和

・
寛

永

と
現

代

ま

で
五
五

人

に
わ

た

，
て

連

綿

と
続

い
て

い
る
。

ま

た
、
藩

政
時

代

に
は
組
頭
を
勤

め
る

こ
と
む
古

く

、
家

号

を
薬

王
寺

ど
呼

ん

で
、
中

間

田

の
字

名

と
と
も

に
今

は
な

い
真
宗

の
薬

王
寺

と

の
連

繋
む

考

え
ら

れ
よ
う

が
、
直

接
家
屋

創

建

と
結

び
得

る
資
料

は
な

い
。

ま

る
昭

和

四

十

四
年

十
月

よ
り
、
国

に
ょ

っ
て
半
解

体
修

理

が
行

わ

れ
、

火
災

報

知

機

工
事

ま

で

の
全

で

の

附
帯

工

事

が
昭
和

四
十
五

年

九
月
末

ま

で
に
完

成

し

た
。

そ
う

し

て
そ

の
工
事

中

に

い
ろ

い
ろ

の
資

料

を
得

て
考
察

さ

れ

た
結

果

、

こ
の
家
屋

は
江
戸
中

・
期
頃

に
大
き
く
政
築

さ
れ

た
模
様

で
あ

る
一

こ
の
際

、
上
屋

の
大
部

分

は
創

建
材

を

大

部

分
再

踊

し

た
も

の
で
あ

る

が
ハ
従
来

下
屋

の
出

が
四
面

と
も
半

間

で
あ

っ
た
も

の
と
思

わ

れ

る

の
に
、
背

面

の
み

下
屋

が

一
鶏
に

拡
げ

ら

れ

て

い
る

こ
と

が
解

っ
た
。

そ

の
当
時

の
屋

形
平

面

は

「
お
も

て
」

の

一
間

の
み

で
、
他

の
「
み

．

せ
「

な

ん

ど
Ｌ

か

っ
て
」
等

と
呼

ば

れ

て

い
る
―

部

分

は
全

て
板
敷

で
、

天
丼

を

設

け
ず

、
間

仕

切
も

な
く

、
土
間

と
同

様

に
小

屋

を

そ

の
ま
ま
露

出

し

て

い
た
。

そ

の
後

、
幕

末
嘉

永

か
ら
安

政
時
代

に
、
室

の
分
化

が
行

わ

れ

て
、
「
な

ん
ど
」

「
か

っ
て
」

に
、間

仕

切
を

設

け

「
み

せ
」

の
部

分
を
拡
張

し

、

天
丼

を

設
け

た
も

の
と
考

え

ら

れ

る
。

こ

の
時

「
お
も

て
」

に
長

押

を

設

け
、
「
と

こ
」

を
作

り
縁
側

を
整
備

し

た
も

の
で
あ

っ
た
。

従

っ
て
昭

和

四

十

四
年

の
大
修

理

に
当

た

っ
て
は

江
戸

中

期

頃

の
形

に
復

原

し

た
も

の
で
、
資

料
不

足

で
あ

っ
た

た

め

に
、
創

建

当
初

の
も

の
に
ま

で
復

原
す

る

こ
と

は
出

来

な

か

っ
た
も

の
で
あ

る
一

し

か
し
、
建

具
類

は
後
補

の
も

の
が
多

い

の
で
、
他

家

の
同
時

代

の
も

の
を
参

考

と
し

て
様

式

を
整

を

て
復

玩
さ

れ
た
。

今
修

理

工
事

報
告
書

よ
り
仕
様

・
構
造

等

の
主

要

な

も

の
を
抜
書

し

て
示

し

，て
お
く
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

さ

て
、

堀

江
家

は
古

く

土
着

し

た
大
き

な
農

家

で
あ

る
か
ら

、

江
戸

中

期

で
さ

え

「
お
も

て
」

と

い
う

室
が

あ

り

、

建
具

で
囲

ま

れ

て

い
る
。

し

か
し

、

江
戸
初

期

、
あ

る

い
は
織
豊

時

代

に
か
け

て

の

一
般

農
家

で
は
、
畳

な

ど
用

い
た



室
は
な
く
、
全
て
板
敷
む
し
ろ

・
藁
敷
程
度
で
あ
る
寝
所
が
一
隅
に
あ
る
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
察
せ
ら
れ
る
わ

け
で
あ
り
、
柱
な
ど
も
畳
寸
法

・
建
具
寸
法
な
ど
で
、
配
置
さ
れ
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
堀
江
家
の
架
構

の
様
子
で
ｔ
の
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
と
い

，
も
の
で
あ
る
一
従
っ
て
住
居
文
化
の
発
展
は
近
世
末
が
著
し
い
と
い
え
よ

う
ｏ
し
か
し
、
必
要
最
少
限
と
い
う
構
造
は
極
め
て
素
直
で
美
し
い
建
築
意
匠
に
な
り
、
そ
れ
は
ま
た
逆
に
現
代
美
意

識
に
も
通
う
も
の
で
、
虚
飾
に
煩
わ
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
、
無
限
の
教
え
を
示
唆
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。

古
民
家
の
保
存
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
の
生
命
と
し
て
大
切
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
将
来
の
美
術
文
化

に
対
す
る
重
要
な
芸
術
的
資
料
を
し
て
も
大
切
で
、
堀
江
家
も
そ
の
一
例
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
古
民
家
に

対
す
る

一
般
の
認
識
の
深
ま
る
こ
と
が
大
切
な
意
義
も
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
「

〈堀
江
家
仕
様
構
造
概
要
〉

基
　
礎
…
…
石
据

化
粧
材
…
…
土
台
ｅ
柱
は
栗
、
壁
板
は
松
、
桁

ｏ
梁
は
松

野
物
材
…
・
・叔
首
、
野
隅
木
は
松
、
棟
木

・
屋
中

・
極
は
根

屋
　
根
…
…
山
茅

・
茅
持
は
根
二
つ
割

壁
下
地
三
…
竹
、
割
雑
木



山
一
　

九
字
新
．市

に
わ
う
。正
和
五
年
．山
駒
通
費
（本
姓
首
藤
Ｉ

上

思
蘇

二
部
の
地
頭
職

に
補

せ
ち

れ
家̈
つ

て
絆
山
城

を
築

■
ぎ

れ

■
据

る
。議
。本
獅
村
島
山
の
城

に
移

り
。此
城
を
ば
弟
通
清
（後
通

俊
と
“
む
Ｉ

譲
る
。此
家
、代
力
多
賀
山
内
ご
稀
す
。Ｘ
文
訃
年
二
月
毛
利
元
就
に
田
ま
れ
．元
盤
三

年
四
月
尼
手

勝
久

の
壼
下
川

添
久
ｉ

ｔ
れ
Ｙ
攻
む
。通
信
の
時
天
二
十
九
年
九
月
九
日
改
易
を

命
せ
ら
．れ
も通

信
は
土
佐
國
高
伽
城

に
落
ち
ぬ
．依
‘
毛
利
氏
は
吉
川
廣
家

Ｙ
城
番
た
ら
し
め
き
．

改
募
任

條
■

■
は
，踊
奢
且
備

中
高
松
並
に
洒
城
後
計

の
鯖
促

に
洩
れ
し
こ
と
等

Ｙ
専
と
せ
ヶ
．

通
費

■
ぅ
通
信

に
至
る
十
九
代
。在
城
二
百
七
十
六
年
な
ヶ
き
Ｅ

い
ム
．峯
系
と
左

に
。

l  l_～

課責孟穫
兵 兵
衛 衛
討 尉

澤響
|

近=江代
守
通
友  ~

郎   郎
通   通
安   春

守  次
通 :郎
高_通
1  倫
彦八
九ft
良

“
通
家

|

卜一
華



土
＋
甲

■
西
軍
策

■
■
■
．天
文
四
４
三
Ｊｉ
互

就
高
野
山

へ
彙
向
．城
下

に
若
陣
し
「城

の
尾
頭
ょ
■
仕
寄

丼

め
け
れ
ば
．城
■
稿
野
山
欠
意
難
沌
．琳
揃
の
跡
卜

ｔｔ
援
兵
を
乞

へ
出
．赤
松
了
承
ｔ
け
ち
が
一脚

■

あ
う

て
逓
々
し
け
れ
ぎ
も
．城
中

こ
れ
一
カ
セ
符
■
赤
松

が
後
計
を
待

っ
っ然

る
，

に
、城
中
糧

′

じ
↑
三

の
九

へ
は
本
九
二
う
豫

Ｙ
少
ｔ
づ

ゝ
巡
び
け

な
が
一間
に
深
谷
あ
ヶ
、人
の
迅
び
耳
熔

ヵ
彙

に
，編

Ｙ
張
・卜
、柩
■

に
繰

Ｙ
入
れ
て
朝
サ
通
じ
け

る
に
。綱

‘
丼
り
も
ん
と
し
け
れ
だ
も
、遠

ヽ
卜
ｔ
難
む
。■
就
，社
左
術
円
ｉ

澄
に
仰
て
，あ
れ
仕

れ
ど
み
”
け
れ
ば
，畏
て
大
脈
供
打
番
射
け

る
′小
誤
射
り
れ
ば
．継
■
は
進

の
４
■
顛
落
ち
も珠
方
は
旗

，
，

て
器
め
た
０
．即
Ｌ
そ
の
功
セ
成

じ
・能
■
宇
ど
召
さ

れ
け

■
．城
■

に
は
、是

に
機

Ｙ
失
け

る
″
「鷲
利
↑

攻
め
入
れ
ば
，ス
通
．不
堪
し

〓
騰
甲
階
参
し
ユ
ウ
．此
勢
に
。備
後
庭
々
の
城
七
ヶ
鷹
卜
一
重
´々
。
（
一
た
衛
ッ
叙
響
じ
彼
一
■
上
）



9

く
ど４　じ

曹
洞
宗
　
高
歳
院
千
秋
山
功
徳
寺

高
野
町
大
字
新
市

一
一
一
二
番
地

聖
観
世
音
菩
穫
　
　
　
　
　
　
・

弘
仁
元
年
（
入

一
〇

）
、
弘
法
大
師
御
巡
錫

の
硼
り．
、
当
地

で
自
鶴

之
緑

亀

が
大
師

の
側

で
鳴
く
不
思
議

に
選
わ
れ
、

こ
の
地

こ
そ
仏
法

の
最
適
地

と
お
考
え

に
な
り
、
聖
観
音
仏

の
本
像
を
刻
み
本
尊
仏
と
な
し
、
亀
甲
峰

（
茶
臼
山
）
に
亀
甲
峰
舞
鶴
林
寿
無
量
裡
園
を
建
立
し
た
が
、

こ
れ
が
真
言

宗
功
徳
寺
の
濫
脇
と
な
っ
た
。

文
治
二
年
■

一　
・
八
六
）、
功
徳
寺
側
基
と
伝
え
ら
れ
る
蔀
山
城
主
多
賀
山
内
通
資
よ
ゥ
四
代
前
の
社
で
あ
る
鎌
倉

山
内

ら
首
藤
重
資

は
地
頭
を
命

ぜ
ら

れ
地
頭
地
と
し

て
地
毘
庄
を
拝
領
し
た
。

承
久
三
年
■

一
〓
三

）
、

後
鳥

羽
上
皇

は
承
久

の
乱

に
よ
う
隠
岐
国

へ
御
遷
幸

の
途
次
、

後
路
を
北
上
さ
れ
、
九
月
当
地
到
着
。

こ
の
功
徳
寺
を
翌
春
二
月
ま

で
行
在
所

と
さ
れ
た
一

紅
葉
す

る
を
御
叡
覧
あ
り
て
、
御
製

に

由 本 所 寺

在 院

緒 尊 地 名
功

く

徳ギ

寺じ

瀬
戸
内
海
忠
海
よ
う
萌

そ
の
時
、
蔀
山
の
楓
が



■  0

蔀
山
お
ろ
す
あ
ら
し
の
　
は
げ
し
く
て

も
み
し
の
に
し
き
　
き
ぬ
人
も
な
し

ど
詠
ま
れ
、
当
寺
に
は

「高
歳
院
」
の
院
号
ど
そ
の
勅
額
、
御
使
用
御
硯
並
び
に
御
衣
の

一
片
等
を
下
賜
さ
れ
た
が
、

今
む
貴
き
寺
宝
と
さ
れ
て
い
る
。

元
享
元
年
■

〓
〓
〓

）、
蔀
山
初
代
城
主
多
賀
山
内
二
郎
兵
衛
尉
藤
原
通
資
が
臨
済
宗
の
夢
窓
国
師
を
請
し
、
菩

薩
大
戒
を
受
け
寺
を
臨
済
宗
に
改
め
一
境
内
堂
字
を
殿
垣
内
に
移
し
、
自
ら
開
基
と
な
っ
た
。
其
の
時
、
先
祖
藤
原

鎌
足
公
よ
り
首
藤
家
に
代
々
伝
わ
る

一
寸
人
分
の
観
音
仏
を
、
弘
法
大
師
作
の
本
尊
聖
観
音
仏
の
背
を
割
ヶ
中
に
納

め
て
、
二
尊
兼
体
の
観
音
仏
と
し
奉
安
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

文
明
十
五
年
■

．四
八
三
）、
蔀
山
城
主
十
七
代
多
賀
山
内
伯
者
守
通
績
入
道
久
意
は
境
内
を
現
在
地
に
移
し
伽
静

を
建
立
し
て
功
徳
寺
と
な
し
、
洞
松
寺

（岡
山
県
）
よ
り
茂
林
芝
繁
大
和
尚
を
請
し
て
開
山
、
中
典
開
基
し
曹
洞
宗

功
徳
寺
と
し
た
。

弘
治
元
年
■

五
五
五
）、
火
災
に
ょ
り
伽
藍
焼
失
し
た
る
も
、
通
績
の
次
男
第
十
八
代
城
主
与
四
郎
通
定
が
再
建
・

し
た
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

天
正
十
四
年
■
五
八
六
）、
通
定
と
弟
十
九
代
城
主
左
京
進
通
信
に
よ
っ
て
寺
院
の
修
理
を
行
い
一
水
田
七
町
五

蕉
　
　
　
　
　
　
　
．

段
歩
を
寄
進
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

慶
長
五
年
■

六
〇
〇
）、
関
ヶ
原
合
戦
の
後
、
広
島
城
主
と
な
っ
た
福
島
正
則
に
よ
つ
、
水
田
七
町
五
段
歩
の
寺

領
悉
く
没
収
さ
れ
た
為
に
寺
院
は
荒
廃
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

寛
永
九
年
■

六
三
二
）、
浅
野
長
治
公
が
二
次
支
藩
の
藩
主
と
な
り
、
正
保
年
間
■

六
四
四
～
一
六
四
人
）領
内



■  ■

世
権
の
間
り
一
キ
寺
に
三
度
止
宿
あ
り
‘
其
の
時
、
長
治
公
よ
り
御
詠
■
賜
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゃ

な
べ
て
世
の
　
な
が
む
る
月
も
山
里
は
　
´

・　
　
我
の
み
ひ
と
■
・
見
る
ヽ
地
し
て

寛
文
三
年
■

六
六
三
）、
浅
野
長
治
公
は
功
徳
寺
前
の
荒
野
を
寄
進
さ
れ
た
。
第
十
世
智
海
園
澄
大
和
尚
は
此
の

荒
野
を
開
懇
し
て
寺
領
の
基
礎
と
な
し
、
以
来
二
十
年
間
に
ゎ
た
り
自
ら
鍬
を
振
る
っ
て
二
町
歩
の
水
田
を
造
成
ｔ

た
。寛

文
十
年
■

六
七
〇
）、
長
治
公
は
当
寺
の
普
講
を
命
し
、
延
宝
三
年
■

六
七
五
）
に
代
官
常
松
小
兵
衛
が
普
請

奉
行
と
な
ヶ
、
高
野
山
十

一
功
村
に
課
し
て
再
建
し
た
一
長
治
公
の
死
後
、
位
牌
（鳳
源
院
殿
前
因
州
大
守
俊
岳
了

英
大
居
士
）
守
護
寺
と
な
り
、
以
後
年
回
の
法
要
を
盛
大
に
厳
修
し
て
い
る
。

元
禄
年
間
２

六
八
た
「

一
七
〇
三
）に
二
次
維
三
代
城
主
浅
野
長
澄
公
が
当
寺
に
止
宿
、
禅
堂
及
び
諸
堂
を
造
営

し
た
。

宝
永
二
年
■

七
〇
八
）
、
鳳
源
院
殿
三
十
二
回
忌
に
当
り
、
加
賀
国
大
乗
寺
隠
居
徳
翁
良
高
禅
師
を
請
し
て
、
九

十
日
間
の
江
潮
会
を
厳
修
、
藩
公
の
代
参
が
あ

っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
・

正
徳
二
年
■

七

一
二
）、
位
牌
堂
並
び
に
衆
寮
及
び
禅
堂
を
焼
失
し
た
。

享
保
六
年
■

七
二
一
）及
び
享
爆
十
年
■

七
二
五
）上
、
二
次
藩
主
浅
野
珊
長
公
が
各
五
日
間
を
当
寺
に
止
宿
贅

れ
た
。

軒
保
十

一
年
■

七
二
六
マ

一
講
寺
並
ど
な
一
、
自
麒
七
十
枚
の
下
付
を
受
け
、

ヽ
正
徳
二
年
焼
失
の
計
上
を
再
建

し

た
。
　

　

　

　

　

　

　

一
　

　

´



■  2

享
保
十
七
年
■

七
三
二
）、
第
十
二
世
方
軌
瑶
山
大
和
尚
は
師
喚
応
弧
舟
大
和
尚
の
撰
述
す
る

「千
秋
山
記
｝
を

校
訂
し
た
。
そ
の
他
多
く
の
諸
記
録
を
校
訂
し
整
理
し
た
。　
　
　
．

宝
暦
三
年
■

七
五
三
）、
藩
公
よ
り
比
和
組
の
米
百
俵
を
下
付
さ
れ
一

宝
暦
五
年
■

七
五
五
し
、
百
五
・十
余
人
の
雲
水
が
喜
び
集
ま
ヶ
来
て
、

会
厳
修
が
あ
っ
た
。
当
時
の
伽
藍
は
本
堂
（権
行
十
七
間
、
梁
間
六
問
Ｙ

翌
春
諸
堂
の
修
理
を
看
な
っ
た
。

国
泰
寺
方
丈
を
請
し
て
九
十
日
間
０
江
劇

庫
裡

・
禅
堂

ｏ
■
守
堂

。
十
二
堂

・
地
蔵

堂

ｏ
鐘
楼
門
等
で
あ
っ
た
。

宝
暦
七
年
貧

七
五
七
）、
台
風
の
た
め
諸
堂
は
大
被
害
を
受
け
た
が
、
宝
暦
十
二
年
■

七
六
二
）、
藩
公
の
援
助

に
よ
り
復
旧
し
た
。

文
政
十
年
■
た
二
七
）、
第
十
九
世
祖
道
互
参
大
和
尚
の
代
に
結
制
■
伽
藍
を
焼
失
し
た
。
第
二
十
世
祖
山
仙
漂

大
和
尚
（良
寛
の
兄
弟
子
）が
伽
藍
再
建
の
た
め
に
懸
命
に
努
力
し
た
が
、
成
就
出
来
な
か
っ
た
。

天
保
十
二
年
■

八
四

一
Ｘ

第
二
十

一
世
本
光
倍
命
大
和
尚
■
全
二
百
両
を
持
っ
て
、
言
松
院
（島
根
県
能
義
耶

広
瀬
町
）ま
り
入
■
し
、
本
堂
（桁
行
九
間
半
・
梁
間
人
間
）そ
の
他
儲
堂
を
再
建
し
た
。

一
慶
応
元
年
■

八
六
五
）、
伽
藍
を
焼
失
し
上
蔵
の
み
残
し
た
が
、
同
年
庫
裡
を
新
築
し
た
。

明
治
十
六
年
■

八
八
三
）、
第
二
十
五
世
成
園
玄
道
大
和
尚
の
代
に
、
本
堂

・
金
比
羅
堂
を
再
建
じ
当
寺
歴
代
住

職

・
開
山

■
開
間
の
墓
碑
三
基
を
改
造
し
現
在
に
到
っ
て
い
る
。

昭
和
二
十
二
年
■

九
四
七
）

，
昭
和
二
十
二
年
、
第
二
十
八
世
大
応
博
信
大
和
尚
の
代
に
施
行
さ
れ
た
農
地
開
放

争
に
よ
り
、
三
次
初
代
藩
主
浅
野
長
治
公
よ
り
寄
進
さ
れ
た
寺
領
の
農
地

（水
田
三
町
三
畝
十
六
歩

。
原
野
六
畝

・

畑

一
反

一
畝

・
採
草
地
三
町
二
反
二
畝
二
十
五
歩
）
を
悉
く
開
放
し
た
「
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昭
和
五
十
五
年
■

九
八
〇
）、
寺
院
前
面
参
道
下
の
断
崖
が
国
指
定
の
急
傾
斜
地
と
認
定
さ
れ
て
、
昭
和
五
十
九

年
、
広
島
県
の
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
が
施
行
完
成
し
た
”　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・レ　
　
　
　
　
　
．

本
堂
は
後
鳥
羽
上
皇
御
行
在
の
由
緒
に
よ
り
薔
規
に
違
い
皇
居
に
擬
し
て
造
営
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
一
当
寺
は
当

町
寺
院
で
最
も
古
く
天
二
年
間
２

五
七
三
，
一
五
九

一
）
に
は
末
寺
十
二
ヵ
寺

（新
市
上
市
金
亀
山
正
音
寺

・
同
所

福
寿
山
賀
提
寺

・
中
間
田
正
法
山
清
泰
寺

・
和
南
原
東
員
崎
医
■
山
慈じ
腱
争

・
南
護
国
山
実
相
寺

・
岡
大
内
八
龍
山

求ぐ
割
キ

・
下
門
田
晩
秋
山
東
林
キ

一
中
間
田
東
光
山
薬
王
キ

一
同
所
神
護
山
明
福
寺

・
湯
川
瑠
璃
山
東
明
寺

一
和
南

原
神
宝
山
萬
蔵
寺
等
）
を
支
配
し
て
い
た
と
い
う
。

功
徳
寺
は
庄
原
市
本
郷
町
慈
高
山
円
通
寺
を
第

一
番
札
所
ど
す
る
備
後
国
恵
蘇
郡
観
音
霊
場
第
二
十
二
番
納
め
札

所
で
あ
り
、
そ
の
全
道
程
は
合
計
三
十
二
塁
十
九
町
２

一
一七

・
七
四
ｋｍ
）
で
あ
る
。

《
御
詠
歌
》

結
ぶ
手
は
八
ッ
く
ど
く
池
の
　
水
か
が
み

心
の
月
も
　
き
よ
ら
な
り
け
り

御
大
師
堂
は
高
野
山
霊
場
八
十
八
ヵ
所
札
所
の
内
、
第
五
十
三

ｒ
六
十
四

・
八
十

・
八
十
四

・
八
十
八
番
の
札
所

で
各
々
石
仏
が
並
び
安
置
し
て
あ
る
。

、
境

内

地

　

工３

一坪

新
市
茶
自
由
麓
に
あ
つ
て
老
杉
に
囲
ま
れ
、
寺
院
の
正
面
市
方
は
急
斜
面
に
ｔ
て
県
道
に
接
し
、
そ
の
高
さ
約
二

十
米
、
中
百
米
は
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
が
施
工
さ
れ
て
い
る
。
東
方
参
適
登
り
口
に
は
、

「
勅
萬
歳
院
千
秋
山

功
徳
寺
」
と
刻
ま
れ
た
石
α
門
柱
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
一東
北
及
び
西
側
に
は
古
来
の
墓
地
が
あ
る
。
寺
庭
か
ら
眼
下



に
新
市
街
地
及
び
田
団
耕
地
が
眺
め
ら
れ
、
そ
の
向
う
に
は
逸
か
に
西
ょ
り
南
、
金
尾
原
、
大
鬼
山
、
比
婆
山
、
蔀

山
城
址
、
毛
無
山
の
連
峰
が
毛
無
山
断
層
と
し
て
一
望
し
得
る
眺
望
絶
性
の
地
で
あ
る
。

、
建
　
　
　
物
　
　
本
　
　
　
堂

―
ト
ー
…
…

．
四
二
・
二
坪

一
、
法

　

　

要

開
山
忌
法
要

大
施
餓
鬼
法
要

職

金

比

羅

堂

御

大

師

堂

六
〇
余
戸

｀Ol―l

住
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=櫨 現 中 開 開 開
皿

物家甚雲墓基山
土 庫

蔵 裡

四
六
ｏ
八
坪

一
〇

・
〇
坪

七

・
○
坪

〇

・
五
坪

二
月
八
日

入
月
十

一
日

茂
林
芝
繁
大
和
尚

弘
法
大
師
空
海
上
人

蔀
山
城
初
代
城
主
　
多
賀
山
内
通
資

揃
山
十
七
代
城
主
　
多
賀
山
内
通
続

第
二
十
九
世
　
赤
水
惟
延
　
　
　
ヽ

堂
前
に

「象
頭、
山
」
の
石
塔
あ
り
、

六
月
十
日
と
建
立
月
日
ぁ
り
。

嘉
永
四
年
亥

一
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後
鳥
羽
上
皇
御
哀
筆

「萬
歳
院
」

（堅
二
尺

・
横
八
寸
）

後
鳥
羽
上
皇
御
使
用
の
御
硯
　
　
・一
面

後
鳥
羽
上
皇
御
詠

後
鳥
羽
上
皇
御
装
束
の
切
れ
　
　
一

有
栖
＝
大
納
言
御
使
用
道
中
用
御
箸
　
　
一　
・

光
格
天
皇
御
農
筆
の
色
紙

藤
原
朝
臣
秀
芳
筆
の
色
紙

近
江
八
景
色
紙
八
枚
　
　
多
賀
山
内
家
は
り
寄
附

正
面
達
磨
　
　
狩
野
右
京
秀
景
筆
画
軸

観
音
大
士
画
像
　
　
狩
野
探
幽
筆
画
軸

摯
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車

率

車

細
朗
翻

自

白

自
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梵

課

足

幡

神

社

湖
黎
だ
囁
神
社

高
野
町
大
字
南
字
土
居
沖
四
八
八
番
地

離
繊
概
　
樹
田だ
鵬
襲
　
帯
鶴
蕩
襲

般
島
帯
ル
難
撃
　
ル
カ
対
概
　
甦
渉
巌
蕩
鍵

、
由
　
　
　
緒

当
社
創
立
の
年
代
は
詳
か
で
な
い
が
、
社
記
に
よ
れ
ば
入
皇
第
十
代
崇

神
天
皇
の
御
代
波
久
岐
の
国
造
豊
玉
根
の
命
が
一勲
晟
神
の
神
託
に
依
っ
て

南
村
の
多
気
山
に
高
籠
神
を
祀
り
雨
を
祈
っ
た
の
が
初
め
で
、
共
の
後
豊

王
根
命
の
子
孫

一
族
に
よ
り
其
の
上
に
社
殿
を
建
立
し
、
多た
知
明
神
之
称
え
、
そ
の

一
旋
の
氏
神
と
し
て
奉
祀
し
た
。

昨
瀞
天
皇
の
天
元
二
年
（九
七
九
）九
月
ル
麟
搬
山
の
麓
福
円
原
（現
在
の
社
地
）
の
地
に
社
殿
を
造
営
し
て
高
雛
宮

を
避
し
、
此
の
時
新
た
に
勧
請
し
た
石
清
水
八
幡
宮
を
合
せ
祀
り

一
族
の
長
老
定
基
を
神
主
と
定
め
多
気
明
神
又
は

福
円
原
八
幡
宮
と
称
え
て
尊
崇
し
た
。

花
園
天
皇
の
正
和
五
年
■

〓
〓
六
）地
毘
荘
の
地
頭
首
藤
通
資
が
此
の
地
に
蔀
山
城
を
築
い
て
入
部
す
る
に
当
リ

鎌
倉
の
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
を
勧
請
し
、
福
岡
原
八
幡
富
神
主
堀
江
定
益
を
し
て
八
旗
迪
に
祀
ち
せ
た
。

祭 所 神

在 社

神 地 名

大 富 八幡 神 社
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元
亨
元
年
■

〓
〓
〓

）通
資
は
福
円
原
八
幡
宮
社
殿
の
再
建
に
当
り
、
さ
き
に
八
旗
迫
に
勧
請
し
た
鶴
岡
八
幡
宮

を
舷
に
合
祀
し
専
ら
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
と
称
え
、
地
毘
荘
の
総
鎮
守
と
定
め
て
篤
ぐ
崇
敬
し
た
。

元
亨
二
年
■

〓
〓
〓
こ
通
資
は
山
内
村
に
甲
山
城
を
築
い
て
移
り
住
み
、
蔀
山
城
は
弟
通
俊
に
譲
り
、
其
の
後
は

通
俊
の
子
孫
多
賀
山
氏

一
族
代
々
の
尊
崇
篤
く
社
領
の
寄
進
、
社
殿
の
造
営
祭
事
の
挙
行
な
ど
絶
え
る
事
が
な
か

・っ

た
。天

正
十
九
年
■

五
九

一
）多
賀
山
氏
没
落
の
後
は
古
来
の
豊
玉
根

一
族
を
中
心
と
。し

た
宮
座
に
元
蔀
山
城
主
、
首

藤
家
の
家
臣
で
土
着
し
た
人
達
も
加
わ
り
、
三
頭
役
制
を
保
持
し
つ
つ
多
賀
山
惣
社
と
し
て
篤
く
尊
崇
し
た
。

寛
文
七
年
■

六
六
七
）高
野
山
組
全
住
民
の
懇
望
に
よ
う
、
古
来
の
店
座
組
織
を
変
更
し
高
野
山
十

一
村
の
三
ケ

村
宛
が
三
頭
役
を
勤
め
る
こ
と
と
な
り
高
野
山
組
の
総
氏
神
と
ｔ
て
崇
敬
し
た
。

明
治
四
年
■

八
七

一
）七
月
四
日
社
格
が
制
定
さ
れ
、
大
政
官
達
を
以
て
村
社
に
列
せ
ら
れ
た
。　
　
　
　
　
　
ヽ

明
治
八
年
■

八
七
五
Ｘ
ハ
丹
■
租
改
正
に
際
し
、
社
寺
境
内
外
区
画
取
調
規
則
を
発
布
し
神
社
の
境
内
は
祭
典
に

必
要
な
区
域
を
定
め
て
新
境
内
と
し
其
他
は
悉
く
上
地
せ
じ
め
た
の
で
社
領
を
失
っ
た
。
そ
の
た
め
神
社
の
経
済
は

益
々
困
難
に
陥
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

．

明
治
十
六
年
■

入
九
二
）高
野
山
付
内
に
於
け
る
行
政
的
事
情
に
よ
り
惣
氏
神
の
制
を
解
き
南
村
の
氏
神
と
し
て

奉
記
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
」

明
治
四
十
年
二
月
十
九
日
当
社
は
神
餞
幣
畠
料
供
進
神
社
に
指
定
さ
れ
た
。

昭
和
十
一
年
二
月
二
日
勅
令
七
〇
号
に
よ
り
国
家
管
理
を
離
れ
宗
教
と
な
っ
た
。

昭
和
十

一
年
六
月
．五
日
宗
教
法
人
設
立
認
可
を
受
け
、
直
に
伊
勢
神
宮
を
本
宗
と
す
る
神
社
本
庁
に
所
属
し
た
。
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昭
和
十
五
年
■

九
五
０
）境
内
地
無
償
譲
典
を
受
け
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

昭
和
五
十
二
年
■

九
七
八
）十
月
十
入
計
大
宮
八
幡
宮
（福
円
原
入
幡
宮
）創
祀
壱
千
年
祭
を
広
島
県
神
社
庁
長
桑

本
勉
氏
の
参
列
を
得
て
斎
行
し
た
。

、
境
　
内
　
地
　
　
一二
七
七
〇

。
九
五
坪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・＼　
　
　
　
　
　
　
　
・

〔境
内
地
の
特
徴
〕

一
当
社
の
境
内
地
は
、
社
殿
の
あ
る
社
地
の
部
と
背
後
の
山
叢
都
と
社
地
前
の
参
詣
者
溜
場
に
当
る
部
と
参
道
の
部

の
四
つ
の
部
分
か
ら
成
り
、
此
の
境
内
地
に
鬱
誉
と
茂
る
社
れ
は
杉
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
延
長
約
五
〇
Ｏ
ｍ

に
及
ぷ
参
道
沿
い
の
杉
並
木
は
県
下
随
一
と
い
わ
れ
る
。
此
の
社
叢
に
は
胸
高
幹
囲
二
ｍ
以
上
の
大
木
が
六
九
株
（杉

モ
ミ
外
）
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
〇
株
は
社
殿
周
辺
に
見
ら
れ
、
残
り
四
九
株
は
参
道
沿
い
の
並
木
と
な
っ
て
い
る
。

社
殿
の
北
側
に
あ
る
モ
ミ
は
胸
高
幹
田
五
・
〇
二
ｍ
で
本
社
叢
中
最
大
の
巨
樹
で
あ
る
。
社
殿
に
近
い
参
道
の
左

右
に
幹
田
四
ｍ
を
越
す
ア
ベ
マ
キ
の
巨
樹
二
株
が
あ
る
。
ア
ベ
マ
キ
は
特
に
中
国
地
方
に
多
い
樹
種
で
、
そ
の
大
木

が
こ
こ
に
成
育
し
て
い
る
こ
と
は
モ
ミ
の
巨
樹
と
共
に
此
の
地
方
往
古
の
樹
相
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ

２つ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ
　　　　ｆ

こ
の
社
叢
は
証
山
舞
主
ま
藤
通
金
が
性
岡
八
幡
富
を
弦
に
合
．祀
し
た
Ｌ
、
境
慮
を
造‐
成
す
る
為
に
植
樹
さ
せ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

広
島
県
天
然
記
念
物
指
定
、
昭
和
三
十
四
年
十
月
二
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
建
　
　
・
物
　
　
本
　
　
　
殿

卜
■
…

´
…
…
．
〓

一
二

一五
坪

．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

祝
　
詞
　
殿

卜
≡
…
…
…
ｏ
　

一
・
五
坪
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一
、
摂 其

他
の
建
造
物

手 随 拝

水 神

舎 門 殿

石
　
鳥

居
願
主

―

社

天 亀 王 八  石

満中尋驀願
宮 社 社 ,富 主 籠

八 中 八 大

幡 山 卸 神

宮 社 社
く
宮

村 村 村 村

一―

湯

・‥
湯

・―
新

・‥
新

九

・
○
坪
．

四

・
五
坪

〇

・
二
五
坪

壱
基
　
　
延
宝
六
戊
午
二
月
十
九
日

宿
代
　
岸
太
郎
左
衛
円

同
　
　
門
司
伝
右
衛
門

同
　
　
白
根
平
左
衛
門

庄
屋
　
江
ホ
七
右
衛
門

支
配
　
荒
木
安
左
衛
Ｆｌ

願

主

衆

輩

此
の
鳥
居
は
笠
木
と
島
木
が
三
本
継
ぎ
に
な
っ
て
い
る
珍
し
い
も
の
で
あ
る
一

壱
対
　
　
延
宝
六
成
午
五
鳳
吉
日

「

名
越
九
右
衛
門
正
続

川
　
村

川
　
村

市
　
村

市
　
村

・‥
高

暮

・‥
高
　
幕

‥
・
申

間

田

―

岡

大

内

暮



■

杉

神

社

…

和

市

原

村

　

　

　

坂

本

社

…

下

門

田

村

　

　

　

　

．

金
尾
大
神
宮

「・，
奥

円

田
村

一
一　
　
加
　
茂
　
社

‥
・
上

里

原

村

元
、
投
社
十
二
社
が
あ
っ
た
が
、
明
治
年
間
に
な
っ
て
古
来
か
ら
置
か
れ
て
ぃ
た
神
宮
寺
と
と
も
に
廃
止
し
た
。

一
、一
境

内

社

　

入

坂

神

社

ギ
、
飛
地
境
内
社

一
、
祭

高

良

神

社

杵

築

神

社

社

日

神

社

護

国

神

社

高

一織
　
宮

粟

島

神

社

若

宮

神

社

巌

島

神

社

山

′

神

社

一大

歳

神

社

新
　
年
　
祭

紀
　
一九
　
祭

祈
　
年
　
祭

天
　
長
　
祭

三
社

三
社一

月

　

一
日

二
月
十

一
日

四
月
十
九
日

四
月
十
九
日

六
菌
二
０
ロ

秦
（
　
　
〓
周
一　
　
島
晨
一
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嘗 治  年 層

祓 祭 祭 祭 祭 裁

喜 吉 吉 吉 青 育
1卜

・
ll‐  J「 十 [三

二 三 二 九 八 〇
日 日 日 日 日 目

・六式例明一新

一
　

大

一
、
神
社
の
特
殊
行
事
等

．０
　
七
座
の
神
楽

当
社
の
＝
策
に
は
恒
例
の
神
事
之
し
て
七
座
の
神
楽
が
斎
行
さ
れ
る
。
伝
え
に
依
れ
ば
い
当
社
に
於
て
は
古
未

例
祭
に
神
主
が
柑
無
な
奉
仕
し
て
き
た
と
さ
れ
て
お
■
、
■
■
二
年
（九
七
九
）石
清
水
八
幡
富
勧
請
の
時
、
と
も

．
に
に
ぇ
ら
れ
な
同
社
の
神
楽
が
従
来
の
神
楽
と
合
体
し
、
更
に
後
世
に
置
え
ら
れ
た
■
雲
流
神
楽
書
種
々
の
要
素

が
加
え
ら
れ
で
斎
庭
神
礫
が
発
展
し
て
き
た
が
、
今
■
当
社
に
於
て
行
わ
れ
る
七
座
の
神
楽
は
、
・そ
の
斎
庭
神
楽

の
一
部
を
古
来
の
神
舞
の
伝
統
を
継
い
で
行
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
　
　
　
・
　

一

０
　
辞
静
ぢ
往
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

一　

当
南
村
に
は
古
宋
山
ノ
神
ｔ
祀
っ
ｔ
小
記
が
三
社
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
の
社
に
て
も
旧
暦
正
月
二
十
日
の
山
神

舞
り
し
行
う
龍
打
ち
の
行
事
は
、
各
山
ノ
神
社
の
氏
子
が
当
屋
に
集
り
祓
を
■
■
て
後
持
ち
寄
っ
た
葉
で

―
大
書
な

龍
体
を
つ
く
り
、
山
ノ
神
社
の
神
本
の
高
い
所
に
、
そ
の
年
ら
川
計
の
方

へ
龍
の
頭
を
向
け
で
取
付
甘
五
穀
豊
穣

と
牛
馬
安
全
を
祈
願
す
る
。





〓■
一
日
月
燿
闊
ハ
■
え
具
劇
付
　
　
　
　
　
　
・

資
料
提
供
　
高
野
町
教
育
委
員
会
　
堀
江
鶴
城
氏
他

平
成
元
年
五
月
二
十
日
作
成
、
発
行

備

．傷

史

搬

‥
訪

の

会

事
‐務

局

じ
七
二
０
福
山
市
多
治
米
町
五
す
目
十
九
番
八
号

雪
０
人
四
九

（
五
三
ン
六
二
五
ｔ
　
田
日
義
之
方


