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諏
訪
八
幡
神
社 

　
　

創
建
五
百
年
祭
を
終
え
て　
　
　

　

は
じ
め
に

　

本
年
度
の
四
月
・
六
月
の
例
会
の
２

回
に
か
け
て
、
当
会
理
事
の
加
藤
義
雄

氏
に
よ
り
「
諏
訪
八
幡
神
社
創
建
五
百

年
祭
を
終
え
て
」
と
題
し
て
、
当
神
社
の

歴
史
に
つ
い
て
の
講
演
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
併
せ
て
境
内
の
案
内
・

本
殿
の
見
学
・
社
宝
の
閲
覧
な
ど
、
通
常

で
あ
れ
ば
な
か
な
か
目
に
す
る
こ
と
の

難
し
い
も
の
を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
本
稿
で
そ
の
概
要
を
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
作
文
に
あ
た
っ
て

は
『
諏
訪
乃
森
の
神
々
』(

新
井
清
寿
著)

の
内
容
も
参
考
に
し
ま
し
た
。

 

・
諏
訪
八
幡
神
社

本
神
社
の
主
祭
神
で
あ
る
諏
訪
の
神

に
つ
い
て
は
、
今
か
ら
約
五
百
年
前
の

永
正
十
三
年(

１
５
１
６
年)

に
、
加
治

菊
房
丸
と
平
重
清
、
菊
房
丸
の
祖
母
に

よ
っ
て
勧
請
さ
れ
た
の
を
始
ま
り
と
し

ま
す
。

　

加
治
菊
房
丸
と
は
中
山
家
勝
の
幼

名
で
あ
り
、
家
勝
は
八
王
子
城
の
戦
い

で
討
死
し
た
中
山
家
範
の
父
で
す
。
家

勝
の
生
没
年
は
不
祥
で
す
が
、
子
の
家

範
が
天
文
十
七
年(

１
５
４
８
年)

の

誕
生
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
永
正

十
三
年
で
は
ま
だ
子
供
だ
っ
た
の
で
は

と
思
わ
れ
ま
す
。
平
重
清
は
秩
父
平
氏

の
系
譜
に
連
な
る
人
物
で
、『
諏
訪
乃
森

の
神
々
』
で
は
「
中
山
氏
と
は
親
戚
関
係

に
な
っ
て
い
た
」
と
し
て
い
ま
す
。家
勝

は
、
も
と
は
山
内
上
杉
氏
の
家
臣
だ
っ

た
が
、
の
ち
に
北
条
氏
へ
仕
え
た
よ
う

で
す
。
当
時
主
君
を
選
ぶ
こ
と
は
地
方

豪
族
に
と
っ
て
は
一
族
の
命
運
を
左
右

す
る
一
大
事
で
、
近
隣
の
三
田
氏
は
仕

え
先
を
間
違
え
て
滅
亡
し
た
と
も
言

え
、
ま
た
吾
野
の
岡
部
氏
は
後
北
条
氏

に
臣
下
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
扇
谷
上
杉

氏
に
責
め
ら
れ
て
敗
死
し
て
い
ま
す
。

　

社
地
は
現
在
の
飯
能
第
一
小
学
校
の

南
側
に
あ
っ
た
大
泉
寺
の
境
内
だ
っ
た

よ
う
で
す
。
そ
の
お
よ
そ
七
十
年
後
、家

勝
の
息
子
で
あ
る
家
範
が
天
正
十
二
年

(

１
５
８
４
年)

に
現
在
の
社
地
に
移

動
し
、
八
幡
大
菩
薩
を
合
祀
し
ま
し
た
。

こ
の
と
き
家
範
は
三
十
七
歳
で
す
。
新

し
い
社
地
は
、
白
樫
の
生
い
茂
っ
て
い

る
森
で
、
今
の
飯
能
河
原
を
見
下
ろ
す

土
地
で
し
た
。
今
で
も
境
内
の
丹
生
神

社
の
東
側
に
は
古
い
白
樫
が
二
十
本
ほ

ど
残
っ
て
い
ま
す
。
西
側
は
明
治
二
〇

年
の
本
殿
移
動
に
伴
っ
て
開
か
れ
た

場
所
な
の
で
、
西
側
の
樹
木
は
新
し
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
社
殿
は
、

河
原
か
ら
上
が
っ
て
く
る
石
段
の
正
面

に
南
面
し
て
お
り
、
敷
地
は
現
在
の
社

務
所
の
東
側
に
あ
る
井
戸
あ
た
り
ま
で

だ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
丹
生
神
社
も
諏

訪
八
幡
神
社
の
西
側
に
位
置
し
て
い
ま

し
た
。

  　

『
諏
訪
乃
森
の
神
々
』
に
よ
れ
ば
、
先

の
創
祀
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
中
山

家
の
個
人
的
な
信
仰
で
あ
っ
た
の
が
、

こ
の
再
興
で
は
智
観
寺
僧
・
大
泉
寺
僧
・

当
初
の
諸
檀
那
の
代
表
で
あ
る
小
室
氏

も
加
わ
っ
て
お
り
、「
地
域
住
民
の
総
力

を
結
集
」
し
た
も
の
と
し
て
い
ま
す
。天

正
十
二
年
と
い
う
時
代
は
本
能
寺
の
変

の
二
年
後
で
、
秀
吉
の
小
田
原
征
伐
の

六
年
前
と
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
大
乱

の
時
代
に
あ
っ
て
地
域
住
民
が
一
致
団

結
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
と
思
わ

れ
ま
す
。

・
丹
生
神
社

　

お
よ
そ
千
百
年
前
に
丹
党
の
丹
治
武

信
が
当
地
を
領
し
た
時
に
、
守
護
神
と

し
て
紀
州
高
野
山
の
地
主
神
で
あ
る
丹

生
明
神
を
勧
請
し
た
こ
と
が
当
神
社
の

始
ま
り
と
な
り
ま
す
。
こ
の
事
に
つ
い

て
、丹
生
都
比
売
神
社
側
に「
武
蔵
野
に

勧
進
し
た
」
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い

る
ら
し
い
で
す
。

　

当
初
よ
り
寛
永
の
頃
ま
で
は
、
中
山

館
の
北
西
の
地（
智
観
寺
の
北
東
付
近
）

に
鎮
座
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
宅
地

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
明
治
九
年
の
中

山
村
の
地
図
を
見
る
と「
丹
生
明
神
社

跡
」と
記
載
が
あ
り
ま
す
。

　

宝
永
年
間
に
黒
田
直
邦
が
菩
提
寺
の

能
仁
寺
を
改
築
し
た
の
に
合
わ
せ
て
、

寺
の
守
護
神
と
し
て
境
内
の
東
方
に
遷

座
し
ま
し
た（
寛
政
年
間
の
境
内
図
に

記
載
が
あ
り
ま
す
）。

　

ま
た
当
社
の
由
緒
を
記
し
た
安
政
期

の
碑
文
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
は
羅
漢
山

（
現
在
の
天
覧
山
）
の
頂
上
に
勧
請
さ

れ
て
い
た
の
を
、
元
禄
年
間
に
能
仁
寺

境
内
に
遷
座
さ
せ
、
流
鏑
馬
の
神
事
を

行
っ
た
も
の
だ
と
い
い
ま
す
。
こ
の
碑

文
を
記
し
た
石
は
、
天
覧
山
の
祠
の
石
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と
同
じ
材
質
ら
し
い
で
す
。

　

埴
山
姫
命
・
罔
象
女
命
の
二
柱
を

祀
っ
て
お
り
、
御
神
体
は
女
神
の
形
を

し
た
石
像
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、『
諏
訪

乃
森
の
神
々
』
に
は
内
殿
に
鎮
座
す
る

「
御
神
体
と
思
わ
れ
る
享
保
雛
ご
三
体
」

の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
二
年
に
当
地
に
遷
座
し
ま
し

た
。
能
仁
寺
の
境
内
に
あ
っ
た
拝
殿
は

飯
能
学
校
の
校
舎
と
す
る
た
め
に
小
能

家
の
敷
地
内
に
移
築
さ
れ
ま
し
た
（
飯

能
学
校
は
の
ち
の
第
一
小
学
校
で
す
）
。

そ
の
場
所
に
は
聖
天
が
祭
ら
れ
て
い
た

の
で
、
聖
天
を
加
能
神
社
と
し
て
当
地

へ
遷
座
し
ま
し
た
。

・
恵
比
寿
神
社

　

中
山
家
範
が
大
日
如
来
の
夢
告
に

従
っ
て
祀
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
西
南
の
方
角
に
不
吉
の

兆
し
が
あ
る
か
ら
恵
比
寿
を
祀
れ
、
そ

う
す
れ
ば
家
運
は
益
し
、
後
世
に
名
を

残
す
子
宝
に
恵
ま
れ
る
と
。
そ
の
の
ち

授
か
っ
た
の
が
照
守
と
信
吉
の
二
兄
弟

だ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
お
告
げ
の
通
り
、

照
守
は
大
身
旗
本
に
、
信
吉
は
水
戸
藩

の
附
家
老
に
出
世
し
ま
し
た
。
ま
た
照

守
の
子
孫
の
黒
田
直
邦
は
大
名
と
な
り

ま
し
た
。

　

西
南
と
は
加
治
館
か
ら
の
西
南
で
、

大
泉
寺
が
そ
の
方
向
に
あ
り
、
諏
訪
神

社
は
そ
の
延
長
に
あ
り
ま
す
。
昭
和
に

な
っ
て
武
蔵
野
七
福
神
が
提
唱
さ
れ
る

と
、
新
し
い
信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。　

こ
の
お
社
は
火
災
で
焼

失
し
ま
し
た
が
、
昭
和
四
十
八
年
に
再

建
さ
れ
ま
し
た
。

・
加
能
神
社

　

こ
の
神
社
は
聖
天
（
歓
喜
天
）を
祀
っ

て
い
ま
す
。
歓
喜
天
は
本
来
仏
教
の
守

護
神
な
の
で
寺
院
で
祀
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
で
す
が
、
神
社
と
し
て
祀
ら

れ
る
場
合
は
、
よ
く
願
い
を
叶
え
る
と

い
う
ご
利
益
に
よ
り
「
叶
神
社
」と
い
う

名
前
を
持
つ
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

本
社
は
そ
れ
に
加
治
の「
加
」と
小
能
家

の
「
能
」
を
当
て
字
と
し
た
も
の
で
す
。

前
述
の
通
り
、
も
と
も
と
は
小
能
家
の

敷
地
内
（
い
ま
の
飯
能
第
一
小
学
校
の

欅
林
の
東
側
あ
た
り
）
に
祀
ら
れ
て
い

た
も
の
で
す
が
、
小
学
校
を
設
立
す
る

こ
と
に
な
っ
た
た
め
当
地
に
移
動
し
て

き
た
も
の
で
す
。
棟
札
に
よ
れ
ば
江
戸

前
期
に
改
築
さ
れ
た
も
の
で
す
。
覆
屋

は
明
治
期
の
飯
能
町
の
家
屋
の
廃
材
を

使
っ
て
い
る
と
い
う
由
来
が
あ
り
ま

す
。

・
拝
殿

　

今
回
、
特
別
に
社
殿
に
上
が
っ
て
中

を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

拝
殿
か
ら
幣
殿
を
進
む
と
、
精
緻
な

彫
刻
の
施
さ
れ
た
本
殿
が
あ
り
ま
し

た
。  

  

普
段
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
社
宝
・

所
蔵
品
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

諏
訪
八
幡
神
社 

　

・
幟
旗

元
治
紀
元
年
歳
甲
子
七
月
吉
日　

雪
城

澤
俊
卿
敬
書（
１
８
６
４
）　
　

 

・
拝
殿 

棟
札　
　

  ・
小
槻
正
信
の
大
絵
馬

　

拝
殿
に
上
が
っ
て
す
ぐ
右
手
に
祭
礼

の
様
子
を
描
い
た
大
き
な
絵
馬
が
飾
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
飯
能
を
代
表
す

る
絵
馬
師
で
あ
る
小
槻
正
信
に
よ
る
も

の
で
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は『
飯
能
の

絵
馬
』（
飯
能
市
教
育
委
員
会　

平
成
九

年
）に
詳
し
い
で
す
。

　
　

 

郷土はんのう
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丹
生
神
社

　

・
高
麗
犬

　

丹
生
明
神
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
で
、

開
け
る
と
目
が
つ
ぶ
れ
る
と
言
わ
れ
て

き
た
箱
か
ら
出
て
き
た
も
の
で
す
。
台

座
の
刻
文
に
は
「
狛
犬
」
で
は
な
く
「
高

麗
犬
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

　

 

「
正
徳
二
年
壬
辰
二
月
十
六
日
」

　
　

「
丹
生
大
明
神
廣
前

　
　
　

加
治
郷
武
陽
山

　
　
　

武
刕
高
麗
郷

　
　
　

奉
獻
」

　

と
あ
り
、
こ
の
こ
ろ(

１
７
１
２
年)

丹
生
神
社
は
能
仁
寺
境
内
に
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
二
月
十
六
日

の
祭
礼
の
日
に
合
わ
せ
て
奉
献
し
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　
　

 

　

・
羽
子
板

　

こ
れ
も
丹
生
明
神
に
奉
納
さ
れ
た
も

の
で
す
。
材
は
朴
の
木
で
、享
保
期
の
作

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

 

加
能
神
社

　

・
棟
札

正
保
三
歳
建
替
（
１
６
４
６
）

寛
保
三
癸
亥
歳
九
月
二
十
八
日
修
復

（
１
７
４
３
）

　

・
棟
札

聖
天
宮 

文
化
十
三
年
丙
子
九
月
十
八

日
改
修
（
１
８
１
６
）　
　

 

・
聖
天
様 

木
彫

平
成
15
年
１
月
10
日（
２
０
０
３
）

井
波
木
彫
り
の
里（
富
山
県
）

長
谷
工
房 

長
谷
進 

作
成

　　

加
能
神
社
の
神
像
は
以
前
盗
ま
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
い
ま
は
御
神
体
が
不

在
の
状
態
で
す
。
こ
の
像
は
御
神
体
と

し
て
納
め
ら
れ
る
予
定
の
像
と
な
り
ま

す
。

 

お
わ
り
に

　

諏
訪
八
幡
神
社
は
中
山
氏
の
出
自
・

由
来
を
示
す
歴
史
的
な
遺
産
で
あ
る
と

と
も
に
、
当
地
に
住
む
人
々
が
長
く
信

仰
を
寄
せ
、
大
事
に
し
て
き
た
場
所
で

す
。
今
回
の
講
演
で
そ
の
こ
と
が
よ
く

分
か
り
ま
し
た
。

・
参
考
資
料

　

『
諏
訪
乃
森
の
神
々
』 

諏
訪
八
幡
神

社 

１
９
８
６
、０
９ 

新
井
清
寿
／

解
説 

権
藤
宏

　

巡
礼
と
は
、
世
界
中
の
多
く
の
宗
教

で
重
要
な
宗
教
儀
礼
の
一
つ
で
す
。
日

常
の
生
活
を
、
一
時
的
に
離
れ
て
宗
教

の
聖
地
、
聖
域
と
い
わ
れ
る
場
所
を
参

拝
し
、
聖
な
る
も
の
に
よ
り
接
近
す
る

と
い
う
行
動
で
す
。

　

日
本
で
は
、
5
世
紀
ご
ろ
に
伝
来
し

た
仏
教
が
貴
族
社
会
を
中
心
に
広
が
り

を
見
せ
平
安
時
代
10
世
紀
後
半
に
は
、

こ
れ
が
徐
々
に
庶
民
に
も
広
が
り
霊
場

と
言
わ
れ
る
霊
験
あ
ら
た
か
な
場
所
、

神
社
、
仏
閣
と
言
わ
れ
る
宗
教
施
設
等

に
参
拝
す
る
と
い
う
行
動
が
徐
々
に
広

が
っ
て
き
ま
し
た
。
霊
場
と
言
わ
れ
る

も
の
に
は

　

観
音
菩
薩
霊
場

巡
礼
と
千
社
札　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

江
澤　

千
明　
　

郷土はんのう
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地
藏
菩
薩
霊
場

　

藥
師
如
来
霊
場

　

阿
弥
陀
如
来
霊
場

　

弘
法
大
師
霊
場

そ
の
他
に
も

　

恐
山
・
比
叡
山
・
高
野
山
等
の
山
岳
信　

　

仰
霊
場
、

　

十
三
仏
霊
場
、
七
福
神
霊
場　
　

と
様
々
で
す
。

　

当
初
、
仏
教
の
信
仰
は
、
極
楽
往
生
と

い
う
信
仰
、
い
わ
ゆ
る
死
後
の
世
界
、

来
世
の
幸
せ
を
願
う
薬
師
仏
、
阿
弥
陀

仏
が
中
心
で
し
た
が
、
徐
々
に
現
世
の

安
息
・
幸
せ
を
願
う
信
仰
に
変
わ
っ
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
中
心
が
観
音
菩
薩

で
観
音
信
仰
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。

　

こ
の
頃
か
ら
霊
験
あ
ら
た
か
な
観
音

菩
薩
を
次
々
と
回
っ
て
参
拝
す
る
と
い

う
風
習
が
生
ま
れ
、
次
第
に
一
定
の
形

と
し
て
定
着
し
、
３
３
観
音
巡
り
と
い

う
か
た
ち
に
な
り
、
西
国
３
３
観
音
霊

場
が
誕
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
最
古
の
観
音
霊
場
で
あ
る
西
国

３
３
観
音
霊
場
は
約
１
３
０
０
年
前
に

開
場
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
四
国

８
８
か
所
霊
場
、
こ
れ
は
弘
法
大
師
ゆ

か
り
の
霊
場
と
言
う
こ
と
で
今
で
は
ダ

ン
ト
ツ
の
一
番
人
気
の
霊
場
で
す
。
た

だ
こ
れ
も
ご
本
尊
の
ほ
と
ん
ど
が
観
音

菩
薩
で
す
。
こ
の
霊
場
も
１
２
０
０
年

前
の
開
場
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

観
音
霊
場
に
は
、
先
の
西
国
霊
場
、
関

東
の
坂
東
３
３
観
音
霊
場
、
秩
父
３
４

観
音
霊
場
を
合
わ
せ
て
日
本
１
０
０
観

音
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

現
代
で
は
、
こ
の
古
い
霊
場
を
写
し

て
各
地
に
様
々
な
霊
場
が
あ
り
ま
す
。

　

西
国
の
各
霊
場
か
ら
砂
を
持
ち
帰
り

近
隣
の
寺
社
に
そ
れ
を
置
く
こ
と
で
写

し
を
作
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お
砂
踏

み
と
言
っ
て
持
ち
帰
っ
た
砂
を
踏
む
こ

と
で
同
じ
ご
利
益
を
頂
け
る
と
い
う
事

で
す
。
交
通
手
段
の
無
か
っ
た
時
代
、自

分
で
足
を
運
べ
な
い
人
々
の
為
に
考
え

ら
れ
た
唯
一
の
手
段
だ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

こ
れ
と
同
時
に
、
霊
場
を
巡
拝
し
た

折
、
参
拝
の
し
る
し
に
お
札
を
収
め
る

と
い
う
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。 

一
説
に
は
、
花
山
法
皇
が
永
延

二
年(
９
８
８
年)

西
国
の
巡
拝
の
お

り
、
和
歌
を
仏
前
に
手
向
け
た
の
が
始

ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
札

を
収
め
る
行
為
を
納
札
と
い
い
、
各
霊

場
を
札
所
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

四
国
の
霊
場
で
は
今
も
お
遍
路
さ
ん

が
巡
礼
札
と
言
わ
れ
る
札
を
各
札
所
に

収
め
て
い
ま
す
。
当
時
は
紙
は
高
価
で

庶
民
に
は
手
が
で
ま
せ
ん
で
し
た
の
で

木
で
作
ら
れ
た
札
を
収
め
て
い
た
よ
う

で
す
。

　

西
国
の
霊
場
に
は
３
０
０
〜
４
０
０

年
前
の
木
札
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
札
に
は
、
心
願
い
わ
ゆ
る
願
い
事
、住

所
、
氏
名
、
年
号
な
ど
を
記
し
て
納
め
ま

す
。

　

江
戸
時
代
に
は
次
第
に
紙
が
普
及
し

木
札
か
ら
紙
札
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。
こ
の
流
れ
の
中
、
信
仰
が
徐
々
に
江

戸
の
庶
民
の
間
に
も
普
及
し
千
社
札
の

文
化
が
生
れ
ま
す
。

　

松
平
不
味
公（
松
平
治
郷
・
出
雲
松
江

藩
第
７
代
藩
主
）
の
家
臣
で
、萩
野
喜
内

信
敏
と
い
う
人
が
【
鳩
谷
天
愚
弘
平
】
と

い
う
札
を
張
り
歩
き
有
名
に
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
納
札
中
興
の
祖
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
千
社
札
の

始
ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
初

紙
の
大
き
さ
も
ま
ち
ま
ち
、
文
字
も
自

分
で
筆
書
き
で
し
た
。
次
第
に
木
版
に

よ
る
印
刷
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
こ

れ
は
、現
在
も
同
じ
で
す
。

　

江
戸
時
代
、
化
政
年
間 (

１
８
０
０

〜) 

に
な
る
と
、
こ
の
千
社
札
文
化
が

定
着
し
、
各
所
に
連(

会)

と
言
わ
れ
る

も
の
が
誕
生
し
益
々
の
流
行
を
よ
び
ま

す
。
何
名
か
の
グ
ル
ー
プ
で
の
巡
礼
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

千
社
札
を
張
る
と
い
う
行
為
は
、
札

が
残
っ
て
い
る
う
ち
は
い
わ
ゆ
る
参
篭

(

宿
泊
参
拝) 

と
同
じ
ご
利
益
が
あ
る

と
言
い
ま
す
。

　

貼
り
札
は
題
名
を
記
し
た
札
、
こ
れ

を
題
名
納
札
と
い
い
ま
す
。 

題
名
は

様
々
で
、
屋
号
、
苗
字
、
実
名
等
を
自
分

で
決
め
て
使
用
し
ま
す
。
私
は
、
本
名
江

澤
千
明
、
題
名
は
千
あ
き
と
し
て
お
り

ま
す
。

　

貼
り
札
は
、
単
色
で
、
色
の
つ
い
た

札
は
神
社
、
仏
閣
に
は
張
ら
な
い
事
に

な
っ
て
い
ま
す
。
各
霊
場
に
専
用
の
道

具(
竿
、
刷
毛
、
ノ
リ)

を
持
ち
神
社
、
仏

閣
に
題
名
を
記
し
た
札
を
貼
り
ま
す
。

 　

現
在
の
ル
ー
ル
と
し
て
は
、
お
参
り

を
し
、
お
こ
と
わ
り
を
し
て
許
可
を
頂

き
札
を
貼
ら
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

＊
指
定
さ
れ
て
い
る
文
化
財
に
は
貼
ら　
　

　

な
い
。 

＊
奉
納
さ
れ
た
額
等
に
は
貼
ら
な
い
。

＊
人
の
札
の
上
に
は
貼
ら
な
い
。

　

等
で
す
。近
年
、こ
の
よ
う
な
マ
ナ
ー　

　

が
ま
も
ら
れ
ず
納
札
を
迷
惑
行
為
と

　

し
て
禁
止
す
る
寺
院
が
増
え
て
い
る

　

の
が
さ
み
し
い
限
り
で
す
。

　

時
代
が
流
れ
い
つ
の
間
に
か
札
の
規

　

格
等
が
確
立
さ
れ
て
現
在
に
至
り
ま

　

す
。

＊
紙
の
大
き
さ　
　

　

こ
れ
は
古
来
の
日
本
の
奉
書
の
大
き

　

さ
現
在
の
B
版
を
基
準
に
し
て
い
ま

　

す
。B4
を
八
丁
と
呼
び
こ
れ
の
１
／

　

８
を
ー
丁
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

＊
文
字
、書
体　
　

　

江
戸
文
字
を
基
に
し
た
、千
社
文
字
、　

　

籠
文
字
、
寄
席
文
字
な
ど
を
使
い
ま

　

す
。

＊
印
刷　

　

和
紙
の
木
版
刷
り
で
す
。版
木
を
起　

　

こ
し
墨
で
刷
り
ま
す
。

＊
貼
り
札
の
種
類　

郷土はんのう

貼り方の実演
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一
丁
、
横
二
丁
、
半
間
、
四
丁
等
様
　々

　

で
す
。

　

色
の
つ
い
た
札
、
こ
れ
を
交
換
札
と

い
い
ま
す
。
こ
れ
は
神
社
、
仏
閣
に
は
貼

り
ま
せ
ん
。
今
で
い
う
名
刺
代
わ
り
で

す
。
浮
世
絵
の
技
法
で
木
版
多
色
刷
り

で
作
り
ま
す
。
絵
柄
等
は
、
自
分
自
身
で

思
考
錯
誤
し
て
作
り
ま
す
。
絵
師
、
彫

師
、
摺
師
こ
の
職
人
が
か
か
わ
る
の
で

多
色
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
柄
が
細
か

け
れ
ば
細
か
い
ほ
ど
高
価
に
な
り
ま

す
。

　

こ
の
札
を
競
い
合
う
交
換
会
等
も
開

催
さ
れ
ま
す
。
先
に
申
し
上
げ
た
巡
礼

納
札
の
他
、
千
社
札
の
も
う
一
つ
の
文

化
が
こ
の
交
換
札
で
す
。
江
戸
後
期
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
文
化

で
す
。
江
戸
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
初
期
こ

の
時
代
は
職
人
の
数
も
多
く
技
術
も
高

く
浮
世
絵
に
劣
ら
な
い
札
が
作
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
当
時
と
同
じ
よ
う
な
札
を

作
ろ
う
と
す
れ
ば
大
変
高
価
に
な
り
ま

す
。

　

江
戸
時
代
に
連
と
い
う
も
の
が
生
ま

れ
各
連
が
競
い
合
う
こ
と
か
ら
よ
り
良

い
札
が
で
き
ま
し
た
。
一
人
一
人
の
個

人
の
札
、
何
名
か
で
作
る
連
札
、
会
で
出

す
会
札
な
ど
様
々
で
す
。
こ
れ
は
現
在

も
続
い
て
い
ま
す
。
納
札
交
換
会
は
現

在
も
何
か
所
か
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
当
会
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
当
会
は
、
納
札
巴
連
と
い
い
ま

す
。
巡
礼
納
札
の
会
で
二
百
年
続
い
て

い
ま
す
。
会
員
は
約
５
０
名
、
最
高
齢
は

９
３
歳
で
す
。 

９
３
歳
の
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
は
今
も
我
々
と
一
緒
に
巡
礼
に
行
っ

て
い
ま
す
。

　

当
会
は
毎
年
、
年
四
回
の
巡
礼
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
春
、
秋
の
日
帰
り
、

二
泊
、
一
泊
で
各
地
の
霊
場
を
巡
拝
し

て
お
り
ま
す
。
各
霊
場
が
満
願
し
た
後
、

奉
納
額
を
寄
贈
し
ま
す
。

　

前
回
武
蔵
野
３
３
観
音
霊
場
が
満
願

し
た
後
、
竹
寺
様
に
額
を
奉
納
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
火
災
で
焼
失
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
回
二
度
目
の
武

蔵
野
霊
場
を
巡
拝
し
ま
し
た
の
で
再
度

奉
納
額
を
納
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
理
解
の
あ
る
ご
住
職
に
感
謝
申

し
あ
げ
ま
す
。
今
後
と
も
各
霊
場
と
納

札
の
文
化
が
続
き
ま
す
事
を
切
に
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
納
札
巴
連
会
長
）

 

※
右
の
写
真
は
額
を
奉
納
し
た
平
成

　

二
十
八
年
十
一
月
二
十
七
日
の
も
の　

　

で
す

魅
力
あ
る
景
観
・
ま
ち
づ
く
り
を

め
ざ
し
て

　
　
　
　
　
　
　

浅
野　

正
敏

　

飯
能
市
が
昨
年（
平
成
29
年
）11
月
1

日
付
け
で
、
埼
玉
県
下
で
14
番
目
の
景

観
行
政
団
体
と
な
っ
た
。
景
観
行
政
団

体
と
は
、
景
観
法
に
基
づ
き
地
域
の
景

観
を
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
良
く
し
て

い
こ
う
と
す
る
市
町
村
行
政
が
県
の
同

意
を
得
て
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

今
回
、
宮
沢
湖
周
辺
に
計
画
さ
れ
て

い
る「
ム
ー
ミ
ン
テ
ー
マ
パ
ー
ク
」の
建

設
に
伴
い
乱
雑
な
看
板
設
置
等
が
危
惧

さ
れ
る
事
か
ら
、
事
前
に
規
制
を
か
け

て
お
く
た
め
急
遽
、
景
観
行
政
団
体
に

な
っ
た
。

　

景
観
法
と
い
う
す
ば
ら
し
い
法
律
が

平
成
16
年
に
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
を

使
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
景
観
行
政
団

体
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
最
初
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
「
景
観
計
画
の

策
定
」
だ
。
本
来
は
、
市
民
と
の
合
意
形

成
に
時
間
を
か
け
て
ま
と
め
上
げ
る
の

が
筋
な
の
だ
が
、
緊
急
仕
立
て
の
た
め

そ
れ
が
出
来
て
い
な
い
状
況
が
あ
る
。

　

宮
沢
地
区
以
外
に
も
重
点
的
に
取
組

み
た
い
地
区
が
多
々
あ
る
。
地
域
の
歴

史
を
活
か
し
た
景
観
形
成
を
進
め
る
た

め
に
、
こ
れ
か
ら
で
も
多
く
の
市
民
の

方
々
が
ご
意
見
を
出
し
て
も
ら
え
れ
ば

と
願
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
歴
史
的
な
建
物
が
次
々

と
解
体
さ
れ
て
い
く
の
を
目
の
当
た
り

に
し
て
き
た
。
高
麗
横
丁
角
に
建
っ
て

い
た「
大
河
原
薬
局
店
蔵
」や
広
小
路
出

口
に
あ
っ
た「
新
井
家
住
宅
」の
蔵
造
り

も
今
は
無
い
。
東
銀
座
通
り
に
面
し
て

建
っ
て
い
た「
水
村
家
住
宅
」
は
、
街
中

に
も
拘
わ
ら
ず
広
い
屋
敷
を
持
ち
、
立

派
な
庭
の
あ
る
古
民
家
で
あ
っ
た
が
、

今
は
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
へ
と
建

て
替
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

2
年
前
、
建
築
写
真
家
の
宮
本
和
義

氏
が
飯
能
市
内
に
ア
ト
リ
エ
を
持
っ
た

の
を
き
っ
か
け
に
お
知
り
合
い
と
な
っ

た
。宮
本
氏
自
身
、飯
能
中
を
歩
い
て
い

て
魅
力
的
な
建
築
が
数
多
く
残
っ
て
い

る
こ
と
を
承
知
し
て
お
ら
れ
、
残
す
べ

き
建
物
が
消
え
て
い
く
危
機
感
も
お
持

ち
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
、「
写
真
を
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
撮
る
か
ら
本
に
ま
と
め

て
み
ま
せ
ん
か
？
」
と
の
お
誘
い
を
頂

い
た
。取
材
同
行
と
執
筆
は
、市
野
彰
俊

氏
、
須
田
修
二
氏
と
小
生
の
建
築
家
３

人
が
担
当
。1
年
半
を
費
や
し
て『
わ
が

町
の
建
築
遺
産
〜
飯
能
市
に
残
る
も
の

残
す
も
の
〜
』
を
昨
年
9
月
に
発
刊
す

る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
中
か
ら
幾
つ

か
の
建
築
を
紹
介
す
る
。

　

ま
ず
は
吾
野
宿
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
街
道
沿
い
は
出
桁
造
り
の
古
民
家

が
軒
を
並
べ
て
い
る
。
出
桁
造
り
と
は

最
も
外
側
に
立
つ
柱
よ
り
、
腕
木
等
に

よ
り
更
に
前
へ
出
し
て
設
け
た
桁
が
あ

る
造
り
方
を
言
う
。
外
壁
を
雨
や
雪
か

ら
守
ろ
う
と
軒
出
を
深
く
す
る
手
法
だ

が
、
家
格
を
誇
示
す
る
た
め
立
派
に
見

せ
よ
う
と
す
る
理
由
の
方
が
大
き
い
か

も
知
れ
な
い
。
特
に
大
河
原
家
（
問
屋
）

住
宅
は
江
戸
武
家
屋
敷
か
ら
解
体
移
築

し
た
長
屋
門
二
階
建
て
で
、
二
重
の
出

郷土はんのう
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桁
造
り
は
な
ん
と
２
メ
ー
ト
ル
近
く
軒

が
迫
り
出
し
て
い
て
豪
快
だ
。

  　

吾
野
宿
の
通
り
に
面
し
て
最
も
古
い

建
物
は
高
山
家
（
う
ろ
こ
屋
）
住
宅
。
２

階
部
分
が
背
の
低
い
造
り
で
平
屋
建
て

風
に
見
え
る
。
こ
れ
を
厨
子
二
階
（
つ
し

に
か
い
）
と
呼
ぶ
。
江
戸
期
建
築
の
特
徴

で
あ
り
、
棟
札
に
は
元
禄
18
年
と
記
さ

れ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
特
徴
的
な
建
物
が
大
正

期
に
建
っ
た
石
田
家
（
藤
田
屋
）
住
宅
。

医
院
建
築
部
分
が
あ
り
、
南
京
下
見
板

張
り
の
外
壁
に
縦
長
の
上
げ
下
げ
窓
が

取
り
付
く
洋
館
造
り
だ
が
、
屋
根
は
出

桁
造
り
の
日
本
瓦
葺
き
入
母
屋
で
出
来

て
い
て
和
洋
折
衷
と
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
３
棟
は
、
平
成
27
年
に
埼
玉

県
景
観
重
要
建
造
物
に
指
定
さ
れ
た
。

　

次
に
上
名
栗
に
あ
る
「
古
民
家
平
沼

家
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
保
存
活
用
術
と

し
て
、
軽
食
も
食
べ
ら
れ
る
カ
フ
ェ
ス

ペ
ー
ス
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
古
民
家

の
風
情
を
活
か
し
た
展
示
イ
ベ
ン
ト
や

フ
ラ
ン
ス
料
理
を
味
わ
う
エ
コ
ツ
ア
ー

な
ど
も
開
催
し
て
維
持
に
努
め
て
い

る
。
そ
う
し
た
事
業
の
後
押
し
に
な
る

よ
う
ネ
ー
ム
バ
リ
ュ
ー
を
高
め
る
た

め
、
平
成
25
年
に
飯
能
市
初
の
埼
玉
県

景
観
重
要
建
造
物
指
定
を
受
け
て
い

る
。

  　

岩
淵
に
あ
る
茅
葺
屋
根
の「
吉
野
家

住
宅
」
は
、
現
在
の
当
主
が
ご
病
気
の
た

め
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
上
住
み
続
け

る
の
は
困
難
と
の
事
で
、
解
体
さ
れ
る

と
聞
い
て
い
る
。
久
須
美
の「
小
林
家
住

宅
」
は
、
広
大
な
茶
畑
の
斜
面
を
登
り

き
っ
た
高
台
に
建
つ
茅
葺
屋
根
の
建

物
。
こ
ち
ら
は
数
年
か
け
て
茅
の
葺
き

替
え
修
理
を
終
え
た
と
の
事
。
自
費
で

の
修
理
は
今
回
で
最
後
と
な
る
だ
ろ
う

と
当
主
の
方
が
話
し
て
お
ら
れ
た
。
個

人
の
所
有
物
で
あ
る
こ
う
し
た
歴
史
的

な
建
造
物
は
、
い
ず
れ
姿
を
消
し
て
し

ま
う
だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。「
文
化
財

の
指
定
」
な
ど
で
早
め
に
手
を
打
っ
て

お
く
必
要
を
強
く
感
じ
る
。

　

最
後
に
市
街
地
に
残
る
建
物
を
紹
介

す
る
。
大
通
り
周
辺
に
多
く
残
る
蔵
造

り
の
店
舗
で
は
、
武
州
一
揆
の
刀
傷
が

残
る「
新
井
家
袖
蔵
」、
喫
茶
店
に
改
装

し
て
利
活
用
し
て
い
る「
大
野
家
店
蔵

（
銀
河
堂
）」な
ど
。
路
地
に
似
合
う
料
亭

建
築
で
は
、木
造
三
階
建
て
の
「
畑
屋
」、

粋
な
数
寄
屋
造
り
の「
八
千
代
」
な
ど
。

ま
た
、
看
板
建
築
と
言
わ
れ
る
コ
の
字

型
三
面
を
石
造
り
風
に
モ
ル
タ
ル
で
仕

上
げ
た「
吉
川
理
容
所
の
あ
る
長
屋
」や

元
々
は
旅
館
で
あ
っ
た「
新
川
長
」
な
ど

が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
大
正
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
近
代
和
風

建
築
と
称
す
る「
双
木
家
住
宅
」
や「
井

上
家
住
宅
」が
あ
り
、医
院
建
築
と
し
て

の
洋
館
造
り
も
見
ら
れ
る
。
中
央
通
り

に
面
す
る「
土
肥
歯
科
医
院
」
は
、
大
正

期
に
建
て
て
い
る
が
コ
ル
ビ
ジ
ェ
風

と
も
言
え
る
モ
ダ
ン
な
姿
で
佇
ん
で

い
る
。
こ
の
並
び
に
大
正
11
年
に
建
築

さ
れ
た「
飯
能
織
物
協
働
組
合
事
務
所

棟
」
が
あ
る
。
外
壁
は
、
南
京
下
見
板
張

り
に
縦
長
の
上
げ
下
げ
窓
が
つ
く
洋
館

造
り
だ
が
、
屋
根
は
日
本
瓦
葺
き
寄
棟

で
棟
飾
り
に
鯱
鉾(

し
ゃ
ち
ほ
こ)

が

載
る
和
洋
折
衷
の
造
り
だ
。
当
時
の
大

工
さ
ん
た
ち
が
、
横
浜
な
ど
へ
出
か
け

て
洋
館
を
見
聞
し
、
自
ら
の
技
量
を
駆

使
し
て
見
よ
う
見
ま
ね
で
造
り
上
げ
た

こ
の
よ
う
な
建
築
を「
擬
洋
風
建
築
」と

呼
ん
で
い
る
。
屋
根
裏
に
潜
り
小
屋
組

の
調
査
も
行
う
な
ど
し
て
、
3
年
が
か

り
で
国
の
有
形
登
録
文
化
財
に
な
る
ま

で
こ
ぎ
つ
け
た
。し
か
し
、残
念
な
事
に

昨
年
暮
れ
に
飯
能
織
物
組
合
は
解
散
と

な
り
、
土
地
建
物
一
切
を
売
却
し
て
し

ま
っ
た
。
こ
の
後
、新
た
な
所
有
者
が
有

形
登
録
文
化
財
と
な
っ
た
こ
の
建
物

を
保
存
活
用
し
て
く
れ
る
の
か（
マ
ン

シ
ョ
ン
な
ど
に
建
て
替
え
る
の
か
）
ど

う
か
非
常
に
心
配
な
事
態
と
な
っ
た
。

  　

以
上
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
当

た
っ
て
、
歴
史
的
価
値
の
あ
る
建
築
遺

産
の
消
滅
を
憂
い
て
い
る
事
を
伝
え
た

い
。
私
た
ち
の
目
に
見
え
る
景
観
は
、私

た
ち
自
身
の
文
化
度
を
そ
の
ま
ま
現
し

て
い
る
。
飯
能
と
い
う
郷
土
を
誇
り
に

思
え
る
ま
ち
と
す
る
た
め
に
、
歴
史
を

大
切
に
し
、
そ
の
生
き
証
人
と
も
言
え

る
建
築
遺
産
を
大
事
に
し
て
行
き
た
い

と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建
築
家
）

郷土はんのう

写真１：吾野宿にある大河原家（問屋）住宅

写真２：上名栗にある古民家平沼家

写真３：街中にある飯能織物協同組合の建物
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飯
能
郷
土
史
研
究
会
の
活
動

　

10
月
13
日
に
、
埼
玉
石
仏
の
会
の
会

長
で
あ
り
、
ま
た
嵐
山
史
跡
の
博
物
館

サ
ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ
会
員
で
も
あ
る
門

間
勇
氏
に
比
企
地
方
の
史
跡
を
案
内
い

た
だ
き
ま
し
た
。
雨
に
祟
ら
れ
ま
し
た

が
、
菅
谷
館
跡
・
源
義
賢
の
墓
・
大
蔵
館

跡
・
平
澤
寺
跡
・
杉
山
城
跡
を
巡
り
ま
し

た
。

　

平
成
30
年
４
月
１
日
に
、
郷
土
館
が

博
物
館
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
し
ま
す
。
た
だ
名
を
変
え
る
だ
け
で

な
く
、
博
物
館
法
に
基
づ
い
て
運
営
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
軍
荼
利
明
王
立
像
・

智
観
寺
板
碑
な
ど
が
展
示
に
加
わ
る
な

ど
歴
史
資
料
の
見
ど
こ
ろ
も
多
く
増
え

ま
す
。

◎
平
成
二
十
九
年
度
事
業
報
告

▽
総
会

　
・四
月
十
七
日(

土)

　

  

講
演
会

　
「
諏
訪
神
社
創
建
五
百
年
祭
を
終
え
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
編
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師　
加
藤
義
雄
氏

       　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
郷
土
史
研
究
会
理
事
）

▽
例
会

　
・六
月
二
十
四
日(

土) 
　
「
諏
訪
神
社
創
建
五
百
年
祭
を
終
え
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
編
）　　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師　
加
藤
義
雄
氏

        　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
郷
土
史
研
究
会
理
事
）

　
・八
月
十
九
日(
土) 

　
「
巡
礼
と
千
社
札
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師　
江
澤
千
明
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
納
札
巴
連
会
長
）

　
・十
月
十
四
日(

金)

　
県
内
研
修 

　
「
埼
玉
比
企
地
方
の
館
跡
を
訪
ね
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師　
門
間
勇
氏

　
　
　
　
（
埼
玉
石
仏
の
会
会
長
、埼
玉
県
立
嵐
山
史
跡
の　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
博
物
館
サ
ポ
ー
タ
ー
ク
ラ
ブ
会
員
）

　
・十
二
月
十
六
日(

土) 

　
「
歴
史
的
な
建
物
を
活
か
し
た
景
観
ま
ち
づ

く
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師　
浅
野
正
敏
氏

     　
　
　
　
　
（
飯
能
市
景
観
審
議
会
委
員・建
築
家
）

　
・二
月
十
八
日(

土) 

　
「
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師　
大
野
亮
弘
氏

　
　
　
（
郷
土
史
研
究
会
会
長
、飯
能
市
文
化
協
会
会
長
、

　
　
　
　
　
　
飯
能
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員
会
委
員
長
）

　
・三
月
三
十
一
日

郷
土
は
ん
の
う
三
十
八
号
発
行

 

◎
平
成
三
十
年
度
事
業
計
画

▽
総
会

　
・四
月
二
十
一
日(

土)

　

  

講
演
会

    「
飯
能
市
立
博
物
館
の
こ
れ
か
ら
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師　
尾
崎
泰
弘
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飯
能
市
立
博
物
館
館
長
）        

▽
例
会
予
定

　
・六
月
十
六
日(

土) 

　
「
戦
国
期
飯
能
武
士
の
動
向
と
そ
の
後
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
師　
高
澤
等
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
郷
土
史
研
究
会
理
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
家
紋
研
究
会
会
長
）

　
・八
月
十
八
日(

土)        

　
・十
月
十
二
日(

金) 

　
　
県
内
研
修

　
・十
二
月
十
五
日(

土) 

　
・二
月
十
六
日(
土) 

        

　
・三
月
三
十
一
日

　
郷
土
は
ん
の
う
三
十
九
号
発
行

 

新
会
員（
５
０
音
順
）

　
　
　
浅
野
正
敏
氏　
　

(

柳
町)

　
　
　
大
森
美
恵
氏　
　

(

本
町)

　
　
　
大
森
嘉
朗
氏　
　

(

本
町)

　
　
　
音
石
久
代
氏　
　

(

川
寺)

　
　
　
桑
山
和
子
氏　
　

(

飯
能)

　
　
　
山
川
和
子
氏　
　

(

川
寺)

　　

今
回
の
郷
土
は
ん
の
う
３
８
号
も
講
師
の

先
生
方
に
興
味
深
い
内
容
を
執
筆
い
た
だ
き
ま

し
た
。千
社
札
と
い
う
普
段
よ
く
眼
に
す
る
も

の
の
そ
の
背
景
に
つ
い
て
あ
ま
り
知
る
機
会
の

な
い
も
の
に
つ
い
て
。そ
し
て
市
内
の
魅
力
的

な
建
築
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
課
題
に
つ
い
て
。

ま
た
諏
訪
八
幡
神
社
に
つ
い
て
は
、加
藤
理
事

に
２
回
に
渡
っ
て
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
内
容

を
、貴
重
な
宝
物
の
写
真
と
併
せ
て
、僭
越
な
が

ら
関
根
が
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ぜ
ひ
ご
精
読
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　

（
関
根
）

県
内
研
修 

「
埼
玉
比
企
地
方
の
館
跡
を

　
　
　
　
　
　
　

訪
ね
る
」

飯
能
市
郷
土
館
が

「
飯
能
市
立
博
物
館
」
に

　
　
　

生
ま
れ
変
わ
り
ま
す

郷土はんのう

編
集
後
記

菅谷館跡にて

訃
報

　
　

赤
田
康
二
氏 (

川
寺)

　
　

岸
道
生
氏　

 (

中
藤
上
郷)

　
　

　
　

謹
ん
で
ご
冥
福
を

　
　

お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

郷
土
は
ん
の
う　

 

第
三
十
八
号

発
行
日　
　

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

発
行
所　
　

飯
能
郷
土
史
研
究
会

印
刷
所　

（
有
）ビ
イ
・
ユ
ー
ス
フ
ル

〒
357-

0034

埼
玉
県
飯
能
市
東
町
三
一
ー
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
堀
越
方
）

　
　
　

 　
　
　

電
話
九
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三
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三
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八
一

題　

字　

大
野
亮
弘


