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さ
ひ
さ
す

窓
よ
り
見
ゆ
る

富
士
の
山

○あ鶴
瀬
団
地
は
日
本
住
宅
公
団
が
建
設
し
た
団
地
で
、
昭
和

年
32

(1957)

に
竣
工
し
た
第
一
団
地
（

棟
、230

戸

、
昭
和

年

）

33

37

(1962)

に
竣
工
し
た
第
二
団
地
（

棟
、1071

戸

、
昭
和

年

）

66

51

(1976)

竣
工
の
鶴
瀬
市
街
地
住
宅
か
ら
な
り
ま
す
。

鶴
瀬
地
区
の
人
口

は

、

昭

和

年

の

32

4,539

人
か
ら
昭
和
47

年(1
9
7
2
)

に

は

41,782
人
へ
と
約
10

倍
に
増
加
し
ま
し
た
。

平
成
に
入
っ
て
か
ら
、

老
朽
化
等
に
対
応
す
る

た
め
、
建
て
替
え
が
進

め
ら
れ

「
ア
ル
ビ
ス

、

鶴
瀬

「
埼
玉
県
営
鶴

」

瀬
団
地

「
コ
ン
フ
ォ

」

ー
ル
鶴
瀬
」
な
ど
へ
、

姿
を
変
え
ま
し
た
。
(t)

ま
も
ま
だ

静
か
に
眠
る

オ
ト
ウ
カ
山

○い

ふ
じ
み
野
駅
西
口
か
ら
ま
っ
す
ぐ
進
む
と
左
手
に
こ

ん
も
り
と
し
た
林
が
見
え
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
「
オ
ト

ウ
カ
山
」
で
す

「
オ
ト
ウ
カ
」
は
「
御
稲
荷
」
の
字

。

を
音
読
み
し
た
も
の
で
、
狐
が
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ

ま
す
。

こ
の
塚
は
、
か
つ
て

は
、
古
墳
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
発
掘
調
査
で

古
墳
の
証
拠
が
見
つ
か

ら
ず
、
ま
た
榛
名
神
社

の
境
内
に
移
さ
れ
た
石

「

」

祠
が

富
士
浅
間
大
社

と
「
藤
塚
神
社
」
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
近
世
の

富
士
塚
だ
と
推
測
さ
れ

て
い
ま
す
。
現
在
は
公

園
に
な
っ
て
い
ま
す
。

(t)

き
よ
か
な

あ
り
し
日
の
い
お
り

影
も
な
し

○う鶴
馬
１
丁
目
に
あ
っ
た
三
光
院
は

「
七
沢
八
寺

（
○
の
札
）

、

」

ね

の
う
ち
の
一
寺
で
し
た
。
は
じ
め
は
修
験
道
の
寺
で
し
た
が
、
後

に
天
台
宗
に
変
わ
り
、
江
戸
時
代
に
は
灌
頂
院
（
川
越
市
古
谷
本

郷
）
の
末
寺
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
不
動
明
王
立
像
を
本
尊
と
し

て
い
ま
し
た
が
、
本

堂
な
ど
の
建
物
は
、

昭
和

年(1955

）

35

２
月
の
火
災
に
よ
り

焼
失
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

現
在
で
は
、
住
宅

街
の
中
に
残
る
墓
地

や
六
地
蔵
な
ど
が
、

か
つ
て
こ
の
地
に
あ

っ
た
三
光
院
を
し
の

ば
せ
て
い
ま
す
。
(y)

き
ま
え
に
立
て
ば
都
の
風
が
ふ
く

○え鶴
瀬
駅
は
、
東
上
鉄
道
（
東
武
東
上
線
の
前
身
）
の
開
業
と
と

も
に
、
大
正
３
年(1914)

に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
線
路
際
に
開
設

記
念
碑
も
立
っ
て
い
ま
す
。
昭
和

年(1977)
に
み
ず
ほ
台
駅
が

52

開
設
さ
れ
る
ま
で
は
、
市
内
で
唯
一
の
駅
で
し
た
。

当
初
は
野
菜
や
肥
料

な
ど
の
運
送
が
主
で
し

た
が
、
戦
後
、
周
辺
の

宅
地
化
に
よ
り
、
輸
送

客
数
が
急
増
し
ま
す
。

昭
和

年(1958)

の

33

1

日
の
平
均
乗
降
客
数
は、

約1200

人
で
し
た
が

平
成

年(2011)

に
は

23

約

万
人
と
な
っ
て
い

2
。

）

ま
す

昭
和

年(1980

55

に
西
口
が
開
設
さ
れ
、

近
年
は
駅
の
東
西
の
区

画
整
理
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
(t)
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ゝ
く
ぼ
氏
の

し
ゅ
ご
じ
ん
な
り
き

阿
蘇
神
社

○お東
大
久
保
の
鎮
守
で
あ
る
阿
蘇
神
社
は
、
創
建
年
代
が
不
明
で

す
が
、
永
正
元
年
（1504

）

月
に
本
殿
を
建
て
た
際
の
棟
札

7

の
文
面
が
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
伝
承
で

ず

え

（

）

、

は
天
正

年

1590

に
徳
川
家
康
が
関
東
に
入
国
す
る
ま
で

18

こ
の
地
を
支
配
し
て
い
た
大
久
保
次
郎
左
衛
門
尉
道
次
が
、
境
内

さ
え
も
ん
の
じ
よ
う

の
脇
に
屋
敷
を
構
え
て
い
た
と
い
い
、
大
久
保
屋
敷
の
名
が
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
阿
蘇
神
社
は
大
久
保
氏
の
守
護

神
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
(y)

ぜ
が
い
う
昔
と
今
の
話
を
ば

○か林
を
テ
ー
マ
に
し
た
札
で
す
。
か
つ
て
こ
の
地
域
に
散
在
し
た

林
は
、
燃
料
に
な
る
薪
や
田
畑
の
肥
料
に
な
る
落
葉
の
貴
重
な
供

ま
き

給
源
で
し
た
。
ま
た
、
転
入
し
た
市
民
に
と
っ
て
は
散
策
や
い
こ

い
の
場
と
な
り
ま
し

た
。開

発
が
進
む
と
と
も

に
林
は
失
わ
れ
て
い

き
、
今
や
平
地
林
は
ほ

と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
台
地
と

低
地
の
境
に
あ
る
斜
面

林
は
多
く
残
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
一
部
は
地
権

者
の
協
力
に
よ
り
「
緑

の
散
歩
道
」
と
し
て
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
。
(h)

く
も
の
の
涙
を
さ
そ
う
庚
申
塔

○き

こ
う
し
ん
と
う

本
郷
中
学
校
の
正
門
前
の
道
沿
い
に
二
つ
の
石
塔
が
建
っ
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
の
庚
申
塔
で
す
。
こ
の
う
ち
文
字
の

み
の
も
の
に
は
次
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

「
か
つ
て
こ
の
近
辺
が
鷹
場
だ
っ
た
こ
ろ
、
鳥
猟
は
厳
し
く
禁
じ

た

か

ば

ら
れ
て
い
た
。
あ
る
時
、
孝
行
者
の
太
郎
兵
衛
が
、
病
気
の
父
の

滋
養
の
た
め
に
鶴
を
捕
っ
た
が
、
露
見
し
て

磔

に
さ
れ
た
。
村

は
り
つ
け

人
は
孝
子
を
哀
れ
ん
で
供
養
の
庚
申
塔
を
建
て
た
」

こ
の
庚
申
塔
が
供
養
の

た
め
に
建
て
ら
れ
た
か
は

不
明
で
す
が
、
近
く
の
民

家
に
も
〝
大
鳥
〟
を
捕
え

て
磔
に
な
っ
た
〝
太
郎
兵

衛
〟
を
供
養
す
る
、
幕
末

に
建
て
ら
れ
た
墓
標
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
伝
説
に
基
づ
き
、

市
民
に
よ
る
創
作
民
話
集

や
人
形
劇
が
作
ら
れ
ま
し

た
。
(h)

る
人
も
行
く
人
も
よ
し
橋
三
つ

○く新
河
岸
川
に
か
か
る
伊
佐
島
、
南
畑
、
木
染
の
三
つ
の
橋
は
、

い

さ

じ

ま

な
ん
ば
た

き

そ

め

南
畑
と
鶴
瀬
・
水
谷
地
区
を
つ
な
ぐ
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
市

役
所
と
南
畑
地
区
の
中
心
部
を
結
ぶ
南
畑
橋
は
、
江
戸
時
代
に
架

橋
さ
れ
て
い
た
唯
一
の
橋
で
、
そ
の
ほ
か
の
地
区
は
５
ヵ
所
の
渡

し
場
で
結
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
市
の
北
端
に
位
置
す
る
伊
佐
島
橋

は
、
昭
和
初
期
に
行
わ
れ
た
耕
地
整
理
に
伴
い
架
橋
さ
れ
、
市
の

東
南
に
か
か
る
木
染
橋
は
昭
和

年(1959)

に
完
成
し
水
谷
地
区

34

と
南
畑
地
区
を
直
結
し
ま
し
た
。
(t)

水子の石井緑地（通称どんぐり山 「鎌倉道」が通っている）。

伊佐島橋

南畑橋

木染橋
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せ
ぬ
こ
と
多
く
残
り
し
地
名
か
な

○げ東
大
久
保
に
は
街
道
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
金
子
街
道
と
呼

ぶ
地
名
が
あ
り
ま
す

「
街
道
」
は
樹
木
な
ど
で
囲
ま
れ
た
屋
敷

。

地
を
指
す
「
垣
内
」
の
転
化
と
さ
れ
、
金
子
高
範
（
難
波
田
氏
の

か
い
と

祖
）
が
屋
敷
を
構
え
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
説
が
あ

り
ま
す
。
屋
敷
付
近
に
あ
っ
た
と
い
う
天
神
祠
が
、
新
河
岸
川
放

水
路
に
架
か
る
三
本
木
橋
の
近
く
に
あ
り
ま
す
。
昭
和

年
61

（1986

）
に
完
成
し
た
放
水
路
の
敷
地
に
か
か
っ
た
た
め
、
現

在
の
場
所
に
移
さ
れ
ま
し
た
が

以
前
は

三
本
木
橋
の
西
側

上

、

、

（

の
写
真
の
水
面
付
近
）
に
あ
り
ま
し
た
。
(y)

け
む
せ
り
五
輪
の
墓
や
性
蓮
寺

○こ

し
よ
う
れ
ん
じ

大
字
水
子
字
正
網
に
あ
る
性
蓮
寺
は
、
市
内
で
唯
一
の
日
蓮

し
よ
う
あ
み

宗
の
寺
院
で
す

墓
地
の
奥
に
古
い
五
輪
塔
が
立
っ
て
い
ま
す

上

。

（

か
ら

段
目
に
宝
筐
印
塔
の
笠
が
混
じ
る

。
台
座
に
銘
文
が
あ

）

ほ
う
き
よ
う
い
ん
と
う

3
、

「

」

。

り

か
つ
て
は

天
正
五
年

(1577)

と
読
め
た
と
伝
わ
り
ま
す

「
上
田
周
防
守
」
の
名
も
あ
り
ま
す
。

す
お
う
の
か
み

上
田
氏
は
、
難
波
田
氏
が
衰
え
た
あ
と
に
こ
の
地
域
を
治
め
た

一
族
で
、
永
禄

年(1559)

の
文
書
に
、
鶴
馬
・
水
子
・
難
波
田

2

（
南
畑
）
の
領
主
と
し
て
「
上
田
左
近
」
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

周
防
守
も
難
波
田
城
主
だ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
(h)

み
し
く
も

コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル
の

碑
が
一
つ

○さ

ひ

第

保
育
所
の
園
庭
に
接
し
て
、
石
碑
が
立
っ
て
い
ま
す
。
か

3

つ
て
こ
の
付
近
は
貝
塚
山
と
呼
ば
れ
、
小
山
の
よ
う
に
盛
上
が
っ

た
上
に
稲
荷
が
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治

年(1907)

に
こ

40

こ
を
訪
れ
た
考
古
学
者
は
、
畑
に
散
る
土
器
や
石
器
を
、
ア
イ
ヌ

人
の
伝
説
に
登
場
す
る
先
住
民
の
コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル
が
残
し
た
と
解

説
し
ま
し
た
。
翌
年
、
稲
荷
が
移
転
し
た
跡
を
開
墾
す
る
と
、
古

墳
時
代
の
刀
や
人
骨
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
発
見
者
は
、
刀
を
帝

室
博
物
館
に
納
め
、
人
骨
は
諏
訪
神
社
の
境
内
に
再
埋
葬
し
ま
し

た
。
そ
し
て
記
念
碑
を
建
て
ま
し
た
。
市
指
定
文
化
財
で
す
。
(h)

し
舞
の
音
頭
う
れ
し
き
村
は
ず
れ

○し富
士
見
市
に
は
２
つ
の
獅
子
舞
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
鶴
馬

諏
訪
神
社
獅
子
舞
（
渡
戸
組
獅
子
舞
）
と
南
畑
八
幡
神
社
獅
子
舞

で
す
。
と
も
に
３
匹
の
獅
子
が
１
組
に
な
り
、
舞
の
構
成
・
歌
詞

が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
、
な
ど
の
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
双
方

と
も
由
来
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
の
末
に
は
行

わ
れ
て
い
ま
し
た

ど
ち
ら
の
獅
子
舞
も
昭
和

年
代(1960
頃)

。

30

に
後
継
者
不
足
か
ら
中
断
し
ま
し
た
が
、
十
数
年
後
に
、
地
域
の

人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
復
活
し
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
(t)

裏面の碑文

諏訪神社獅子舞

南畑八幡神社獅子舞
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で
に
い
ま
時
代
の
遺
物
長
屋
門

○す長
屋
門
は
、
門
の
両
側
に
部
屋
が
付
い
た
細
長
い
建
物
で
す
。

本
来
は
武
家
屋
敷
で
家
臣
を
住
わ
せ
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。
次

第
に
寺
院
や
名
主
級
の
家
に
も
建
築
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

明
治
以
降
は
他
の
有
力
な
家
で
も
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
市
内
で
は

寺
院
に

例
、
民
家
で

例
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
針
ヶ
谷
の
鈴

2

7

木
家
の
表
門
は
難
波
田
城
公
園
に
移
築
さ
れ
、
今
も
現
地
に
建
つ

東
大
久
保
・
大
澤
家
の
表
門
と
と
も
に
市
指
定
有
形
文
化
財
に
な

っ
て
い
ま
す
。
(h)

ち
が
ら
き
世
に
す
が
す
が
し

石
仏

○せ

い
し
ぼ
と
け

市
街
化
が
進
ん
だ
今
も
、
市
内
の
道
ば
た
に
多
く
の
石
仏
が
立

せ
き
ぶ
つ

っ
て
い
ま
す
。
庚
申
塔
、
馬
頭
観
音
、
聖
観
音
、
地
蔵
な
ど
で

こ
う
し
ん

ば
と
う

し
よ
う

す
。こ

れ
ら
の
石
仏
が
盛
ん
に
作
ら
れ
始
め
る
の
は
、
江
戸
幕
府
四

代
将
軍
家
綱
の
頃
か
ら
で
す
。
城
の
石
垣
づ
く
り
か
ら
解
放
さ
れ

た
石
工
た
ち
の
新
た
な
仕
事
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

い
し
く

風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
か
ら
か
、
元
々
な
の
か
、
そ
の
柔
和
な
顔

に
ゆ
う
わ

を
眺
め
て
い
る
と
天
下
泰
平
の
気
分
に
な
っ
て
き
ま
す
。
(h)諏訪 1 丁目の道ばたにある馬頭観音

寛文 4 年(1664)に作られた

の
昔
、
ナ
マ
ズ
、
ウ
ナ
ギ
や

フ
ナ
、
ド
ジ
ョ
ウ

○そ権
平
川
は
、
鶴
瀬
団
地
の
西
に
水
源
が
あ
り
、
逆
Ｓ
字
状
の
カ

ご
ん
べ
い

ー
ブ
を
描
き
な
が
ら
鶴
瀬
東
を
と
お
り
、
来
迎
寺
の
崖
下
の
低
地

ら
い
こ
う
じ

で
富
士
見
江
川
と
合
流
し
ま
す
。
か
つ
て
は
清
流
が
多
く
の
生
命

を
は
ぐ
く
み
、
魚
も
手
づ
か
み
で
き
た
と
い
い
ま
す
。

今
で
は
流
域
の
ほ
と
ん
ど
が
宅
地
化
し
、
暗
き
ょ
と
な
っ
た
部

分
も
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
鶴
馬

丁
目
付
近
に
、
か
つ
て
の
様

1

子
を
し
の
ば
せ
る
風
景
が
残
っ
て
い
ま
す
。
(h)

ち
行
き
し
あ
と
に
残
り
し
羽
の
数

○た羽
沢
１
丁
目
に
は
Ｓ
字
の
よ
う
に
曲
が
る
谷
が
あ
り
、
か
つ
て

は
ね
さ
わ

沢
で
あ
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
の
「
羽
沢
」
を
流
れ
る

湧
水
は
、
そ
の
昔
に
あ
っ
た
西
蔵
寺
と
い
う
寺
院
の
そ
ば
か
ら
湧

さ
い
ぞ
う
じ

い
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
羽
沢
と
い
う
地
名
の
由
来
に
は
、
い
く

つ
か
の
説
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
沢
で
水
鳥
が
群
れ
を
な

す
様
子
が
、
羽
根
を

し
い
て
あ
る
よ
う
に

見
え
た
と
い
う
説
、

他
に
は
鶴
や
水
鳥
が

飛
び
去
っ
た
後
、
抜

け
落
ち
た
羽
が
た
く

さ
ん
見
ら
れ
た
か
ら

と
い
う
説
も
あ
り
ま

す
。
(t)

東大久保・大澤家の表門

旧鈴木家表門（主屋側から）
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め
い
に
も
残
る
は
う
れ
し
地
蔵
山

○ちか
つ
て
大
字
水
子
の
畑
に
小
さ
な
塚
が
あ
り
、
上
に
石
地
蔵
が

立
っ
て
い
ま
し
た
。
付
近
は
地
蔵
山
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
塚
の
ふ

も
と
を
通
る
道
は
、
鶴
馬
か
ら
引
又
町
（
志
木
市
）
へ
の
往
来
に

使
わ
れ
ま
し
た
。
水
子
の
道
標
の
前
を
通
る
道
で
す
。

今
で
は
塚
は
失
わ
れ
、
地
蔵
は
大
応
寺
に
移
り
ま
し
た
。
目
の

前
に
広
が
っ
た
一
面
の
畑
は
区
画
整
理
さ
れ
て
「
東
み
ず
ほ
台
」

に
な
り
ま
し
た
。
土
地
の
歴
史
や
伝
説
と
結
び
つ
い
た
地
名
が
、

少
し
ず
つ
失
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
(h)

わ
も
の
の

お
た
け
び
の
声

い
ま
何
処

○つ

い
ず
こ

南
北
朝
の
争
乱
の
さ
な
か
の
観
応
元
年(1350)

、
足
利
尊
氏
の

か
ん
の
う

弟
直
義
が
、
尊
氏
と
争
い
始
め
ま
し
た
。
翌
年
、
状
勢
不
利
と
な

た
だ
よ
し

っ
た
直
義
は
鎌
倉
に
逃
れ
ま
し
た
。
尊
氏
方
の
軍
勢
は

方
向
か

3

ら
鎌
倉
へ
進
軍
し
ま
し
た
。
こ
の

う
ち
高
麗
経
澄
が
率
い
る
軍
勢

こ
ま

つ
ね
す
み

は
、
羽
根
倉
で
入
間
川
（
現
・
荒

は

ね

く

ら

川
）
を
渡
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
迎

え
撃
っ
た
の
が
難
波
田
九
郎
三
郎

ら
で
し
た
。
合
戦
は
経
澄
の
勝
利

と
な
り
、
九
郎
三
郎
は
討
死
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
合
戦
の
記

録
に
よ
り
、
難
波
田
氏
は
初
め
て

歴
史
に
そ
の
名
を
残
す
こ
と
と
な

っ
た
の
で
す
。

こ
の
合
戦
が
行
わ
れ
た
正
確
な

場
所
は
不
明
で
す
が
、
荒
川
西
岸

に
あ
る
富
士
見
市
運
動
公
園
付
近

（
写
真
）
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
(h)

ら
の
門

か
ね
つ
き
ど
う
や

大
応
寺
ゴ
ー
ン

○て水
子
に
あ
る
大
応
寺
は
真
言
宗
智
山
派
の
寺
院
で
、
創
建
は
室

町
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
境
内
に
あ
る
山

門
に
は
鐘
が
吊
る
さ
れ
、
鐘
楼
を
兼
ね
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
寛

延

年
（1751

）
の
銘
文
が
記
さ
れ
た
鐘
が
あ
り
ま
し
た
。
し

4
か
し
、
戦
時
中
に
軍
に
供
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
鐘
楼
の
バ
ラ
ン
ス

を
保
つ
た
め
に
、
同
じ
重
さ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
も
の
を
吊
し

ま
し
た
。
昭
和

年
（1972

、
新
た
な
鐘
が
作
ら
れ
て
鐘
楼
に

）

47

吊
さ
れ
ま
し
た
。
(y)

り
だ
せ
ば

最
古
に
古
し

セ
キ
ヤ
マ
式
土
器

○と打
越
遺
跡
は
、
み
ず
ほ
台
小
学
校
付
近
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

お
つ
こ
し

昭
和

年(1939)

に
、
縄
文
時
代
前
期
の
関
山
式
期
の
住
居
跡
が

せ
き
や
ま

14

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
発
見
さ
れ
て
い
た
住
居
跡
の
中
で
は
最

古
級
の
も
の
で
し
た
。

そ
の
後
、
考
古
学
の

進
展
と
と
も
に
最
古
の

座
は
奪
わ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
昭
和

年
47

(1972)

か
ら
始
ま
っ
た

継
続
的
な
調
査
で
、
縄

文
時
代
早
期
～
前
期
の

集
落
跡
や
「
打
越
式
土

器
」
と
呼
ば
れ
る
独
特

の
土
器
な
ど
、
重
要
な

発
見
が
相
次
ぎ
、
あ
ら

た
め
て
、
全
国
的
に
著

名
な
遺
跡
に
な
り
ま
し

た
。
(h)
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ら
び
た
る

百
観
音
や

あ
な
う
れ
し

○な上
沢

丁
目
に
あ
る
上
沢
薬
師
堂
の
百
観
音
は
、
西
国
三
十
三

2

か
所
・
坂
東
三
十
三
か
所
・
秩
父
三
十
四
か
所
の
各
寺
院
の
本
尊

を
石
に
刻
ん
だ
も
の
で
す
。
大
き
さ
は
高
さ
が

～

㎝
、
幅
が

51

57

～

㎝
で
す
。
近
く
に
住
む
大
曽
根
家
が
三
代
を
か
け
て
百
か

23

27

所
の
札
所
を
巡
り
、
文
久
（1861
～1864

）
の
頃
に
満
願
を
迎

。

、

え
ま
し
た

そ
し
て

多
く
の
人
が
そ
の
功、

徳
を
得
ら
れ
る
よ
う

こ
の
百
観
音
の
建
立

こ
ん
り
ゆ
う

を
発
願
し
ま
し
た
。

ほ
つ
が
ん

上
沢
を
は
じ
め
近

隣
の
村
々
の
人
々
か

ら
寄
進
を
受
け
て
建

立
を
進
め
、
明
治
2

年
（1869

）
に
つ
い

に
百
体
が
そ
ろ
い
ま

し
た
。
(y)

ま
い
た
つ

板
碑
が
語
る

昔
を
ば

○に

い
た
び

板
碑
は
、
死
者
又
は
自
身
の
供
養
の
た
め
に
作
ら
れ
た
石
造
物

く

よ

う

で
、
仏
を
表
す
梵
字
や
作
ら
れ
た
年
な
ど
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

ぼ

ん

じ

勝
瀬
の
護
国
寺
に
は
高
さ
約
３
ｍ
の
板
碑
が
２
基
あ
り
ま
す
。
そ

の
う
ち
１
基
は

上
部
に
阿
弥
陀
如
来

そ
の
下
に
勢
至
菩
薩(

左)

、

、

に
よ
ら
い

せ

い

し

ぼ

さ

つ

。

、

と
観
音
菩
薩(

右)

を
表
す
字
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す

も
う
１
基
は

金
剛
大
日
如
来
（
異
説
あ
り
）
と
阿

如
来
の
二
字
が
彫
ら
れ
て

閦

あ
し
ゆ
く

い
ま
す
。
板
碑
の
形
状
が
初
期
の
特
徴
を
持
つ
こ
と
、
同
じ
境
内

に
形
が
良
く
似
た
建
長
４
年(1252)

の
板
碑
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
は
市
内
最
古
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
作
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
(t)

か
づ
け
ば

あ
く
え
き
た
い
さ
ん

諏
訪
神
社

○ぬ諏
訪

丁
目
に
あ
る
諏
訪
神
社
は
「
お
す
わ
さ
ま
」
と
し
て
親

2

し
ま
れ
、
悪
病
除
け
、
厄
除
け
な
ど
の
守
り
神
と
し
て
信
仰
を
集

。

、

、

め
て
い
ま
す

東
京
都
東
久
留
米
市

清
瀬
市
を
は
じ
め
所
沢
市

新
座
市
、
ふ
じ
み
野
市
、
富
士
見
市
内
に
敬
神
講
が
組
織
さ
れ
て

い
ま
す
。
毎
年

月

、

日
に
は
例
大
祭
が
行
わ
れ
、
敬
神
講

8

27

28

の
代
参
者
が
参
拝
す
る
ほ
か
、
渡
戸
地
区
の
獅
子
舞
や
里
神
楽
な

ど
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。

境
内
に
あ
る
大
ケ
ヤ
キ
は
高
さ
約

ｍ
、
直
径
約

ｍ
あ
り
、

20

2

推
定
樹
齢
約

年
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
指
定
天
然
記
念
物

500

で
す
。
(y)も

や
ら
ず
七
沢
八
寺
ま
ご
た
ち
に

○ね

な
な
さ
わ
や
で
ら

鶴
馬
に
あ
っ
た
景
勝
地
、
旧
跡
を
七
沢
八
寺
と
い
い
ま
す
。
七

沢
は
、
上
沢
、
羽
沢
、
関
沢
、
柿
沢
、
権
平
沢
、
唐
沢
、
南
沢
を

指
し
ま
す
。
沢
は
谷
の
意
味
で
、
砂
川
や
富
士
見
江
川
が
武
蔵
野

台
地
に
刻
ん
だ
谷
の
呼
名
で
す
。
八
寺
は
来
迎
寺
、
浄
円
寺
、
瑠

璃
光
寺
、
光
明
寺
、
三
光
院
、
西
蔵
寺
、
慈
眼
寺
、
宝
蔵
寺
を
指

し
ま
す
。
江
戸
時
代
の
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
こ
れ
ら
の

、

、

、

寺
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
が

現
在
で
は
来
迎
寺

浄
円
寺

瑠
璃
光
寺
の
み
が
続
い
て
い
ま
す
。
(y)

昭和 24 年頃の地形と七沢八寺の位置
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ぎ
さ
ん
の
書
い
た
碑
の
あ
る
氷
川
様

○の水
子
の
山
王
坂
の
氷
川
神
社
は
、
旧
水
谷
村
の
村
社
で
、
祭
神

は
素
戔
嗚
尊
で
す
。
大
宮
の
氷
川
神
社
を
分
祀
し
た
と
伝
え
ら
れ

す
さ
の
お
の
み
こ
と

て
い
ま
す
。
神
社
の
創
建
時
期
は
不
明
で
す
が
、
か
つ
て
の
社
殿

の
棟
札
に
「
弘
治
元
年(1555)
四
月
五
日
再
建
」
と
あ
り
、
そ
れ

以
前
に
創
建
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

境
内
に
は
日
露
戦

役
従
軍
者
の
忠
魂
碑

が
あ
り
、
陸
軍
大
将

乃
木
希
典
が
揮
毫
し

ま
れ
す
け

て
い
ま
す
。
明
治
41

年(1908)

、
水
谷
村

の
軍
友
会
に
よ
り
建

て
ら
れ
、
同
村
の
戦

没
者
６
名
を
追
悼
す

る
と
と
も
に
生
還
者

約

人
の
名
も
刻
ま

40
れ
て
い
ま
す
。
(t)

る
四
月
十
日
の
ま
つ
り
は
榛
名
様

○は

は
ん
な
さ
ま

勝
瀬
の
鎮
守
で
あ
る
榛
名
神
社
は
「
は
ん
な
さ
ま
」
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
る
神
社
で
す
。
祭
神
は

埴
山
姫
命

と

豊
受
姫
命

は
に
や
ま
ひ
め
の
み
こ
と

と
よ
う
け
ひ
め
の
み
こ
と

の
二
柱
の
女
神
で
、
農
業
の
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
ま
す
。
群

馬
県
の
榛
名
山
に
あ
る
榛
名
神
社
と
は
関
係
が
な
く
、
そ
こ
か
ら

勧
請
さ
れ
て
き
た
形
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。
毎
年

月

日
の
祭

か
ん
じ
よ
う

4

10

礼
の
日
に
は
、
里
神
楽
や
勝
瀬
囃
子
が
奉
納
さ
れ
て
い
ま
す
。
植

さ
と
か
ぐ
ら

か
つ
せ
ば
や
し

木
市
が
開
か
れ
る
ほ
か
、
多
く
の
出
店
が
立
ち
並
び
、
に
ぎ
わ
い

を
見
せ
ま
す
。
(y)

「はんなさま」のにぎわい（生涯学習課提供）

の
め
み
た
る

字
針
ヶ
谷
の

遺
跡
か
な

○ひ

あ
ざ

は
り
が
や

昭
和

年(1971)

、
浦
和
所
沢
バ
イ
パ
ス
の
工
事
中
に
弥
生
時

46

代
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
、
発
掘
調
査
し
ま
し
た
。

南
通

遺
跡
で

み
な
み
ど
お
り

す
。
昭
和

年(1981)

か
ら
、
針
ヶ
谷
小
学
校
の
建
設
予
定
地
を

56

調
査
し
た
と
こ
ろ
、
弥
生
時
代
の
住
居
跡
が

軒
以
上
も
発
見
さ

200

れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
、
針
ヶ
谷
小
の
正
門
内
に
は
、
住

居
跡
の
骨
組
が
復
元
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
針
ヶ
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
付
近
の
北
通

き
た
ど
お
り

遺
跡
か
ら
も
、
弥
生
時
代
の
大

き
な
墓
と
、
副
葬
品
の
鉄
剣
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
(h)

じ
み
市
の

文
化
の
ほ
こ
り

水
子
貝
塚

○ふ水
子
の
大
応
寺
の
前
の
畑
は
、
耕
せ
ば
貝
殻
が
出
て
く
る
こ
と

か
ら
、
貝
畑
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和

年(1937)

に
最
初

12

の
調
査
が
行
わ
れ
、
貝
塚
の
下
に
は
住
居
跡
が
あ
り
、
縄
文
時
代

前
期
の
環
状
集
落
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

近
く
ま
で
海
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
証
し
ま
し
た
。

昭
和

年(1969)

44

に
、
国
指
定
史
跡
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。
海
無

し
県
の
貝
塚
で
は
第
1

号
で
し
た
。
多
く
の
市

民
の
協
力
を
得
て
整
備

を

進

め

平

成

年

6

(1994)

に
水
子
貝
塚
公

園
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し

ま
し
た
。
天
気
の
よ
い

日
に
は
多
く
の
市
民
が

く
つ
ろ
ぐ
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
(h)

同 勝瀬囃子
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た
な
が
ら

声
た
か
ら
か
に

音
頭
か
な

○へ富
士
見
市
で
は
こ
れ
ま
で
４
曲
の
踊
り
用
の
曲
が
作
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
１
曲
目
は
昭
和

年(1967)

に
作
ら
れ
た
「
富
士
見
音

42

頭

、
２
曲
目
は
昭
和

年(1975)

に
作
ら
れ
た
「
ふ
じ
み
お
ど

」

50

り
」
で
す
。
現
在
の
「
ふ
じ
み
お
ん
ど
」
は
市
制
施
行

周
年
を

10

記
念
し
て
昭
和

年
（1982
）
に
作
ら
れ
ま
し
た
。
平
成

年

57

14

(2002)

に
は
、
市
制

周
年
を
記
念
し
て

30「
富
士
見
が
ふ
る
さ

と
」
が
作
ら
れ
ま
し

た
。こ

れ
ら
の
曲
は
、

富
士
見
ふ
る
さ
と
祭

や
地
域
の
ま
つ
り
で

流
さ
れ
、
踊
る
市
民

の
輪
を
つ
な
げ
て
い

ま
す
（
写
真
は
平
成

年
の
富
士
見
ふ
る

24さ
と
祭
。
秘
書
広
報

課
撮
影

。）
(t)

り
も
よ
く

ほ
ざ
い
も
う
れ
し

板
碑
か
な

○ほ

い
た
び

板
碑
と
は
、
死
者
の
供
養
や
、
生
前
に
自
身
の
冥
福
を
祈
る
た

め
に
作
ら
れ
た
石
造
物
で
、
多
く
は
平
た
い
形
を
し
て
い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。
板
碑

の
表
面
に
は
、
梵
字
な
ど
で
表
し
た
仏
、
作
ら
れ
た
年
、
供
養
の

ぼ

ん

じ

対
象
者
の
名
前
な
ど
が
彫
ら
れ
ま
す
。
南
畑
新
田
に
あ
る
登
戸
の

の
ぼ
つ
と

板
碑
は
、
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
慈
光
院
と
い
う
寺
の
跡
地
に

あ
り
ま
す
。
近
く
で
見
つ
か
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
市
内
最
古
の

板
碑
で
、
建
長
４
年(1252)

の
銘
が
あ
り
、
阿
弥
陀
如
来
を
示
す

梵
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
元
は
３
ｍ
近
く
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
大
形
の
板
碑
で
す
。
(t)

ま
な
ら
ぬ

時
代
の
か
げ
の

つ
ゆ
の
あ
と

○ま慶
応

年(1868)

、
上
野
寛
永
寺
に
立
て
こ
も
っ
た
彰
義
隊
を

し
よ
う
ぎ

4

新
政
府
軍
が
追
い
落
し
ま
し
た
。
そ
の
直
後
、
南
畑
の
興
禅
寺
に

十
数
名
の
集
団
が
押
入
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
彰
義
隊
の
残
党
で
、

人
は
難
波
田
氏
の
子
孫
と
名
乗
り
ま
し
た
。
付
近
の
資
産
家
に

1

、

、

金
品
を
強
要
し
ま
し
た
が

駆
け
つ
け
た
新
政
府
軍
に
捕
え
ら
れ

鶴
馬
と
南
畑
の
境
に
あ
る

錫
杖

権
現
の
前
で
処
刑
さ
れ
ま
し

し
や
く
じ
よ
う

た
。
興
禅
寺
に
は
こ
の
経
緯
を
記
す
地
蔵
が
建
て
ら
れ
、
歴
史
に

翻
弄
さ
れ
た
人
々
を
供
養
し
て
い
ま
す
。

ほ
ん
ろ
う

(h)

は
一
つ

五
辻
ま
も
る

地
蔵
尊

○み

い
つ
つ
じ

並
木
の
地
蔵
は
、
み
ず
ほ
台
駅
近
く
の
並
木
交
差
点
（
東
み
ず

）

。

、

ほ
台

丁
目

に
面
し
て
立
っ
て
い
ま
す

台
座
の
高
さ
が

ｍ

1

1.3

地
蔵
本
体
の
高
さ
も

ｍ
あ
り
ま
す
。
現
在
の
並
木
交
差
点
は

1.3

2

本
の
道
が
交
差
す
る
だ
け
の
十
字
路
で
す
が
、
み
ず
ほ
台
駅
が
整

備
さ
れ
る
以
前
は
、
地
蔵
の
右
側
へ
斜
め
に
進
む
道
が
も
う

本
1

あ
っ
た
の
で
、
こ
の
場
所
は
五
叉
路
で
し
た
。
こ
の
地
蔵
は
、
8

代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
時
代
、
享
保

年
（1723

）

月

日
に

8

11

14

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
(y)

供 養 す る 地 蔵

錫 杖 権 現
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ら
は
ず
れ

残
れ
る
石
の

道
し
る
べ

○む水
谷
中
学
校
の
前
の
道
を
東
へ

ｍ
程
進
む
と
、
左
手
に
、
天

700

保

年(1843)

に
建
て
ら
れ
た
道
標
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の

14
道
標
は
石
仏
に
刻
ま
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
こ
れ
は
純

粋
な
道
標
で
す
。
四
面
に

「
ひ
き
又

十
五
丁

、

「
川
こ

」

(南)

(北)

へ

三
里
半

、

「
所
さ
わ

三
里
半

、

「
山
下
川
岸

三

」

」

(西)

(東)

丁
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
引
又
は
、
志
木
市
役
所
の
近
く
に
あ

っ
た
河
岸
で
す
。
山
下
河
岸
は
現
在
の
木
染
橋
の
下
流
に
あ
っ
た

か
し

河
岸
で
、
こ
の
河
岸
の
廻
船
問
屋
で
あ
っ
た
山
田
屋
が
道
標
を
建

立
し
ま
し
た
。
こ
の
道
標
か
ら
、
河
岸
場
と
村
々
を
往
来
す
る
荷

車
の
姿
が
想
像
で
き
ま
す
。
(t)

ず
ら
し
や

ま
る
ぼ
り
庚
申

興
禅
寺

○め

こ
う
し
ん

こ
う
ぜ
ん
じ

下
南
畑
に
あ
る
興
禅
寺
は
曹
洞
宗
の
寺
院
で
、
古
く
は
光
禅
寺

と
書
い
て
い
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
寺
子
屋
が
開
か
れ
、
寺
の

住
職
が
村
の
子
弟
の
教
育
に
つ
く
し
ま
し
た
。
興
禅
寺
の
庚
申
塔

は
背
面
も
立
体
的
に
彫
っ
た
丸
彫
り
の
形
状
で
、
青
面
金
剛
と

し
よ
う
め
ん
こ
ん
ご
う

踏
み
つ
け
ら
れ
た
邪
鬼
が
彫
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
邪
鬼
の
下
の

じ
や
き

台
石
に
は
「
見
ざ
る
、
言
わ
ざ
る
、
聞
か
ざ
る
」
の
三
猿
が
浮
き

彫
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
富
士
見
市
内
で
は

基
の
庚
申
塔
が
確
認

41

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
丸
彫
り
の
も
の
は
こ
れ
だ
け
で
す
。
(y)

は
や
い
ま

知
る
人
も
な
く

犬
の
塚

○もか
つ
て
、
大
字
水
子
字
西
小
原(

現
東
み
ず
ほ
台
３
丁
目
付
近)

に
「
犬
の
墓
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
塚
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
塚

の
い
わ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
１
つ
は
、
難
波

田
弾
正
が
鎌
倉
へ
犬
を
使
い
に
や
っ
た
が
、
帰
り
着
く
前
に
死

だ
ん
じ
よ
う

ん
で
し
ま
い
、
そ
の
供
養
の
た
め
に
塚
を
作
っ
た
と
い
う
も
の
で

す
。
も
う
１
つ
は
、
般
若
院(

現
・
水
宮
神
社)

の
修
験
者
が
京
都

し
ゆ
げ
ん
じ
や

の
聖
護
院
へ
上
っ
た
時
に
犬
も
連
れ
て
行
っ
た
が
、
帰
る
途
中
で

し
よ
う
ご
い
ん

死
ん
で
し
ま
い
、
直
後
に
修
験
者
も
亡
く
な
り
、
一
緒
に
葬
っ
た

。「

」

、

と
い
う
も
の
で
す

犬
の
墓

に
あ
っ
た
こ
の
修
験
者
の
墓
は

現
在
大
応
寺
内
の
墓
地
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真

。）
(t)

ま
な
ら
ぬ

田
の
中
に
あ
る

御
舟
山

○や

お
ふ
ね
や
ま

勝
瀬
の
榛
名
神
社
の
南
側

は
る
な

に
「
お
舟
山
」
と
呼
ば
れ
る

高
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

地
名
の
由
来
に
は
様
々
な
伝

説
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
伝
説
に
も
共
通
し
て

い
る
の
は
、
榛
名
大
権
現
が

だ
い
ご
ん
げ
ん

舟
に
乗
っ
て
き
て
、
そ
の
舟

が
沈
ん
だ
場
所
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
異
な
っ
て
い

る
の
が
、
舟
に
乗
っ
て
い
た

お
供
で
す
。
鷺
森
大
権
現
、

さ
ぎ
も
り

谷
田
薬
師
如
来
、
貝
塚
稲
荷

や

た

な
ど
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
近
く

の
神
社
や
石
仏
と
関
連
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

現
地
に
は
榛
名
神
社
の
氏

子
会
に
よ
り
案
内
板
が
建
て

ら
れ
て
い
ま
す
。
(t)
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め
か
な
し

む
さ
し
の
武
士
の

城
の
跡

○ゆ難
波
田
城
は
、
承
久
の
乱(1221)

に
鎌
倉
幕
府
側
で
参
戦
し
、

討
死
し
た
金
子
高
範
を
祖
と
す
る
難
波
田
氏
の
拠
点
で
し
た
。
戦

国
時
代
に
三
重
の
堀
を
持
つ
大
規
模
な
平
城
に
改
修
さ
れ
ま
し

た
。
天
文

年(1546)

の
河
越
合
戦
で
難
波
田
弾
正
が
小
田
原
北

15

条
氏
に
敗
れ
る
と
、
北
条
氏
の
支
城
と
な
り
ま
し
た
が
、
一
時
は

岩
槻
の
太
田
氏
と
奪
い
合
い
に
な
り
ま
し
た
。
天
正

年(1590)

18

に
北
条
氏
が
滅
亡
す
る

と
廃
城
と
な
り
ま
し

た
。城

跡
は

万
㎡
以
上

5

と
推
定
さ
れ
、
そ
の
う

ち
約

万

千
㎡
が
難

1

7

波
田
城
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
て
い
ま
す
。
写

真
は
平
成

年(2006)

18

月
に
撮
影
し
た
も
の

6で
、
水
に
囲
ま
れ
た
難

攻
不
落
の
城
を
ほ
う
ふ

つ
さ
せ
ま
す
。
(y)

き
水
の

つ
き
る
こ
と
な
し

泉
か
な

○よ富
士
見
市
の
地
形
は
、
西
側
の
武
蔵
野
台
地
と
東
側
の
荒
川
低

地
に
分
れ
ま
す
。
台
地
の
標
高
は

～

ｍ
、
低
地
は

ｍ
前
後

20

30

5

で
す
。
台
地
に
は
富
士
見
江
川
の
谷
を
筆
頭
に
、
大
小
の
谷
が
切

込
ん
で
い
ま
す
。
谷
奥
や
、
台
地
と
低
地
の
境
の
崖
に
多
く
の
湧

水
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
湧
き
水
は
武
蔵
野
台
地
に
降
っ
た
雨

。

、

水
が
地
下
水
と
な
っ
て
流
れ
て
き
た
も
の
で
す

水
温
は
一
定
で

め
っ
た
に
途
切
れ
ま
せ
ん
。

生
活
に
欠
か
せ
な
い
水
に
富
む
こ
の
地
域
に
は
、
太
古
か
ら
多

く
の
人
々
が
暮
し
、
泉
に
感
謝
し
て
き
ま
し
た
。
(h)

ん
ざ
つ
な

世
に
も
絶
や
す
な

文
化
財

○ら昭
和

年(1966)

、
文
化
財
保
護
委
員
会
（
現
・
文
化
庁
）
に

41

よ
り
、
文
化
財
愛
護
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
文
化
財
愛
護
運
動
を
推
進
し
ま
し
た
。
富
士
見
で
は
、
そ
の

よ
う
な
官
製
の
運
動
に
は
頼
ら
ず
、
市
民
に
よ
る
文
化
財
の
保
存

の
動
き
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
の
姿
が
こ
の
富
士
見
文

化
財
か
る
た
で
し
た
。
読
み
句
の
作
者
は
、
こ
の
句
に
自
分
た
ち

の
思
い
を
込
め
た
の
だ
と
語
っ
て
い
ま
す
。

文
化
財
か
る
た
が
作

ら
れ
た
頃
、
扇
凧
や

お
う
ぎ
だ
こ

獅
子
舞
な
ど
戦
後
に
途

絶
え
て
い
た
無
形
文
化

財
も
復
活
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
在
再
び
そ

の
継
承
が
危
ぶ
ま
れ
て

い
ま
す
。
文
化
財
は
不

断
の
努
力
に
よ
っ
て
の

み
伝
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
す
。
(h)

き
み
た
る

顔
、
ま
っ
か
っ
か

力
石

○り力
石
と
は
、
主
に
神
社
の
境
内
に
置
か
れ
、
若
者
た
ち
が
力
比

べ
の
た
め
に
用
い
た
石
で
す
。
多
く
は
卵
状
の
自
然
石
を
用
い
て

い
ま
す
。
諸
願
成
就
の
た
め
に
重
量
、
氏
名
な
ど
を
刻
み
奉
納
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
石
が
持
ち
上
が
る
か
否

か
で
占
い
に
用
い
た
例
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。市

内
で
は
現
在
、

南
畑
八
幡
神
社
、
榛

名
神
社(

写
真)

な
ど
で

実
物
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
江
戸
時

代
後
期
～
明
治
時
代

の
も
の
が
多
く
、
重

さ
は
二
十
六
貫(

)

100
kg

か
ら
五
十
貫(

)

と

190
kg

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

(t)

水子・正網の「御井戸（大井戸 」）

水子・東小原の「神井戸」

平成 24 年扇凧づくり講習会記念写真



- 11 -

り
こ
う
寺

薬
師
如
来
と

カ
ヤ
の
木
と

○る諏
訪

丁
目
に
あ
る
瑠
璃
光
寺
は
、
天
台
宗
の
寺
で
薬
師
如
来

1

を
本
尊
と
し
て
い
ま
す
。
創
建
年
代
は
不
明
で
す
が
、
初
代
住
職

の
実
円
が
安
元

年
（1167
）
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か

2

ら
、
平
安
時
代
末
期
の
創
建
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

境
内
に
あ
る
カ
ヤ
は
樹
高
約

ｍ
、
樹
径

・

ｍ
あ
り
、
樹

23

1

5

齢
は
約

年
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
市
内
や
そ
の
周
辺
で
も
最

500

大
の
カ
ヤ
で
、
市
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
(y)

ん
ざ
し
て

年
貢
ま
け
さ
す

義
民
団

○れ大
正

年
（1922

、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
不
況
下
、
南
畑

）

11

村
の
生
活
も
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
し
た
。
小
作
農
は
地
主
に
小

作
料
の
引
き
下
げ
を
求
め
ま
し
た
。
村
内
の
地
主
は
要
求
に
応
じ

た
も
の
の
、
志
木
町
に
い
た
南
畑
村
最
大
の
地
主
は
、
要
求
に
応

じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
土
地
を
借
り
て
い
た

小
作
農
は
連
携
し
て
、

小
作
地
を
す
べ
て
返
納

・
休
耕
し
対
抗
し
ま
し

。

、

た

そ
し
て
争
議
中
は

荒
川
の
改
修
工
事
に
従

事
し
た
り
、
組
合
内
で

仕
事
を
融
通
し
あ
う
な

ど
し
て
生
計
を
立
て
ま

。

、

し
た

そ
し
て
２
年
後

つ
い
に
最
大
の
地
主
も

小
作
民
の
要
求
を
受
け

入
れ
ま
し
た
。
(t)

の
音
は

過
ぎ
に
し
昔

新
河
岸
川

○ろ新
河
岸
川
舟
運
は
、
正
保

年(1647)

に
、
川
越
藩
主
松
平

し
ゆ
う
う
ん

4

伊
豆
守
信
綱
に
よ
り
整
備
さ
れ
、
江
戸
の
発
展
と
と
も
に
盛
ん
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
市
内
に
は
伊
佐
島
河
岸
、
蛇
木
河
岸
、
本

へ
び
ぎ

も
と

河
岸
、
鶉
河
岸
、
山
下
河
岸
、
前
河
岸
の
６
ヵ
所
の
河
岸
が
作

う
ず
ら

ら
れ
ま
し
た
。
江
戸
へ
の
荷
物
は
米
、
麦
、
醤
油
、
そ
う
め
ん
、

木
材
な
ど
、
江
戸
か
ら
の
荷
物
は
綿
、
衣
類
、
紙
、
酒
、
肥
料
な

ど
で
し
た
。
大
正
か

ら
昭
和
に
か
け
て
の

河
川
改
修
で
水
量
が

低
下
し
た
こ
と
に
加

え

て
、
大
正

年

3

（1914

）
の
東
上
鉄

道
開
通
に
よ
っ
て

陸
、

上
交
通
に
取
っ
て
代
わ

ら
れ
た
た
め
、
舟
運。

は
姿
を
消
し
ま
し
た

(y)

が
市
の

中
学
校
は

遺
跡
あ
と

○わ
い
ち

昭
和

年(1956)

、
鶴
瀬
・
水
谷
・
南
畑
の

村
が
合
併
し
て

31

3

富
士
見
村
と
な
り
ま
し
た
。
中
学
校
も
統
合
し
、
富
士
見
台
中
学

校
に
な
り
ま
し
た
。

年(1960)

、
村
の
中
心
に
近
い
舌
状
台
地

35

の
「
殿
山
」
で
新
校
舎
の
建
設
工
事
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
貝
塚
が

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
発
掘
調
査
を
す
る
と
、
縄
文
時
代
と
奈
良
時

代
の
集
落
の
跡
が
発
見
さ
れ

「
殿
山
遺
跡
」
と
名
づ
け
ら
れ
ま

、

し
た
。
調
査
後
、
校

舎
が
建
築
さ
れ
、
46

年(1971)

に
本
郷
中

学
校
が
開
校
す
る
ま

で
村
内
（
→
町
内
→

市
内
）
唯
一
の
中
学

校
で
し
た
。

年
63

(1988)

に
校
舎
を
建

て
替
え
る
際
も
、
発

掘
調
査
で
戦
国
時
代

の
堀
の
跡
が
見
つ
か

り
ま
し
た
。
(h)

木染橋下流の新河岸川。右奥付近に山下河岸跡がある

今も豊かな水田が広がる南畑地区
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国
境

を

み
お
ろ
す
ご
と
く

来
迎
寺

○を

．

く
に
ざ
か
い

ら
い
ご
う
じ

鶴
馬

丁
目
に
あ
る
来
迎
寺
は
天
台
宗
の
寺
院
で
す
。
宝
暦
年

2

間
（1751

～63

）
に
寺
子
屋
が
開
か
れ
、
明
治

年
（1872

）

5

の
学
制
発
布
を
受
け
て
、
翌
年
に
勝
瀬
・
鶴
馬
・
水
子
・
針
ヶ
谷

・
上
南
畑
・
下
南
畑
・
南
畑
新
田
の

村
が
共
同
で
鶴
馬
学
校
を

7

開
設
し
ま
し
た
。
寺
は
富
士
見
江
川
の
谷
に
面
し
た
崖
上
に
位
置

し
て
お
り
、
江
川
と
荒
川
低
地
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

「
国
境
」
は
、
こ
の
付
近
に
あ
っ
た
鶴
瀬
村
、
水
谷
村
、
南
畑
村

の

村
（
昭
和

年
に
合
併
し
て
富
士
見
村
と
な
り
ま
し
た
）
の

3

31

村
境
を
指
し
て
い
ま
す
。
(y)

本
書
は
、
昭
和

年(1972)

に
製
作
さ
れ
た
『
富
士
見
文
化
財

47

か
る
た
』
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
市
内
の

ヵ
所
の
文
化
財
（
歴
史

45

的
事
物
）
に
つ
い
て
、
平
成

年(2013)

現
在
の
姿
を
ま
と
め
た

25

も
の
で
す
。

富
士
見
文
化
財
か
る
た
は
、
ふ
じ
み
版
画
の
会
が
製
作
し
、
文

化
財
の
選
定
と
そ
の
解
説
文
は
、
同
会
会
員
で
あ
り
、
富
士
見
郷

土
史
同
好
会
の
会
員
で
も
あ
っ
た
伊
藤
正
和
氏
が
担
い
ま
し
た
。

昭
和

年(1973)

に
、
同
か
る
た
の
解
説
書
と
し
て
の
性
格
も

48

持
つ
『
ふ
じ
み
の
散
歩
道
』
が
富
士
見
郷
土
史
同
好
会
に
よ
り
製

作
さ
れ
ま
し
た
。
解
説
文
は
、
同
会
会
員
が
分
担
し
、
当
時
の
写

真
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和

年
度((1980)

に
は
、
イ
ラ

55

ス
ト
マ
ッ
プ
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
駅
や
道
路
の
増
設
に
よ
る
変

化
は
あ
り
ま
す
が
、
各
文
化
財
の
お
お
よ
そ
の
位
置
を
知
る
た
め

で
あ
れ
ば
、
今
で
も
最
も
分
り
や
す
い
地
図
で
す
。

難
波
田
城
資
料
館
は
、
平
成

年
秋
季
企
画
展
と
し
て
『
郷
土

25

カ
ル
タ
の
富
士
見
』
を
開
催
し
て
い
ま
す(

月

日
～

年

10

19

26

1

月

日)

。
こ
の
展
示
で
は
、
展
示
図
録
は
作
成
し
て
い
ま
せ
ん

13
が
、
印
刷
さ
れ
た
資
料
の
要
望
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
製
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
展
示
内
容
が
大
き
く

２
つ
に
分
れ
る
た
め
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
２
種
製
作
し
ま
し
た
。
本

書
は
、
そ
の
う
ち
［
文
化
財
の
現
況
］
コ
ー
ナ
ー
の
パ
ネ
ル
を
ま

と
め
た
も
の
で
す
。

展
示
は
、
早
坂
廣
人
を
主
担
当
と
し
山
野
健
一
と
田
ノ
上
和
宏

が
補
佐
し
ま
し
た
。
本
書
に
収
録
し
た
解
説
文
の
執
筆
と
写
真
撮

影
も
３
名
で
分
担
し
ま
し
た
。

か
る
た
の
読
み
句
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
伊
藤
正
和
氏
か
ら
多
大

な
御
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
季
節
的
な
イ
ベ
ン
ト
の
写
真
は

富
士
見
市
秘
書
広
報
課
お
よ
び
生
涯
学
習
課
か
ら
提
供
を
受
け
ま

し
た
。
こ
こ
に
記
し
感
謝
申
上
げ
ま
す
。

平
成

年
秋
季
企
画
展
解
説
資
料
②

25
富
士
見
文
化
財
か
る
た
の

文
化
財
の
現
状

発
行
日

平
成

年

月

日

25

11

16

発
行
者

富
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市
立
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館
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-

１

568
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（
昭
和

年
度[1980]

に
作
成
さ
れ
た
）

『
ふ
じ
み
の
散
歩
道
』
付
属
イ
ラ
ス
ト
マ
ッ
プ

55


