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広報 4

　
観
明
寺
の
四
脚
門
は
町
内
に
残
る
最
古
の

建
造
物
と
い
わ
れ
、昭
和
52
年
（
１
９
７
７
）

に
町
の
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
観
明
寺
は
天
台
宗
の
寺
院
で
天
平
６
年

（
７
３
４
）
に
行

ぎ
ょ
う

基き

（
６
６
８
〜
７
４
９
）

に
よ
っ
て
開
山
さ
れ
、
慈じ

覚か
く

大だ
い

師し

（
７
９
４

〜
８
６
４
）の
中
興
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

明
治
時
代
初
期
頃
ま
で
、
玉
前
神
社
の
別
当

寺
の
地
位
に
あ
り
ま
し
た
。

　
四
脚
門
は
切き

り
づ
ま
づ
く
り

妻
造
で
屋
根
は
か
つ
て
は
茅か

や

葺ぶ
き

で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
現
在
は
茅
葺

型
式
の
銅
板
屋
根
と
な
っ
て
い
ま
す
。
正
確

な
建
立
年
代
は
不
明
で
す
が
、
正
面
の
蟇
股

に
堀
氏
の
「
沢お

も

潟だ
か

紋も
ん

」
の
家
紋
が
あ
る
こ
と

か
ら
、江
戸
時
代
初
期
頃
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

堀
氏
は
寛か

ん

文ぶ
ん

十
二
年
（
１
６
７
２
）
か
ら
約

30
年
間
、
一
宮
本
郷
村
（
現
在
の
一
宮
町
字

一
宮
の
大
部
分
）
を
治
め
て
お
り
、
こ
の
山

門
は
堀
氏
の
寄
進
に
よ
る
も
の
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

一
宮
町
の
歴
史
特
集

　「
一
宮
町
の
文
化
財
⑳
」

観か
ん

明み
ょ
う

寺じ

四し

脚き
ゃ
く

門も
ん

　

田
舎
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
の
び
の
び
で
き

る
の
で
す
。

ま
た
、
田
舎
で
は
、
食
糧
な
ど
の
調
達
に

困
る
こ
と
も
少
な
く
て
す
み
ま
す
。
自
ら
が

生
産
者
で
な
く
て
も
、
地
元
で
か
な
り
容
易

に
、
新
鮮
・
安
価
で
、
美
味
な
農
産
物
を
味

わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
宮
の
場
合
は
、

海
産
物
も
加
わ
り
ま
す
。
都
会
の
よ
う
に
、

流
通
が
滞
る
こ
と
に
よ
り
、
品
薄
が
生
じ
、

価
格
も
高
騰
し
て
入
手
に
手
間
取
る
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

映
画
館
を
は
じ
め
、
田
舎
に
無
い
も
の
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で

こ
う
し
た
田
舎
の
生
活
の
素
晴
ら
し
さ
が
、

再
認
識
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
テ
レ
ワ
ー
ク
で
仕
事
が
で
き
る

の
で
あ
れ
ば
、
田
舎
に
住
ん
で
い
て
も
、
差

し
支
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
宮
に
即
し
て
い

え
ば
、
1
時
間
か
ら
1
時
間
半
で
東
京
ま
で

行
け
る
の
で
、
出
社
の
必
要
が
出
た
時
も
困

り
ま
せ
ん
。

政
府
も
、
今
後
の
国
の
政
策
と
し
て
、
今

回
の
コ
ロ
ナ
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
国
民
の
地

方
へ
の
生
活
拠
点
移
動
を
促
す
政
策
を
と
る

そ
う
で
す
。
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
さ
ず
、
一

宮
町
も
、田
舎
の
魅
力
を
力
強
く
発
信
し
て
、

新
た
な
移
住
者
を
大
勢
お
迎
え
で
き
る
よ
う

に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
蔓
延
し

て
か
ら
、「stay hom

e

」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
と
も
に
、
自
宅
中
心
で
過
ご
す
こ
と
が
、

提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
仕
事
に
つ
い
て
も
、
で

き
る
限
り
「
テ
レ
ワ
ー
ク
（
遠
隔
地
で
の
労

働
）」
を
取
り
入
れ
て
、
通
勤
せ
ず
、
自
宅

で
の
仕
事
に
切
り
替
え
る
よ
う
に
、
呼
び
か

け
ら
れ
ま
し
た
。

現
在
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
増
加

は
、
比
較
的
緩
慢
で
、
徐
々
に
日
常
的
活
動

へ
と
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、「
新

し
い
生
活
様
式
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
感

染
症
に
気
を
つ
け
な
が
ら
暮
ら
す
こ
と
が
必

要
に
な
る
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
私
が
改
め
て
感
じ
た
の

は
、
一
宮
町
の
よ
う
な
田
舎
の
暮
ら
し
の
快

適
さ
で
す
。

自
宅
で
過
ご
す
、
と
い
っ
て
も
、
都
会
で

は
、
比
較
的
狭
い
集
合
住
宅
が
多
く
、
庭
も

な
く
、
公
園
も
少
な
く
、
外
出
し
て
気
散
じ

を
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、

田
舎
は
家
が
広
め
で
、庭
付
き
が
多
い
の
で
、

屋
外
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
行
う
こ
と
が
可
能

で
す
。
集
合
住
宅
に
住
ん
で
い
て
も
、
間
取

り
に
余
裕
が
あ
り
、
外
に
は
、
田
ん
ぼ
や
里

山
や
海
岸
な
ど
の
広
大
な
自
然
環
境
が
あ
り

ま
す
。
同
じ
自
宅
周
辺
で
過
ご
す
と
い
っ
て

も
、
都
会
と
田
舎
で
は
大
き
く
違
い
ま
す
。 No.48

一宮町長
馬淵 昌也

　
平
成
25
年
（
２
０
１
３
）
に
修
復
工
事
が

行
わ
れ
、
現
在
地
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。

（
教
育
委
員
会
　
江
澤
一
樹
） ▲ 立ち沢潟紋


