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義よ
し

頼よ
り

（
広
報
前
号
文
化
財
コ
ラ
ム
参
照
）
よ

り
宮
地
の
寄
進
を
う
け
て
い
ま
す
。
現
在
の

社
殿
は
残
さ
れ
た
棟む

な

札ふ
だ

に
よ
る
と
貞

じ
ょ
う
き
ょ
う
享
４
年

（
１
６
８
７
）
の
建
築
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
こ
の
棟
札
は
社
殿
と
と
も
に
千
葉

県
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

明
治
４
年
（
１
８
７
１
）
に
は
国こ

く
へ
い
ち
ゅ
う
し
ゃ

幣
中
社

に
列
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
明
治
33
年

（
１
９
０
０)

、
大
正
12
年
（
１
９
２
３
）
と

社
殿
な
ど
の
改
修
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
平
成
29
年
３
月
、
平
成
19
年

（
２
０
０
７
）
よ
り
始
ま
っ
た
「
平
成
の
大

修
理
」
が
終
了
し
、
玉
前
神
社
は
新
た
な
輝

き
を
放
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
姿
は
、
ま
さ
に

こ
の
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
す
。

▲ 玉前神社 社殿

玉
前
神
社
は
一
宮
町
の
名
称
の
由
来
で
あ

る
「
一
宮
」
す
な
わ
ち
、
上
総
国
（
千
葉

県
中
央
部
）
で
最
も
社
格
が
高
い
神
社
に

定
め
ら
れ
た
由
緒
あ
る
神
社
で
す
。
祭
神
は

玉た
ま
よ
り
ひ
め
の

依
姫
命み

こ
とで

す
。

古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
て
き
ま
し
た

が
、
創
建
年
代
は
資
料
が
な
い
た
め
不
明
で

す
。
延
長
５
年
（
９
２
７
）
の
『
延え

ん
ぎ
し
き

喜
式

神じ
ん
み
ょ
う
ち
ょ
う

名
帳
』
で
は
「
名み

ょ
う
じ
ん神
大た

い
し
ゃ社
」
と
い
う
社
格

に
列
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
既
に
上

総
国
に
お
け
る
有
力
な
神
社
と
し
て
国
家
的

に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、例
祭
で
あ
る「
上
総
十
二
社
祭
り
」（
県

指
定
無
形
民
俗
文
化
財
）
の
始
ま
り
が
大
同

２
年
（
８
０
７
）
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
以
前
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

戦
国
時
代
後
期
に
戦
乱
の
中
で
一
宮
城
と

と
も
に
兵
火
に
遭
い
、
焼
け
落
ち
た
た
め
、

古
記
録
や
宝
物
な
ど
が
失
わ
れ
た
と
い
い
ま

す
。そ

の
後
、
飯
岡
の
玉
崎
神
社
（
旭
市
）
に

一
時
避
難
し
、
現
在
地
に
再
建
さ
れ
ま
し

た
。
天
正
10
年
（
１
５
８
２
）
に
は
里
見

【
問
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せ
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６

ら
買
い
物
に
い
そ
し
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
当
時
は
車
も
少
な
く
、
国
道
の
両

側
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
、
車
が
増
え
て
、
道
の
左
右
が
分
断

さ
れ
ま
し
た
。
一
方
で
歩
道
は
狭
く
、
買
い

物
を
楽
し
ん
で
移
動
す
る
に
は
不
十
分
で
し

た
。
ま
た
、
商
店
街
に
は
駐
車
場
が
な
か
っ

た
の
で
、
車
で
の
買
い
物
が
困
難
で
し
た
。

そ
こ
で
、
郊
外
型
大
型
店
舗
が
本
格
的
に
登

場
す
る
と
、
日
常
的
消
費
の
主
力
が
そ
ち
ら

に
移
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
、
事
態
の

お
お
ま
か
な
経
緯
で
す
。

多
く
の
商
店
街
は
、
同
様
の
流
れ
の
な
か

で
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
ま
す
。
隣

の
茂
原
で
は
、
一
宮
よ
り
旧
商
店
街
の
苦
悩

は
深
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
一
宮
は
違
う

点
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
言
っ
て
も
玉
前
神

社
の
存
在
で
す
。
こ
こ
に
は
、
年
間
を
通
じ

て
参
詣
客
の
方
が
見
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ

う
し
た
「
外
来
」
の
方
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し

た
商
機
が
確
実
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
玉
前

神
社
の
社
殿
修
復
の
完
成
を
お
祝
い
す
る
と

と
も
に
、
そ
う
し
た
チ
ャ
ン
ス
を
確
実
に
つ

か
み
、
一
宮
の
旧
商
店
街
が
往
年
の
活
気
を

と
り
も
ど
す
こ
と
を
、
心
か
ら
願
っ
て
い
ま

す
。

玉
前
神
社
の
社
殿
修
理
が
終
了
し
ま
し

た
。
黒
漆
塗
り
の
本
殿
の
威
容
が
改
め
て
姿

を
現
し
ま
し
た
。
嬉
し
い
限
り
で
す
。
十
余

年
に
わ
た
る
長
丁
場
で
し
た
が
、
神
社
関
係

者
の
皆
さ
ま
の
ご
努
力
で
つ
い
に
完
成
に
こ

ぎ
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
ご
尽
力
に

深
甚
な
る
敬
意
を
表
し
た
く
存
じ
ま
す
。

玉
前
神
社
の
修
理
完
成
に
伴
い
、
参
詣
の

方
も
増
え
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。そ
し
て
、

玉
前
神
社
周
辺
の
商
店
街
に
も
動
き
が
あ
り

ま
す
。

大
変
残
念
な
こ
と
で
す
が
、こ
こ
数
年
で
、

何
軒
か
の
大
変
由
緒
あ
る
お
店
が
閉
店
し
て

し
ま
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
改
装

し
て
新
た
に
開
店
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

す
。
全
体
の
動
き
を
見
て
い
る
と
、
そ
の
変

化
の
方
向
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
ま

す
。従
来
の
一
宮
の
商
店
街
の
軸
で
あ
っ
た
、

日
常
的
消
費
の
拠
点
と
い
う
性
格
か
ら
、
玉

前
神
社
の
参
詣
客
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
、

観
光
的
消
費
の
場
へ
と
い
う
移
行
で
す
。
特

に
、
食
べ
も
の
関
係
の
お
店
が
増
え
て
、
ま

た
繁
盛
し
て
い
ま
す
。

１
９
６
０
年
代
の
写
真
を
見
る
と
、
一
宮

で
は
、
夕
方
に
は
、
国
道
一
杯
に
お
客
が
広

が
っ
て
、
道
の
左
右
の
お
店
を
往
来
し
な
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