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広報 4

細
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
建
立
年
代
は

向
拝
正
面
の
扁へ

ん

額が
く

に
「
享き

ょ
う
ほ
う保
八
年
癸

み
ず
と
の

卯う

年

五
月
廿
八
日
」（
１
７
２
３
年
）
の
刻
印
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
同
時
代
か
そ
れ
以
前
の
建

築
と
み
ら
れ
ま
す
。

毎
年
1
月
28
日
に
行
わ
れ
て
い
る
軍
荼
利

祭
り
で
は
、
本
尊
の
「
木
造
軍
荼
利
明
王

立り
ゅ
う
ぞ
う像
」（
県
指
定
有
形
文
化
財
）
が
公
開
さ

れ
ま
す
。
午
前
・
午
後
の
２
回
護
摩
焚
き
が

行
わ
れ
、
午
後
の
護
摩
焚
き
の
前
に
は
天
狗

が
登
場
し
ま
す
。

▲ 東浪見寺本堂

軍ぐ
ん
だ荼
利り

山
の
麓
か
ら
、
約
２
０
０
段
の
階

段
を
登
る
と
、
仁に

お
う
も
ん

王
門
と
仁
王
像
が
参
拝
者

を
出
迎
え
ま
す
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
先
に
進

ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が
、
今
回
ご
紹
介
す

る
町
指
定
有
形
文
化
財
「
東
浪
見
寺
本
堂
」

で
す
。

東
浪
見
寺
は
、
聖
徳
太
子
が
軍
荼
利
夜や

し
ゃ叉

明み
ょ
う
お
う王

の
像
を
彫
刻
し
て
安
置
し
た
の
が
開

基
と
伝
わ
り
、
大だ

い

同ど
う

年
間
（
８
０
６
〜

８
１
０
）
に
行

ぎ
ょ
う

基き

（
６
６
８
〜
７
４
９
）
が

東
国
を
訪
れ
た
際
に
再
刻
し
た
も
の
が
現
在

の
本
尊
だ
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
、
九
十
九
里
沿
岸
で
地
曳
網
漁

が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
漁

業
と
結
び
つ
い
た
信
仰
と
し
て
江
戸
や
三
浦

半
島
、
奥
州
方
面
な
ど
遠
方
か
ら
の
寄
進
者

が
多
く
な
り
、
隆
盛
を
き
わ
め
ま
し
た
。

明
治
以
前
は
「
軍
荼
利
堂
」
と
呼
ば

れ
、
神
仏
分
離
令
の
た
め
、
明
治
２
年

（
１
８
６
９
）
に
「
東
大
社
」
と
改
称
、
昭

和
16
年
（
１
９
４
１
）
に
現
在
の
軍
荼
利
山

東
浪
見
寺
と
な
り
ま
し
た
。

本
堂
の
向こ

う

拝は
い

（
屋
根
の
中
央
の
張
り
だ
し

た
部
分
）
の
彫
刻
や
建
物
内
部
の
組く

み

物も
の

は
繊

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

は
自
覚
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

一
宮
か
ら
東
浪
見
に
か
け
て
、
町
中
・
農

村
部
を
問
わ
ず
、
名
家
に
多
く
の
人
々
が
訪

れ
、
詩
酒
の
会
な
ど
を
開
い
て
い
た
そ
う
で

す
。
今
で
も
そ
う
し
た
応
酬
の
名
残
が
各
家

に
文
化
財
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
名
家
の
文
化
活
動
は
、
戦
後
に

な
る
と
下
火
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。た
だ
、

そ
う
し
た
名
家
を
中
心
と
す
る
民
間
で
の
活

動
の
記
憶
が
鮮
明
な
だ
け
、
行
政
に
よ
る
文

化
活
動
サ
ポ
ー
ト
が
、
文
化
振
興
に
不
可
欠

だ
と
い
う
認
識
が
、
逆
に
生
ま
れ
に
く
く

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、「
過
去
の
一
宮
町
に
お
い
て

は
、
政
争
が
激
し
く
、
政
権
交
代
の
た
び
に

そ
れ
ま
で
の
政
策
が
反
故
に
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
で
、
様
々
な
施
設
な
ど
の
建
設
が
他
の

市
町
村
よ
り
も
遅
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
と

い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
の
私
見
で

は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
逆
説
的
要
因
も
関

わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
状
の
一
宮
町
に
文
化

関
係
の
施
設
の
充
実
や
文
化
活
動
に
対
す
る

サ
ポ
ー
ト
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
過
去
に
活
発
な
文
化
活

動
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
歴
史
が
あ
れ
ば

こ
そ
、
そ
れ
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
今
後
、

文
化
活
動
の
振
興
の
た
め
に
力
を
注
い
で
ゆ

こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
宮
町
の
課
題
の
ひ
と
つ
に
、
文
化
関
係

施
設
の
充
実
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一

宮
町
は
、
近
隣
市
町
村
に
比
べ
る
と
、
文
化

関
係
の
施
設
が
貧
弱
で
す
。
た
と
え
ば
、
睦

沢
町
に
は
郷
土
資
料
館
が
あ
り
、
広
大
な
運

動
公
園
が
あ
り
ま
す
。
長
生
村
に
は
文
化
会

館
が
あ
り
、
音
楽
ホ
ー
ル
と
と
も
に
図
書
館

も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
比
す
る
と
、
一
宮
町

の
状
況
は
残
念
な
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
文

化
活
動
の
拠
点
と
な
る
施
設
の
充
実
が
、
町

が
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
目
の
前
に
立

ち
は
だ
か
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
状
況
は
ど
う
し
て

出
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
一
宮
町

は
、
都
市
的
発
展
は
近
隣
に
比
べ
て
早
く
、

江
戸
期
以
降
活
発
な
経
済
・
文
化
活
動
が
展

開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
明
治
以
降
も
、
名
う

て
の
別
荘
地
と
し
て
、
貴
顕
の
士
が
集
っ
た

場
所
で
す
。
文
化
財
の
残
存
状
態
は
、
近
隣

に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
い
そ
う
で
す
。
だ
と

す
る
と
、
一
宮
地
域
が
も
と
も
と
持
っ
て
い

た
文
化
活
動
に
対
す
る
目
線
の
高
さ
に
比
し

て
、
現
在
の
文
化
施
設
の
貧
弱
な
状
況
が
不

可
解
な
落
差
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
最
近
思
い
つ
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
過
去
の
一
宮
に
は
、
大
き
な
勢
力
家

が
何
軒
も
あ
り
、
各
家
の
当
主
が
名
士
を
集

め
て
私
邸
で
文
化
活
動
を
展
開
し
て
い
た
と

伺
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
、
私
的
な
回
路
で
の

文
化
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
た
め
、
か
え
っ

て
行
政
に
よ
る
文
化
活
動
振
興
が
必
要
だ
と No.15
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