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今
号
で
は
、
郷
土
か
わ
ら
ば
ん
第
12

号
「
流
山

の
民
話
と
ゆ
か
り
の
あ
る
寺
社
な
ど
1

」
に
引
き

続
き
、
『
な
が
れ
や
ま
の
民
話
』
に
載
っ
て
い
る
民

話
の
概
要
と
、
登
場
す
る
寺
社
な
ど
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。
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⑤
「
ば
ち
あ
た
り
の
仙
蔵
」

加
村
の
お
志
乃
さ
ん
は
、
野
々
下
の
日
朝
さ
ま

（
浄
蓮
寺
）
に
、
よ
く
お
参
り
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。

お
志
乃
さ
ん
に
は
働
き
者
の
仙
蔵
と
い
う
孝
行
息
子

が
い
ま
し
た
が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
博
打
を
覚
え

一
文
無
し
に
。
志
乃
さ
ん
が
何
日
も
帰
っ
て
こ
な
い

た
め
、
浄
蓮
寺
の
日
到
上
人
さ
ま
に
尋
ね
る
と
、
祈

願
の
旅
に
出
か
け
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
ま
す
。
仙
蔵

は
、
志
乃
さ
ん
の
無
事
を
祈
り
、
「
博
打
封
じ
」
の

絵
馬
を
描
い
て
も
ら
い
お
寺
に
奉
納
し
ま
し
た
。
そ

の
後
志
乃
さ
ん
は
無
事
に
帰
り
、
仙
蔵
は
心
を
入
れ

か
え
て
働
き
ま
し
た
。

浄
蓮
寺
（
じ
ょ
う
れ
ん
じ
）

野
々
下

浄
蓮
寺
は
山
号
を
「
理
性
山
」
と
い
い
、
「
釈
迦

牟
尼
仏
」
を
本
尊
と
す
る
日
蓮
宗
の
寺
院
で
、
人
々

 

⑥
「
ビ
ン
小
僧
の
金
市
」

流
山
の
造
り
酒
屋
「
金
子
屋
」
に
市
之
丞
と
い
う
一

人
息
子
が
お
り
ま
し
た
。
子
供
の
頃
家
業
が
傾
き
、
父

親
が
亡
く
な
る
と
、
遊
び
人
の
仲
間
に
入
り
博
打
に
手

を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
盗
賊
と
な
り
ま
し
た
が
、

盗
み
に
入
る
の
は
金
持
ち
の
屋
敷
で
、
ま
た
盗
ん
だ
お

金
は
貧
し
い
家
に
ば
ら
ま
い
て
歩
い
た
と
い
い
ま
す
。

い
つ
の
頃
か
ら
か
「
ビ
ン
小
僧
の
金
市
」
と
呼
ば
れ
、

に
は
「
日
朝
さ
ま
」
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
り
、
そ

の
い
わ
れ
は
、
身
延
山
久
遠
寺
を
中
興
し
た
日
朝
上

人
を
お
祀
り
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
「
眼

病
平
癒
」
の
寺
と
し
て
関
東
一
円
の
信
者
か
ら
帰
依

を
受
け
、
境
内
に
は
奉
納
さ
れ
た
た
く
さ
ん
の
絵
馬

が
あ
り
ま
す
。
仙
蔵
の
奉
納
し
た
絵
馬
は
、
流
山
市

立
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

P.1



― 郷土かわらばん ―

天
明
の
大
飢
饉
の
と
き
に
も
飢
え
た
人
々
に
金
を
与
え

て
、
義
賊
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
い
に

は
捕
ら
え
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
ま
し
た
が
、
地
元
の
人
々

は
生
ま
れ
故
郷
の
流
山
の
閻
魔
堂
の
墓
地
に
葬
り
ま
し

た
。金

市
の
話
は
、
江
戸
時
代
の
お
わ
り
か
ら
明
治
時
代

の
は
じ
め
の
講
釈
師
二
代
目
松
林
伯
円
が
「
天
保
六
花

撰
」
を
創
作
し
、
ま
た
明
治
に
な
っ
て
河
竹
黙
阿
弥
が

「
天
衣
紛
上
野
初
花
（
く
も
に
ま
ご
う
う
え
の
の
は
つ

は
な
）
」
の
歌
舞
伎
に
仕
立
て
、
大
ヒ
ッ
ト
し
ま
し
た
。

閻
魔
堂
（
え
ん
ま
ど
う
）

流
山
２
丁
目

閻
魔
堂
は
そ
の
名
の
と
お
り
、
閻
魔
大
王
を
祀
り
、

安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
銘
の
座
像
が
安
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
境
内
に
は
、
如
意
輪
観
音
な
ど
の
石
造
物
や
義

賊
金
子
市
之
丞
と
遊
女
三
千
歳
の
墓
地
が
あ
り
ま
す
。

昔
か
ら
こ
の
お
墓
に
お
参
り
す
る
と
「
頭
の
病
が
治

る
」
「
子
ど
も
の
夜
泣
き
が
治
る
」
「
勝
負
ご
と
に
負

け
な
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

 金子市之丞の墓
「東葛流山研究 第29号」

19ページより引用

⑦
「
流
れ
て
き
た
山
」

あ
る
と
き
、
大
雨
が
降
り
続
き
、
大
洪
水
が
お
き
ま

し
た
。
洪
水
は
川
上
か
ら
石
や
土
や
木
を
押
し
流
し

て
き
ま
し
た
。
低
い
と
こ
ろ
の
家
は
流
れ
た
も
の
も

あ
り
、
田
ん
ぼ
も
泥
水
の
底
に
隠
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
す
る
と
、
お
椀
を
伏
せ
た
よ
う
な
山
が
で
き
て

い
ま
し
た
。
な
ん
と
、
上
州
（
群
馬
県
）
赤
城
山
の

一
角
が
崩
れ
、
流
れ
着
い
て
で
き
た
も
の
で
し
た
。

村
人
は
、
上
州
赤
城
神
社
か
ら
お
札
を
い
た
だ
き
鎮

守
様
と
し
て
お
祀
り
し
ま
し
た
。
い
つ
か
ら
か
、
流

れ
て
き
た
山
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
流
山
」
と
よ
ば

れ
、
村
の
名
前
と
な
り
ま
し
た
。

赤
城
神
社
（
あ
か
ぎ
じ
ん
じ
ゃ
）

流
山
６
丁
目

流
山
６
丁
目
の
赤
城
神
社
は
、
上
州
赤
城
山
の
二

ノ
宮
赤
城
神
の
分
神
を
奉
安
し
た
も
の
で
、
お
祀
り

し
て
い
る
神
様
は
大
己
貴
命
（
お
お
な
む
ち
の
み
こ

と
）
と
豊
受
姫
命
（
と
よ
う
け
ひ
め
の
み
こ
と
）
で

す
。
再
建
は
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
発
願
は
別
当

信
楽
光
明
院
円
寛
、
催
願
は
弟
子
昇
應
と
棟
札
に
あ

り
ま
す
。
赤
城
神
社
の
本
殿
、
棟
札
・
木
札
、
橋
掛

り
は
、
市
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
赤
城
神
社
大
し
め
縄
行
事
は
、
市
指
定
無
形

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑧
「
目
つ
ぶ
し
の
鴨
」

稲
が
豊
作
の
こ
ろ
、
田
ん
ぼ
が
何
者
か
に
荒
ら
さ

れ
ま
し
た
。
村
人
た
ち
が
不
思
議
に
思
い
、
い
ろ
い

ろ
調
べ
て
み
ま
し
た
が
そ
の
犯
人
が
見
つ
か
り
ま
せ

ん
。
見
張
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
村
人

が
朝
か
ら
夜
に
な
る
ま
で
じ
っ
と
見
張
っ
て
い
た
と
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⑨
「
八
木
の
椎
の
木
」

む
か
し
、
悪
い
病
気
が
流
行
っ
て
、
村
々
で
は
死

ぬ
人
が
続
き
、
ま
た
作
物
の
出
来
が
悪
く
稲
も
凶
作

の
年
が
あ
り
ま
し
た
。
思
井
、
中
、
芝
崎
、
加
村
、

古
間
木
、
前
平
井
、
後
平
井
、
西
平
井
の
八
か
村
の

名
主
が
、
寄
り
集
ま
っ
て
相
談
し
、
ご
利
益
の
あ
る

紀
州
（
和
歌
山
県
）
の
熊
野
さ
ま
を
お
迎
え
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
神
様
を
お
祀
り
す
る
日
、
祝
詞

が
終
わ
り
、
神
主
が
桐
の
箱
か
ら
お
札
を
取
り
上
げ

た
と
こ
ろ
、
中
か
ら
椎
の
実
が
転
が
り
落
ち
ま
し
た
。

鳥
居
の
傍
ら
に
蒔
い
た
と
こ
ろ
、
八
本
の
幹
に
分
か

れ
た
椎
の
木
は
ぐ
ん
ぐ
ん
成
長
し
ま
し
た
。
御
神
木

に
ち
な
み
八
つ
の
村
は
、
八
木
村
と
な
り
ま
し
た
。

鎮
守
様
を
お
祀
り
し
て
か
ら
病
気
も
治
り
、
稲
も
豊

作
に
な
り
ま
し
た
。

熊
野
神
社
（
く
ま
の
じ
ん
じ
ゃ
）

思
井

正
面
の
急
な
石
段
を
上
る
と
右
側
に
、
苔
の
生
え

た
伝
説
の
椎
の
古
木
が
あ
り
ま
す
。
鳥
居
を
く
ぐ
る

 目つぶしの鴨
流山の史跡をたずねて
56ページより引用

東
福
寺
（
と
う
ふ
く
じ
）

鰭
ヶ
崎

東
福
寺
は
山
号
を
「
守
龍
山
」
と
い
い
、
弘
仁
五

年
（
八
一
四
）
に
弘
法
大
師
に
よ
り
開
山
さ
れ
た

真
言
宗
の
寺
院
で
す
。
石
段
を
上
る
と
運
慶
作
と

伝
え
ら
れ
る
阿
、
吽
の
仁
王
様
（
市
指
定
有
形
文

化
財
）
を
安
置
す
る
朱
塗
り
の
仁
王
門
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
正
面
奥
に
、
弘
法
大
師
一
刀
三
礼
の
作

と
い
わ
れ
る
本
尊
薬
師
瑠
璃
光
如
来
を
祀
っ
た
本

堂
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
本
堂
の
正
面
天
井
に
は
、

こ
ろ
、
あ
る
日
鴨
が
や
っ
て
き
て
盛
ん
に
荒
ら
し
て

い
き
ま
し
た
。
後
を
つ
け
て
み
る
と
、
東
福
寺
の
山

門
近
く
で
見
え
な
く
な
り
、
あ
ち
こ
ち
探
し
て
い
る

う
ち
に
山
門
の
鴨
居
に
泥
が
た
く
さ
ん
つ
い
て
い
ま

し
た
。
さ
ら
に
上
を
見
る
と
彫
刻
の
鴨
の
足
に
も
泥

が
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
村
人
た
ち
は
す
ぐ
に
五

寸
釘
を
そ
の
鴨
の
目
に
打
ち
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

す
る
と
翌
日
か
ら
田
畑
は
、
荒
ら
さ
れ
な
く
な
り
ま

し
た
。

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
の
「
俵
藤
太
（
藤
原
秀

郷
）
百
足
退
治
」
の
大
き
な
絵
馬
が
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、
市
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
境
内
か
ら
庫
裏
に
む
か
う
中
門
は
、
日
光
東
照

宮
造
営
の
時
の
材
料
が
一
部
寄
贈
さ
れ
、
建
立
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
門
に
は
、
左
甚
五
郎
作
と
伝
わ
る
二

羽
の
鴨
が
い
て
、
境
内
側
の
鴨
居
の
上
に
は
口
を
開

け
た
鴨
、
庫
裏
側
の
門
に
は
口
を
閉
じ
た
鴨
が
う
ず

く
ま
っ
て
い
て
、
こ
の
鴨
が
目
つ
ぶ
し
の
鴨
と
よ
ば

れ
て
い
ま
す
。
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参
考
文
献

・
『
流
山
の
史
跡
を
た
ず
ね
て
』

流
山
市
教
育
委
員
会

崙
書
房

１
９
７
４
年

・
『
広
報
な
が
れ
や
ま

縮
刷
版
第
２
巻
』

流
山
市
役

所
市
長
公
室
秘
書
広
報
課

１
９
8

１
年

・
『
な
が
れ
や
ま
の
民
話
』

お
の
つ
よ
し

流
山
市
商

工
課

１
９
９
３
年

・
『
お
の
・
ち
ゅ
う
こ
う
昔
ば
な
し

流
山
・
野
田
の

巻
』

お
の

ち
ゅ
う
こ
う

崙
書
房

１
９
８
６
年

・
『
楽
し
い
東
葛
寺
社
事
典

東
葛
流
山
研
究

第
34

号
』

流
山
市
立
博
物
館
友
の
会

崙
書
房

２
０
１
６
年

・
『
楽
し
い
東
葛
伝
説
民
話
事
典

東
葛
流
山
研
究

第

29

号
』

流
山
市
立
博
物
館
友
の
会

崙
書
房

２
０
１
１
年

・
『
こ
ん
に
ち
は
流
山
』

社
会
教
育
課

流
山
市
教
育

委
員
会

１
９
８
５
年

・
『
チ
ェ
ッ
ク
！

流
山
の
む
か
し
』

流
山
市
立
博
物

館

流
山
市
教
育
委
員
会

２
０
１
６
年

い
ず
れ
も
流
山
市
立
図
書
館
の
所
蔵
資
料
で
す
。

協
力
：
流
山
市
立
博
物
館

ま
と
め

流
山
の
民
話
を
紹
介
し
た
本
は
、
市
内
図
書
館
で
借

り
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
郷
土
か
わ
ら
ば
ん
第
12

号
に

掲
載
の
資
料
の
ほ
か
に
も
、
流
山
市
立
博
物
館
友
の
会

編
に
よ
る
「
楽
し
い
東
葛
伝
説
民
話
事
典
」
、
市
民
の

方
か
ら
聞
い
た
不
思
議
な
話
を
ま
と
め
た
「
不
思
議

流
山
市
立
博
物
館
調
査
研
究
報
告
書
16

」
な
ど
、
様
々

な
本
を
取
り
揃
え
て
い
ま
す
。
所
蔵
図
書
館
な
ど
は
図

書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、
お
近

く
の
図
書
館
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

と
社
殿
が
あ
り
、
お
祀
り
し
て
い
る
神
様
は
櫛
御
気
野

命
（
く
し
み
け
の
み
こ
と
）
で
す
。
紀
州
の
本
社
か
ら

分
祭
の
た
め
御
霊
を
頂
い
て
き
ま
し
た
。
創
建
は
わ
か

り
ま
せ
ん
が
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
一
月
再
建
の

記
録
が
あ
り
ま
す
。
八
木
村
は
古
く
は
「
八
木
郷
」
ま

た
は
「
矢
木
郷
」
と
い
い
、
鎌
倉
時
代
の
建
久
八
年

（
一
一
九
七
）
の
香
取
神
宮
の
遷
宮
式
の
注
文
状
に
は
、

矢
木
郷
の
負
担
と
し
て
モ
ミ
十
石
と
麻
と
絹
を
寄
進
し

て
い
ま
す
。

※ ① ② ③ ④は、郷土かわらばん第１2号で
 ご紹介しています
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