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『甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
』を
振
り
返
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

あ
の
記
事
を
も
う
一
度
・・・ 

 

こ
れ
ま
で
二
四
号
発
行
さ
れ
た
『甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
』。
藤
原 

一
三
先
生
を
始
め
多
く
の
先
輩
方
が
、
「甲
奴
の
郷
土
史
」を
大
切

に
思
い
、
後
世
に
残
そ
う
と
活
動
し
て
こ
ら
れ
た
。
そ
の
深
い
学
識

と
研
究
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
「
足
跡
」を
も
う
一
度
読
み
返
し
て
み

よ
う
と
思
う
。 

 
 
 
 
 
 

 

  

【甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り 

第
一
号
か
ら
】 

 
 

甲
奴
町
内
の
狛
犬
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

藤
原
一
三 

  
 

狛
犬
の
起
源 

 
 
 
 

多
く
の
神
社
の
社
頭
に
見
ら
れ
る
狛
犬
の
起
源
は
、
中
国 

 
 
 

の
漢
の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
、
わ
が
国
へ
は
平
安
時 

 
 
 

代
に
伝
わ
り
、
初
め
は
宮
中
の
几
帳
・屏
風
な
ど
の
動
揺
を 

 
 

 

防
ぐ
た
め
に
使
わ
れ
た
の
で
、
小
型
の
木
造
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 
 
 

中
世
に
は
神
社
や
寺
院
の
守
護
と
し
て
狛
犬
が
使
わ
れ
る
よ 

 
 

 
 

 

う
に
な
っ
た
。
桃
山
時
代
に
な
る
と
唐
獅
子
と
呼
ば
れ
、
障
壁
画
や

屏
風
絵
の
画
題
と
し
て
愛
好
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
そ
れ
ま
で

社
殿
内
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
が
外
に
出
さ
れ
、
形
も
大
型
に
な
り

石
造
の
も
の
が
多
く
な
っ
た
。 

 

阿
形
と
吽
形 

 
 
 
 
 
 

狛
犬
の
多
く
は
、
社
殿
か
ら
見
て 

 
 
 
 
 

左
側
に
口
を
開
い
た
阿
形
、
右
側
に 

 
 
 
 
 

口
を
閉
じ
た
吽
形
が
あ
る
。
二
つ
は 

 
 
 
 
 

向
き
合
っ
て
い
る
が
、
顔
は
参
道
の 

 
 
 
 
 

方
を
向
い
て
い
る
。
雌
雄
の
区
別
は 

 
 
 
 
 

無
い
も
の
が
多
い
が
、
稀
に
性
器
を 

 
 
 
 
 

彫
刻
し
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
吽
形 

 
 
 
 
 

の
頭
に
一
本
の
角
を
持
っ
た
も
の
も 

 
 
 
 
 

見
ら
れ
る
。 

 

狛
犬
の
姿
勢 

 
 
 
 
 

狛
犬
の
台
座
上
の
姿
勢
の
基
本
的
な 

 
 
 
 

形
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。 

  
 
 
 

一 

お
座
り
型
・・・犬
が
普
通
に
座
る 

 
 
 
 
 
 
 

時
の
姿
勢
で
、
後
ろ
足
を
曲
げ
て 

 
 
 
 
 
 
 

尻
を
地
に
つ
け
た
姿
勢
。 

  
 
  

二 
仕
切
り
型
・・・相
撲
の
力
士
が
仕 

 
 
 
 
 
 

切
り
を
す
る
時
の
よ
う
に
、
前
足 

 
 
 
 
 
 

を
曲
げ
、
後
ろ
足
を
立
て
て
頭
を
下
げ
、
相
手
を
威
嚇
す
る
よ
う 

甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り 

第 25号 
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甲
奴
郷
土
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研
究
会
発
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◆清涼殿の狛犬 出典：ameba 

 

◆狛犬 阿吽 出典：somethig news&日報 
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な
姿
勢
で
あ
る
。 

  
 
 

三 

玉
乗
り
型
・・・前
足
を
玉
の
上
に
乗
せ
、
後
ろ
足
で
立
つ
姿
勢
で
あ 

 
 
 
 
 
 

る
。 

          

●
甲
奴
町
内
の
木
造
狛
犬 

 
 
 
 
 

甲
奴
町
内
の
木
造
狛
犬
は
、
現
在
四
対
が
知
ら
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
●

宇
賀
八
幡
神
社
・・・二
対 

 
 
 
 
●

宇
賀
吉
備
津
神
社
・・・一
対 

 
 
 
 
●

梶
田
八
幡
神
社
・・・一
対 

 
 
 
 

で
あ
る
。
宇
賀
八
幡
神
社
の
一
対
は
、
享
保
一
七
年
（一
七
三
二
）作 

 
 
 
 

と
伝
え
ら
れ
る
が
判
然
と
し
な
い
。
他
の
一
対
は
、
天
明
二
年
（一
七 

 

 
 
 
 

八
二
）の
作
で
、
阿
像
の
背
面
に
「天
明
八 

彩
色
願
主
瀬
尾
良
碩
」の 

 
 
 
 

銘
が
あ
る
。 

 
 
 
 
 

梶
田
八
幡
神
社
の
も
の
は
製
作
年
代
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
三
対
は 

 
 
 
 

い
ず
れ
も
お
座
り
型
で
あ
る
。
吉
備
津
神
社
の
も
の
は
、
昭
和
中
期
の 

 
 
 
 

作
で
玉
乗
り
型
で
あ
る
。 

 

 

●
甲
奴
町
内
の
石
造
狛
犬 

 
 
 
 
 

甲
奴
町
内
の
一
四
神
社
に
あ
る
一
五
対
と
一
躯
の
石
造
狛
犬
の
概 

 
 
 
 

要
は
、
次
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。 

  
 
 

一 

狛
犬
の
姿
勢
は
玉
乗
り
型
一
〇
対
、
仕
切
り
型
三
対
、
お
座
り
型 

 
 
 
 
 
 

二
対
と
一
躯
で
あ
る
。 

 
 
 

二 

建
立
年
代
は
江
戸
時
代
の
も
の
一
対
、
、
明
治
時
代
の
も
の
五
対
、 

 
 
 
 
 
 

大
正
時
代
の
も
の
三
対
、
昭
和
時
代
の
も
の
六
対
、
平
成
時
代
の 

 
 
 
 
 
 

単
体
一
躯
で
あ
る
。 

 
 
 

三 

石
工
の
名
前
が
分
か
る
の
は
、
福
田
八
幡
神
社
の
「上
下
村
土
田
太 

 
 
 
 
 
 

八
」だ
け
で
あ
る
。 

 
 
 

四 

特
長
の
あ
る
彫
刻
と
し
て
、 

① 

西
野
八
幡
神
社
の
阿
像
の
左
後
ろ
足
に
は
、
子
犬
が
抱
き
つ
い
て

お
り
、
吽
像
の
首
に
鈴
が
つ
け
ら
れ
、
そ
の
鈴
を
右
前
足
で
踏
ん
で

い
る
。 

② 

福
田
八
幡
神
社
の
阿
像
に
は
雄
の
、
吽
像
に
は
雌
の
性
器
が
彫
刻

さ
れ
て
い
る
。 

③ 

岩
倉
神
社
の
阿
像
は
、
左
前
足
で
毬
を
、
吽
像
は
右
前
足
で
邪
鬼

を
押
さ
え
て
い
る
。  

④ 

須
佐
神
社
の
天
保
七
年
（一
八
三
六
）の
狛
犬
は
、
三
谷
郡
の
割
庄

屋
の
外
一
四
か
村
が
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。 

⑤ 

太
郎
丸
大
歳
神
社
の
狛
犬
は
、
ハ
ワ
イ
在
住
の
人
が
寄
進
し
た
も

の
で
あ
る
。 

⑥ 
本
郷
八
幡
神
社
の
阿
像
は
、
小
さ
な
玉
を
口
に
含
ん
で
い
る
。 

  

 

 

 

◆
上
：
お
座
り
型 

須
佐
神
社 

◆

中
：
仕
切
り
型 
西
野
八
幡
神
社 

◆

下
：
玉
乗
り
型 

宇
賀
八
幡
神
社 
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岩
倉
神
社 

大
歳
神
社 

中
船
神
社 

福
田
八
幡
神
社 

本
郷
八
幡
神
社 

西
野
八
幡
神
社 

梶
田
八
幡
神
社 

粟
島
神
社 

宇
賀
八
幡
神
社 

琴
平
神
社 

塩
貝
神
社 

春
日
井
八
幡
神
社 

武
塔
神
社 

〃 〃 

須
佐
神
社 

神
社
名 

抜
湯 

太
郎
丸 

有
田 

福
田 

本
郷 

西
野 

〃 

梶
田 

宇
賀 

〃 〃 〃 〃 〃 〃 

小
童 

所
在
地 

お
座
り 

玉
乗
り 

仕
切
り 

〃 

玉
乗
り 

仕
切
り 

〃 〃 〃 〃 

玉
乗
り 

仕
切
り 

玉
乗
り 

〃 

お
座
り 

玉
乗
り 

姿
勢
（
型
） 

七
五 

七
六 

七
八 

九
七 

九
四 

九
五 

九
一 

九
五 

一
〇
六 

七
三 

七
六 

八
〇 

七
五 

四
六 

八
〇 

八
〇 

高
さ
（
㎝
） 

昭
和
六
三 

昭
和
五 

昭
和
一
〇 

明
治
二
〇 

明
治
二
九 

明
治
三
五 

明
治
二
六 

明
治
四
〇 

昭
和
三 

大
正
九 

昭
和
五 

大
正
一
〇 

昭
和
一
〇 

平
成
一
四 

天
保
七 

大
正
八 

建
立
年 

 
 ＊

ハ
ワ
イ
在
住
の
人
が
寄
進 

 
 ＊

性
器
の
彫
刻
あ
り
。
石
工
上
下
村
土
田
太
八 

＊
阿
像
は
口
に
玉
を
含
む 

＊
吽
像
が
鈴
を
押
さ
え
る
。
阿
像
の
足
に
子
犬 

 
 

 
 

 
 ＊

ス
リ
ム
な
形
で
あ
る 

 
 

 
 

 
 ＊
阿
像
の
み
単
体 

＊
三
谷
郡
内
庄
屋
が
寄
進 

＊
祇
園
会
館
前
の
も
の 

備 
 

考 
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狛
犬
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

鶴
本
節
子 

  
 
 
 
 

故
藤
原
一
三
先
生
が
、
丹
念
に
町
内
の
狛
犬
を
調
べ
ら
れ
た
記
事
を 

 
 
 
 

今
回
掲
載
し
た
。
神
社
に
行
く
と
、
ど
こ
で
も
入
口
を
守
る
か
の
よ
う 

 
 
 
 

に
、
ち
ょ
っ
と
怖
い
顔
の
阿
吽
像
の
狛
犬
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
。
し 

 
 
 
 

か
し
、
狛
犬
と
言
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
気
が
つ 

 
 
 
 

か
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
で
は
、
日
本
全
国
で
は
、
私
の
知
ら
な
い
狛 

 
 
 
 

犬
が
い
る
の
か
、
調
べ
て
み
た
く
な
っ
た
。 

 
 
 
 
 

す
る
と
、
お
も
し
ろ
い
顔
、
か
わ
い
い
仕
草
の
狛
犬
や
、
ま
っ
た
く
違
っ 

 
 
 
 

た
生
き
物
の
像
な
ど
、
日
本
の
あ
ち
こ
ち
の
神
社
で
参
拝
者
を
待
っ
て 

 
 
 
 

く
れ
て
い
る
『狛
犬
』と
『神
の
使
い
』が
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

例
え
ば
・・・・ 

          
 

 
 

右
上
の
『狛
犬
』
は
、
今
で
い
う
「
ブ
サ
か
わ
い
い
（不
細
工
で
か
わ
い
い
）
」 

 
 
 

と
人
気
が
あ
る
そ
う
で
、
そ
の
下
の
『狛
犬
』は
、
筋
肉
隆
々
で
か
っ
こ
い 

 
 
 
 

い
そ
う
で
あ
る
。 

 
 
 
  

他
に
は
、
ま
る
で
曲
芸
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
見
て
い
る
と
楽
し 

 
 
 
 

く
な
る
姿
の
像
、
鞆
の
浦
に
は
、
か
く
れ
ん
ぼ
を
し
て
い
る
よ
う
な
姿 

 
 
 
 

の
像
も
あ
る
よ
う
だ
。 

             
 
 
 
 

そ
し
て
、
「神
の
使
い
」と
し
て
狛
犬
の
よ
う
に
鎮
座
す
る
生
き
物
。 

        
 
 
 

ネ
ズ
ミ
は
、
大
豊
神
社
（末
社
大
国
社
）に
お
い
て
、
ネ
ズ
ミ
が
道
案
内 

 
 
 
 

を
し
て
祭
神
を
火
事
か
ら
救
っ
た
と
い
う
神
話
か
ら
『狛
ネ
ズ
ミ
』が
鎮 

 
 
 
 

座
し
て
お
り
、
護
王
神
社
で
は
三
〇
〇
頭
も
の
イ
ノ
シ
シ
が
祭
神
を
災 

 
 
 
 

難
か
ら
守
っ
た
と
の
言
い
伝
え
か
ら
『狛
イ
ノ
シ
シ
』が
鎮
座
し
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

ま
た
、
三
宅
八
幡
宮
に
は
小
野
妹
子
が
大
分
県
・宇
佐
八
幡
宮
か
ら 

 
 
 
 

石
清
水
八
幡
宮
へ
八
幡
神
を
勧
請
し
た
際
、
ハ
ト
が
道
案
内
を
し
た
こ 

 

◆伊豆 天城神社 出典：Twitter 

 
◆藤沢市 白旗神社 出典：藤沢市 

 
◆長崎県 諏訪神社 出典：鳥取市文化財団 

 
 

◆福山市 鞆の浦 百度石の狛犬 出典：狛犬いろいろ 

 

 

 

◆出典：京阪電車 
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と
か
ら
八
幡
神
の
使
い
と
し
て
ハ
ト
が
鎮
座
し
て
い
る
そ
う
（す
べ
て
京
都 

 
 

 
 

市
内
）
。
京
都
と
言
え
ば
、
伏
見
稲
荷
大
社
の
キ
ツ
ネ
、
北
野
天
満
宮
の 

 
 
 

ウ
シ
が
有
名
で
あ
る
が
、
各
地
に
タ
ヌ
キ
、
ウ
サ
ギ
、
オ
オ
カ
ミ
、
ツ
ル
、 

 
 
 

カ
メ
、
サ
ル
な
ど
の
他
、
龍
や
河
童
な
ど
の
伝
説
の
動
物
、
シ
カ
や
ウ
マ
、 

 
 
 

そ
し
て
今
年
の
干
支 

ト
ラ
の
像
を
神
の
使
い
と
し
て
神
社
の
入
り
口
に 

 
 
 

鎮
座
し
て
い
る
。 

   
 
 
 

狛
犬
の
こ
と
を
調
べ
て
い
る
と
、
『
伊
勢
神
宮
に
は
狛
犬
が
い
な
い
』そ 

 
 
 

う
で
あ
る
。 

 
 
 
 

そ
れ
は
、
狛
犬
が
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
魔
除
け
の
意
味
か
ら
神
社
や 

 
 
 

お
寺
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら 

 
 
 

の
こ
と
だ
っ
た
。
伊
勢
神
宮
は
、
江
戸
時
代
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
る
の 

 
 
 

で
、
古
く
か
ら
の
歴
史
を
守
り
、
狛
犬
は
置
い
て
な
い
そ
う
だ
。 

 
 

 
 

因
み
に
、
注
連
縄
も
無
い
そ
う
で
、
神
聖
な
場
所
を
示
す
も
の
と
し
て

「
榊
」
を
用
い
る
。
榊
は
「
堺
に
な
る
木
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
、
鳥
居
や

宮
の
垣
根
に
飾
ら
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 

 

         

 

『
木
造
の
狛
犬
』
が
町
内
に
あ
る
と
知
り
、
気
に
な
っ
て
梶
田
八
幡
宮

と
宇
賀
八
幡
神
社
へ
行
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。 

梶
田
八
幡
神
社
は
、
前
側
の
木
を
伐
採
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
数
年

前
に
「
健
康
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」
で
梶
田
八
幡
神
社
へ
行
っ
た
時
よ
り
も
、

周
り
が
晴
れ
や
か
に
な
っ
て
い
た
。
神
社
へ
向
か
う
道
端
に
五
輪
塔
が

ひ
っ
そ
り
と
建
っ
て
い
て
、
そ
の
時
藤
原
一
三
先
生
が
梶
田
に
あ
る
石

造
物
の
こ
と
を
説
明
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
も
思
い
出
し
た
。 

木
造
の
狛
犬
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
鳥
居
を

抜
け
、
階
段
を
上
っ
た
が
、
周
り
を
何
度
見
て
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

木
造
だ
か
ら
腐
ら
な
い
よ
う
に
、
拝
殿
の
中
に
大
切
に
収
め
ら
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
。
宇
賀
八
幡
神
社
も
同
様
、
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。 

し
か
し
、
藤
原
一
三
先
生
が
調
べ
ら
れ
た
狛
犬
を
見
て
み
る
と
、
み

な
個
性
的
で
石
工
の
腕
の
良
さ
が
よ
く
わ
か
る
。
い
く
つ
か
写
真
を
載

せ
て
み
よ
う
。 

 
 

           

 

◆伊勢神宮・外宮 鳥居 出典：伊勢神宮 

 

 

 

 

 

 

 

＊個性的な狛

犬たち。表情

もそれぞれ。 

【参
考
資
料
】 

・ら
く
た
び 

 
 

山
村
純
也
著 

 

・国
際
教
養
振
興
協

会
Ｈ
Ｐ 
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『観
天
望
気
』と
い
う
言
葉
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
？ 

観
天
望
気
と
は
、
古
来
行
わ
れ
た
天
候
予
知
の
方
法
の
こ
と
。 

 
 
 
 

天
上
の
星
の
様
子
を
み
、
大
気
の
動
き
を
み
て
天
気
を
予
報
す
る
。
気 

 
 
 
 

象
学
的
に
も
意
味
の
あ
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
、
天
気
俚
諺
（て
ん
き
り
げ 

 
 
 
 

ん
）
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 

『天
気
俚
諺
』と
は
、
天
気
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
の
こ
と
で
、
昔
の
生 

 
 
 
 

活
は
天
候
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
天
気
、
特
に
晴
れ 

 
 
 
 

や
雨
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
が
多
い
。
例
え
ば
、 

☀
夕
焼
け
は
晴
れ
、
朝
焼
け
は
雨 

☀
月
や
日
（太
陽
）が
か
さ
を
か
ぶ
る
と
雨 

 
 
 
 

な
ど
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
夕
焼
け
は
、
日
が
沈
む
西
の
空
が
晴 

 
 
 
 

れ
て
い
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
夕
方
の
西
の
空
に
雲
が
な 

 
 
 
 

く
、
き
れ
い
な
夕
焼
け
が
見
ら
れ
た
ら
翌
日
は
晴
れ
る
可
能
性
が
高 

 
 
 
 

い
。
特
に
天
気
が
西
か
ら
変
わ
る
こ
と
が
多
い
春
や
秋
に
比
較
的
良
く 

 
 
 
 

当
た
る
よ
う
だ
。 

 
 
 
 
 

ま
た
、
『
燕
が
低
く
飛
べ
ば
雨
が
近
い
』と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
良
く
聞 

 
 
 

 

か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
甲
奴
町
誌
に
も
、
こ
の
こ
と
わ
ざ
が
紹

介
し
て
あ
る
。 

ツ
バ
メ
は
春
に
南
方
か
ら
や
っ
て
く
る
渡
り
鳥
で
、
飛
ぶ
の
が
速
く
、

エ
サ
の
昆
虫
を
捕
ま
え
る
の
が
得
意
。
雨
が
近
く
な
っ
て
湿
度
が
高
く

な
る
と
、
空
中
を
飛
び
回
っ
て
い
る
小
さ
な
昆
虫
の
羽
が
重
く
な
っ
て
、

地
上
近
く
を
飛
ぶ
よ
う
に
な
る
。
す
る
と
、
そ
れ
を
追
っ
て
ツ
バ
メ
も

地
上
近
く
に
降
り
て
く
る
と
い
う
。 

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
単
に
口
伝
え
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
科
学
的
な 

 
 
 
 

根
拠
も
つ
く
も
の
も
あ
る
。 

 

甲
奴
町
で
昔
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
気
象
に
関
す
る
こ
と
わ
ざ
に
は
、 

☀
鏡
餅
に
ひ
び
割
れ
多
け
れ
ば
、
夏
ひ
で
り 

☀
寒
の
雨
一
粒
は
夏
の
千
粒
（寒
に
雨
な
け
れ
ば
夏
日
照
り
） 

☀
鯉
が
飛
び
跳
ね
る
と
雨 

☀
朝
霧
は
晴 

☀
茄
子
の
花
が
多
く
つ
け
ば
日
照
り 

☀
蚊
の
多
い
年
は
雨 

☀
秋
の
日
和
と
女
心
は
日
に
七
度
変
わ
る 

 
 
 
 

な
ど
で
あ
る
。
農
業
と
結
び
付
く
こ
と
わ
ざ
が
多
い
。 

  
 
 
 
 
 

『観
天
望
気
』と
『天
気
俚
諺
』を
調
べ
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
な
こ 

と
が
わ
か
っ
た
。 

 

わ
が
国
最
初
の
気
象
学
の
書
と
も
い
わ
れ
る
【
一
品
流
三
島
村
上
流

船
行
要
術
】
と
い
う
書
物
が
あ
る
。
か
つ
て
瀬
戸
内
海
を
中
心
と
し
て

活
躍
し
た
村
上
水
軍
の
ひ
と
り
、
村
上
山
城
守
雅
房
が
著
し
た
も
の
。 

 
 
 
 
 

成
立
時
代
は
足
利
義
政
（室
町
幕
府
八
代
将
軍
）の
頃
で
、
後
花
園 

 
 
 
 

天
皇
の
年
間
、
康
正
二
年
（一
四
五
六
）。 

 
 

 
 

 

村
上
一
族
の
は
じ
ま
り
は
、
南
朝
の
懐
永
親
王
を
奉
じ
て
因
島
に
や

っ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
日
本
海
軍
の
先
駆
者
で
、 

 
 

 
 

局
地
気
象
学
の
先
達
。
海
軍
組
織
・
造
船
技
術
・
遠
洋
航
海
術
・
海
戦

技
術
・
気
象
学
・
天
文
・
統
計
気
象
経
験
な
ど
に
第
一
人
者
と
し
て
長

じ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
村
上
水
軍
が
海
の
王
者
と
し
て
活
躍
し
た
背
景
は
、 

 
 

 
 

き
わ
め
て
高
度
な
気
象
の
知
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
だ
と
い
わ
れ
て
い

村
上
水
軍
の
知
恵 

観
天
望
気 
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る
。 

 
 

 
 

 

【
船
行
要
術
】の
巻
第
三
に
「
天
気
之
部
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
「
夏

の
風
」に
つ
い
て
の
記
述
の
な
か
に
、 

 
 

 
 

 
「
夏
南
風
強
く
吹
く
と
き
は
、
陽
気
強
く
し
て
急
雨
と
知
る
べ
し
」

な
ど
、
天
候
の
変
化
は
「
何
が
発
端
と
な
っ
て
起
こ
る
の
か
」
を
具
体
的

に
記
し
て
あ
る
。
ま
さ
に
、
地
域
を
知
り
尽
く
し
た
か
ら
こ
そ
で
き
る

高
度
な
天
候
予
測
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

           
 
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
昔
か
ら
人
々
は
自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
の
空
を
見
、 

 
 
 
 

風
を
感
じ
て
天
気
の
予
測
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
長
い
間
、
先
祖
た 

 
 
 
 

ち
な
ど
が
培
っ
て
き
た
も
の
な
の
で
、
ま
た
こ
れ
か
ら
先
へ
伝
え
て
い
か 

 
 
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

   
 
 
 

【参
考
資
料
】 

 
 
 
 
 

・甲
奴
町
誌 

甲
奴
町
誌
編
纂
委
員
会 

 

・滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会 

大
下 

義
信 

 
 
 
 
 

・村
上
（能
島
）氏 

戦
国
大
名
研
究 

 

 

初
代
藩
主 

水
野
勝
成
と
福
山
城
築
城
四
〇
〇
年 

  
 

 
 

今
年
築
城
四
〇
〇
年
を
迎
え
る
福
山
城
。
広
島
県
内
で
天
守
閣
が
あ

る
城
は
、
広
島
城
と
こ
の
福
山
城
の
二
か
所
だ
け
で
、
現
在
一
部
昔
の
姿

に
戻
す
べ
く
、
復
元
の
真
っ
最
中
で
あ
る
。 

  
 
 
 

福
山
城
の
歴
史
を
紐
解
い
て
い
く
と
、
福
山
藩
初
代
藩
主 

水
野
勝
成

か
ら
始
ま
る
。
一
六
一
九
（元
和
五
）年
に
大
和
郡
山
（
奈
良
県
）の
城
主

水
野
勝
成
が
神
辺
城
へ
入
り
、
深
津
・
神
石
・
芦
品
・
甲
奴
の
一
部
・
品

治
・
沼
隈
・
安
那
の
諸
郡
、
合
計
一
〇
石
余
を
領
し
た
。
そ
の
後
、
一
六

二
二
（
元
和
八
）
年
に
初
代
藩
主
と
な
っ
た
水
野
勝
成
に
よ
っ
て
築
か
れ
、

江
戸
時
代
を
通
し
て
藩
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
続
け
た
。 

  
 

 
 

調
べ
て
み
る
と
水
野
勝
成
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
間
違
い
な

く
戦
国
一
の
最
強
な
武
将
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
武
勇
伝
が
多
数
あ
る
。 

 
 
 

＊
一
六
歳
の
初
陣
で
十
五
も
首
級
を
あ
げ
る
。 

 
 

 

＊
一
九
歳
で
二
千
対
一
万
と
い
う
圧
倒
的
多
数
を
撃
退
。
わ
ず
か
の
手

勢
で
奇
襲
を
か
け
、
北
条
勢
を
大
混
乱
に
、
首
級
三
百
を
道
に
吊
る

し
、
敵
の
士
気
を
完
全
に
削
い
だ
。 

 
 

 

＊
二
一
歳
で
父
の
部
下
に
悪
行
を
告
げ
口
さ
れ
、
切
り
捨
て
る
。
激
怒

し
た
父
・
忠
勝
は
奉
公
構
（
業
界
出
入
り
禁
止
）
の
お
触
れ
を
出
し
、

一
五
年
間
放
浪
の
身
と
な
る
。
（福
山
・姫
谷
焼
の
器
職
人
に
弟
子
入

り
な
ど
も
経
験
） 

 
 

 

＊
大
阪
夏
の
陣
で
は
息
子
と
（
宮
本
武
蔵
が
息
子
を
護
衛
）
参
戦
し
、
軍

の
最
高
責
任
者
で
あ
り
な
が
ら
先
陣
に
立
ち
、
一
番
乗
り
を
果
た
し

家
康
に
叱
ら
れ
る
。
齢
五
一
歳
。 

 
 
 

な
ど
、
上
げ
れ
ば
ま
だ
ま
だ
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
出
て
く
る
。 

 
◆因島村上水軍  

出典：広島ニュース 食べタインジャー 

 
◆村上水軍 能島城（復元イラスト）  

出典：KAGAWA GALLERY-歴史館 
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そ
ん
な
勝
成
だ
が
、
福
山
で
は
破
天
荒
か
ら
一
転
、
『
名
君
』
と
名
高
い

藩
主
と
な
る
の
で
あ
る
。 

  
 

 
 

勝
成
は
入
国
後
領
内
を
く
ま
な
く
巡
視
し
、
瀬
戸
内
海
に
面
し
、
軍

事
・
政
治
・
経
済
上
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
し
て
、
現
在
の
福
山

城
の
位
置
に
城
を
建
設
し
た
。 

 
 

 
 

築
城
の
際
に
は
、
有
能
な
家
臣
を
惣
奉
行
や
土
工
奉
行
に
充
て
、
大

工
・
左
官
の
棟
梁
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
京
都
か
ら
招
き
、
そ
の
外
諸
職
人

を
各
地
か
ら
呼
び
寄
せ
た
と
い
わ
れ
る
。
勝
成
も
自
ら
城
北
天
神
山
下

に
仮
住
ま
い
し
て
指
揮
を
と
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 

幕
府
か
ら
は
、
「
御
助
力
」
と
し
て
金
一
万
二
千
六
百
両
・
銀
三
百
八

十
貫
目
の
拝
借
を
許
さ
れ
、
ま
た 

 
 

「
住
二

公
儀
一

伏
見
之
城
拝
領
品
々
ハ
、
御
本
丸
御
殿
・
松
之
丸
御
櫓
、

今
伏
見
之
櫓
、
茲
月
見
櫓
ト
モ
云
、
御
風
呂
屋
・
鉄
御
門
・
大
手
之
御

門
等
、
練
塀
四
百
間
」 

の
ご
と
く
、
伏
見
城
の
遺
構
で
あ
る
伏
見
御
殿
・
三
階
櫓
・
湯
殿
・
大
手

門
・
筋 す

じ

鉄 が
ね

門
・
練
塀
四
百
間
な
ど
が
下
賜
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

解
体
し
て
、
海
路
福
山
へ
運
ば
れ
、
福
山
城
に
偉
容
を
そ
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。
伏
見
城
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
太
閤
秀
吉
の
居
城
と
し
て
、
桃
山

文
化
の
粋
を
集
め
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

入
封
四
年
後
の
一
六
二
一
（
元
和
八
）
年
に
は
、
城
郭
お
よ
び
城
下
町
が

完
成
、
翌
年
正
月
に
は
城
開
き
が
行
わ
れ
、
竣
工
し
た
城
を
「
敵
追
山

て
き

お
い
ざ
ん

（鉄
覆
山

て
っ
ぷ

く
ざ

ん

）朱
雀
院
久
松
城
」と
号
し
た
。
鉄
覆
山
と
は
、
天
守
の
北
側
一

面
を
防
備
の
た
め
、
鉄
板
で
覆
っ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い 

 

る
。
今
こ
の
復
元
を
行
っ
て
い
る
途
中
で
あ
る
。
後
世
に
は
雅
名
と
し
て
、

「
葦
陽
城
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
ま
た
、
完
成
し
た
城
下
は
「
福
山
」
と
命
名

さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
①
水
呑
村
の
宝
山
に
対
し
て
、

②
筋
鉄
御
門
の
西
内
堀
に
松
竹
が
叢
生
し
た
小
丘
が
あ
っ
た
、
③
城
山

を
蝙
蝠

こ
う
も
り

山
と
い
い
、
幅
が
福
に
通
じ
る
か
ら
な
ど
諸
説
が
み
ら
れ
る
。 

 
 
 

                     

 

◆福山城 

（明治時代）  

出典：攻城団 

 

左◆福山城 

（明治時代） 

天守の裏側に黒い 

鉄板が見える 

  

出典：福山市 

   福山城築城 

   400年記念 

   事業公式サイト 
 

◆水野勝成公  

出典：福山城築城 

400年記念事業 

公式サイト 
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初
代
勝
成
か
ら
五
代
勝
岑
と
続
く
が
、
勝
岑
が
幼
く
し
て
病
死
す
る

ま
で
の
七
九
年
間
、
太
郎
丸
村
・
抜
湯
村
・
有
田
村
・
福
田
村
は
福
山
藩

の
支
配
下
で
あ
っ
た
が
、
勝
岑
が
亡
く
な
る
と
改
易
と
な
り
、
水
野
氏
の

旧
領
は
収
公
さ
れ
て
幕
府
領
と
な
っ
た
。 

 
 
 

元
禄
検
地
で
は
、
甲
奴
郡
の
石
盛
り
は
次
の
と
お
り
。 

                      

 
 

【参
考
資
料
】 

 
 

 

・福
山
城
築
城
四
〇
〇
年
記
念
事
業
サ
イ
ト 

 
 

 

・福
山
市
史 

中
巻 

国
書
刊
行
会 

 
 

 

・シ
リ
ー
ズ
藩
物
語 

 

福
山
藩 

八
幡
浩
二
著 

                      

総 

計 

り  盛  石 

村
数 

村名 村
柄 

 
 

 
 

 

甲 
 

奴 
 

郡 
 

『
備
後
国
福
山
御
領
御
検
地
石
盛
窺
帳
』よ
り 

上
々
田 

上 

田 

中 

田 

下 

田 

下
々
田 

砂 

田 

砂
下
田 

砂
下
々
田 

 

上
々
田 

上 

田 

中 

田 

下 

田 

下
々
田 

砂 

田 

砂
下
田 

砂
下
々
田 

一
一
、
〇
〇
三
石
六
〇
九 

一
二
、
三
九
六
反
〇
二
一 

  
 

 
 

一
・〇 

 
 

 
 

〇
・八 

 
 

 
 

〇
・七 

 
 

 
 

〇
・五 

 
 

 
 

〇
・三 

 
 

 
 

 
 

石 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
・六 

 
 

 
 

一
・五 

 
 

 
 

一
・三 

 
 

 
 

一
・〇 

 
 

 
 

〇
・八 

三 

亀
谷
、
中
領

家
、
下
領
家 

上
々
地 

 
 

 
 

一
・〇 

 
 

 
 

〇
・九 

 
 

 
 

〇
・七 

 
 

 
 

〇
・六 

 
 

 
 

〇
・四 

 
 

 
 

〇
・二 

 
 

 
 

石 
 

 
 

一
・六 

 
 

 

一
・五 

 
 

 

一
・三 

 
 

 

一
・一 

 
 

 

〇
・九 

 
 

 

〇
・六 

二 

安
田
、
小
塚 

上
地 

  
 

 
 

一
・〇 

 
 

 
 

〇
・八 

 
 

 
 

〇
・七 

〇
・五
～
〇
・四 

 
 

 
 

〇
・三 

 
 

 
 

〇
・二 

 
 

 
 

 
 

石 
  

 
 

 

一
・五 

 
 

 
 

一
・四 

 
 

 
 

一
・二 

 
 

 
 

一
・〇 

 
 

 
 

〇
・七 

 
 

 
 

〇
・四 

 
 

 
 

〇
・三 

三 

黒
目
、
上
下

上
領
家 

中
地 

一
・〇
～
〇
・九 

〇
・九
～
〇
・八 

〇
・七
～
〇
・六 

〇
・六
～
〇
・五 

〇
・四
～
〇
・三 

〇
・三
～
〇
・二 

 
 
 

 
 

〇
・二 

 
 

 
 

 
 

石 
 

 
 

 
一
・五 

 
 

 
 

一
・四 

 
 

 
 

一
・二 

 
 

 
 

〇
・九 

 
 

 
 

〇
・六 

 
 

 
 

〇
・五 

一
一 

太
郎
丸
、 

矢
多
田
、
二

森
、
水
永
、

黒
屋
、
福
田 

抜
湯
、
升
永 

有
福
、
五
ケ 

村
、
国
富 

下
地 

 
 

 
 

〇
・九 

 
 

 
 

〇
・八 

 
 

 
 

〇
・六 

 
 

 
 

〇
・五 

 
 

 
 

〇
・三 

 
 

 
 

〇
・二 

 
 

 
 

 
 

石 
 

 
 

 

一
・五 

 
 

 
 

一
・三 

 
 

 
 

一
・一 

 
 

 
 

〇
・九 

 
 

 
 

〇
・七 

 
 

 
 

〇
・五 

五 

斗
増
、
小
堀 

階
見
、
佐
倉 

有
田 下

々
地 

 

 

◆福山城（復元イラスト）  

出典：歴史浪漫 

 

◆水野勝成公 墓所（福山市賢忠寺）  

出典：広島県の文化財 

寛永 16（1639）年家督を勝俊に譲り、慶安 4（1651）

年 88才で死去、賢忠寺に葬られた。水野家の墓地は賢

忠寺の北側にあり、勝成のほか父忠重、三代勝貞、四代

勝種などの墓がある。勝成の墓石は高さ 5.1ｍの巨大な

五輪塔である。 

 
◆水野家家紋  

出典：攻城団 
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『
元
禄 

検
地
水
帳
抜
湯
村
』
修
復
完
了
の
報
告 

  
 

 
 

令
和
元
（
二
〇
一
九
）年
に
三
次
市
へ
寄
贈
さ
れ
た
『元
禄 

検
地
水
帳
』 

 
 

 

で
す
が
、
裏
表
紙
か
ら
数
ペ
ー
ジ
の
虫
食
い
が
ひ
ど
く
、
本
の
綴
じ
も
外

れ
、
収
納
箱
も
木
釘
が
外
れ
て
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

今
年
度
、
甲
奴
町
振
興
協
議
会
連
合
会
よ
り
修
復
費
を
出
し
て
も
ら

え
る
こ
と
が
決
ま
り
、
七
月
に
三
次
市
教
育
委
員
会
よ
り
ご
指
導
を
受

け
な
が
ら
修
復
前
の
記
録
写
真
を
撮
り
ま
し
た
。 

教
育
委
員
会
よ
り
広
島
市
の
表
具
師 

冨
岡
泰
雅
堂
さ
ん
を
紹
介
い

た
だ
き
、
十
二
月
に
修
復
が
完
了
し
ま
し
た
。
見
違
え
る
ほ
ど
き
れ
い
に

な
り
ま
し
た
。 

 
 
 

              

     
 

 
 

 
 

町
内
に
は
現
在
八
つ
の
お
寺
が
あ
る
が
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
で
廃
寺

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
寺
が
二
一
も
あ
る
の
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
須

佐
神
社
に
あ
っ
た
「
神
宮
寺
」
や
、
本
郷
大
宮
八
幡
宮
の
神
宮
寺
で
あ

っ
た
「清
泰
寺
」。
今
も
名
残
が
残
っ
て
い
る
廃
寺
も
少
な
く
な
い
。 

 
 
 

 
 
 

町
内
の
狛
犬
を
調
べ
る
た
め
に
行
っ
た
金
刀
比
羅
神
社
（
琴
平
神
社
）

へ
向
か
う
道
す
が
ら
、
小
さ
な
建
物
の
中
に
お
地
蔵
さ
ん
が
す
っ
ぽ
り

収
ま
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
。
そ
の
前
に
は
「宝
積
寺
跡
」と
あ
っ
た
。 

  
 
 

 

  
 
 
 

『仏
通
山
宝
積
寺
』 

 
 
 
 
 

琴
平
山
麓
に
あ
り
、
麓
山
城
主
長
氏
の
菩
提
寺
と
伝
え
、
歴
代
住 

 
 
 
 

職
の
墓
地
も
近
く
に
あ
っ
て
、
累
代
城
主
の
墓
石
が
寺
跡
の
周
辺
に
た 

 
 
 
 

く
さ
ん
散
在
し
て
い
た
。
昭
和
初
期
、
子
孫
の
手
に
よ
り
一
族
の
墓
地 

 
 
 
 

は
移
動
し
、
歴
代
僧
侶
の
石
塔
数
基
の
み
残
る
。 

 
 
 
 
 

廃
寺
と
な
っ
た
後
、
居
宅
と
な
っ 

 
 
 
 

た
。
約
九
間
に
四
・五
間
張
り
の
棟 

 
 
 
 

の
高
い
総
茅
葺
き
の
豪
壮
な
寺
構 

 
 
 
 

え
の
建
造
物
で
、
往
時
の
遺
構
を 

 
 
 
 

残
し
て
い
た
が
、
一
九
四
二
（昭
和 

 
 
 
 

一
七
）年
一
二
月
七
日
失
火
に
よ 

 
 
 
 

り
全
焼
し
た
。 

 

 

  

●上の写真：修復前  

虫食いがひどい状態 

●下左右の写真：修復後 

     虫食い・綴じがきれいに 

     なった 

 

廃
寺
を
訪
ね
て 

 

 



11 

 

 
 
 
 
 

宝
積
寺
の
開
基
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。
古
老
で
郷
土
史
に
詳
し
い
人 

 
 
 
 

の
話
に
、 

 
 
 
 
 

『麓
山
城
主
は
宝
積
寺
の
位
置
に
居
館
を
構
え
住
ん
で
い
た
。
す
は 

 
 
 
 

戦
と
な
る
と
、
村
人
を
招
集
し
て
山
に
立
て
こ
も
っ
て
布
陣
し
た
。 

 
 
 
 
 

城
主
が
没
落
し
て
帰
農
し
た
後
、
市
場
（地
名
）に
移
り
屋
号
を
与 

 
 
 
 

え
ら
れ
、
帯
刀
を
許
さ
れ
世
羅
十
二
郷
を
治
め
る
大
庄
屋
頭
と
な
っ 

 
 
 
 

た
が
、
そ
れ
ま
で
代
々
の
位
牌
堂
が
あ
っ
て
真
言
の
寺
で
あ
っ
た
。
』 

 
 
 

と
。 

                   

    
 
 
 
 

江
戸
時
代
に
出
回
っ
た
『芸
藩
通
志
』は
、
現
在
で
い
う
『る
る
ぶ
』や 

 
 
 
 

『ま
っ
ぷ
る
』の
よ
う
な
旅
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
。
そ
の
中
で 

 
 
 
 

紹
介
さ
れ
て
い
る
、
備
後
国
の
名
勝
の
図
を
紹
介
す
る
。 

                     

 

◆小童村垰・麓 地図 芸藩通志 小童村誌より 

 

備
後
国 

名
勝
図 

 

＊作木村 常清の滝 
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江
戸
時
代
の
人
た
ち
は
、
な
か
な
か
旅
へ
出
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か 

 
 
 

ら
、
芸
藩
通
志
を
見
て
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 

 
 

常
清
の
滝
も
今
高
野
山
も
、
昔
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
ん
な

風
景
が
今
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
域
の
人
々
が
大
切
に
し
、

後
世
に
残
そ
う
と
し
て
く
れ
た
か
ら
だ
と
思
う
。 

 
 
 
 

次
の
世
代
へ
繋
い
で
い
く
風
景
だ
。 

  
 
 

【参
考
資
料
】 

 
 
 
 
 

・備
後
国
名
勝
図 

 

と
ん
ぼ
草
Ｈ
Ｐ
よ
り 

事
務
局
よ
り 

 

・会
員
募
集
中
で
す
。
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。 

 

・
会
の
運
営
や
研
修
内
容
に
つ
い
て
、
ご
意
見
や
ご
質
問
何
で
も

結
構
で
す
の
で
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・昔
の
話
や
地
区
の
行
事
な
ど
、
ご
寄
稿
・お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。 

 

・
古
い
写
真
や
資
料
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。
「
甲
奴
郷
土
史
だ
よ
り
」
へ
登
載
し
て
い
き
ま
す
。 

 
・出
品
物
に
つ
き
ま
し
て
は
、
責
任
を
持
っ
て
返
却
し
ま
す
の
で
、

ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

連
絡
先 

鶴
本 

節
子
（カ
ー
タ
ー
セ
ン
タ
ー
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☎
〇
八
四
七-

六
七-

三
五
三
五 

 

＊
今
高
野
山 

 


