
  

 

厳
島
神
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
黒

坂
命
古
墳
（
上
） 

同
墳
に
建
て
ら
れ
た
「
古
墳
記
」

碑
の
前
に
立
つ
堀
越
氏
（
右
） 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

     
 

                    

 

堀
越
家 

 

堀
越
家
は
代
々
名
主
を
務
め
る
家
柄
で
、
明

治
新
政
府
が
「
五
箇
条
の
誓
文
」
を
公
布
し
た

1868
（
明
治
元
）
年
３
月
14
日
の
翌
日
に
、
全

国
民
に
向
け
て
掲
げ
た
「
五
榜
の
掲
示
」
が
、

家
に
は
未
だ
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
よ
り
先
、
1847
（
弘
化
４
）
年
に
、
堀

越
家
が
守
っ
て
き
た
黒
坂
命
（
く
ろ
さ
か
の
み

こ
と
）
古
墳
【
別
名
「
弁
天
塚
古
墳
」
・
学
名

「
大
塚
古
墳
１
号
墳
」
】
か
ら
石
棺
が
出
土
し

ま
し
た
。
堀
越
家
に
滞
在
し
て
、
出
土
品
を
調

査
し
た
色
川
三
中
（
い
ろ
か
わ
み
な
か
）
【
土

浦
藩
の
国
学
者
。
大
手
町
で
薬
種
商
を
、
川
口

で
醤
油
醸
造
業
を
営
む
。
佐
久
良
東
雄
ら
勤
王

の
志
士
と
も
交
流
が
あ
っ
た
。
】
は
、
地
域
の

伝
承
や
『
常
陸
国
風
土
記
』
・
『
日
本
書
紀
』

に
基
づ
い
て
『
黒
坂
命
墳
墓
考
』
を
著
し
、
石

棺
の
主
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
登
場
す
る
黒

坂
命
で
あ
り
、
古
墳
は
黒
坂
命
の
墳
墓
で
あ
る

と
比
定
し
ま
し
た
【
三
中
は
堀
越
家
を
黒
坂
命

の
末
裔
と
確
信
し
、
『
黒
坂
命
墳
墓
考
』
を
堀

越
家
に
贈
っ
て
い
る
。
】
。 

 

国
民
学
校
・
新
制
中
学
校
で
の
日
々 

 

1941
（
昭
和
16
）
年
４
月
、
私
・
堀
越
は
、

尋
常
小
学
校
が
改
組
さ
れ
た
木
原
国
民
学
校

の
最
初
の
入
学
生
と
な
り
、
自
宅
か
ら
３
㎞
弱

を
歩
い
て
通
い
ま
し
た
。
空
に
は
【
1938
年
12

月
、
安
中
村
（
現
美
浦
村
）
大
山
に
開
隊
し
た
】

鹿
島
海
軍
航
空
隊
の
下
駄
履
き
【
フ
ロ
ー
ト
付

き
】
の
水
上
機
が
飛
ん
で
い
ま
し
た
。
航
空
隊

の
司
令
官
は
、
皇
族
の
久
邇
宮
朝
融
王
（
く
に

の
み
や
あ
さ
あ
き
ら
お
う
）
で
、
江
戸
崎
の
宿

舎
【
現
「
大
日
苑
」
（
注
）
】
か
ら
自
動
車
で

通
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

木
原
村
（
現
美
浦
村
）
木
原
に
は
、
【
1942
年

頃
に
】
海
軍
の
木
原
送
信
所
の
高
い
鉄
塔
５
基

が
建
ち
ま
し
た
。
ま
た
、
大
須
賀
津
【
現
関
東

農
産
（
株
）
（
東
海
漬
物
）
工
場
付
近
】
に
は

監
視
塔
が
建
て
ら
れ
、
敵
機
の
来
襲
に
備
え
て

【
村
内
の
有
志
が
交
代
で
】
監
視
に
当
た
っ
て

い
ま
し
た
。 

  

４
年
生
に
な
る
時
に
、
教
員
を
し
て
い
る
父

の
転
勤
で
、
龍
ケ
崎
国
民
学
校
に
転
校
し
ま
し

た
。
馬
車
に
家
財
道
具
を
積
み
込
ん
で
、
一
家

で
引
っ
越
し
ま
し
た
。
龍
ケ
崎
国
民
学
校
は
、

町
場
の
学
校
だ
け
に
、
２
間
【
に
け
ん 

１
間
は

約
1.82
ｍ
】
の
中
央
廊
下
や
大
き
な
作
法
室
が

あ
る
な
ど
、
立
派
な
造
り
で
、
さ
す
が
は
町
場

の
学
校
だ
と
感
心
し
ま
し
た
。
木
原
国
民
学
校

近
く
の
舟
子
で
は
、
【
1945
年
６
月
10
日
の
Ｂ

２
９
に
よ
る
木
原
送
信
所
を
標
的
と
し
た
】
空

襲
で
５
名
の
方
が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
龍
ケ

崎
国
民
学
校
で
も
、
軍
需
工
場
で
あ
っ
た
羽
田

精
機
を
狙
っ
た
戦
闘
機
の
機
銃
掃
射
を
受
け

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

戦
後
の
1947
（
昭
和
22
）
年
４
月
、
発
足
し

た
ば
か
り
の
新
制
安
中
中
学
校
に
入
学
し
ま

し
た
。
開
校
式
は
、
【
1943
年
４
月
１
日
、
八

井
田
国
民
学
校
と
大
山
国
民
学
校
の
統
合
に

よ
り
安
中
国
民
学
校
が
発
足
し
】
廃
校
と
な
っ

て
い
た
八
井
田
国
民
学
校
の
校
舎
で
挙
行
さ

れ
ま
し
た
が
、
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
建
物
で
し

た
の
で
、
授
業
は
、
安
中
小
学
校
と
廃
校
と
な

っ
た
大
山
国
民
学
校
と
に
分
か
れ
て
始
ま
り

ま
し
た
。
馬
見
山
以
西
地
域
の
私
た
ち
は
安
中

小
学
校
組
で
、
職
員
室
を
仕
切
っ
て
、
そ
こ
で

学
び
ま
し
た
。
生
徒
数
は
３
学
年
で
14
～
15

人
、
先
生
は
１
人
で
、
３
学
年
複
式
授
業
で
す
。

そ
の
後
、
安
中
村
馬
見
山
に
あ
っ
た
鹿
島
海
軍

航
空
隊
の
集
会
所
【
海
軍
下
士
官
兵
の
互
助
組

織
で
あ
る
海
仁
会
が
運
営
し
て
い
た
。
】
の
払

い
下
げ
を
受
け
、
校
舎
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

に
な
り
、
全
校
生
徒
が
一
緒
に
学
べ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
英
語
の
授
業
は
、
航
空
隊
跡
に

で
き
た
東
京
医
科
歯
科
大
学
霞
ヶ
浦
分
院
【
結

核
療
養
所
】
の
先
生
が
６
ヶ
月
ほ
ど
担
当
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
年
の
暮
れ
に
火
災
で
焼

失
し
て
し
ま
い
、
大
山
の
航
空
隊
跡
に
残
っ
て

い
た
倉
庫
を
校
舎
に
し
て
授
業
が
続
け
ら
れ

ま
し
た
。
机
や
椅
子
は
、
航
空
隊
の
食
堂
で
使

わ
れ
て
い
た
横
長
の
大
き
な
も
の
で
し
た
。
３

年
生
と
な
っ
た
1949
年
４
月
、
待
望
の
新
校
舎

が
安
中
村
土
浦
に
竣
工
し
、
み
ん
な
で
大
喜
び

し
ま
し
た
。 

 

学
校
生
活
も
よ
う
や
く
正
常
に
復
し
て
き

ま
し
た
が
、
1950
年
１
月
に
、
高
校
受
験
の
た

め
に
木
原
中
学
校
に
転
校
し
ま
し
た
。
当
時
は

学
区
制
が
敷
か
れ
て
い
て
、
安
中
村
の
安
中
中

学
校
は
、
学
区
外
の
た
め
、
新
制
土
浦
一
高
を

は
じ
め
と
す
る
土
浦
の
高
校
の
受
験
は
で
き

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
木
原
村
の
木
原
中
学
校
は
、

「
隣
接
市
町
村
特
例
」
で
受
験
で
き
ま
し
た
。

江
戸
崎
な
ど
の
学
区
外
か
ら
土
浦
一
高
を
目

指
す
生
徒
も
、
何
人
か
来
て
い
ま
し
た
。
木
原

中
学
校
は
学
力
レ
ベ
ル
が
高
か
っ
た
の
で
、
土

浦
一
高
の
学
区
内
で
あ
る
阿
見
町
の
中
学
校

か
ら
の
転
校
生
も
い
ま
し
た
。 

 

吉
田
明
一
校
長
は
、
剣
道
錬
士
の
腕
前
で
、

先
生
方
と
と
も
に
木
原
中
学
校
の
教
育
の
質

の
向
上
に
力
を
注
い
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
先
生

方
の
そ
う
し
た
熱
意
が
あ
っ
た
か
ら
、
生
徒
が

集
ま
っ
て
来
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
吉
田

校
長
が
受
験
前
の
集
会
で
、
ど
こ
そ
こ
を
勉
強

し
ろ
、
と
発
破
を
掛
け
て
く
れ
、
そ
れ
が
結
構

当
た
っ
て
い
た
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。 

  

受
験
会
場
は
土
浦
二
高
で
し
た
。
試
験
は
国

社
数
理
の
４
教
科
。
当
時
は
、
試
験
の
結
果
が

各
中
学
校
を
通
じ
て
個
々
人
に
知
ら
さ
れ
、
そ

れ
を
踏
ま
え
、
志
望
校
を
決
め
ま
し
た
。
担
任

の
先
生
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
土
浦
一
高
を
受
験

し
ま
し
た
が
、
合
格
通
知
が
届
く
ま
で
は
心
配

で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

  

新
制
土
浦
一
高
入
学 

 

1950
（
昭
和
25
）
年
４
月
、
新
制
土
浦
一
高

全
日
制
最
初
の
入
学
生
と
な
り
ま
し
た
。
ゴ
シ

ッ
ク
式
の
校
舎
を
見
て
、
入
学
の
喜
び
が
よ
り

一
層
大
き
く
な
り
ま
し
た
が
、
授
業
が
始
ま
る

と
、
学
力
レ
ベ
ル
の
違
い
に
呆
然
と
し
ま
し

た
。
新
制
度
の
混
乱
に
加
え
て
、
安
中
中
学
校

で
は
、
引
っ
越
し
も
度
重
な
る
な
ど
、
十
分
な

授
業
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
や
っ
て
い

け
る
か
、
と
心
配
に
な
り
ま
し
た
。 

  

一
番
大
変
だ
っ
た
の
が
、
夏
の
水
泳
の
授
業

で
し
た
。
霞
ヶ
浦
で
泳
い
だ
こ
と
は
あ
り
ま
し

た
が
、
泳
ぎ
が
あ
ま
り
得
意
で
な
か
っ
た
私

は
、
初
め
て
入
っ
た
本
校
の
プ
ー
ル
に
び
っ
く

２０２０(令和２)年４月 14 日 
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り
し
ま
し
た
。
中
央
部
は
深
さ
が
２
ｍ
も
あ

り
、
背
が
立
ち
ま
せ
ん
。
全
員
が
６
尺
褌
で
、

プ
ー
ル
に
放
り
込
ま
れ
て
、
潜
水
を
命
じ
ら

れ
、
あ
ま
り
早
く
頭
を
出
す
と
、
プ
ー
ル
サ
イ

ド
に
陣
取
っ
た
岡
田
良
典
先
生
に
足
で
頭
を

水
の
中
に
押
し
込
め
ら
れ
ま
し
た
。
２
、
３
年

生
に
な
る
と
慣
れ
て
は
き
ま
し
た
が
、
恐
ろ
し

さ
は
抜
け
ま
せ
ん
。 

 

先
輩
方
は
、
田
舎
者
の
私
に
は 

と
て
も
大

人
び
て
見
え
ま
し
た
。
２
年
生
（
高
４
回
）
に

と
っ
て
、
私
た
ち
は
待
ち
に
待
っ
た
下
級
生
な

の
で
、
気
合
い
を
入
れ
ら
れ
る
の
で
は
、
と
思

っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
し
か
し
、
弁
論
部
に
入
っ
た
私
は
、

秋
の
弁
論
大
会
で
、
開
口
一
番
、
「
諸
君
！
」
、

と
語
り
掛
け
た
途
端
、
先
輩
た
ち
か
ら
一
斉
に

野
次
ら
れ
、
び
っ
く
り
。
上
が
っ
て
し
ま
い
、

し
ど
ろ
も
ど
ろ
。
原
稿
を
よ
う
や
く
読
み
上
げ

る
と
い
う
始
末
で
し
た
。
先
輩
の
怖
さ
を
思
い

知
っ
た
一
瞬
で
す
。 

 
 

木
炭
バ
ス
（
木
炭
自
動
車
）
で
の
通
学 

 

本
校
へ
の
通
学
に
は
、
自
宅
か
ら
木
原
ま
で

は
自
転
車
で
す
が
、
木
原
か
ら
土
浦
駅
ま
で
は

バ
ス
を
利
用
し
ま
し
た
。
江
戸
崎
始
発
の
バ
ス

と
木
原
始
発
の
と
が
あ
り
ま
し
た
。
土
浦
駅
か

ら
学
校
ま
で
は
歩
き
ま
し
た
。
駅
前
通
り
か
ら

保
立
食
堂
の
前
の
桜
橋
交
差
点
を
右
折
し
て

水
戸
街
道
に
入
り
、
新
川
の
橋
を
渡
っ
て
行
き

ま
し
た
が
、
歩
く
距
離
は
小
中
学
校
へ
の
通
学

距
離
の
方
が
長
か
っ
た
の
で
、
何
と
も
思
い
ま

せ
ん
。
冬
に
は
、
母
が
父
の
マ
ン
ト
を
仕
立
て

直
し
て
く
れ
た
オ
ー
バ
ー
を
着
て
い
ま
し
た

の
で
、
筑
波
颪
も
苦
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

逆
に
、
歩
く
と
汗
ば
む
ほ
ど
で
し
た
。
家
か
ら

学
校
ま
で
約
２
時
間
掛
か
り
ま
し
た
。 

 

当
時
の
バ
ス
は
木
炭
バ
ス
（
木
炭
自
動
車
）

で
、
燃
料
用
の
原
油
が
不
足
し
た
1930
年
代
末

か
ら
1950
年
代
初
め
に
掛
け
て
使
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
。 

 

木
炭
自
動
車
と
は
、
車
体
後
部
に
設
置
し
た

木
炭
ガ
ス
発
生
炉
で
木
炭
や
薪
を
燃
や
し
、
そ

の
際
に
発
生
す
る
木
炭
ガ
ス
（
一
酸
化
炭
素
）

を
燃
料
と
し
て
走
る
自
動
車
で
す
【
エ
ン
ジ
ン

は
ガ
ソ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン
を
転
用
で
き
た
。
】
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガ
ス
発
生
炉
は
、
直

径
70
～
80
㎝
、
高

さ
２
ｍ
ほ
ど
の
円

筒
形
で
、
底
の
部
分

に
は
木
炭
を
不
完

全
燃
焼
さ
せ
る
装

置
が
あ
っ
て
、
一
酸

化
炭
素
ガ
ス
を
発

生
さ
せ
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い
ま
し

た
【
こ
の
ガ
ス
発
生

炉
か
ら
、
運
転
席
の

前
に
あ
る
ボ
ン
ネ

ッ
ト
の
中
の
エ
ン 

ジ
ン
に
パ
イ
プ
で
ガ
ス
を
送
っ
て
い
た
。
】
。 

始
発
の
木
原
停
留
所
で
は
、
運
転
手
と
車
掌

と
が
発
車
の
準
備
に
大
わ
ら
わ
で
し
た
。
ガ
ス

発
生
炉
の
中
に
大
量
の
木
炭
を
詰
め
込
み
、
そ

の
炭
に
火
が
行
き
渡
る
よ
う
に
、
底
に
取
り
付

け
て
あ
る
手
回
し
の
送
風
機
で
空
気
を
送
り

込
み
、
燃
焼
部
で
不
完
全
燃
焼
を
起
こ
さ
せ

て
、
木
炭
ガ
ス
を
発
生
さ
せ
ま
す
。
一
酸
化
炭

素
が
発
生
し
た
ら
、
手
回
し
の
ハ
ン
ド
ル
を
２

人
が
交
代
で
回
し
て
エ
ン
ジ
ン
を
始
動
さ
せ
、

や
っ
と
動
き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

車
体
は
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
く
ら
い
の
大
き
さ

で
、
朝
の
時
間
帯
に
は
土
浦
へ
通
う
高
校
生
で

い
つ
も
満
員
で
し
た
。
乗
降
口
の
ド
ア
が
閉
ま

ら
な
い
ほ
ど
の
混
雑
で
し
た
が
、
誰
か
ら
も
文

句
は
出
ま
せ
ん
。
発
車
時
刻
に
な
る
と
、
ゆ
っ

く
り
と
走
り
始
め
ま
す
。
エ
ン
ジ
ン
の
馬
力
が

小
さ
い
た
め
か
、
加
速
に
時
間
を
要
す
る
ば
か

り
で
な
く
、
時
速
30
㎞
が
や
っ
と
で
、
自
転

車
程
度
の
速
度
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
燃
焼
の

加
減
が
難
し
く
【
一
酸
化
炭
素
は
、
燃
え
な
い

と
発
生
し
な
い
し
、
完
全
燃
焼
で
も
発
生
し
な

い
。
】
、
ガ
ス
が
あ
ま
り
発
生
し
な
く
な
る
と
、

運
転
手
は
バ
ス
を
止
め
て
、
送
風
機
で
空
気
を

送
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

車
が
少
な
か
っ
た
の
で
交
通
渋
滞
も
な
く
、

信
号
機
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
土
浦
駅
ま
で
１
時

間
弱
掛
か
り
ま
し
た
。
特
に
梅
雨
時
は
、
炭
や

薪
が
湿
っ
て
、
燃
焼
不
足
と
な
り
、
よ
く
遅
れ

が
出
ま
し
た
。
そ
ん
な
時
は
、
「
始
業
時
刻
に

間
に
合
わ
な
い
か
ら
、
一
高
ま
で
行
っ
て
下
さ

い
。
」
と
お
願
い
を
す
る
と
、
運
転
手
さ
ん
も

申
し
訳
な
い
と
思
っ
た
の
か
、
一
高
ま
で
延
長

し
て
く
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
真
鍋
の
坂
が
登

れ
ず
、
私
た
ち
乗
客
が
降
り
て
、
後
か
ら
押
し

て
一
高
前
ま
で
や
っ
と
辿
り
着
き
ま
し
た
。 

登
下
校
で
、
土
浦
の
町
中
を
歩
い
て
い
ま
し

た
が
、
た
ま
に
真
鍋
坂
下
の
寺
田
書
店
【
一
高

の
教
科
書
を
扱
っ
て
い
た
。
】
に
立
ち
寄
る
く

ら
い
で
、
食
堂
な
ど
の
お
店
に
入
っ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
本
町
【
現
中
央
２
丁
目
】
に
あ

っ
た
銀
映
座
で
、
年
に
数
回
、
映
画
を
見
た
く

ら
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
他
の
生
徒
も
同
様

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
食
堂
や
映
画
館

な
ど
に
入
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
た
土
浦

中
学
校
時
代
の
校
風
が
残
っ
て
い
た
こ
と
と
、

何
よ
り
誰
も
が
小
遣
い
な
ど
ろ
く
に
貰
え
な

か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

茨
城
大
学
を
経
て
教
員
に 

 

1953
（
昭
和
28
）
年
３
月
、
本
校
を
卒
業
し
、

茨
城
大
学
教
育
学
部
に
進
学
し
ま
し
た
。
校
舎

は
水
戸
第
二
聯
隊
の
木
造
兵
舎
で
、
土
浦
一
高

の
校
舎
の
方
が
立
派
で
し
た
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
建
物
は
図
書
館
く
ら
い
で
し
た
。 

 

４
年
生
の
時
に
は
、
第
７
回
学
園
祭
（
現
茨

苑
祭
）
の
実
行
委
員
長
を
務
め
ま
し
た
。
学
長

の
東
（
あ
ず
ま
）
龍
太
郎
先
生
【
在
職
1953
～
1958
。 

1959
年
か
ら
東
京
都
知
事
を
２
期
務
め
た
。
】

に
紹
介
状
を
お
願
い
し
ま
し
た
が
、
先
生
は
お

忙
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
代
わ
り
に
ご
自

身
の
名
刺
の
裏
に
花
押
を
書
い
て
渡
し
て
下

さ
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
名
刺
を
持
っ
て
、

学
習
院
院
長
安
倍
能
成
先
生
、
法
政
大
学
総
長

の
大
内
兵
衛
先
生
、
東
大
総
長
南
原
繁
先
生
の

元
を
訪
れ
、
講
演
の
お
願
い
を
し
ま
し
た
。
阿

部
・
大
内
の
両
先
生
は
日
程
の
都
合
が
付
き
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
幸
い
、
南
原
先
生
が
引
き
受

け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

当
日
は
、
学
長
の
公
用
車
で
、
南
原
先
生
を

水
戸
駅
ま
で
お
迎
え
に
上
が
り
ま
し
た
。
講
演

会
場
の
講
堂
は
２
階
に
あ
り
、
床
が
抜
け
る
虞

が
あ
っ
た
の
で
、
入
場
制
限
を
せ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
応
援
団
員
や
運
動
部
員
に
頼
ん
で
、
ピ

ケ
を
張
っ
て
も
ら
い
、
何
と
か
入
場
規
制
が
で

き
ま
し
た
。
入
れ
な
か
っ
た
人
の
た
め
に
、
会

場
の
外
に
ス
ピ
ー
カ
ー
を
設
置
し
て
、
屋
外
で

立
っ
て
聴
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、

大
勢
の
聴
衆
が
最
後
ま
で
先
生
の
講
演
に
聞

き
入
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

茨
城
大
学
を
卒
業
す
る
と
、
教
員
の
道
に
進

み
ま
し
た
。
1957
（
昭
和
32
）
年
４
月
、
母
校

の
木
原
小
学
校
が
初
任
地
で
し
た
。
以
後
、
阿

見
中
、
土
浦
一
中
、
大
谷
小
、
県
教
育
委
員
会

（
県
南
教
育
事
務
所
派
遣
指
導
主
事
）
、
阿
波

小
に
奉
職
し
、
最
後
は
木
原
小
学
校
の
校
長
で

終
わ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
現
美
浦
村
長
を

は
じ
め
と
し
て
、
地
元
で
頑
張
っ
て
い
る
教
え

子
が
大
勢
お
り
、
そ
の
活
躍
ぶ
り
を
見
ら
れ
る

の
は
嬉
し
い
限
り
で
す
。
令
和
元
年
11
月
ま

で
支
部
長
を
務
め
た
進
修
同
窓
会
美
浦
支
部

会
や
勤
務
し
た
小
中
学
校
の
同
窓
会
で
、
後
輩

や
教
え
子
と
語
り
合
う
の
が
何
よ
り
の
楽
し

み
で
す
。
教
員
に
な
っ
て
良
か
っ
た
、
と
つ
く

づ
く
思
い
ま
す
。 

 

（
注
）
大
日
苑
（
稲
敷
市
江
戸
崎
甲
2534
） 

江
戸
崎
入
干
拓
の
生
み
の
親
で
あ
る
植
竹

庄
兵
衛
が
、
自
ら
の
居
住
を
目
的
と
し
て
、
1939

（
昭
和
14
）
年
に
建
て
た
住
宅
で
、
江
戸
崎

入
干
拓
地
を
臨
む
台
地
に
建
っ
て
い
る
。
洋
風

建
築
と
和
風
建
築
と
を
折
衷
し
た
木
造
２
階

建
で
、
外
部
意
匠
は
、
玄
関
か
ら
２
階
建
部
分

に
掛
け
て
は
ア
ー
ル
・
デ
コ
風
で
あ
り
、
座
敷

の
部
分
は
伝
統
的
な
和
風
の
そ
れ
と
な
っ
て

い
る
。
明
治
の
近
代
化
を
進
め
る
中
で
の
、
和

と
洋
を
折
衷
さ
せ
た
典
型
的
な
住
宅
で
あ
る

が
、
戦
前
に
建
て
ら
れ
た
、
中
央
の
官
公
庁
の

施
設
や
大
資
本
家
の
住
宅
と
は
違
い
、
各
部
分

に
意
匠
の
自
由
さ
と
奔
放
さ
と
が
見
受
け
ら

れ
、
茨
城
県
内
で
は
他
に
例
を
見
な
い
、
貴
重

な
住
宅
と
な
っ
て
い
る
。 

（
高
21
回 

松
井
泰
寿
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


