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お
盆
に
は
、
先
祖
の
霊
を
祭
る
さ
ま
ざ

ま
な
設
え
が
行
わ
れ
ま
す
。
現
在
で
は
見

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
多
く
、

そ
の
様
子
を
撮
影
さ
れ
た
佐
藤
高
氏
（
品

川
区
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）
の
写
真

か
ら
盆
の
高
燈
籠
を
紹
介
し
ま
す
。

　

亡
く
な
っ
た
人
が
四
十
九
日
の
忌

明
け
を
過
ぎ
て
迎
え
る
初
め
て
の
お

盆
を
新
盆
と
い
い
、
と
り
わ
け
手
厚

く
盆
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
高
燈
籠

と
は
、
新
盆
の
家
が
そ
の
家
の
庭
や

玄
関
前
に
建
て
る
も
の
で
、
亡
く
な

っ
た
方
の
霊
が
初
め
て
家
に
帰
る
の

に
迷
わ
な
い
よ
う
に
目
印
と
す
る
も

の
と
言
わ
れ
ま
す
。
【
写
真
１
】
稲

を
干
す
木
で
あ
る
ト
ネ
リ
コ
や
ハ
ン
ノ
の

木
の
木
材
の
先
に
、
杉
の
葉
を
結
び
付
け
、

高
さ
が
二
〜
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
も
な
る

大
き
な
も
の
で
す
。

■
燈
籠
立
て　

八
月
一
日
は
釜
の
口
と
よ

び
、
こ
の
日
の
早
朝
、
ま
だ
日
の
昇
ら
な

い
う
ち
に
、
身
内
が
集
ま
り
燈
籠
建
て
を

行
い
ま
す
。
燈
籠
は
木
製
で
、
縄
を
つ
け

て
上
げ
下
げ
が
で
き
、
お
盆
が
終
る
ま
で

毎
夕
灯
り
を
灯
し
ま
す
。
八
月
い
っ
ぱ
い

立
て
て
お
き
九
月
一
日
に
か
た
づ
け
る
家

も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ブ
リ
キ
製
の
燈
籠
も
あ
り
、
こ

れ
は
下
部
に
杭
の
先
を
さ
し
て
使
い
ま
す
。

区
内
舎
人
の
墓
地
に
建
て
ら
れ
て
い
る
様

子
を
佐
藤
氏
が
撮
影
し
て
い
ま
す
。

■
鋸
南
町
の
外
飾
り　

【
写
真
２
】
は
、

現
在
千
葉
県
の
鋸
南
町
で
行
わ
れ
て
い
る

高
燈
籠
で
す
。
千
葉
県
の
内
房
地
域
で
営

業
し
て
い
る
葬
儀
社
が
請
け
負
っ
て
建
て

て
い
る
よ
う
で
、
会
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
る
と
、
「
新
盆
の
外
飾
り
」
と
呼
ん

で
い
ま
す
。
木
製
の
燈
籠
を
下
げ
る
も
の

を
「
野
灯
篭
」
と
よ
び
、
写
真
の
よ
う
に
杭

の
先
に
付
け
る
も
の
を
そ
の
形
か
ら
か
「
ガ

ス
灯
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。
十
字
に
髙
く
組

ん
だ
と
こ
ろ
に
、
白
い
布
が
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
か
つ
て
江
戸
川
区
な
ど
で

見
ら
れ
た
新
盆
旗
と
よ
ば
れ
る
梵
字
を
書
い

た
白
い
布
の
付
け
方
と
同
じ
で
す
。

　

千
葉
県
の
外
飾
り
は
新
盆
の
一
年
限
り

で
は
な
く
、
二
年
目
は
真
中
の
長
い
竹
を

外
し
二
段
の
竹
だ
け
に
し
て
燈
籠
を
下
げ
、

三
年
目
は
、
一
段
の
竹
に
し
て
下
げ
と
、

形
を
変
え
な
が
ら
三
年
間
建
て
ま
す
。

　

こ
の
会
社
で
は
、
男
性
ス
タ
ッ
フ
が
限

ら
れ
た
日
に
ち
で
七
〇
軒
ほ
ど
の
外
飾
り

を
建
て
る
よ
う
で
す
。
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
掘
り
込
ん
だ
り
、
長
い
竹
を
用

意
し
た
り
と
、
そ
の
労
力
や
手
立
て
は
大

変
で
す
。
か
つ
て
は
、
家
々
が
自
力
で
行

っ
て
い
た
地
元
の
習
俗
を
、
労
力
や
資
材

の
整
っ
た
葬
儀
社
が
プ
ラ
ン
と
し
て
提
供

し
て
伝
え
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
需
要
も

あ
る
よ
う
で
す
。

郷
土
博
物
館

盆
の
高
燈
籠

た
か
ど
う
ろ
う

盆
の
高
燈
籠

【
写
真
１
】
足
立
区
舎
人

　
　
　
　
　
　

佐
藤
高
氏
撮
影

【写真２】新盆の外飾り
鋸南町保田　2022年7月4日撮影
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足
立
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の

が
〝
西
新
井
大
師
〞
と
よ
ば
れ
る
五
智
山

遍
照
院
總
持
寺
で
す
。
な
か
で
も
大
本
堂

は
建
て
変
わ
り
な
が
ら
、
そ
の
時
代
を
象

徴
す
る
建
物
と
し
て
多
く
の
人
々
に
親
し

ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
西
新
井
大

師
の
本
堂
に
注
目
し
て
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

■
瓦
甍
の
大
建
築　
か
つ
て
の
西
新
井
大

師
の
本
堂
は
木
造
の
大
本
堂
で
し
た
。
江

戸
時
代
の
建
立
で
す
。
文
政
期
（
一
八
二

〇
年
代
）
の
「
江
戸
名
所
図
会
」
で
は
茅

葺
き
で
描
か
れ
て
い
ま
す
が
慶
応
四
年

（
一
八
六
八
）
の
浮
世
絵
で
は
す
で
に
瓦

葺
き
の
本
堂
で
描
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、

江
戸
後
期
の
建
築
で
す
。

　

大
き
な
瓦
屋
根
は
印
象
的
だ
っ
た
た
め
、

い
く
つ
か
の
文
献
に
登
場
し
ま
す
。
そ
の

一
つ
と
し
て
文
豪
・
田
山
花
袋
の
一
文
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　

…

西
新
井
と
い
う
小
駅
が
あ
る
。
北
千

　
住
の
次
駅
で
あ
る
。
こ
の
小
さ
な
田
間

　
の
停
車
場
が
時
に
は
人
で
埋
（
う
ず
）

　
ま
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
以

　
て
い
か
に
こ
の
大
師
の
流
行
仏
で
あ
る

　
か
と
い
う
こ
と
が
想
像
す
る
こ
と
が
出

　
来
る
。
そ
こ
か
ら
、
田
圃
の
中
を
ぬ
け

　
て
僅
か
に
六
七
町
の
距
離
で
、
汽
車
の

　
中
か
ら
も
、
そ
の
大
き
な
祠
堂
の
瓦
甍

　
（
が
こ
う
）
を
指
（
ゆ
び
さ
）
す
こ
と

　
が
出
来
る
。…

　
　

※

田
山
花
袋
『
東
京
の
近
郊―

一
日

　
　
　

二
日
の
旅―

』
（
磯
部
甲
陽
堂
、

　
　
　

大
正
九
・
一
九
二
〇
年
）

　

瓦
甍
と
は
そ
び
え
立
つ
瓦
屋
根
の
こ
と

で
、
花
袋
が
『
新
撰
名
勝
地
誌
』
や
『
日

本
一
周
』
な
ど
で
好
ん
で
用
い
た
表
現
で
す
。

　

【
写
真
１
】
の
御
開
帳
の
と
き
の
本
堂

で
す
が
回
向
柱
（
本
堂
の
前
の
角
柱
）
に

「
昭
和
四
年
」
（
一
九
二
九
）
と
の
文
字

が
あ
る
の
で
、
こ
の
年
あ
た
り
に
発
行
さ

れ
た
写
真
は
が
き
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

境
内
の
雑
踏
は
、
ま
さ
に
立
錐
の
余
地

無
く
参
詣
客
で
埋
ま
っ
て
い
ま
す
。
花
袋

の
紹
介
で
は
川
崎
大
師
と
と
も
に
「
厄
除

　
　
　
　

け
の
流
行
仏
」
と
あ
り
門
前
の

　
　
　
　

賑
わ
い
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て

　
　
　
　

い
ま
す
。

　
　
　
　
　

こ
の
木
造
大
本
堂
は
、
太
平

　
　
　
　

洋
戦
争
の
戦
火
も
耐
え
ま
し
た

　
　
　
　

が
昭
和
四
一
年
五
月
二
四
日
の

　
　
　
　

午
後
十
一
時
頃
に
出
火
し
火
災

　
　
　
　

で
失
わ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
新

　
　
　
　

聞
記
事
を
見
る
と
、
ご
本
尊
な

　
　
　
　

ど
寺
宝
は
無
事
だ
っ
た
こ
と
も

　
　
　
　

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　

瓦
葺
き
の
大
本
堂
と
い
う
イ

　
　
　
　

メ
ー
ジ
は
、
現
在
の
大
本
堂
で

　
　
　
　

も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

続
い
て
現
在
の
大
本
堂
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

■
木
造
意
匠
折
衷
型　
現
在
の
大
本
堂
は

近
代
和
風
建
築
の
名
手
、
吉
田
五
十
八
の

弟
子
と
し
て
知
ら
れ
る
大
近
代
和
風
建
築

関
徹
の
設
計
、
昭
和
四
六
年
（
一
九
七

一
）
建
設
、
翌
四
七
年
落
慶
法
要
と
い
う

昭
和
の
名
建
築
で
す
。
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
（
Ｒ
Ｃ
造
）
で
、
木
造
意
匠
を
取
り

入
れ
た
木
造
意
匠
折
衷
型
と
い
う
形
式
で

す
。
屋
根
は
入
母
屋
錣
葺
き
（
い
り
も
や

し
こ
ろ
ぶ
き
）
で
ど
っ
し
り
と
し
た
安
定

感
が
あ
る
壮
麗
な
姿
を
し
て
い
ま
す
。

【
写
真
２
】

　

平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
に
は
耐
震

改
修
が
行
わ
れ
、
災
害
発
生
時
に
も
安
心

で
き
る
よ
う
に
と
の
願
い
か
ら
、
ゴ
ム
や

オ
イ
ル
ダ
ン
パ
ー
な
ど
に
よ
る
免
震
構
造

も
取
り
入
れ
ら
れ
た
最
新
の
耐
震
建
築
と

な
っ
て
い
ま
す
。

１　
江
戸
の
木
造
大
本
堂

２　

昭
和
の
名
建
築

西
新
井
大
師
の
大
本
堂

そ
び
え
た
つ
瓦
屋
根

郷
土
博
物
館

【写真１】「西新井大師　本堂」の写真はがき

【写真２】木造意匠折衷型の大本堂

山門から撮影したと思われる写真。雑踏が印象的です。
僧侶の列が本堂に向かい「開帳」と記した半纏や稚児
が見えることから２１日のご開帳日のいずれかと考え
られる。昭和４年頃と推定　　個人蔵
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■
晩
年
の
建
物
配
置　

守
衛
所
の
あ
る
正

門
か
ら
、
入
っ
て
左
側
に
事
務
棟
、
倉
庫
、

厚
生
棟
、
独
身
寮
、
家
族
寮
、
社
宅
が
連

な
り
、
お
稲
荷
さ
ん
が
鎮
座
し
て
い
ま
し

た
。
左
側
に
は
診
療
所
、
分
析
室
、
発
電

所
本
館
、
屋
外
変
電
所
、
技
術
事
務
棟
、

汽
缶
係
の
交
替
勤
務
者
詰
所
（
仮
眠
室
併

設
）
、
工
作
係
室
、
作
業
係
室
な
ど
が
あ

り
、
隅
田
川
に
面
し
て
貯
炭
場
、
石
炭
殻

の
灰
処
理
場
が
あ
り
、
隅
田
川
岸
壁
に
は

石
炭
満
載
の
だ
る
ま
船
か
ら
荷
揚
げ
す
る

た
め
の
ク
レ
ー
ン
３
基
が
据
え
付
け
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

敷
地
面
積
は
一
九
〇
四
九
坪
で
、
認
可
出

力
は
七
七
五
〇
〇
kW
（
所
内
二
五
〇
〇
kW

を
含
む
）
で
し
た
。

　

発
電
所
は
廃
止
と
と
も
に
解
体
さ
れ
、

発
電
所
本
館
側
は
東
京
物
流
㈱
の
資
材
管

理
場
、
事
務
棟
か
ら
社
宅
側
は
帝
京
科
学

大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

唯
一
変
電
所
は
従
来
の
ま
ま
稼
働
し
て
い

ま
す
。
が
、
こ
こ
も
技
術
の
進
歩
と
と
も

に
新
し
い
設
備
に
置
き
換
わ
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。

■
主
な
建
物
の
説
明

（
１
）
事
務
棟…

所
長
・
事
務
次
長
・
庶

務
・
労
務
・
経
理
・
資
材
の
各
係
が
入
っ

て
い
ま
し
た
。

（
２
）
厚
生
棟…

食
堂
・
売
店
が
あ
り
、

娯
楽
室
に
は
書
籍
・
囲
碁
・
将
棋
・
麻
雀

な
ど
が
備
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

（
３
）
稲
荷
神
社…

墨
堤
通
り
近
く
に
鎮

座
し
、
毎
年
二
月
の
午
の
日
に
お
祭
り
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

（
４
）
診
療
所…

嘱
託
医
と
社
員
の
看
護

婦
さ
ん
が
い
ま
し
た
。

（
５
）
分
析
室…

石
炭
や
重
油
の
成
分
分

析
を
行
い
、
納
品
物
が
妥
当
で
あ
る
か
検

査
し
て
い
ま
し
た
。

（
６
）
発
電
所
本
館…

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー

ビ
ン
・
電
気
の
発
電
設
備
が
設
置
し
て
あ

り
ま
し
た
。

（
７
）
技
術
事
務
棟…

技
術
次
長
・
技
術

的
な
諸
業
務
を
行
う
所
員
が
入
っ
て
い
ま

し
た
。

（
８
）
汽
缶
係
詰
所…
ボ
イ
ラ
ー
の
操

作
・
保
守
を
行
う
交
代
勤
務
者
用
（
仮
眠

室
併
設
）
。
汽
機
・
電
気
の
交
替
勤
務
者

の
詰
所
・
仮
眠
室
は
本
館
建
物
内
に
あ
り

ま
し
た
。

（
９
）
工
作
係
室…

設
備
の
保
守
・
点
検

を
行
う
所
員
の
事
務
所
で
し
た
。

（
10
）
作
業
係
室…

燃
料
関
係
を
扱
う
所

員
の
事
務
所
で
し
た
。

（
11
）
社
宅…

社
宅
が
多
い
の
は
、
事
故

な
ど
で
の
緊
急
対
応
時
に
社
員
を
素
早
く

招
集
す
る
た
め
で
あ
り
、
事
務
所
の
近
く

に
社
宅
を
設
置
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た

め
、
技
術
係
の
入
居
を

優
先
し
、
事
務
職
は
、

社
宅
に
余
裕
が
生
じ
た

場
合
の
み
入
居
で
き
ま

し
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム

は
、
火
力
発
電
所
の
み

で
は
な
く
、
水
力
・
送

電
・
変
電
な
ど
の
設
備

を
有
す
る
事
業
所
に
適

用
さ
れ
ま
し
た
が
、
時

代
と
と
も
に
設
備
が
無

人
化
と
な
り
、
道
路
な

ど
も
整
備
さ
れ
マ
イ
カ

ー
時
代
と
と
も
に
設
備

に
付
随
す
る
社
宅
は
減

少
し
ま
し
た
。

　

墨
堤
通
り
の
東
側
に

社
宅
の
通
用
門
が
あ
り

ま
し
た
。

（
12
）
家
族
寮…

独
身

寮
の
隣
り
に
二
階
建
て

が
一
棟
あ
り
、
新
婚
者

や
小
家
族
が
入
寮
し
て

い
ま
し
た
。

　

一
・
二
階
に
簡
易
炊

事
場
付
六
畳
が
五
室
、

二
階
に
炊
事
場
な
し
の
、

四
畳
半
が
一
室
あ
り
ま

し
た
。
一
階
に
ト
イ
レ

と
洗
濯
場
が
あ
り
ま
し

た
。

（
元
千
住
火
力
発
電
所

職
員
）
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前
号
で
、
明
治
四
十
三
年
八
月
の
関
東

大
水
害
と
荒
川
放
水
路
の
こ
と
を
ご
紹
介

し
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
れ
に
関
係
し
た

舟
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

高
橋
美
紀
様
か
ら
、
解
体
す
る
扇
一
丁

目
の
田
ヶ
谷
家
の
屋
敷
に
保
管
し
て
あ
る

舟
に
つ
い
て
文
化
財
係
に
お
電
話
を
い
た

だ
き
、
六
月
六
日
に
筆
者
が
緊
急
調
査
に

う
か
が
い
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
調
査

結
果
の
ご
紹
介
で
す
。
当
日
は
、
高
橋
様

の
お
じ
に
あ
た
る
田
ヶ
谷
康
弘
様
に
も

様
々
な
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。

 

ち
な
み
に
、
康
弘
様
は
、
ご
幼
少
の
頃

に
起
こ
っ
た
水
害
の
時
、
実
際
に
こ
の
舟

に
乗
っ
た
ご
経
験
が
あ
る
そ
う
で
、
水
に

つ
か
っ
た
大
人
が
後
ろ
か
ら
舟
を
押
し
て

い
た
記
憶
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
。

■
田
ヶ
谷
家
の
舟　

田
ヶ
谷
家
は
、
も
と

も
と
は
、
荒
川
沿
い
に
あ
っ
た
そ
う
で
す

が
、
放
水
路
の
建
設
に
伴
い
現
在
地
に
移

転
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
広
い
敷
地
の
中

に
、
覆
い
屋
を
か
け
、
舟
が
保
管
し
て
あ

り
ま
し
た
。
全
長
約
三
・
六
メ
ー
ト
ル
、

幅
約
九
〇
セ
ン
チ
、
深
さ
約
四
〇
セ
ン
チ

の
舟
で
、
杉
か
ら
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
杉

は
舟
の
材
料
と
し
て
多
用
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
か
つ
て
田
ヶ
谷
家
に
は
二
艘
あ
っ
た

そ
う
で
、
保
管
さ
れ
て
い
る
舟
は
小
さ
い

方
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

 

一
般
的
に
こ
う
し
た
舟
は
、
水
害
発
生

に
備
え
て
二
階
や
壁
な
ど
に
吊
る
し
て
お

く
こ
と
か
ら
、
上
げ
舟
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
田
ヶ
谷
家
で
も
二
階
に
舟
を
吊
っ
て

い
た
と
の
こ
と
で
、
水
害
常
襲
地
帯
の
生

活
の
知
恵
を
う
か
が
え
ま
す
。
た
だ
し
、

田
ヶ
谷
家
で
は
単
に
舟
と
言
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。

■
舟
の
解
説　

写
真
に
も
写
っ
て
い
ま
す

が
、
舟
の
側
に
立
て
札
が
あ
り
、
解
説
が

書
い
て
あ
り
ま
す
。
ど
な
た
が
お
書
き
に

な
っ
た
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
今
か

ら
三
〇
〜
四
〇
年
前
に
は
大
分
腐
食
が
進

み
字
も
薄
く
な
っ
て
い
た
そ
う
で
、
字
を

塗
り
な
お
し
、
防
腐
加
工
を
施
し
て
現
在

に
至
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
貴
重
な
解
説

な
の
で
、
原
文
の
ま
ま
で
掲
載
し
ま
す
。

　
　

　
　
　

　
　
荒
川
放
水
路
が
出
来
る
以
前
は
こ
の

　
　
附
近
一
帯
し
ば
〳
〵
大
洪
水
に
み
ま

　
　
わ
れ
て
い
た
の
で
舟
が
命
の
綱
で
あ

　
　
っ
た

　
　
こ
の
舟
は
明
治
四
拾
貮
年
に
埼
玉
県

　
　
榎
戸
村
の
舟
大
工
に
よ
り
地
木
の
杉  

　
　
を
用
い
て
建
造
さ
れ
た

　
　
明
治
四
拾
参
年
八
月
の
大
洪
水
の
時

　
　
西
新
井
村
役
場
の
依
頼
に
よ
り
千
住

　
　
仲
組
の
米
問
屋
（
す
ヾ
子
）
よ
り
興

　
　
野
町
の
氷
川
神
社
へ
米
拾
参
俵
（
当

　
　
時
壱
俵
は
七
拾
キ
ロ
）
を
積
み
舟
頭

　
　
貮
名
が
乗
り
御
用
舟
と
し
て
運
搬
し

　
　
た
事
が
あ
る

　
　
そ
の
後
大
正
八
年
荒
川
放
水
路
の
完

　
　
成
に
よ
り
不
用
と
な
っ
た
が
荒
川
放

　
　
水
路
の
葦
の
採
取
に
使
わ
れ
て
い
た

　

関
東
大
水
害
の
前
に
も
た
び
た
び
水
害

は
起
こ
っ
て
お
り
、
有
名
な
と
こ
ろ
で
は

明
治
四
十
年
の
水
害
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

水
害
か
ら
二
年
後
に
こ
の
舟
は
作
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
し
て
、
造
ら
れ

た
場
所
が
荒
川
の
上
流
に
あ
る
埼
玉
県
榎

戸
村
（
鴻
巣
市
）
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
す
。
榎
戸
村
で
造
ら
れ
た
後
、
荒
川
を

下
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
舟

は
、
造
ら
れ
た
年
代
や
場
所
が
わ
か
ら
な

い
こ
と
が
多
い
の
で
、
大
変
貴
重
な
情
報

と
言
え
ま
す
。

■
関
東
大
水
害
で
活
躍
し
た
舟　

さ
ら
に

興
味
深
い
の
は
、
関
東
大
水
害
の
際
に
、

西
新
井
村
役
場
の
依
頼
を
受
け
て
千
住
中

組
の
米
問
屋
か
ら
興
野
の
氷
川
神
社
ま
で

米
を
運
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
す
。
筆
者
は
水
害
の
際
に
、
舟

が
重
要
な
物
資
輸
送
手
段
と
し
て
活
躍
し

た
こ
と
を
記
す
当
時
の
文
書
は
見
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
舟

を
見
る
の
は
初
め
て
で
し
た
。

　

屋
敷
の
解
体
に
伴
い
舟
も
解
体
と
な
り

ま
し
た
が
、
お
二
人
か
ら
記
録
を
残
せ
て

よ
か
っ
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
貴
重
な
情
報
を
お
寄
せ
下
さ
っ
た

高
橋
美
紀
様
・
田
ヶ
谷
康
弘
様
に
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。　

　

※

1　

当
時
は
合
併
し
て
吹
上
村

　

※

2　

文
意
よ
り
閉
じ
括
弧
を
補
っ
た
。

　
　

（
佐
藤
貴
浩
・
文
化
財
係
学
芸
員
）

―

番
外
編―

田
ヶ
谷
家
の
舟

田
ヶ
谷
家
の
舟

※

1

※

2

舟

上：全景
下：舟正面から


