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こ
れ
ま
で
、
遺
跡
や
史
書
・
記
録
な
ど
、
今

に
遺
る
さ
ま
ざ
ま
な
ひ
と
び
と
の
足
跡
を
通
じ

て
北
斗
の
歴
史
に
つ
い
て
辿た

ど

っ
て
き
た
こ
の
コ

ラ
ム
で
す
が
、
い
よ
い
よ
大
き
く
時
代
が
揺ゆ

れ

動
く
幕
末
へ
と
進
ん
で
き
ま
し
た
。

　

前
回
は
、
幕
末
・
開
国
の
時
代
に
築
か
れ
た

「
日
本
最
初
の
星
の
城
」
戸へ

切き
り

地ち

陣
屋
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
竣

し
ゅ
ん

工こ
う

か
ら
約
13
年

後
、
道
南
全
体
を
舞
台
と
し
て
、
古
い
時
代
を

締
め
く
く
り
新
し
い
時
代
へ
進
む
た
め
の
大
き

な
戦
い
が
約
半
年
に
わ
た
り
繰
り
広
げ
ら
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
箱は

こ
だ
て
せ
ん
そ
う

館
戦
争
で
す
。

　

こ
こ
北
斗
も
そ
の
戦
い
の
舞
台
と
な
り
、
そ

れ
に
ま
つ
わ
る
遺
跡
が
い
く
つ
か
遺
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
前
に
、
箱
館
戦
争

と
そ
れ
を
含
む
戊ぼ

辰し
ん

戦せ
ん

争そ
う

の
経
緯
と
時
代
背
景

に
つ
い
て
、
少
し
時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
ご
紹

介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

１  

「
江
戸
幕
府
の
時
代
」
の
終

し
ゅ
う

焉え
ん

と
、

　
　
　

そ
れ
に
抗
っ
た
人
々
～
戊
辰
戦
争
～

　

幕
末
開
国
以
降
、
世
界
の
中
で
の
日
本
と
い

う
「
国
」
の
舵か

じ

取
り
に
つ
い
て
、
朝
廷
を
中
心

に
据す

え
な
が
ら
も
、
長
く
続
い
た
幕
藩
体
制
を

維
持
し
な
が
ら
両
立
さ
せ
る
公こ

う

武ぶ

合が
っ

体た
い

と
、
幕

府
を
解
体
（
倒
幕
）
し
改
め
て
朝
廷
の
も
と
で

諸
侯
合
議
の
も
と
運
営
す
る
公こ

う

議ぎ

政せ
い

体た
い

の
い
ず

れ
を
と
る
か
で
国
内
は
紛ふ

ん

糾き
ゅ
うし

ま
す
。

　

時
の
将
軍
・
徳と

く

川が
わ

慶よ
し

喜の
ぶ

は
大た

い

政せ
い

奉ほ
う

還か
ん

を
行
い
、

政
治
的
主
導
権
を
返
上
し
な
が
ら
も
「
幕
府
の

将
軍
」
の
立
場
を
維
持
し
た
ま
ま
諸
侯
の
一
員

と
し
て
国
政
に
加
わ
る
か
た
ち
を
と
り
ま
す
が
、

あ
く
ま
で
倒
幕
を
目
指
す
薩さ

つ

摩ま

藩は
ん

ら
に
よ
る
働

き
か
け
の
結
果
、
慶け

い

応お
う

３
（
１
８
６
７
）
年
12

月
９
日
、
京
都
に
お
い
て
幕
府
の
解
体
を
命
じ

る
王お

う

政せ
い

復ふ
っ

古こ

の
大だ

い

号ご
う

令れ
い

が
発
せ
ら
れ
、
加
え
て

徳
川
家
は
領
地
を
返
上
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
ま

す
。
幕
府
側
将
兵
は
薩
摩
藩
ら
の
倒
幕
の
動
き

に
長
く
不
満
を
募
ら
せ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ

に
よ
り
そ
れ
は
爆
発
寸
前
と
な
り
ま
す
。

　

翌
慶
応
４
（
１
８
６
８
）
年
正
月
、
慶
喜
は

滞
在
し
て
い
た
大
坂
城
か
ら
京
都
へ
の
再
上じ

ょ
う

洛ら
く

を
命
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
際
、
慶
喜
は
命
令
に

従
い
軽
装
と
少
数
の
お
供
の
み
で
向
か
う
つ
も

り
で
し
た
が
、
怒
り
に
燃
え
る
旧
幕
府
将
兵
ら

１
万
５
千
人
が
慶
喜
の
意
に
反
し
同
行
。
同
月

３
日
、
鳥と

羽ば

街
道
を
封
鎖
す
る
薩
摩
藩
兵
５
千

人
と
押
し
問
答
の
末
戦
闘
が
勃ぼ

っ

発ぱ
つ

。
こ
こ
に
、

こ
の
後
約
１
年
半
に
わ
た
る
国
内
内
戦
で
あ
る

戊ぼ

辰し
ん

戦せ
ん

争そ
う

の
火ひ

蓋ぶ
た

が
切
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
旧

幕
府
軍
は
戦
闘
が
偶
発
的
に
始
ま
っ
た
た
め
統

率
が
取
れ
ず
、
か
つ
薩
摩
兵
が
朝
廷
側
の
証
で

あ
る
錦に

し
きの

御み

旗ば
た

を
掲
げ
た
た
め
大
き
く
動
揺
し
、

敗
戦
し
ま
す
（
鳥と

羽ば

・
伏ふ

し

見み

の
戦
い
）
。

　

戦
線
を
逃
れ
江
戸
に
戻
っ
た
徳
川
慶
喜
は
朝

廷
と
争
う
意
思
が
な
い
こ
と
を
示
し
ま
す
が
、

新
政
府
軍
は
天
皇
の
い
る
御
所
方
向
へ
の
発
砲

な
ど
を
口
実
に
彼
ら
旧
幕
府
を
朝

ち
ょ
う

敵て
き

と
み
な
し
、

討
伐
軍
を
江
戸
に
差
し
向
け
ま
す
。

　

途
中
、
甲こ

う

州し
ゅ
う（

現
在
の
山
梨
県
）
勝か

つ

沼ぬ
ま

で
甲こ

う

陽よ
う

鎮ち
ん

撫ぶ

隊た
い

（
旧
新
撰
組
）
を
、
野や

州し
ゅ
う（

現
在
の

栃
木
県
）
梁や

な

田だ

で
旧
幕
府
軍
離
脱
兵
（
後
の
衝

し
ょ
う

鋒ほ
う

隊た
い

）
を
撃
破
し
、
同
年
３
月
に
駿す

ん

府ぷ

（
現
在

の
静
岡
県
）
に
到
達
。
旧
幕
府
側
代
表
勝か

つ

海か
い

舟し
ゅ
う

と
新
政
府
側
代
表
西さ

い

郷ご
う

隆た
か

盛も
り

と
の
交
渉
の
結
果

江
戸
総
攻
撃
は
免
れ
ま
す
が
、
翌
４
月
に
江
戸

城
は
開
城
、
慶
喜
は
家
督
を
譲
り
水
戸
で
隠
居

と
な
り
、
こ
こ
に
２
６
５
年
に
及
ぶ
徳
川
幕
府

の
歴
史
は
完
全
に
幕
を
閉
じ
た
の
で
し
た
。

　

な
お
、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
が
勃
発
し
た
時

に
旧
幕
府
側
に
つ
い
た
諸
藩
は
徳
川
家
と
同
じ

く
朝
敵
と
し
て
征
討
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
会あ

い

津づ

藩
（
現
在
の
福
島
県
）
・
庄

し
ょ
う

内な
い

藩
（
現
在
の
山
形
県
）
に
つ
い
て
は
、
東
北
北

陸
の
諸
藩
が
同
盟
（
奥お

う

羽う

越え
つ

列れ
っ

藩ぱ
ん

同ど
う

盟め
い

）
を
結

成
し
赦し

ゃ

免め
ん

を
嘆
願
し
ま
す
が
拒
絶
さ
れ
ま
す
。

結
果
、
こ
の
同
盟
は
新
政
府
軍
の
「
朝
敵
征

討
」
に
対
抗
す
る
軍
事
同
盟
へ
と
変
容
し
、
慶

応
４
年
４
月
～
９
月
に
か
け
て
各
地
で
両
軍
に

よ
る
激
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

す
（
秋あ

き

田た

戦せ
ん

争そ
う

・
北ほ

く

越え
つ

戦せ
ん

争そ
う

・
会あ

い

津づ

戦せ
ん

争そ
う

）
。

　

な
お
、
西
国
で
も
幕
府
側
諸
藩
に
対
し
討
伐

隊
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

戦
わ
ず
し
て
帰
順
し
、
慶
応
３
年
１
月
末
ま
で

に
は
す
べ
て
新
政
府
側
に
属
し
て
い
ま
す
。

　 

２  

榎
本
武
揚
は
な
ぜ
北
を
目
指
し
た
の
か

　
　
　
　
　
　
　

～
箱
館
戦
争
開
戦
前
夜
～

　

こ
う
し
た
王
政
復
古
か
ら
戊
辰
戦
争
へ
と
大

き
く
時
代
が
流
れ
行
く
中
で
、
そ
れ
に
大
き
く

抵
抗
し
た
の
が
榎え

の

本も
と

武た
け

揚あ
き

で
し
た
。
広
く
海
外

を
遊
学
し
て
学
を
修
め
、
幕
府
海
軍
の
重
鎮
で

あ
っ
た
彼
は
、
薩
摩
藩
の
新
政
府
に
お
け
る
専

横
に
強
く
憤
り
か
つ
幕
府
解
体
に
よ
る
旧
幕
臣

ら
の
行
く
末
を
深
く
案
じ
て
い
ま
し
た
。

　

４
月
11
日
、
榎
本
は
江
戸
城
開
城
に
伴
い
命

じ
ら
れ
た
旧
幕
府
軍
艦
の
明
け
渡
し
を
拒
否

し
、
遊ゆ

う

撃げ
き

隊た
い

ら
を
乗
船
さ
せ
一
部
艦
艇
の
占
拠

に
成
功
し
ま
す
。
当
時
榎
本
は
、
こ
の
先
領
地

を
失
う
旧
幕
臣
ら
の
行
く
末
と
し
て
蝦え

夷ぞ

地ち

（
北
海
道
）
開
拓
を
す
で
に
立
案
し
て
い
た
よ

う
で
、
勝
海
舟
に
箱
館
へ
の
艦
隊
出
航
を
提

案
し
て
却
下
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
安あ

ん

政せ
い

元

（
１
８
５
４
）
年
に
実
際
に
自
分
の
足
で
蝦
夷

地
巡
検
に
同
行
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
そ
の
頃

か
ら
北
地
防
衛
・
蝦
夷
地
開
拓
を
ア
イ
デ
ア
と

第11回

　

は
る
か
む
か
し
、
旧
石
器
時
代
・
縄
文
時
代

か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、
一
万
有
余
年
の
間
こ

こ
北
斗
の
地
で
営
ま
れ
続
け
た
人
類
の
歩
み
─

コ
ー
ナ
ー
で
は
、
こ
う
し
た
北
斗
の
歴
史
に
つ

い
て
、「
遺
跡
」に
焦
点
を
あ
て
て
紹
介
し
ま
す
。　

　

今
回
か
ら
は
、
数
回
に
分
け
て
北
斗
市
に
数

多
く
遺の

こ

る
箱は

こ
だ
て
せ
ん
そ
う

館
戦
争
に
ま
つ
わ
る
遺
跡
や
記
録

に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今

回
は
そ
の
前
段
、
箱
館
戦
争
開
戦
前
夜
ま
で
に

つ
い
て
の
お
話
で
す
。
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し
て
す
で
に
あ
た
た
め
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

５
月
、
旧
幕
府
徳
川
家
は
所
有
し
て
い
た
全

国
の
領
地
四
百
万
石
か
ら
駿
府
七
十
万
石
へ
と

大
減
封
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
数
多
く
の
旧

幕
臣
が
困
窮
に
陥
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
た
。

こ
の
対
策
と
し
て
、
６
月
に
慶
喜
に
代
わ
り
徳

川
宗
家
を
継
い
だ
家い

え

達た
つ

の
名
で
、
収
入
を
失
っ

た
旧
徳
川
家
臣
を
平
民
と
し
て
蝦
夷
地
に
移
住

さ
せ
開
拓
の
任
に
就
か
せ
る
こ
と
を
求
め
る
上

奏
が
朝
廷
に
な
さ
れ
ま
す
が
、
却
下
さ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
も
な
お
、
榎
本
は
旧
幕
臣
ら

を
救
う
た
め
の
蝦
夷
地
開
拓
の
希
望
を
捨
て
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
７
月
ご
ろ
か
ら
榎
本
は
奥

羽
越
列
藩
同
盟
と
接
触
し
始
め
、
徳
川
宗
家
の

駿
府
移
封
が
完
了
す
る
の
を
見
届
け
た
後
の
８

月
19
日
、
同
盟
支
援
を
名
目
に
陸
軍
奉
行
並
・

松ま
つ

平だ
い
ら

太た

郎ろ
う

ら
幕
臣
、
彰

し
ょ
う

義ぎ

隊た
い

ら
旧
幕
軍
部
隊
、

そ
し
て
ブ
リ
ュ
ネ
ら
フ
ラ
ン
ス
軍
事
顧
問
団
ら

総
勢
約
２
千
人
を
乗
せ
た
艦
隊
を
率
い
江
戸
を

脱
出
、
一
路
北
を
目
指
し
ま
す
。

　

こ
の
時
榎
本
は
勝
海
舟
に
以
下
の
よ
う
な
内

容
の
檄
文
を
託
し
て
い
ま
し
た
。

「
国
が
新
し
い
歩
み
を
始
め
る
た
め
、
天
皇
の

も
と
に
団
結
し
、
政
体
を
一
新
す
る
こ
と
は
よ

い
こ
と
で
、
自
分
も
希
望
す
る
所
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
公
明
正
大
を
謳う

た

い
な
が
ら
、
現
実

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
新
政
府
は
我
が
旧
君
徳
川

家
に
朝
敵
の
汚
名
を
着
せ
、
領
地
を
奪
い
、
家

臣
は
住
む
家
を
保
つ
事
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
。

　

あ
ま
り
に
ひ
ど
く
、
こ
れ
も
ひ
と
え
に
ご
く

一
部
の
強
藩
（
※
薩
摩
藩
ら
）
の
わ
た
く
し
の

意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
・
朝
廷
の

真
意
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
朝
廷
に
直

接
訴
え
た
が
、
み
な
押
し
黙
り
話
を
聞
か
な
い
。

そ
の
た
め
、
わ
た
し
は
こ
こ
江
戸
を
去
り
、
長

く
こ
の
国
の
い
し
ず
え
と
な
る
一
環
の
事
業
を

始
め
よ
う
と
思
う
。
こ
れ
こ
そ
が
、
こ
の
新
政

日
本
を
し
て
世
界
各
国
と
肩
を
並
べ
る
力
を
築

く
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

　

つ
ま
り
、
榎
本
ら
の
江
戸
脱
出
の
目
的
は
、

（
１
）
新
政
府
の
薩
摩
藩
ら
に
よ
る
専
横
の
打

破
と
、
旧
主
君
・
徳
川
家
な
ど
旧
幕
府
勢
力
へ

の
不
公
平
な
処
遇
へ
の
抵
抗
と
そ
の
是
正

（
２
）
大
幅
な
領
地
減
に
よ
り
行
き
場
を
失
っ

た
旧
徳
川
幕
府
家
臣
ら
の
生
き
る
道
と
し
て
、

そ
し
て
新
時
代
の
日
本
の
基
盤
づ
く
り
と
し
て

の
（
朝
廷
公
認
の
）
蝦
夷
地
へ
の
移
住
開
拓

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
彼
ら
が
ま
ず
第
一
に
目
指
し
た
の

が
、
徳
川
家
と
同
じ
よ
う
に
朝
敵
の
汚
名
を
着

せ
ら
れ
た
会
津
藩
ら
の
支
援
を
目
的
と
し
て
結

成
さ
れ
た
奥
羽
越
列
藩
同
盟
と
の
合
流
で
し
た
。

　

し
か
し
、
榎
本
ら
が
仙
台
に
到
着
し
た
８
月

下
旬
の
段
階
で
、
北
越
戦
線
は
鎮
圧
さ
れ
、
秋

田
・
会
津
戦
線
も
敗
色
を
濃
く
し
て
お
り
、
同

盟
の
敗
北
は
ほ
ぼ
決
ま
っ
た
状
況
で
し
た
。

　

榎
本
は
仙
台
で
合
流
し
た
土ひ

じ

方か
た

歳と
し

三ぞ
う

ら
と
共

に
軍
議
に
出
席
し
同
盟
側
諸
藩
に
抵
抗
を
説
き

ま
す
が
、
９
月
12
日
に
つ
い
に
同
盟
の
中
心
で

あ
っ
た
仙
台
藩
が
新
政
府
へ
の
降
伏
を
決
定
。

　

榎
本
ら
は
、
仙
台
で
合
流
し
た
大お

お

鳥と
り

圭け
い

介す
け

率

い
る
旧
幕
府
陸
軍
の
精
鋭
部
隊
・
伝で

ん

習し
ゅ
う

隊た
い

、
洋

式
兵
学
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
・
古ふ

る

屋や

佐さ

久く

左ざ

衛え

門も
ん

率
い
る
衝

し
ょ
う

鋒ほ
う

隊た
い

、
星ほ

し

恂じ
ゅ
ん

太た

郎ろ
う

率
い
る
仙
台
藩
の

洋
式
銃
隊
・
額が

く

兵へ
い

隊た
い

、
仙
台
到
着
時
ほ
ぼ
解
散

状
態
に
あ
り
な
が
ら
新
隊
士
ら
を
加
え
再
編

な
っ
た
新し

ん

撰せ
ん

組ぐ
み

（
こ
の
時
す
で
に
土
方
は
新
撰

組
の
役
職
を
離
れ
て
い
ま
す
）
な
ど
を
加
え
総

勢
約
３
千
人
の
兵
力
を
も
っ
て
さ
ら
な
る
北
・

蝦
夷
地
を
目
指
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

榎
本
が
北
を
目
指
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
当

初
よ
り
目
標
の
蝦
夷
地
の
開
拓
事
業
の
開
始
で

あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
お
そ
ら

く
は
当
時
新
政
府
の
箱は

こ

館だ
て

府ふ

知ち

事じ

を
務
め
て
い

た
清し

水み
ず

谷た
に

公き
ん

考な
る

に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
ま

す
。

　

公
考
は
、
当
時
ま
だ
24
歳
の
公く

卿ぎ
ょ
うの

身
に
あ

り
な
が
ら
探
検
家
・
岡お

か

本も
と

監か
ん

輔す
け

か
ら
得
た
知
見

を
も
と
に
慶
応
４
年
３
月
に
蝦
夷
地
開
拓
を
朝

廷
に
建
言
。
こ
れ
を
も
と
に
新
政
府
は
蝦
夷
地

に
箱
館
裁
判
所
を
置
き
、
公
考
は
自
ら
そ
の
副

総
督
の
任
に
つ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
地
に
赴

任
し
た
官
員
の
中
で
は
最
高
位
で
あ
り
、
の
ち

箱
館
裁
判
所
が
箱
館
府
と
名
前
を
改
め
た
際
に

は
そ
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
知
事
に
就
き
ま
す
。

　

若
く
し
て
自
分
と
同
じ
く
開
拓
の
必
要
性
・

可
能
性
を
見
抜
き
、
公
卿
の
身
で
あ
り
な
が
ら

自
ら
遠
く
蝦
夷
地
に
赴
任
す
る
…
そ
ん
な
公
考

な
ら
ば
、
自
分
た
ち
の
理
想
を
理
解
し
、
薩
摩

藩
ら
に
さ
え
ぎ
ら
れ
る
こ
と
な
く
朝
廷
・
天
皇

へ
の
橋
渡
し
に
な
っ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か

…
そ
う
し
た
一い

ち

縷る

の
望
み
が
、
榎
本
の
北
行
に

秘
め
ら
れ
て
い
た
、
そ
ん
な
感
が
あ
り
ま
す
。

　

明
治
元
年
10
月
20
日
、
榎
本
ら
旧
幕
府
軍
は

鷲わ
し

ノの

木き

村
（
現
・
森
町
鷲
ノ
木
）
に
上
陸
。
こ

の
う
ち
伝
習
隊
か
ら
本ほ

ん

多だ

幸こ
う

七し
ち

郎ろ
う

・
遊
撃
隊
か

ら
人ひ

と

見み

勝か
つ

太た

郎ろ
う

が
「
旧
幕
臣
ら
に
よ
る
蝦
夷
地

開
拓
」
「
蝦
夷
地
滞
在
の
許
可
」
に
つ
い
て
記

し
た
嘆
願
書
を
持
っ
て
使
者
と
し
て
護
衛
の
兵

士
ら
と
と
も
に
箱
館
へ
向
け
て
出
発
し
ま
す
。

　

し
か
し
そ
の
願
い
も
む
な
し
く
、
「
榎
本
艦

隊
仙
台
を
発
つ
」
の
報
を
受
け
た
時
点
で
箱
館

府
側
は
迎
撃
の
方
針
を
固
め
て
お
り
（
万
が
一

艦
隊
が
箱
館
に
直
接
入
港
し
た
際
は
砲
撃
が
行

わ
れ
る
手て

筈は
ず

で
し
た
）
、
箱
館
府
の
常
備
兵
力

で
あ
る
在ざ

い

住じ
ゅ
う

隊た
い

・
新し

ん

兵ぺ
い

隊た
い

、
そ
し
て
戸
切
地
陣

屋
か
ら
派
遣
さ
れ
た
松
前
藩
兵
と
援
軍
派
兵
さ

れ
た
弘
前
藩
兵
が
藤ふ

じ

山や
ま

村む
ら

に
集
結
。
10
月
22
日

未
明
、
隣
接
す
る
峠

と
う
げ

下し
た

村む
ら

ま
で
歩
を
進
め
て
い

た
旧
幕
府
軍
使
者
ら
に
対
し
夜
襲
を
し
か
け
ま

す
。
こ
こ
に
、
こ
の
後
約
半
年
に
渡
る
箱
館
戦

争
が
幕
を
開
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
し
た
…
。

＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝

　

次
回
は
、
史
料
分
析
に
よ
り
そ
の
詳
細
な
経

過
が
明
ら
か
に
な
っ
た
箱
館
戦
争
に
お
け
る
最

初
の
大
規
模
戦
闘
・
「
大お

お

野の

口ぐ
ち

の
戦

た
た
かい

」
（
通

称
：
意お

冨お

比ひ

神じ
ん

社じ
ゃ

の
戦
い
）
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
　
　
　

（
郷
土
資
料
館　

時
田　

太
一
郎
）


