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高
部
の 
東 
ひ
が
し 
河  
戸 
地
区

ご 

と

に
は
、
江
戸
時
代
後
半

に
作
ら
れ
た
水
分
神
社

が
あ
り
ま
す
。

　

水
分
神
社
は
多
く
の

場
合
「
み
く
ま
り
じ
ん

じ
ゃ
」
と
読
み
、
水
源
、

 
分  
水  
嶺 
（
分
水
界
と
な

ぶ
ん 
す
い 
れ
い

る
山
の
尾
根
や
山
脈
）

を
守
護
し
流
水
の
分
配

を 
掌 
る
神
の
こ
と
を
い

つ
か
さ
ど

い
ま
す
。
今
か
ら
お
よ

そ
一
三
〇
〇
年
前
の
奈

良
時
代
に
編
さ
ん
さ
れ

た
『 
延  
喜  
式 
』
に
は
、
国
の 
水  
分  
神 
と
し

え
ん 
ぎ 
し
き 

み
く 
ま
り 
し
ん

て
大
和
国
（
奈
良
県
）
の
吉
野
水
分
神
社

な
ど
四
社
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た

ち
の
生
活
と
不
可
分
な
水
に
対
し
て
古
代

の
人
々
は
敬
意
を
持
っ
て
接
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�


　

高
部
の
水
分
神
社
は
「
み
ず
わ
け
じ
ん

じ
ゃ
」
と
読
み
、
地
元
の
人
々
か
ら
「 
水 すい

 
神 
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

じ
ん

　

今
か
ら
二
百
年
ほ
ど
前
の
十
八
世
紀
後

半
以
降
、
関
東
、
東
北
地
方
は
天
候
不
順

に
よ
り
相
次
ぐ 
飢  
饉 
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。

き 
き
ん

　

特
に
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
か
ら
同

九
年
に
か
け
て
関
東
、
東
北
地
方
を
襲
っ

た
天
明
の
大
飢
饉
で
は
多
く
の
餓
死
者
が

出
ま
し
た
。
水
戸
領
内
で
も
天
明
三
年
か

ら
同
七
年
に
か
け
て
凶
作
が
続
き
、
深
刻

な
飢
饉
に
陥
り
ま
し
た
。 ��

���
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み
ず 
わ
け

　
 
氷  
之  
沢 
の
栗
田
勤
家
に
伝
わ
る
「
天
明

ひ 

の 
さ
わ

飢
饉
集
草
稿
」
は
、
こ
の
天
明
の
飢
饉
の

状
況
を
伝
え
、
子
孫
へ
の
教
訓
と
す
る
た

め
に
、
飢
饉
が
あ
っ
た
天
明
三
年
の
お
よ

そ
四
十
年
後
の
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）

に
記
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
は
、
天

明
三
年
の
浅
間
山
噴
火
で
上
州（
群
馬
県
）

周
辺
で
の
人
馬
の
被
害
が
「
幾
千
万
」
に

も
上
っ
た
こ
と
や
、
昔
か
ら
東
西
金
砂
神

社
の
大
祭
礼
の
前
は
飢
饉
に
な
る
と
い
っ

た
言
い
伝
え
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
七
十

二
年
に
一
度
行
わ
れ
る
大
祭
礼
を
四
年
後

の
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
に
控
え
、
言

い
伝
え
が
現
実
に
な
る
不
安
を
感
じ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
村
人
が
重
要
な

資
金
源
で
あ
っ
た 
楮 
の
栽
培
を
や
め
て
、

こ
う
ぞ

食
糧
確
保
の
た
め
山
に
入
っ
て 
蕨 
わ
ら
び

や 
葛 
を
く
ず

掘
っ
て
ば
か
り
い
る
こ
と
、
集
め
た
葛
も

食
べ
方
を
知
ら
な
い
の
で
大
半
を
無
駄
に ▲水分神社

し
て
い
る
こ
と
な
ど
を 
歎 
き
、
そ
の
製
法

な
げ

に
つ
い
て
も
記
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
の
天
候
不
順
は
大
雨
に
よ

る
災
害
も
も
た
ら
し
ま
し
た
。
天
明
六
年

七
月
は
雨
が
多
く
、
特
に
十
三
日
か
ら
十

七
日
ま
で
の
五
日
間
降
り
続
い
た
雨
で
、

東
河
戸
で
山
崩
れ
が
起
き
、
二
軒
の
家
が

押
し
流
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
土
砂
で
水
が

堰
き
止
め
ら
れ
、「 
猿  
畑  
沼 
」
と
い
う
沼
が

さ
る 
は
た 
ぬ
ま

で
き
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
（
現
在
は
あ

り
ま
せ
ん
）。

　

こ
の
災
害
後
、
村
の
安
全
と
子
孫
へ
の

教
訓
と
し
て
建
て
ら
れ
た
の
が
こ
の
神
社

で
す
。
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
に
は
天

明
六
年
の
洪
水
被
害
の
記
念
碑
も
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
天
明
六
年
か
ら
百
三
十
五
年

が
過
ぎ
た
こ
の
時
期
に
な
ぜ
石
碑
が
建
て

ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

奇
し
く
も
こ
の
前
年
の
大
正
九
年
十
月

は
「
国
勢
調
査
の
大
水
」
と
い
わ
れ
、
那

珂
川
・
久
慈
川
を
始
め
と
し
、
緒
川
流
域

も
大 
氾  
濫 
を
起
こ
し
ま
し
た
。
茨
城
県
管

は
ん 
ら
ん

内
の
死
者
は
九
十
二
人
に
上
り
（
一
説
に

七
十
八
人
）、
檜
沢
・
小
瀬
・
野
口
で
は
死

者
五
十
一
名
を
出
す
未
曾
有
の
災
害
と
な

り
ま
し
た
。
東
河
戸
の
人
々
は
、
両
親
、

祖
父
母
か
ら
常
日
頃
聞
か
さ
れ
て
き
た
江

戸
時
代
の
災
害
の
様
子
を
次
代
に
伝
え
る

た
め
、
石
碑
を
建
立
し
た
の
で
し
ょ
う
。

石
碑
の
下
部
に
は
横
書
き
で
右
か
ら
「
山

崩
止
」
と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
山
崩
れ
が

起
き
な
い
よ
う
に
、
と
の
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。
今
で
も
地
元
の
人
々

は
「
い
つ
の
時
代
か
わ
か
ら
な
い
が
、
昔
、

山
崩
れ
で
家
が
二
軒
埋
ま
っ
て
…
」
と
江

戸
時
代
の
災
害
の
話
を
し
て
く
れ
ま
す
。
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水
分
神
社
で
は
、
年
に
一
度
、
八
月
十

六
日
に
お
祭
り
が
あ
り
ま
す
。

　

東
河
戸
上
組
の
氏
子
が
世
話
人
と
な

り
、
提
灯
や
お 
神  
酒 
な
ど
を
準
備
し
、
地

み 

き

区
の
人
々
が
お
参
り
に
来
ま
す
。
猿
畑
沼

が
消
滅
し
た
り
、
バ
イ
パ
ス
が
造
ら
れ
て

神
社
や
石
碑
の
位
置
が
変
わ
っ
た
り
し
ま

し
た
が
、
祭
り
は
現
在
も
途
絶
え
る
こ
と

な
く
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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史
民
俗
資
料
館
大
宮
館　

�
　

－

１
４
５
０

５２

▲天明飢饉集草（栗田勤氏所蔵）

▲天明水神社石碑




