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今
回
ご
紹
介
す
る
土
手
稲
荷
神
社
も
江

戸
時
代
以
来
、
水
害
を
鎮
め
る
た
め
に
祀

ら
れ
て
き
た
水
神
で
す
。

　

祭
神
は
稲
荷
神
社
の
主
神
、
宇う

迦か

之の

御み
た
ま
の
お
お
か
み

魂
大
神
と
、
水
神
と
し
て
も
祀
ら
れ
る

弁べ
ん

財ざ
い

天て
ん

（
弁
天
さ
ま
）
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
後
半
、
一
八
五
〇
年
頃
に

作
ら
れ
た
絵
図
面
「
小
貫
村
田
畠
実
地
絵

図
」
に
は
、
沼
の
ほ
と
り
に
土
手
稲
荷
神

社
が
朱
塗
り
の
社
殿
で
描
か
れ
て
い
て
、

「
イ
ナ
リ　

水
神
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

稲
荷
神
社
と
水
神
を
合
祀
し
た
の
は
明
治

四
十
年
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
江
戸

時
代
の
絵
図
で
は
す
で
に
同
じ
社
地
内
に

祀
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

こ
の
時
は
現
在
の
社
寺
で
あ
る
岩
上
江

西
集
落
（
以
下
現
社
地
）
よ
り
も
北
の
石い

し

倉く
ら

道み
ち

西に
し

集
落
（
以
下
旧
社
地
）
に
所
在
し

て
い
ま
し
た
。
現
在
地
で
は
、
小
貫
地
区

の
久
慈
川
左
岸
の
堤
防
の
北
端
付
近
に
あ

た
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
現
社
地
と
、
推

定
さ
れ
る
旧
社
地
の
距
離
は
二
百
メ
ー
ト

ル
ほ
ど
で
す
。

　

旧
社
地
か
ら
現
社
地
へ
の
移
動
は
、
明

治
四
十
年
代
に
入
り
、
久
慈
川
に
堤
防
を

築
い
た
時
の
こ
と
で
す
。

　

そ
の
後
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
の

洪
水
で
社
殿
が
流
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
わ
ず

か
二
十
年
後
の
昭
和
十
三
年（
一
九
三
八
）

の
水
害
時
に
も
社
地
も
ろ
と
も
流
さ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
集
落
住
民
に
も
大
き
な
被

害
が
出
て
、
復
旧
に
も
多
く
の
時
間
と
労

力
が
か
か
り
ま
し
た
。
社
地
を
流
さ
れ
た

土
手
稲
荷
神
社
は
、
被
害
の
小
さ
か
っ
た

旧
社
地
付
近
の
堤
防
上
に
移
さ
れ
て
復
旧

を
見
守
り
ま
し
た
。

　

堤
防
は
順
次
、南
に
向
か
っ
て
築
か
れ
、

昭
和
十
六
年
頃
に
は
元
の
土
手
稲
荷
神
社

の
南
側
ま
で
到
達
し
ま
し
た
。
土
手
稲
荷

神
社
は
現
社
地
の
西
側
の
堤
防
上
に
還か

え

る

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
同
年
に
は
土
手
稲
荷
神
社
の

南
の
岩い

わ

崎さ
き

江え

堰せ
き

付
近
で
二
カ
所
が
決
壊
、

神
社
は
流
さ
れ
ず
に
済
ん
だ
も
の
の
、
集

落
は
再
び
浸
水
被
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し

た
。
築
堤
を
中
心
と
し
た
復
旧
事
業
が
進

む
中
で
、
そ
れ
を
阻は

ば

む
か
の
よ
う
な
水
害

の
到
来
は
、
水
神
へ
の
住
民
の
信
仰
を

一
層
篤あ

つ

く
し
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
水
害
や
砂
利
採
取
で

荒
れ
て
し
ま
っ
た
土
地
を
整
備
す
る
た
め

耕
地
整
理
が
始
ま
り
、
昭
和
六
十
二
年
に

完
了
し
ま
し
た
。
こ
の
時
、
も
と
も
と
の

神
社
の
土
地
が
堤
防
の
内
側
に
入
っ
て
し

ま
う
た
め
、
堤
防
の
外
側
の
平
地
の
一
角

を
現
社
地
と
し
て
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま

す
。

◇
土
手
稲
荷
神
社
の
お
祭
り

　

土
手
稲
荷
神
社
で
は
年
に
三
回
の
祭
り

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

土
手
稲
荷
神
社

◇
水
害
の
度
に

　

流
さ
れ
た
神
社

　

山
方
地
域
小お

貫ぬ
き

地

区
の
岩い

わ

上か
み

江え

西に
し

集
落

は
、
久
慈
川
左
岸
に

広
が
る
水
田
地
帯
で

す
。
こ
の
堤
防
沿
い

の
水
田
の
中
に
ひ
と

き
わ
印
象
的
な
朱
色

の
社
殿
が
建
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
が
土
手

稲
荷
神
社
で
す
。

　

土
手
稲
荷
神
社
の

あ
る
小
貫
地
区
は
、
久
慈
川
が
大
き
く
Ｓ

字
状
に
湾
曲
す
る
内
側
に
位
置
す
る
た

め
、
水
害
に
見
舞
わ
れ
や
す
い
土
地
で
し

た
。
そ
の
た
め
古
く
か
ら
各
所
に
水
神
が

祀
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

二
月
の
初は

つ

午う
ま

と
八
月
の
盂う

蘭ら

盆ぼ
ん

、
十
一

月
十
五
日
の
例
祭
で
、
初
午
と
例
祭
は
日

中
に
行
わ
れ
、
盂
蘭
盆
は
夕
方
か
ら
夜
に

か
け
て
行
わ
れ
ま
す
。
一
年
交
代
で
回
っ

て
く
る
氏う

じ

子こ

惣そ
う

代だ
い

が
祭
り
を
取
り
仕
切
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

祭
り
で
は
氏
子
惣
代
や
役
員
た
ち
が
社

殿
で
神
事
を
進
め
、
参
拝
し
て
く
る
地
域

住
民
に
御お

神み

酒き

を
授
け
る
な
ど
の
接
待
を

し
、
歓
談
し
て
過
ご
し
ま
す
。

　

次
号
で
は
土
手
稲
荷
神
社
の
社
殿
横
に

並
ぶ
石
造
物
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

※
檜
山
正
明
さ
ん
、
美
知
子
さ
ん
、
成
里

人
さ
ん
に
聞
き
取
り
調
査
に
ご
協
力
い

た
だ
き
ま
し
た
。
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▲土手稲荷神社の旧社地と推定される場所。
　久慈川の堤防の北端

▲現在の土手稲荷神社

▲江戸時代の絵図に記載される
土手稲荷神社
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