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大
岩 
下  
郷 
集
落
に
は
地
元
の
氏
子
十
五
軒

し
も 
ご
う

で
守
っ
て
い
る
「 
瘡  
守  
稲  
荷  
神  
社 
」
と
い
う

か
さ 
も
り 
い
な 
り 
じ
ん 
じ
ゃ

小
さ
な
神
社
が
あ
り
ま
す
。
聞
き
な
れ
な
い

名
前
の
神
社
で
す
が
、
病
と
闘
っ
て
き
た

人
々
の
願
い
の
込
め
ら
れ
た
神
社
な
の
で
す
。
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疱
瘡
と
い
う
病
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

 
痘  
瘡 
、 
天  
然  
痘 
と
も
言
わ
れ
る
感
染
症
で
現

と
う 
そ
う 

て
ん 
ね
ん 
と
う

在
は
撲
滅
宣
言
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
江

戸
時
代
ま
で
は
多
く
の
人
が
一
生
に
一
度
は

か
か
る
病
で
し
た
。
発
熱
し
、
体
中
に
ぶ
つ

ぶ
つ
と
発
疹
が
現
れ
、
掻
く
と
あ
ば
た
に

な
っ
て
跡
が
残
る
た
め
、
よ
く
「
疱
瘡
の
見

目
さ
だ
め
、
は
し
か
の
命
さ
だ
め
」
な
ど
と

言
わ
れ
ま
し
た
。
顔
に
あ
ば
た
が
残
る
こ
と

で
嫌
が
ら
れ
た
病
気
で
す
が
、
子
ど
も
が
か

か
る
と
命
に
も
か
か
わ
る
危
険
な
病
気
だ
っ

た
の
で
す
。

　

よ
う
や
く
幕
末
頃
か
ら
「 
種  
痘 
」
と
い

し
ゅ 
と
う

う
免
疫
療
法
が
輸
入
さ
れ
広
が
り
始
め
ま

し
た
。
疱
瘡
は
は
し
か
と
同
じ
よ
う
に
一

度
か
か
れ
ば
二
度
と
か
か
ら
な
い
こ
と
が

知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
性
質
を
生
か
し

て
、
弱
い
ウ
イ
ル
ス
を
皮
膚
に
接
種
し
、

免
疫
を
作
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

で
は
そ
れ
以
前
は
？

　

対
処
法
が
な
い
の
で
神
仏
へ
祈
る
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
疱
瘡
神
を
祀
る
こ
と
で
疱

瘡
に
か
か
ら
な
い
よ
う
、
ま
た
か
か
っ
て

も
軽
く
済
む
よ
う
に
願
っ
た
の
で
す
。
そ

の
代
表
的
な
神
社
が
瘡
守
神
社
で
、「
笠

森
神
社
」
と
字
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
東
京
谷
中
の
笠
森
稲
荷
神
社
は

美
人
画
の
「
笠
森
お
せ
ん
」
と
と
も
に
有

名
で
す
。

　

大
岩
下
郷
集
落
に
は
市
内
唯
一
の
瘡
守

稲
荷
神
社
が
あ
り
ま
す
。
昔
は
で
き
も
の

を
「
く
さ
」
な
ど
と
言
っ
た
た
め
、「
く

さ
っ
ぽ
の
神
様
」
と
呼
ば
れ
、
で
き
も
の

が
で
き
る
と
土
だ
ん
ご
を
丸
め
て
供
え
、

治
癒
を
願
っ
た
と
い
い
ま
す
。
今
は
地
元

の
人
々
か
ら
「
お
稲
荷
さ
ん
」
と
し
て
親

し
ま
れ
て
い
る
た
め
、
も
と
も
と
疱
瘡
や

で
き
も
の
の
神
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る

人
は
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

毎
年
二
月
の
初
午
と
十
一
月
十
二
日
の

お
祭
に
は
赤
飯
、
油
揚
げ
、
ツ
ム
ジ
ッ
カ

エ
リ
（
ス
ミ
ツ
カ
レ
＝
茨
城
県
西
部
・
栃

木
県
の
郷
土
料
理
で
鮭
の
頭
を
煮
込
ん
だ

も
の
に
粗
く
お
ろ
し
た
大
根
・
人
参
・
酒

粕
・
油
揚
げ
な
ど
を
刻
ん
で
入
れ
、
長
時

間
煮
込
ん
だ
も
の
）
を
お
供
え
し
、
氏
子

た
ち
は
神
社
下
の
個
人
宅
で
お
茶
飲
み
を

し
て
解
散
し
ま
す
。
こ
の
神
社
の
社
殿
は

ワ
ラ
ホ
ウ
デ
ン
で
、
十
一
月
の
お
祭
で
そ

の
年
の
当
番
が 
注  
連  
縄 
と
と
も
に
造
り
替

し 

め 
な
わ

え
て
い
ま
す
。
写
真
の
よ
う
に
瘡
守
稲
荷

神
社
、
大
山
祇
神
社
、
熊
野
神
社

の
三
社
が
並
ん
だ
ワ
ラ
ホ
ウ
デ
ン

を
造
り
ま
す
。
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種
痘
と
い
う
予
防
医
学
が
広
ま

る
前
に
は
護
符
や 
呪 
い
な
ど
の

ま
じ
な

「
神
頼
み
」
が
唯
一
の
方
法
で
し

た
。
疱
瘡
を
も
た
ら
す
疫
神
は
赤

色
を
嫌
が
る
と
さ
れ
、
赤
い
色
の

呪
符
や
玩
具
、
疱
瘡
神
を
退
治
し

た
と
さ
れ
る 
源 

み
な
も
と
の 
為  
朝 
の
絵
札
を
掲
げ
る

た
め 
と
も

な
ど
様
々
な
こ
と
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
中

で
も
興
味
深
い
の
は
「
疱
瘡
神
の
詫
び
証

文
」
と
称
さ
れ
る
証
文
が
時
た
ま
発
見
さ

れ
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
栃
木
県
や
茨
城

県
の
南
西
部
を
中
心
に
関
東
地
方
に
特
徴

的
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
市
内
で
も
見
受

け
ら
れ
ま
す
。

　

五
名
の
疱
瘡
神
か
ら
、
疱
瘡
除
け
の
力

が
あ
る
と
さ
れ
る
「
若
狭
小
浜
六
郎
左
衛

門
」
あ
る
い
は
「
仁
賀
保
金
七
郎
」「
鎮

西
八
郎
」（
源
為
朝
の
こ
と
）
等
宛
に
、

疱
瘡
を
流
行
ら
せ
た
悪
事
を
反
省
し
、
六

郎
左
衛
門
ら
の
名
の
記
さ
れ
た
家
に
は
決

し
て
入
ら
な
い
こ
と
を
誓
う
旨
が
書
か
れ

た
も
の
で
、
護
符
の
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
し
た
。
自
分
で
書
き
写
し
た
り
、
行
者

の
よ
う
な
人
物
が
販
売
し
た
り
し
て
広

ま
っ
た
よ
う
で
す
。
お
そ
ら
く
家
の
門
口

に
貼
っ
た
り
神
棚
に
置
か
れ
た
り
し
た
も

の
で
し
ょ
う
。
文
書
の
中
に
疱
瘡
に
罹
っ

た
子
ど
も
の
名
が
書
か
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
疱
瘡
を
軽
く

済
ま
せ
て
成
長
し
て

も
ら
い
た
い
と
い
う

親
た
ち
の
切
な
る
願

い
が
伝
わ
っ
て
く
る

も
の
で
す
。

　

※
吉
村
一
氏
に
聞

き
取
り
調
査
に
御
協

力
い
た
だ
き
ま
し

た
。

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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▲瘡守稲荷神社（大岩下郷）

▲疱瘡神の詫び証文（大町昌寿家文書）




