
パイナップルの
ヘタを植える

泉
南
市
立
公
民
館

公
開
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
講
座

コロナ禍でも、多くの方々に公民館講座を体験していただくため、あ
えて受講生を集めず、ポスター、冊子、ウェブサイトなどで講座内容をお
伝えしています。この機会に「新型公民館講座」を体験してくださいね。

【主催】泉南市文化振興課（樽井公民館）〒590-0521 泉南市樽井6-11-16
休館日 月曜午後、火曜日、祝日 ☎ 072-483-4361 FAX 072-483-438
E-mail tarui-k@city.sennan.lg.jp 担当 小西

パイナップルを丸ごと買ったときについてい
るクラウン（ヘタ）を土に植えると・・・
パイナップルが再生します。そのまま育てて
パイナップルを鑑賞～収穫しよう♪
詳しくは、チラシやガイドブックを見てね！

根っこが出たよ♪
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日本に伝わる妖怪「アマビエ」（あまびこ）をご存知ですか？ 
 

半魚人のような姿で、海中から光を放って現われ、 

豊作や疫病対策などの予言をしたとされる伝説の妖怪です。 
 

 

 

 

 

 

同年 8月から泉南市立公民館では、 

アマビエをモチーフにした様々な作品を募集してきました。 

現在、樽井公民館と本市ウェブサイトにて展示会を開催しています。 
 

下記内容で募集延長を行いますので、みなさまのご応募をお待ちしております。     
 

【内容】陶芸、粘土細工類、衣類（Tシャツ・セーター・刺繍・かぶりもの）、 

絵（水墨画・油絵・水彩画・イラスト・マンガ）、 

ステッカー・アイコン・バナーなど、いろいろと募集します。 

【場所】泉南市立樽井公民館 １階フロア、本市ウェブサイト 

【展示期間】基本、各作品を受付後、終了するまで。 

【対象】応募作品を樽井公民館まで搬入・搬出できる方。 

【申込み】指定応募用紙にご記入の上、作品に添えて申し込んでください。 

教育委員会、市内４公民館、図書館で募集要項、応募用紙を配布しています。 

また、本市ウェブサイト公民館ページからもダウンロード可能です。 

  
 
 

 

【申込期限】当面の間、作品を受付いたします♪（随時受付） 
 

☆みなさまのご応募をお待ちしております☆ 

 

アマビエ作品大募集 

 

↑肥後国海中の怪（アマビエの図） 

京都大学附属図書館所蔵から引用。 

疫病退散   ★延長決定☆彡 

募集要項あります 

ここにない物も可能 

 

も可能 

令和２年から厚生労働省が、 

「アマビエをモチーフにした啓発アイコン」を

作成し、感染拡大防止を呼びかけています↓ 

 

泉南アマビエ 検索 

【応募先・お問い合わせ】泉南市文化振興課（樽井公民館） 

〒590-0521泉南市樽井 6-11-16 （電話）072-483-4361 

（FAX）072-483-4380 （E-mail）tarui-k@city.sennan.lg.jp  Ver.2021_0520 

月曜午後、火曜日、

祝日は休館日 
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気象災害に備える
防災資料展

【と き】６月～８月１８日（水）予定 ９時～17時
＜月曜午後・火曜日・祝日は休館日＞

【ところ】泉南市立樽井公民館 ２階フロア

忘れないで！あのときのこと

気象庁の最新資料を展示。
展示資料と同じリーフレットを
お持ち帰りできます。（数量限定）

無料

準備できるのは、
今
し
か
な
い
！

・避難情報の表 ・キキクル ・台風 ・竜巻 ・雨と風 ・黄砂情報 ・紫外線情報
展示内容 ・数値予報 ・推計気象分布 ・地球温暖化 ・熱中症 ・季節ごとの案内 ・Ｑ＆Ａ

・急な大雨・雷・竜巻 ―ナウキャストの利用と防災― ・気候変動2018レポート など

備えたことしか 、
役に立たなかった！

気
象
防
災
の

知
識
を
学
ん
で

有
事
に
備
え
る

【主催】 泉南市文化振興課公民館係（樽井公民館）
休館日 月曜午後、火曜日、祝日 〒590-0521 泉南市樽井6-11-16
☎ 072-483-4361 FAX 072-483-4380 本資料展は防災士が企画しました。
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キキクル 検索

気象防災の
知識を高め、
有事に備え
てください ⚡

これら気象庁の資料等を
パネル化して展示しています。

ご来館が難しい方は、
下記のように検索してください。

気象庁のサイトで、
資料をご覧いただけます。

また、こちら ↓ も検索してくださいね♪

気象庁刊行物 検索

泉南市公民館最新情報 検索

おすすめ ⚡

今いる場所の
危険が分かる ⚡
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主催 泉南市文化振興課（樽井公民館）
☎ 072-483-4361 FAX 072-483-4380
E-mail tarui-k@ｃity.sennan.lg.jp
住所 泉南市樽井6-11-16
（休館日 月曜午後、火曜日、祝日）

～未来へつなぐ小さな展示会
～

場所 泉南市立樽井公民館 2階フロア

世界遺産とは 関西地方の世界遺産について

9/1
（水）

12/20（月）

泉南市の文化財について

→海会寺跡

→山田家住宅

→紀州街道（熊野街道）信達宿

世界遺産を守る取組について

展
示
内
容

たのしむ

令和３年

オンライン展示会はこちら 「泉南市世界遺産オンライン」で検索

https://www.city.sennan.lg.jp/kanko/bunka/koushu/1631077291958.html
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お気軽にお越しください☺
ご来館の際は、必ずマスク着用で
お願いいたします。

2

4

和室入口

給湯室

樽井公民館2階フロア 展示のご案内

階段 階段

1

2
4

3

4

1

文化遺産 897

自然遺産 218

複合遺産 39

総計 1154件

2021年7月時点

世界遺産登録数

日本からはいくつ世界遺産

として登録されているので

しょうか。

関西地方の

世界遺産

関西地方からは、

6件の世界遺産が

登録されています。

泉南市にも、世界遺産に匹敵

する文化財が多くあります。これらも、

過去から現在へと引き継がれたとても

大切な宝物です。

公民館に来て、みんなで一緒に

学んで、未来につなげて

いきましょう。

3
世界遺産を未来

につないでいくために

様々な活動が行われて

います。

私たちにもできること

があるはずです。身近な

ことに照らし合わせて

考えてみましょう。

・古都京都の文化財

・百舌鳥・古市古墳群

-古代日本の墳墓群-

・姫路城

・法隆寺地域の

仏教建造物

・古都奈良の文化財

・紀伊山地の

霊場と参詣道

世界遺産は、

地球の生成と人類の歴

史によって生み出され、

過去から現在へと引き

継がれてきたかけがえ

のない宝物です。

様々なリーフレットや

写真、資料を

展示しています。

エレベーター

トイレ
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北朝鮮による日本人拉致問題
公民館パネル展

泉南市立樽井公民館 １階フロア（樽井6-11-16）
令和３年11月４日（木）～12月16日（木） 月曜以外 ９時～17時
＜休館日にご注意＞月曜午後、火曜日、祝日、11/24（水）

ミニチラシ ↓ あります

＜主催・お問い合わせ＞ 泉南市教育委員会 文化振興課 ☎072-483-4361 担当 小西

みんなで意見を共有できる
メッセージボードも設置しています。

必
ず

取
り
戻
す
！

内閣官房 拉致問題対策本部 作成パネルを展示しています。
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有事の際、不足するボランティアを確保するため、
事前の学習機会として、このパネル展を開催♪

ボランティア週間（令和４年１月15日～１月21日）関連事業
東日本大震災発災11年～12年目に向けた震災伝承事業

【主催・問合せ】 泉南市教育委員会 文化振興課 公民館係（樽井公民館）
（休館日）月曜午後、火曜日、祝日 〒590-0521 泉南市樽井6-11-16
☎ 072-483-4361 FAX 072-483-4380 （担当）小西 未年彦

【内容監修】岩手県宮古市災害ボランティアセンター
【開催協力】泉南市ボランティアセンター

災害ボランティアパネル展

東日本大震災の教訓を活かして、コロナ禍の災害を乗り越える！

あなたの事前行動が、地域防災力を高めます！

【と き】令和４年１月12日（水）～３月31日（木）９時～17時

＜月曜午後・火曜日・祝日は休館日＞
【ところ】泉南市立樽井公民館 ２階フロア(樽井6-11-16)

＜パネル展の内容＞ 裏面も見てね！
・災害ボランティアの基礎知識（入門）
・実践的ノウハウ
・最新情報
・過去の事例
・泉南市でのボランティア登録方法
などを分かりやすく解説！

無料

泉南市立公民館講座☆家庭内防災計画シリーズ

会場では、全パネルを凝縮
してまとめた特製冊子を配
布しています。
また、メッセージボードも
設けました。皆様のご意見
ご感想を。みんなで共有で
きればと思います。

オンラインパネル展も同時開催

【内容監修】岩手県宮古市災害ボランティアセンター 【開催協力】泉南市ボランティアセンター

コロナ禍、災害ボランティアは、地元で必要数を確保する時代です！

災害ボランティア入門から、経験者までの幅広い内容です♪

マスクを着けて
来てくださいね。

泉南市災害ボランティアパネル展 検索
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パネル展の「特別付録」として、全パネルの内容を凝縮してまとめた「特製冊子」を
２種類作成しました。（入門と実践） 会場では、それらをお持ち帰りいただけます♪
また、パネル展のウェブサイトでは、そのPDFをダウンロードできます♪(^^♪

パネル展は、オンラインでも開催しています。パネルのPDFもダウンロードできます♪
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ど
こ

見
ろ
い
っ
ぱ
い
泉
南
市

1 山
田
家
は
、泉
南
地
域
の
大
庄
屋
屋
敷
と
し

て
江
戸
時
代
の
姿
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
留
め

た
、極
め
て
重
要
な
建
造
物
で
す
。

2
0
0
2
(平
成
１
４
)年
、市
内
で
は
初
の
国
登

録
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。主
屋
の
他
７

件
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

山
田
家
住
宅

遥
拝
所
と
は
、
種
河
神
社
の

神
様
を
祀
り
、こ
の
場
所
を
お

参
り
す
る
こ
と
で
種
河
神
社

に
お
参
り
し
た
と
す
る
場
所

の
こ
と
で
す
。

兎
田
牛
神
/

種
河
神
社
遥
拝
所

2

3
種
河
神
社

春
に
は
桜
が
咲
き
誇
り
、桜
の
名
所
と
し
て
有
名
で
、７
月
に
は
祇
園
祭

（
ぎ
お
ん
さ
ん
）
が
行
わ
れ
、た
く
さ
ん
の
露
店
が
並
び
賑
わ
い
ま
す
。

種
河
神
社
の
隣
に
位
置
し
、

平
安
時
代
中
期
か
ら
後
期
に

つ
く
ら
れ
た
薬
師
如
来
坐
像
が

所
在
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
は
、

泉
南
市
で
最
も
古
い
仏
像
と

な
り
ま
す
。

北
向
薬
師
堂

4

畦
の
谷
地
蔵
尊

谷
の
岩
が
常
に
湿
っ
て
お
り
、汗
を
か
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
「
汗
の
谷
」
と

な
り
、「
畦
の
谷
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

5
6
青
少
年
の
森

野
外
活
動
の
拠
点
と
な
る
大
屋
根
教
室
や
自
然
を

散
策
で
き
る
森
林
学
習
歩
道
、バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

が
で
き
る
野
鳥
観
察
施
設
な
ど
、
自
然
と
ふ
れ
あ
う

場
が
充
実
し
て
い
ま
す
。

8

3
6 石
室
と
は
石
を
積
み
上
げ
て
つ
く
る
お
墓
の
こ
と
で

す
。
双
子
池
付
近
の
発
掘
調
査
で
発
見
さ
れ
ま
し

た
が
、現
在
は
小
学
校
の
敷
地
内
に
移
さ
れ
て
い

ま
す
。
出
土
遺
物
等
か
ら
７
世
紀
前
半
の
も
の
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

男
神
社
の
拝
殿
は
国
登
録
文
化
財
に
登
録

さ
れ
て
い
ま
す
。本
殿
等
は
府
指
定
有
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、さ
ら
に
、社
叢
は

大
阪
み
ど
り
の
百
選
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。ま

た
、毎
年
５
月
頃
に
は
ヒ
メ
ボ
タ
ル
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。ホ
タ
ル
の
生
息
場
所
と
し
て

水
辺
が
よ
く
あ
げ
ら
れ
ま
す
が
、ヒ
メ
ボ
タ
ル

は
水
辺
で
な
く
て
も
森
や
林
な
ど
湿
気
の
多

い
と
こ
ろ
で
生
息
し
ま
す
。

雄
信
小
学
校
小
石
室

男
神
社

3
7

岡
田
浦
の
ハ
マ
ヒ
ル
ガ
オ

見
ご
ろ
は
5
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
で
、砂
浜
を

埋
め
尽
く
す
よ
う
に
薄
ピ
ン
ク
色
の
花
が
咲
き
ま
す
。

4
2

お
か
だ
う
ら

う
つ

北
野
牛
神

4
1

き
た
の
う
し
が
み

御
祭
神
は
素
戔
嗚
尊
（
須
佐
之
男
命
）

で
、昔
は
呉
服
大
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。現
在
は
、他
の
神
社
か
ら
御
祭
神

が
移
さ
れ
、複
数
の
神
様
が
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。「
岡
田
の
え
び
す
さ
ん
」
と
し
て
古
く

か
ら
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

里
外
神
社

り
げ
じ
ん
じ
ゃ

ご
さ
い
じ
ん

す
さ
の
お
の
み
こ
と

く
れ
は
だ
い
み
ょ
う
じ
ん

ま
つ

4
0

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、弥
生
時
代
前
期
の
集
落
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。現
在

は
、秋
に
な
る
と
黄
色
く
染
ま
っ
た
イ
チ
ョ
ウ
並
木
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
道
市
場
岡
田
線

3
9

い
ち
ど
う
い
ち
ば

お
か
だ
せ
ん

は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

3
8 花
菖
蒲
が
大
切
に
育
て
ら
れ
、5
月
末

か
ら
見
ご
ろ
を
迎
え
ま
す
。

浄
光
寺

じ
ょ
う
こ
う
じ

は
な
し
ょ
う
ぶ

お
の
じ
ん
じ
ゃ

は
い
で
ん ほ
ん
で
ん

し
ゃ
そ
う

し
っ
け

せ
き
し
つ

は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

お
の
し
ん
し
ょ
う
が
っ
こ
う

し
ょ
う
せ
き
し
つ

し
ゅ
つ
ど
い
ぶ
つ

や
ま
だ
け
じ
ゅ
う
た
く

だ
い
し
ょ
う
や
や
し
き

と
ど

う
さ
い
だ

う
し
が
み

た
ね
が
わ
じ
ん
じ
ゃ

よ
う
は
い
じ
ょ

た
ね
が
わ
じ
ん
じ
ゃ

ぎ
お
ん
ま
つ
り

ろ
て
ん

き
た
む
か
い
や
く
し
ど
う

や
く
し
に
ょ
ら
い
ざ
ぞ
う

あ
ぜ

た
に
じ
ぞ
う
そ
ん

し
め

せ
い
し
ょ
う
ね
ん

も
り

お
お
や
ね
き
ょ
う
し
つ

き
ょ
て
ん

ま
つ

や
ち
ょ
う
か
ん
さ
つ
し
せ
つ

じ
ゅ
う
じ
つ

文
化
財

大
阪
み
ど
り
の
百
選

花
の
名
所

樹
木
の
名
所

泉
南
市
の
牛
神
信
仰

う
し
が
み
し
ん
こ
う

泉
南
地
域
の
各
集
落
で
は
、牛
神
が
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。農
業
が
飼
育
す
る
牛
の
無
事
息
災
を

祈
願
し
て
祀
る
民
間
信
仰
の
神
様
で
す
。

ま
つ

ぶ
じ
そ
く
さ
い

き
が
ん

み
ん
か
ん
し
ん
こ
う

社
叢
と
は
神
社
に
お
い
て
社
殿
や
境
内
を
囲
う
よ
う
に
密
生
し
て
い
る
林
の
こ
と
で
す
。

し
ゃ
そ
う

し
ゃ
で
ん

け
い
だ
い

み
っ
せ
い

1

目
的
別
に
上
記
の
マ
ー
ク
を

つ
け
て
い
ま
す
！

に
ぎ

【
作
成
・
問
合
せ
】
泉
南
市
立
樽
井
公
民
館

☎
0
7
2
-
4
8
3
-
4
3
6
1

こ
の
マ
ッ
プ
は
樽
井
公
民
館
の
職
員
が
市
内
の
様
々

な
文
献
を
も
と
に
名
所
を
選
び
出
し
、
実
際
に
現
場
を

訪
れ
取
材
し
て
作
成
し
た
も
の
で
す
。

※
こ
の
マ
ッ
プ
の
内
容
は
令
和
4
年
3
月
現
在
の
も
の
で
す
。

資料14-10



塙
団
右
衛
門
は
大
坂
夏
の
陣
の
樫
井
合
戦

で
、豊
臣
方
の
大
将
と
な
り
、徳
川
方
と
戦

い
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
地
で
討
死
し
ま
し

た
。お
墓
が
建
て
ら
れ
て
か
ら
、地
元
の
方
々

に
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

塙
団
右
衛
門
の
五
輪
塔

淡
輪
六
郎
兵
衛
の
墓

淡
輪
六
郎
兵
衛
は
大
坂
夏
の
陣
の
樫
井
合

戦
で
塙
団
右
衛
門
と
共
に
豊
臣
方
と
し
て
、

徳
川
方
と
戦
い
ま
し
た
が
、こ
の
地
で
討
死
し

ま
し
た
。淡
輪
家
は
和
泉
淡
輪
の
豪
族
で
豊

臣
秀
吉
に
仕
え
て
い
ま
し
た
。

7
8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

大
坂
夏
の
陣
の
初
戦
と
な
っ
た
地
で
す
。
こ
の
戦
い
は
徳
川
方

と
豊
臣
方
の
戦
い
で
、
こ
の
地
で
は
豊
臣
方
の
有
力
な
武
将

で
あ
る
塙
団
右
衛
門
や
淡
輪
六
郎
兵
衛
が
討
死
し
、徳
川
方

の
勝
利
に
終
わ
り
ま
し
た
。

樫
井
古
戦
場
跡

1
9
4
7
（
昭
和
２
２
）
年
に
大
阪

指
定
文
化
財
史
跡
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。
大
阪
市
天
満
橋
付

近
を
ス
タ
ー
ト
し
、
熊
野
三
山
ま
で
9
9
ヵ
所
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
「
熊
野
九
十
九
王
子
」
の
1
つ
で
大
阪
市
側
か
ら
泉

南
市
に
入
っ
て
最
初
の
王
子
跡
で
す
。

海
営
宮
祇
園
さ
ん
と
し
て
古
く
か
ら

親
し
ま
れ
て
お
り
、桜
の
名
所
と
し
て
も

有
名
で
す
。現
在
、一
岡
神
社
の
拝

殿
・本
殿
が
建
っ
て
い
る
場
所
は
、か

つ
て
海
会
寺
の
金
堂
が
建
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
内
の
埋
蔵
文
化
財
を
保
護
す
る
た
め
1
9
9
7
（
平
成
９
）
年
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。
1
階
で
は
市
内
遺
跡
の
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
出
土
し
た
遺
物
の
整
理
・
収
蔵
ま
で

の
作
業
を
し
て
い
ま
す
。２
階
で
は
海
会
寺

跡
か
ら
出
土
し
た
文
化
財
の
展
示
を
は
じ

め
、様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
に
は
、「
仏
生
寺
」

と
い
う
立
派
で
大
き
な
寺

院
が
あ
り
、後
に
こ
の
仏

生
寺
の
守
護
神
と
し
て

赤
井
神
社
が
祀
ら
れ
ま

し
た
。
現
在
、赤
井
神
社

の
御
祭
神
は
市
場
稲
荷

神
社
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
場
所
に
赤
井
神

社
や
仏
生
寺
が
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
を
後
世
に
残

す
た
め
に
、こ
の
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

厩
戸
王
子
跡

一
岡
神
社

泉
南
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

赤
井
神
社
跡
/
仏
生
寺

3
1

3
0 集
落
か
ら
階
段
を
上
る
と
、

神
社
が
あ
り
、古
い
石
造
物

を
た
く
さ
ん
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。そ
の
中
で
も
南
北
朝

時
代
の
１
３
７
３
（
応
安
７
）

年
の
板
碑
が
一
番
古
い
も

の
で
す
。

境
内
の
片
隅
の
木
陰
に
三
基
の
石
碑
が
あ
り

ま
す
。そ
の
う
ち
の
一
基
に
「
六
十
六
部
功
正

平
廿
二
年
十
日
卅
日
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、
南

北
朝
時
代
の
１
３
６
７
（
正
平
2
2
）
年
１
０
月
３
０

日
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
西
日
本

で
は
最
も
古
く
、全
国
で
は
５
番
目
に
古
い
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

大
雄
寺

八
坂
神
社

3
2

3
3

全
国
的
に
自
然
の
干
潟
は
、海
岸
の
埋
め
立
て
な
ど
の
影
響
で
近
年

あ
ま
り
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、男
里
川
の
河
口
に
は
現
在
も
残
っ

て
い
ま
す
。こ
ち
ら
で
は
カ
ニ
の
一
種
で
あ
る
ハ
ク
セ
ン
シ
オ
マ
ネ
キ
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
の
カ
ニ
の
特
徴
は
、雄
の
片
方
の
は
さ
み
が

白
く
大
き
い
こ
と
で
、こ
の
は
さ
み
を
振
る
仕
草
が
潮
を
招
い
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

天
神
の
森
に
は
、
男
神
社
の
摂
社
で

あ
る
浜
の
宮
神
社
や
「
神
武
天
皇
聖

蹟
雄
水
門
顕
彰
碑
」
な
ど
が
あ
り
、古
事
記
、

日
本
書
紀
に
あ
る
第
一
代
天
皇
と
さ
れ
る
神

武
天
皇
の
東
征
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
昭
和
９
年
の
泉
南
市
に
室
戸
台
風
が
襲

来
し
た
際
、
松
の
巨
木
が
強
風
に
よ
っ
て
倒
さ

れ
、
砂
の
中
か
ら
６
世
紀
前
半
頃
の
大
き
な
須
恵
器
の
甕
が
見
つ

か
っ
た
こ
と
か
ら
「
天
神
ノ
森
遺
跡
」
と
し
て
も
周
知
さ
れ
て
い
ま
す
。

男
里
や
樽
井
で
は
、
第
一
代

天
皇
と
さ
れ
る
神
武
天
皇
の
兄

で
あ
る
五
瀬
命
の
伝
説
に
ま
る

わ
る
遺
跡
や
由
来
と
な
る
地
名

が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。九
州

の
日
向
国
か
ら
五
瀬
命
た
ち
が
大
阪
湾
に
攻
め
入
っ
た

と
こ
ろ
、敵
の
矢
で
傷
を
負
っ
た
五
瀬
命
は
痛
み
に
耐
え

る
事
が
で
き
ず
、雄
叫
び
を
あ
げ
た
こ
と
で
、こ
の
辺
り
を

雄
水
門
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
伝
承
を
伝
え
る
地
と
し
て
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

天
神
の
森

山
之
井
遺
跡

男
里
川
河
口
干
潟

3
4

3
5 境
内
に
あ
る
五
輪
塔
は
南
北
朝
時
代
の
１
３
６
９
（
正
平
２
４
）

年
に
和
泉
砂
岩
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、１
９
７
７
（
昭
和
5
2
）

年
に
府
指
定
建
造
物
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。五
輪
塔
と
は
、仏

塔
の
一
つ
で
仏
教
に
お
け
る
万
物
を
構
成
す
る
要
素
を
も
つ

５
つ
の
形
の
違
う
石
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

光
平
寺

ご
り
ん
と
う

た
ん
の
わ
ろ
く
ろ
べ
え

は
か

じ
ん

か
し
い
が
っ
せ
ん

と
よ
と
み
が
た

と
く
が
わ
が
た

う
ち
じ
に

じ
ん

か
し
い
が
っ

せ
ん

と
よ
と
み
が
た

と
く
が
わ
が
た

う
ち
じ
に

か
し
い
こ
せ
ん
じ
ょ
う
あ
と

じ
ん

と
く
が
わ
が
た

と
よ
と
み
が
た

う
ち
じ
に

う
ま
や
ど
の
お
う
じ
あ
と

し
せ
き く
ま
の
さ
ん
ざ
ん

く
ま
の
く
じ
ゅ
う
く
お
う
じ

か
い
え
ぐ
う
ぎ
お
ん

は
い

で
ん
ほ
ん
で
ん

か
い
え
じ

こ
ん
ど
う

い
ち
お
か
じ
ん
じ
ゃ

せ
ん
な
ん
し
ま
い
ぞ
う
ぶ
ん
か
ざ
い

い
せ
き

は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

い
ぶ
つ

か
い
え
じ

あ
か
い
じ
ん
じ
ゃ
あ
と

ぶ
っ
し
ょ
う
じ

し
ゅ
ご
し
ん

ま
つ

ご
さ
い
じ
ん

ひ

や
さ
か
じ
ん
じ
ゃ せ
き
ぞ
う
ぶ
つ

い
た
ぴ

た
い
ゆ
う
じ

け
い
だ
い
か
た
す
み

お
う
あ
ん

お
の
さ
と
が
わ
か
こ
う
ひ
が
た

う

お
す

て
ん
じ
ん

も
り

お
の
じ
ん
じ
ゃ
せ
っ
し
ゃ

は
ま

み
や

じ
ん
む
て
ん
の
う
せ
い

せ
き
お
の
み
な
と
け
ん
し
ょ
う
ひ

こ
じ
き

に
ほ
ん
し
ょ
き

と
う
せ
い

む
ろ
と

し
ゅ
う

ら
い

す
え
き

か
め

て
ん
じ
ん
の
も
り
い
せ
き

し
ゅ
う
ち

や
ま
の
い

い
せ
き

じ
ん
む
て
ん
の
う

い
つ
せ
の
み
こ
と

い
せ
き

ひ
ゅ
う
が
の
く
に

た

お
た
け

お
の
み
な
と

ひ

こ
う
へ
い
じ ご
り
ん
と
う
な
ん
ぼ
く
ち
ょ
う

い
ず
み
さ
が
ん

ご
う
ぞ
く

海
会
寺
と
は

海
会
寺
は
今
か
ら
約
1
3
5
0
年
前
に
造
ら
れ
た

古
代
寺
院
で
す
。
国
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
て
お

り
、
現
在
は
「
史
跡
海
会
寺
跡
広
場
」
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

か
い
え
じ

く
に
し
せ
き

2
7

ば
ん
だ
ん
え
も
ん
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扉
を
く
ぎ
で
ふ
さ
い
だ
小
さ
な
船
に
、
3
0
日

分
の
食
糧
と
油
を
積
み
、
念
仏
を
唱
え
な
が

ら
海
に
旅
立
つ
修
行
の
一
つ
で
、
平
安
時
代

か
ら
江
戸
時
代
ま
で
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。

1
4 紀
州
徳
川
藩
の
参
勤
交
代
の
隠
れ
本
陣
と
さ
れ
て
お
り
、

境
内
に
あ
る
樹
齢
３
０
０
年
の
カ
イ
ヅ
カ
イ
ブ
キ
は
、松
平

主
税
（
徳
川
吉
宗
）
が
植
樹
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て

の
年
号
で
あ
る
「
慶
長
」
の
時
代
に
建
て
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、
長
慶
寺
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、ア
ジ

サ
イ
が
有
名
で
「
あ
じ
さ
い
寺
」
と
し
て
親
し

ま
れ
て
お
り
、
見
ご
ろ
は
6
月
ご
ろ
で
す
。

紀
州
街
道
信
達
宿
に
あ
る
梶
本
家
の
野
田
藤
は
4
月
の

中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
見
ご
ろ
を
迎
え
ま
す
。
保
存
会
に

よ
っ
て
、イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
毎
年
大
勢
の
見
物

客
が
訪
れ
ま
す
。

真
如
寺

長
慶
寺

信
達
市
場
野
田
藤

信
達
市
場
牛
神

1
5

1
6

紀
州
街
道
沿
い
に
あ
る
、
6
7
9
（
白

鳳
8
）
年
に
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
寺

院
で
す
。
室
町
時
代
の
も
の
と
さ
れ
る

二
面
石
仏
や
阿
弥
陀
如
来
な
ど
が

安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

往
生
院

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

著
名
な
作
庭
家
で
あ
る
重
森
三
怜
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
ツ
ツ
ジ
の
庭

で
有
名
な
お
寺
で
す
。ツ
ツ
ジ
の
見
ご
ろ
は
、５
月
中
旬
か
ら
下
旬
と

な
っ
て
い
ま
す
。ほ
か
に
も
仏
足
石
や
補
陀
落
渡
海
碑
な
ど
貴
重
な
文

化
遺
産
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、裏
山
の
愛
宕
山
に
は
四
国
八
十
八
ヵ
所
の

本
尊
も
祀
ら
れ
て
お
り
、１
時
間
ほ
ど
で
巡
礼
で
き
ま
す
。毎
年
１
月
に
修

験
者
た
ち
に
よ
っ
て
お
札
な
ど
を
焚
き
上
げ
る
「
護
摩
供
」
が
行
わ
れ
、

こ
の
残
り
火
の
上
を
歩
く
「
火
渡
り
」
を
参
拝
者
の
方
も
体
験
で
き
ま
す
。

林
昌
寺

信
達
岡
中
牛
神

大
き
な
2
本
の
樹
木
は
府
指
定
天
然
記
念
物
に
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。近
く
に
中
世
の
寺
院
跡
が
見
つ
か
っ

た
こ
と
か
ら
、く
す
の
樹
齢
は
８
０
０
年
を
超
え
る
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。マ
キ
の
樹
齢
は
６
０
０
年
と
い
わ
れ
て
お
り
、成
長
が
遅
い

マ
キ
が
こ
れ
ほ
ど
大
き
く
育
つ
の
は
府
内
で
は
珍
し
い
も
の
で

す
。ま
た
、大
阪
み
ど
り
の
百
選
に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

岡
中
鎮
守
社

2
6

2
3

2
4

2
5

2
2 約
２
０
０
万
年
前
の
洪
積
世
に
海
の
底
に

堆
積
し
た
砂
や
粘
土
が
地
殻
変
動
に
よ

り
隆
起
し
、
表
面
が
風
化
し
て
ま
る
で
砂

の
川
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、「
砂
川
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。戦
前
は
「
砂
川
遊
園
」
と
い
う
遊
園
地
が
あ
り
、

美
し
い
景
観
と
し
て
有
名
で
し
た
が
、現
在
は
住
宅
地
と
な
っ

て
お
り
一
部
が
公
園
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

丘
陵
上
や
斜
面
な
ど
に
弥
生
時
代

中
期
末
か
ら
後
期
初
頭
の
竪
穴
住

居
が
約
２
０
棟
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
弥
生
時
代
に
丘
陵
上
に

つ
く
ら
れ
た
村
の
こ
と
を
「
高
地
性

集
落
」
と
呼
び
ま
す
。現
在
は
、
阪
和

道
が
遺
跡
の
上
を
通
っ
て
い
ま
す
。

ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン
の
見
ご
ろ
は
５
月

中
旬
か
ら
６
月
初
旬
で
、
約
３
０
０
０
本

の
バ
ラ
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
さ
れ
て
い
ま

す
。イ
ギ
リ
ス
本
国
以
外
で
は
初
の
デ

ビ
ッ
ド
・オ
ー
ス
チ
ン
・ロ
ー
ジ
ズ
の

ガ
ー
デ
ン
が
、２
０
１
２
（
平
成
2
4
）
年
、

泉
南
市
に
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

金
熊
寺
観
音
院
に
隣
接
し

て
い
る
神
社
で
す
。境
内
に

は
、ナ
ギ
、
オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
が

あ
り
、
共
に
府
指
定
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。ナ
ギ
は

府
内
最
大
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
は
、府
内
の
神
社
で

多
く
植
樹
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
る
の
は
珍
し
く
大

切
に
保
護
、管
理
さ
れ
て
い
ま
す
。

砂
川
奇
勝
公
園

滑
瀬
遺
跡

泉
南
市
農
業
公
園
「
花
咲
き
フ
ァ
ー
ム
」

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ロ
ー
ズ
ガ
ー
デ
ン

信
達
神
社

金
熊
寺
観
音
院

お
菊
松

堀
河
ダ
ム

約
３
０
０
年
の
歴
史
が
あ
る
梅
林
が
有
名
な
お
寺
で
す
。見
ご
ろ
は

２
月
下
旬
か
ら
３
月
中
旬
で
す
。「
金
熊
寺
の
梅
林
と
信
達
神
社
」

と
し
て
大
阪
み
ど
り
の
百
選
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

お
菊
松
は
和
泉
山
脈
の
納
経
山
に
あ
っ

た
松
の
巨
木
の
こ
と
で
、大
坂
夏
の
陣
の

伝
説
か
ら
「
お
菊
髪
結
の
松
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。現
在
は
枯
れ
て
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。納
経
山
は
ハ
イ
キ
ン
グ

コ
ー
ス
と
し
て
親
し
ま
れ
て
お
り
、
市
民
の

有
志
の
方
々
に
よ
っ
て
、サ
サ
ユ
リ
を
増

や
す
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
み
ど
り
の
百
選
に
選
ば
れ
て
お
り
、

春
に
は
桜
の
名
所
と
し
て
有
名
で
す
。

2
7

2
8

堀
河
ダ
ム
よ
り
さ
ら
に
山
奥

に
あ
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
古

民
家
が
移
築
さ
れ
て
お
り
、

農
家
の
生
活
体
験
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

紀
泉
わ
い
わ
い
村

2
9

す
な
が
わ
き
し
ょ
う
こ
う
え
ん

こ
う
せ
き
せ
い

ち
か
く
へ
ん
ど
う

た
い
せ
き

な
め
ん
じ
ょ
い
せ
き

き
ゅ
う
り
ょ
う
じ
ょ
う
し
ゃ
め
ん

た
て
あ
な
じ
ゅ
う

き
ょ

と
う

こ
う
ち
せ
い

い
せ
き

し
ん
だ
ち
じ
ん
じ
ゃ

き
ん
ゆ
う
じ
か
ん
の
ん
い
ん

せ
ん
な
ん
し

の
う
ぎ
ょ
う
こ
う
え
ん

け
い
だ
い

き
ん
ゆ
う
じ

か
ん
の
ん
い
ん

き
く
ま
つ

の
う
き
ょ
う
ざ
ん

じ
ん

ゆ
い
ま
つ

ほ
り
ご

き
せ
ん

ほ
り
ご

い
ち
く

し
ん
に
ょ
じ

き
し
ゅ
う
と
く
が
わ
は
ん
さ
ん
き
ん
こ
う
た
い

か
く

ほ
ん
じ
ん

じ
ゅ
れ
い

け
い
だ
い

ま
つ
だ
い
ら

ち
か
ら
と
く
が
わ
よ
し
む
ね

し
ょ
く
じ
ゅ

ち
ょ
う
け
い
じ

し
ん
だ
ち
い
ち
ば

う
し
が
み

し
ん
だ
ち
い
ち
ば

の
だ
ふ
じ

き
し
ゅ
う
か
い
ど
う
し
ん
だ
ち
し
ゅ
く

か
じ
も
と
け

お
う
じ
ょ
う
い
ん

に
め
ん
せ
き
ぶ
つ

あ
み
だ
に
ょ
ら
い

し
ん
だ
ち
お
か
な
か

う
し
が
み

り
ん
し
ょ
う
じ

ち
ょ
め
い

し
げ
も
り
み
れ
い

ぶ
っ
そ
く
せ
き

ふ
だ
ら
く
と
か
い
ひ

ご
ま
く

た

し
ゅ

げ
ん
じ
ゃ

あ
た
ご
や
ま

さ
ん
ぱ
い
し
ゃ

お
か
な
か
ち
ん
じ
ゅ
し
ゃ

じ
ゅ
れ
い

仏
足
石
と
は

大
き
な
石
の
台
座
の
上
に
仏
様
の
足
跡
を

彫
り
込
む
こ
と
で
、
実
際
に
石
の
上
に
仏
様

が
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

補
陀
落
渡
海
と
は

ぶ
っ
そ
く
せ
き

ほ

ふ
だ
ら
く
と
か
い

し
ょ
く
り
ょ
う

つ
ね
ん
ぶ
つ
と
な

し
ゅ
ぎ
ょ
う

り
ゅ
う
き

け
い
か
ん

め
ず
ら

し
ょ
く
じ
ゅ

ば
い
り
ん

6
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樽
井

ち
ま

の
東
洋
ク
ロ
ス

樽
井
紡
績
会
社
と
し
て
創
業
し
、
当
時
と
し
て
は
大
規
模
な
紡
績
工
場
で
し
た
。

現
在
、海
岸
線
は
埋
め
立
て
地
が
増
え
、工
場
か
ら
距
離
が
あ
り
ま
す
が
、
か
つ

て
は
工
場
の
す
ぐ
目
の
前
が
海
で
し
た
。当
時
の
樽
井
の
浜
は
多
く
の
船
で
賑

わ
っ
て
お
り
、建
物
は
海
側
に
見
せ
る
デ
ザ
イ
ン
で
建
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
今
で
も
、大
き
な
看
板
や
窓
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
痕
が
残
っ
て
い
ま
す
。ま

た
、
レ
ン
ガ
の
外
壁
に
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
米
軍
の
飛
行
機
に
よ
る
射
撃

の
痕
が
残
っ
て
お
り
、こ
ち
ら
も
工
場
の
敷
地
外
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
う
よ
う

根
来
街
道
道
標

根
来
街
道
は
、
樽
井
か
ら
熊
野
街
道
と
交
差
し
風
吹
峠
を
越
え
て
和
歌
山
県
の

根
来
寺
へ
向
か
う
全
長
1
7
㎞
ほ
ど
の
街
道
で
す
。

正
面
す
ぐ
大
川
か
た
左
紀
州
い
セ
き
ご
ゑ

右
す
ぐ
大
坂

左
右
大
坂

背
天
保
十
己
亥
年
十
月
吉
日

と
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

ね
ご
ろ
か
い
ど
う

ど
う
ひ
ょ
う

西
野
紡
績
跡

大
正
時
代
「
西
野
紋
羽
」
で
創
業
し
、
そ
の
後
「
西
野
紡
績
」
と
名
前
を

変
え
、紡
績
会
社
の
工
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
で

す
。現
在
は
、
カ
フ
ェ
兼
イ
ン
テ
リ
ア
シ
ョ
ッ
プ
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

か
つ
て
泉
州
地
域
は
レ
ン
ガ
の
生
産
が
有
名
で
あ
っ
た
為
、樽
井
の
至
る
と
こ
ろ
で
そ
の
面
影
が
残
っ
て
い
ま
す
。

に
し
の
ぼ
う
せ
き
あ
と

樽
井
町
役
場

樽
井
町
役
場
と
し
て
役
目
を
終
え
、地
域
の
方
々
に
よ
っ
て
大
切

に
活
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。木
造
の
建
物
で
す
が
、
表
側
の
壁
は
モ

ル
タ
ル
で
仕
上
げ
ら
れ
、ど
こ
か
異
国
の
雰
囲
気
を
感
じ
ま
す
。

た
る
い
ま
ち
や
く
ば

や
ま

い
い
せ
き

戎
畑
遺
跡

住
宅
開
発
に
伴
い
、
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
頃
の
村
の

跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。こ
の
村
で
は
、マ
ダ

コ
を
獲
る
た
め
の
蛸
壺
を
焼
い
た
窯
が
た
く

さ
ん
見
つ
か
り
、漁
で
栄
え
た
村
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
て

い
ま
す
。

八
反
川

昔
か
ら
、野
菜
を
洗
っ
た
り
、
洗
濯
を
し
た
り

と
地
域
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。近
年
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
が
現

在
で
も
き
れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
ま
す
。

は
っ
た
ん
が
わ

道
祖
神

外
か
ら
の
災
い
か
ら
村
を
守

る
神
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り

室
町
時
代
頃
か
ら
神
社
と
し

て
栄
え
て
い
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。現
在
、御
祭
神
は

茅
渟
神
社
の
本
殿
裏
に
祀

ら
れ
て
い
ま
す
。

ど
う
そ
じ
ん

南
泉
寺

天
台
宗
の
お
寺
で
す
。豊
臣
秀
吉
の
根
来

攻
め
の
際
に
、
焼
き
討
ち
さ
れ
た
と
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。境
内
に
は
、そ
の
際
に
焼
け
て

黒
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
礎
石
が
残
っ
て
い

す
。ま
た
、本
堂
裏
に
あ
る
井
戸
は
「
樽
井
」

の
地
名
発
祥
の
地
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

な
ん
せ
ん
じ

茅
渟
神
社

旧
八
王
子
社
で
す
。八
王
子
と
は
古
事
記
の
神
話
に
で
て
く
る

八
柱
の
神
で
、ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
と
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
の

誓
約
（
占
い
）
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
御
祭
神

と
し
て
こ
ち
ら
の
八
柱
の
神
と
そ
の
他
に
恵
比
寿
（
戎
）
大
神
、菅

原
道
真
、
神
倭
磐
余
彦
命
の
三
柱
の
神
も
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

境
内
に
あ
る
石
燈
籠
は
専
徳
寺
の
天
水
桝
を
作
っ
た
こ
と
で
有

名
な
石
工
奈
良
屋
利
兵
衛
の
長
男
奈
良
屋
忠
左
衛
門
の
作

品
で
あ
り
、父
同
様
に
名
作
を
残
し
て
い
ま
す
。

ち
ぬ

じ
ん
じ
ゃ

専
徳
寺

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
お
寺
で
す
。見
ど

こ
ろ
は
、天
水
桝
と
手
水
鉢
で
す
。天
水
桝

の
8
人
の
力
士
は
、全
て
違
う
姿
を
し
て
お

り
、
「
こ
れ
以
上
と
て
も
」
と
い
っ
た
力
の
こ

も
り
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、江

戸
時
代
末
期
に
活
躍
し
た
石
工
奈
良
屋

利
兵
衛
の
作
品
で
す
。

せ
ん
と
く
じ

受
法
寺

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
お
寺
で
す
。
本
堂
の

正
面
に
あ
る
彫
刻
が
目
を
惹
き
ま
す
。
亀
と
鶴

に
乗
っ
た
仙
人
や
両
端
の
象
が
美
し
く
彫
刻
さ

れ
て
い
ま
す
。

仁
右
衛
門
坂

江
戸
時
代
の
豪
商
深
見
仁
右
衛
門
が
廻
船

商
を
行
う
際
に
、蔵
か
ら
直
接
海
岸
へ
荷
物

を
運
ぶ
の
に
便
利
の
良
い
よ
う
に
つ
く
っ
た
と

さ
れ
る
坂
で
す
。

牛
神

地
蔵
坂
に
あ
る
牛
神
様
で
す
。牛
神
様
は
民
間
で
行
わ
れ

る
信
仰
の
神
で
、各
地
域
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
秋
に
な
る

と
坂
の
途
中
に
ど
ん
ぐ
り
の
実
が
た
く
さ
ん
落
ち
て
お
り
、

ど
ん
ぐ
り
坂
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

山
の
井
遺
蹟

樽
井
、
男
里
の
地
域
は
、
第
一
代
天
皇
と
さ
れ
て
い
る
神
武
天
皇
の
兄
で
あ
る
五
瀬
命
の

伝
説
に
ま
つ
わ
る
遺
跡
や
由
来
と
な
る
地
名
が
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
場
所
も
そ
の

一
つ
で
あ
り
、
九
州
の
日
向
国
か
ら
五
瀬
命
た
ち
が
大
阪
湾
ま
で
攻
め
入
っ
た
と
こ
ろ
、敵

の
矢
で
傷
を
負
っ
た
五
瀬
命
が
血
を
洗
い
流
し
た
と
さ
れ
る
井
戸
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

1 2 3 4 5

6 7 9

1
0

8

1
1

1
2

1
3

1
4

え
び
す
ば
た
い
せ
き

じ
ゅ
ほ
う
じ

に
え
も
ん
ざ
か

ぼ
う
せ
き

そ
う
ぎ
ょ
う

か
い
が
ん
せ
ん

う

に
ぎ

か
ん
ば
ん

あ
と

し
ゃ
げ
き

し
き
ち
が
い

く
ま
の

か
ぜ
ふ
き
と
う
げ

こ

き
ざ

に
し
の
も
ん
ぱ

そ
う
ぎ
ょ
う

け
ん

い
た

お
も
か
げ

ふ
ん
い
き

じ
ん
む
て
ん
の
う

い
つ
せ
の
み
こ
と

い
せ
き ひ
ゅ
う
が
の
く
に

て
き

き
ず

お

と
も
な

は
っ
く
つ
ち
ょ
う
さ

あ
と

へ
い
あ
ん

か
ま
く
ら

と
た
こ
つ
ぼ

か
ま

せ
ん
た
く

に
ぎ

せ
い
び

わ
ざ
わ

む
ろ
ま
ち

ご
さ
い
じ
ん

ち
ぬ

ほ
ん
で
ん
う
ら

ま
つ

て
ん
だ
い
し
ゅ
う

と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

ね
ご
ろ

や
う

け
い
だ
い

そ
せ
き

ほ
ん
ど
う
う
ら

は
っ
し
ょ
う

き
ゅ
う
は
ち
お
う
じ
し
ゃ

こ
じ
き

し
ん
わ

う
け
い

ご
さ
い
じ
ん

や
ば
し
ら

え
び
す

は
ら
の
み
ち
ざ
ね

か
み
や
ま
と
い
わ
れ
ひ
こ
の
み
こ
と

ま
つ

け
い
だ
い

い
し
ど
う
ろ
う

せ
ん
と
く
じ

て
ん
す
い
ま
す

い
し
く

な
ら
や
り
へ
え

ち
ゅ
う
ざ
え
も
ん

じ
ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う
ほ
ん
が
ん
じ
は

て
ん
す
い
ま
す
ち
ょ
う
ず
ば
ち

な
ら
や

り
へ
え

じ
ょ
う
ど
し
ん
し
ゅ
う
ほ
ん
が
ん
じ
は

ち
ょ
う
こ
く

ひ
か
め
つ
る

せ
ん
に
ん
り
ょ
う
た
ん
ぞ
う

ご
う
し
ょ
う
ふ
か
み
に
え
も
ん

か
い
せ
ん

あ
き
な
い

く
ら

う
し
が
み

じ
ぞ
う
ざ
か

し
ん
こ
う

ま
つ

【
作
成
・
問
合
せ
】
泉
南
市
立
樽
井
公
民
館

☎
0
7
2
-
4
8
3
-
4
3
6
1

こ
の
マ
ッ
プ
は
樽
井
公
民
館
の
職
員
が
市
内
の
様
々

な
文
献
を
も
と
に
名
所
を
選
び
出
し
、
実
際
に
現
場
を

訪
れ
取
材
し
て
作
成
し
た
も
の
で
す
。

※
こ
の
マ
ッ
プ
の
内
容
は
令
和
4
年
3
月
現
在
の
も
の
で
す
。

す
が
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