
平
成　

年
（
２
０
０
９
）
に
営
業
を
開
始
し
た

「
そ
ば
処
石
畳
む
ら
」。
蕎
麦
ど
こ
ろ
山
形
県

で
修
業
を
積
み
起
業
化
。
地
元
で
栽
培
し
た

蕎
麦
を
石
臼
で
挽
き
、
打
ち
た
て
・
湯
が
き

た
て
の
蕎
麦
を
販
売
し
て
い
ま
す
。
客
席
か

ら
は
東
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ（
春
）や
そ
ば
の
花

（
秋
）
が
眺
め
ら
れ
ま
す
。

営
業
：
土
日
限
定　

時
よ
り　

食
限
定

蕎
麦
打
ち
体
験
可（
要
予
約
）

内
子
ね
き
歩
き

コ
ー
ス

石
畳
む
ら
並
み

　

①
そ
ば
処 

石
畳
む
ら　

 （
集
合
場
所
）

ス
タ
ー
ト
＆
ゴ
ー
ル

②
東
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

④
か
わ
じ
の
湧
水

③
イ
モ
ツ
ボ（
日
浦
家
）

⑤
コ
エ
ダ
シ

⑥
渡
り
石

⑦
弓
削
神
社

⑧
久
保
殿

　
　

屋
敷
跡

ね
き
歩
き
コ
ー
ス
内
ス
ポ
ッ
ト

そ
の
他
の
ス
ポ
ッ
ト

県
指
定
天
然
記
念
物

②
東
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

県
指
定
天
然
記
念
物

エ
ド
ヒ
ガ
ン

系
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
で

地
元
で
は
樹
齢
３
５
０

年
以
上
と
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。
近
年
、
主
幹

が
空
洞
に
な
り
、
枯
れ

枝
も
目
立
っ
て
い
ま

し
た
が
、平
成　

年（
２

０
０
７
）に
樹
医
や
地

域
住
民
の
手
厚
い
保

護
活
動
に
よ
り
、
樹

勢
を
次
第
に
取
り
戻

し
て
い
ま
す
。 19

昔
の
農
家
住
宅

に
は
イ
モ
ツ
ボ

と
い
う
保
管
場

所
が
ど
こ
の
家

庭
に
も
あ
り
ま

し
た
。
日
浦
家

の
イ
モ
ツ
ボ
は

か
つ
て
蚕
が

食
べ
る
桑
の
葉
を
一
時
保
存
す
る

場
所
で
あ
っ
た
た
め
少
し
広
め
。

現
在
は
芋
の
貯
蔵
庫
と
し
て
使
わ

れ
て
い
ま
す
。

③
イ
モ
ツ
ボ

　
　
（
日
浦
家
）
（
見
学
は
要
予
約
）

④
か
わ
じ
の
湧
水

「
か
わ
じ
の
湧
水
」の
水
温
は
常
時　

℃
。

江
戸
時
代
の
頃
に
は
、こ
の
湧
水
を
使
っ

て
藍
の
染
物
を
し
て
い
た
と
い
う
話
も

残
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
見
下
ろ
す

棚
田
や
山
々
の
風
景
は
最
高
で
す
。 14

⑥
渡
り
石

石
垣
を
管
理
す
る
た
め
に
工
夫

さ
れ
た
の
が
渡
り
石
。
石
垣
の

中
間
あ
た
り
に
意
図
的
に
石
垣

の
面
か
ら
は
み
出
し
た
石
を
歩

幅
間
隔
で
入
れ
、
高
い
所
の
草

引
き
な
ど
を
し
て
い
ま
し
た
。

21

11

100

屋
地
の
一
角
に
石
を
囲
い
、
牛
の
糞
に
藁
な

ど
を
漉
き
込
ん
で
発
酵
さ
せ
て
お
い
た
場
所

が
コ
エ
ダ
シ
で
す
。
農
業
機
械
が
な
か
っ
た

時
代
、
牛
が
飼
わ
れ
、
田
起
こ
し
や
荷
物
運

搬
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

⑤
コ
エ
ダ
シ

く　
　

ぼ
　

で
ん

応
永
３
年（
１
３
９
６
）

創
建
と
伝
わ
る
弓
削

神
社
に
は
、
長
さ　

ｍ
、
杉
皮
ぶ
き
の
屋

根
付
き
太
鼓
橋
が
架

か
り
、弓
削
池（
約
１

５
０
０
㎡
）の
参
道
と

成
っ
て
い
ま
す
。
氏

子
は
今
も
毎
日
交
代

で
こ
こ
を
渡
り
、
地

域
の
五
穀
豊
穣
と
家

内
安
全
を
祈
る
「
日

参
り
信
仰
」
を
続
け

て
い
ま
す
。

約25m あった弓削大師堂の松。
昭和53 年、松食い虫被害により伐採
された。（昭和 53 年撮影）

バトンのように受け継がれ
る日参の旗。参拝時に持
参する。

⑦
弓
削
神
社

22

元
禄
年
間
（
１
６
９
０
〜
１
７

０
０
）
石
畳
に
住
み
着
い
た
黒
山
城
主
子
孫
の
久
保
九
兵
衛

が
豪
族
久
保
殿
の
初
代
。
そ
の
子
孫
で
５
代
目
長
太
郎
、
６

代
目
伝
四
郎
春
房
は
、
年
末
の
大
洲
城
下
で
「
久
保
伝
四
郎

金
貸
し
」
と
立
札
し
各
村
々
の
庄
屋
に
金
を
貸
し
付
け
る
大

洲
藩
き
っ
て
の
大
金
持
ち
で
し
た
。
そ
の
生
活
は
、
毎
日
高

岸
村
（
現
伊
予
市
双
海
町
）
か

ら
魚
を
運
ば
せ
庭
園
の
池
に
は

船
を
浮
か
べ
て
三
味
線
を
ひ
き

浄
瑠
璃
を
楽
し
ん
だ
と
伝
わ
り

ま
す
。「
東
の
空
に
カ
ラ
ス
の
鳴

か
な
い
日
は
あ
っ
て
も
久
保
殿
に

三
味
線
の
音
が
鳴
ら
な
い
日
は
な

い
」
と
い
う
話
も
。
現
在
、
屋
敷

跡
に
は
富
士
山
を
模
し
た
石
垣

が
残
っ
て
い
ま
す
。

⑧
久
保
殿
屋
敷
跡

く　
　

ぼ
　

で
ん

久
保
伝
四
郎
の
墓
地
に
あ
る
古
木
の
桜
。

東
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
と
変
わ
ら
な
い

歴
史
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

屋
根
付
太
鼓
橋

牛
の
峰
（
８
９
５
・５ｍ
）

東
集
会
所

日
浦
大
師
堂

コ
エ
ダ
シ（
宮
岡
家
）

久
保
川
の
湧
き
水

至
内
子

町
指
定
天
名
勝

※

見
学
は
要
予
約

※

見
学
は
要
予
約

弓
削
大
師
堂

ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ（
髙
藤
家
）

町
天
然
記
念
物

至
上
灘

も
う
一
つ
の
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ

石
畳
ミ
ニ
八
十
八
カ
所

ね
き
歩
き
コ
ー
ス
内
に
は
約　

体
の

お
大
師
様
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
15

至
中
山




