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ま

ち

の

話

題

い
っ
し
ょ
に
Ｄ
Ｏ
で
す
か

※各イベントに参加する際は、事前に検温およびマスクの着用をお願いします。

文
化
財
を
訪
ね
て

　

                  
―
見
て
あ
る
記
―

小
型
の
も
の
（
小
絵
馬
）
が
あ
り
ま
す
。

明
確
な
規
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
30
㎝

以
上
の
も
の
を
大
絵
馬
と
呼
び
ま
す
。
大

絵
馬
は
、
一
般
的
な
も
の
と
は
少
し
違
い
、

専
門
の
絵
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
美
術
的

作
品
な
ど
も
多
く
、
画
題
も
参
詣
の
図
や

武
者
絵
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
小
絵
馬
は
絵
馬
本
来
の
意
味

が
残
る
も
の
で
、
庶
民
の
生
活
に
深
く
根

付
い
た
も
の
で
す
。

　
市
指
定
文
化
財
の
「
桶お

け
が
わ川

宿
し
ゅ
く

商し
ょ
う
か家

店み
せ
さ
き先

絵え

ま馬
」
や
「
足あ

だ

ち立
坂ば

ん
ど
う東

観か
ん
の
ん音

霊
れ
い
じ
ょ
う場

参さ
ん
け
い詣

大お

お

え

ま

絵
馬
」
は
大
絵
馬
で
す
。

　
前
者
は
桶
川
宿
の
紅
花
商
人
の
店
先
の

様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
奉
納
者
は
上

じ
ょ
う

州
し
ゅ
う

舘
た
て
ば
や
し林

商
人
米こ

め

や屋
勝か

つ

え

も

ん

右
衛
門
と
近お

う

み江
商
人

小こ
い
ず
み泉

栄え
い
す
け助

、
利り

七し
ち

で
、
絵
師
は
錦

に
し
き
え絵

北き

た

お尾

系け
い

の
系
統
を
引
く
北き

た

お尾
重し

げ
み
つ光

で
す
。
文ぶ

ん

久き
ゅ
う

３
年
（
1
8
6
3
年
）
に
桶
川
宿
商
人

小
高
家
が
祀
る
稲
荷
神
社
に
奉
納
さ
れ
た

　
私
た
ち
の
国
に
は
、
願
い
を
こ
め
て
絵

馬
を
奉
納
す
る
と
い
う
習
俗
が
古
く
か
ら

あ
り
ま
す
。
桶
川
市
内
に
数
多
く
あ
る
神

社
で
も
、
人
々
が
様
々
な
願
い
を
こ
め
て

奉
納
し
た
古
い
絵
馬
が
多
く
残
さ
れ
て
お

り
、
市
の
指
定
文
化
財
と
し
て
保
存
さ
れ

て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
絵

馬
の
奉
納
は
い
つ
ご
ろ
始
ま
り
、
ど
の
よ

う
に
私
た
ち
の
文
化
に
根
付
い
て
い
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

　
古
代
よ
り
日
本
で
は
馬
は
神
聖
な
も
の

と
さ
れ
、
生
き
た
馬
が
神
様
に
捧
げ
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
生
き
た
馬
の
代

わ
り
に
土
や
木
で
馬
を
象

か
た
ど

っ
た
「
馬う

ま
が
た形
」

を
奉
納
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
板
に

描
い
た
馬
、
す
な
わ
ち
「
絵
馬
」
を
奉
納

す
る
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
ゆ
き
ま
し

た
。
絵
馬
の
起
源
は
奈
良
時
代
ま
で
遡

る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
絵
馬
が
今
の
よ

う
な
も
の
に
な
っ
た
の
は
中
世
の
末
こ
ろ

か
ら
江
戸
時
代
の
初
め
こ
ろ
と
い
わ
れ
ま

す
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
馬
だ
け
で
は
な

く
様
々
な
絵
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

願
い
を
絵
馬
に
託
し
て
奉
納
す
る
と
い
う

庶
民
の
信
仰
の
習
俗
と
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。

　
絵
馬
に
は
大
型
の
も
の
（
大
絵
馬
）
と

も
の
で
、
桶
川
宿
商
家
の
賑
わ
い
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
商
人
た
ち
の
広
範

囲
に
わ
た
る
活
躍
を
知
る
と
と
も
に
、
商

売
繁
盛
へ
の
感
謝
と
変
わ
ら
ぬ
繁
栄
へ
の

願
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　
後
者
は
川
田
谷
の
砂い

さ

げ

ー

と

ヶ
谷
戸
観か

ん
の
ん
ど
う

音
堂

に
文ぶ

ん

か化
３
年
（
1
8
0
6

年
）
に
奉
納

さ
れ
た
足
立
坂
東
観
音
霊
場
の
参
詣
風
景

を
描
い

た
参
詣

図
絵
馬

で

す
。

砂
ヶ
谷

戸
観
音

堂
は
足

立
坂
東

観
音
霊

場
の
う
ち
の
二
十
一
番
札
所
で
す
。
奉
納

者
は
地
元
の
川
田
谷
狐
塚
を
中
心
と
し
た

観か
ん
の
ん
こ
う
ち
ゅ
う

音

講

中
38

名
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

女
性
と
い
う
た
い
へ
ん
貴
重
な
絵
馬
で

す
。
地
元
の
霊
場
を
描
く
こ
と
も
珍
し
く
、

当
時
の
霊
場
参
り
の
風
俗
や
参
詣
の
様
子

を
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
同
じ
く
市
指
定
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て

い
る
も
の
に
「
前

ま
え
り
ょ
う
け

領
家
矢や

べ

け

部
家
山さ

ん
の
う
し
ゃ

王
社
の

奉ほ
う
の
う納

絵え

ま馬
等と

う

」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
川

田
谷
の
矢
部
家
山
王
社
に
奉
納
さ
れ
た
民

間
信
仰
資
料
で
、
こ
の
中
に
68

点
の
絵
馬

が
あ
り
ま
す
。
最
も
古
い
も
の
は
安あ

ん
え
い永

７

年
（
1
7
7
8

年
）
奉
納
の
も
の
で
す
。

多
く
は
小
絵
馬
で
、
鷹
、
猿
、
拝お

が

み
、
馬

な
ど
、
人
々
の
願
い
を
込
め
た
様
々
な
絵

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
願
い
事
を
直
接
文

字
で
書
き
こ
む
こ
と
が
多
い
現
代
の
絵
馬

と
は
少
し
違
い
ま
す
ね
。
最
も
多
い
も
の

は
鷹
の
絵
で
、
こ
れ
は
安
産
祈
願
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
拝
み
や
猿
の
絵
馬
も
多
く

見
ら
れ
ま

す
。

　
男
性
の

拝
み
絵
馬

は
妻
の
安

産
祈
願
、

女
性
の
拝

み
絵
馬
は

妊
娠
の
お

礼
と
い
わ
れ
ま
す
。
山

さ
ん
の
う王

権ご
ん
げ
ん現

の
使
い
で

あ
る
猿
を
描
い
た
絵
馬
の
う
ち
、
桃
を

持
っ
た
猿
が
描
か
れ
た
絵
馬
は
女
子
の
成

人
を
祝
う
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
日
常
の

中
の
大
切
な
願
い
や
祈
り
、
感
謝
の
気
持

ち
を
込
め
て
奉
納
し
た
人
々
の
思
い
が
詰

ま
っ
た
文
化
財
で
す
。

　
絵
馬
の
奉
納
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
ぬ

信
仰
の
習
俗
で
す
。
時
代
の
変
化
に
伴
い
、

日
常
の
生
活
や
人
々
の
祈
り
も
変
わ
っ
て

き
て
い
ま
す
が
、
絵
馬
に
願
い
を
託
す
と

い
う
私
た
ち
の
心
の
営
み
は
脈
々
と
受
け

継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
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桶川宿商家店先絵馬

（市指定文化財）

足立坂東観音霊場参詣大絵馬

（市指定文化財）

拝み絵馬（矢部家山王社奉納絵馬・

市指定文化財）


