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篠原地区歴史同好会／浜風会会報 No.３１ 

篠
原
小
学
校
に
、
地
域
の
貴
重
な
資
料
を
保
管
、
展

示
し
て
い
る
「
郷
土
資
料
室
」
が
あ
る
。
平
成
三
年
に
、

「
浜
松
市
市
制
80
周
年
ミ
ニ
ふ
る
さ
と
創
生
事
業
」
、

「
市
へ
の
合
併
30
周
年
の
記
念
事
業
」
と
し
て
設
置

さ
れ
た
も
の
で
、
篠
原
地
区
の
歴
史
に
興
味
を
お
持
ち

の
方
に
、
こ
こ
に
改
め
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
は
地
区
の
ご
家
庭
で
、
眠
っ
て
い
た
古
文

書
や
、
過
去
に
使
っ
て
い
た
道
具
等
を
提
供
い
た

だ
い
て
、
広
く
住
民
の
皆
さ
ん
に
見
て
も
ら
お
う

と
、
小
学
校
の
空
き
教
室
を
借
り
て
、
展
示
を
開

始
し
た
も
の
で
あ
る
。 

そ
れ
が
平
成
二
十
二
年
、
耐
震
工
事
で
、
壁
が

追
加
さ
れ
、
部
屋
が
大
き
く
分
断
さ
れ
た
の
を
機

会
に
、
展
示
内
容
を
現
在
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

利
用
し
易
い
こ
と
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。 

従
来
か
ら
の
展
示
内
容
と
主
な
展
示
品 

「
あ
ゆ
み
」
→
成
り
立
ち
～
発
展
の
経
過 

・
高
札
／
馬
郡
村
五
人
組
帳
／
篠
原
村
誌
原
稿 

・
絵
地
図
／
東
海
道
分
間
延
絵
図 

・
篠
原
の
年
表
／
旧
東
海
道
の
写
真
等 

「
ま
な
び
」
→
学
校
の
変
遷
を
表
す
記
録
類 

 

・
教
科
書
／
卒
業
証
書
／
通
告
表
／
学
校
日
誌 

 

・
教
育
に
関
す
る
勅
語
／
そ
ろ
ば
ん
／
計
算
尺 

「
せ
い
か
つ
」
→
時
代
を
生
き
た
工
夫
の
道
具
類 

・
ラ
ジ
オ
／
ア
イ
ロ
ン
／
行
燈
／
電
話
機
等 

「
し
ご
と
」
→
半
農
半
漁
を
表
す
道
具
類 

・
農
業
道
具
／
漁
業
道
具
／
竿
ば
か
り
等
多
数 

新
し
い
展
示
内
容
／
活
動
成
果
を
掲
示 

 

浜
風
会
は
、
地
域
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
て
、
地
域

の
人
達
に
分
か
り
易
く
お
知
ら
せ
す
る
こ
と
を
旨
と

し
て
い
る
が
、
「
協
働
セ
ン
タ
ー
ま
つ
り
」
で
発
表
し

た
活
動
の
成
果
を
、
こ
の
郷
土
資
料
室
で
も
展
示
す
る

こ
と
に
し
て
い
る
。（
毎
年
更
新
す
る
予
定
） 

現
在
の
展
示
し
て
い
る
内
容
は
次
の
と
お
り
。 

① 

篠
原
教
育
の
あ
け
ぼ
の 

 

今
は
閉
じ
ら
れ
た
玉
蔵
寺
に
、
江
戸
時
代
末
期
に
寺

子
屋
を
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
刻
し
た
石
碑
が
あ
る
。
そ

の
内
容
に
つ
い
て
、
拓
本
を
元
に
読
み
明
か
し
た
も
の
。 

② 

篠
原
の
落
花
生
金
字
塔 

 

明
治
３７
年
篠
原
の
落
花
生
が
、
米
国
の
セ
ン
ト
ル

イ
ス
万
国
博
覧
会
で
、
見
事
最
高
賞
の
金
牌
を
受
賞
し

た
内
容
に
つ
い
て
、
詳
細
に
調
べ
上
げ
た
内
容
。 

③ 

「
鈴
木
」
姓
は
篠
原
に
何
故
多
い 

 

「
鈴
木
」
姓
が
篠
原
に
ど
れ
程
多
い
か
に
つ
い
て
、

言
い
伝
え
か
ら
歴
史
的
経
過
、
篠
原
の
地
形
に
至
る
ま

で
多
面
的
に
分
析
し
、
そ
の
理
由
を
推
定
し
た
も
の
。 

④ 

土
地
改
良
か
ら
み
る
篠
原
地
区
近
代
化
の
波 

現
在
あ
る
篠
原
の
地
形
は
、
昭
和
三
十
年
代
～
五
十

年
代
の
土
地
改
良
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
。
土
地
改
良

前
後
の
地
形
を
比
較
し
、
そ
の
意
義
を
表
し
て
い
る
。 

資
料
保
管
室
に
は
、
古
い
貴
重
な
道
具
類
等 

農
業
や
漁
業
の
大
物
道
具
類
は
、
奥
の
資
料
保
管
室

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
現
在
の
天
皇
陛
下
が
皇
太
子
殿
下
の
頃
、
馬
郡

町
に
あ
る
う
な
ぎ
養
殖
池
を
視
察
さ
れ
た
際
の
貴
重

な
写
真
が
飾
ら
れ
て
い
る
。 

さ
い
ご
に 

 

小
学
校
で
は
地
域
に
つ
い
て
の
勉
強
を
、
三
年
生
か

ら
始
め
る
。
「
地
域
の
自
慢
を
探
す
」
こ
と
に
、
少
し

で
も
役
立
て
ば
あ
り
が
た
い
。 

（
山
下
勝
彦
） 

浜風会/入会募集中 

毎月第１,３木曜日 

郷土資料室内の様子 
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こ
の
程
（
29
年
2
月
）
、
坪
井
村
に
も
馬
郡
村
に

も
、
高
札
場
が
あ
り
、
そ
の
あ
っ
た
場
所
も
特
定
で

き
た
の
で
、
街
道
沿
い
に
あ
る
私
た
ち
地
域
の
昔
を

知
り
、
更
に
理
解
を
深
め
よ
う
と
、
篠
原
地
区
自
治
会

連
合
会
に
ご
支
援
い
た
だ
き
、
愛
称
標
識
を
立
て
た
。 

 

江
戸
時
代
に
は
民
衆
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

法
令
を
、
往
来
で
人
目
に
目
立
つ
よ
う
に
掲
示
し
た
。

こ
れ
を
高
札
と
言
っ
た
。
村
の
ど
こ
に
立
て
ら
れ
て
い

た
か
は
、
文
化
三
年
（
１
８
０
６
）
に
完
成
し
た
『
東

海
道
分
間
延
絵
図
』
か
ら
紐
解
い
た
。
こ
の
絵
図
は
当

時
の
街
道
を
比
較
的
正
確
に
表
し
て
い
て
、
神
社
、
寺
、

秋
葉
灯
籠
、
東
海
道
か
ら
脇
に
入
る
野
道
や
さ
ら
に
高

札
場
が
街
道
に
あ
れ
ば
こ
れ
も
描
か
れ
て
い
る
。 

坪
井
村
高
札
場 

 

こ
の
絵
図
に
よ
れ
ば
坪
井
村
高
札
場
は
、
現
在
の
坪

井
中
組
の
秋
葉
灯
籠
の
西
側
に
描
か
れ
て
い
る
の
で

愛
称
標
識
は
秋
葉
灯
籠
の
前
に
立
て
た
。
こ
の
あ
た
り

が
坪
井
村
の
中
心
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
西
を
追
っ
て

み
る
と
西
組
の
秋
葉
灯
籠
ら
し

い
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ

て
い
る
坪
井
村
の
高
札
場
の
部

分
を
拡
大
し
て
み
る
と
、
雨
覆
い

（
屋
根
）
が
あ
り
、
前
に
は
柵
が

設
け
て
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
最
近
復
元
さ
れ
た
高
札

場
を
見
学
す
る
と
、
四
，
五
枚
の
高
札
が
掲
げ
て
あ
る

の
で
、
こ
の
絵
図
で
は
簡
略
し
て
場
所
だ
け
を
表
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。 

馬
郡
村
高
札
場 

坪
井
村
と
の
境
と
春
日
神
社
の
ほ
ぼ
中
間
あ
た
り

に
描
か
れ
て
い
る
。
高
札
場
の
位
置
は
現
在
の
地
図
と

寺
の
入
口
や
脇
に
入
る
道
を

合
わ
せ
る
と
、
位
置
は
現
在

の
自
主
防
災
倉
庫
の
あ
た
り

と
な
る
の
で
、
こ
こ
に
案
内

標
識
を
立
て
た
。 

 

昭
和
八
年
の
『
篠
原
村
土

地
宝
典
』
で
の
こ
の
位
置
に

は
「
掲
示
場
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
高
札
場
が
そ
の
後

も
掲
示
場
と
し
て
保
持
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
接
し
て

い
る
家
の
屋
号
は
「
札
木
さ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
も

興
味
深
い
。
ま
た
、
前
述
の
土
地
宝
典
で
坪
井
の
南
で

長
十
請
新
田
に
接
す
る
区
画
に
「
札
木
前
」
と
い
う
地

名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
地
名
は
土
地
改
良
後

に
無
く
な
っ
て
い
る
。 
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定 
 
 

き
り
し
た
ん
宗
門
は
累
年 

御
禁
制
た
り
自
然
不
審
成
も
の 

こ
れ
あ
ら
ハ
申
出
へし
御
ほ
う
ひ
と
し
て 

 
 

 

は
て
れ
ん
の
訴
人 

 
 

銀
五
百
枚 

 
 

 

い
る
ま
ん
の
訴
人 

 
 

銀
三
百
枚 

 
 

 

立
か
へり
者
の
訴
人   

同
断 

 
 

 

同
宿
并
宗
門
の
訴
人 

 

銀
百
枚 

右
の
通
下
さ
る
へし 

た
と
ひ
同
宿
宗
門 

の
内
た
り
と
い
ふ
と
も
申
出
る
品
に
よ
り 

銀
五
百
枚
下
さ
る
へし 

隠
し
置
他
所 

よ
り
あ
ら
ハ
る
ゝ
に
お
ゐ
て
ハ
其
所
の 

名
主
并
五
人
組
迄
一
類
と
も
に
可
被 

行
罪
科
者
也 

 
 
 

正
徳
元
年
五
月
日 

 
 
 
 
 
 

        
  

奉
行 

 
 
 
 
 
 
 

定 

一 

人
た
る
も
の
五
倫
の
道
を
正
し
く
す
へき
事 

一 

鰥
寡(

か
ん
か)

孤
独
廃
疾(

は
い
し
つ)

の 

 
 

  

も
の
を
憫(

あ
わ
れ)

む
へき
事 

一 

人
を
殺
し
家
を
焼
き
財
を
盗
む
等
の 

悪
業
あ
る
ま
し
く
事 

 
 
 
 

慶
応
四
年
三
月 

太
政
官 

右
被
仰
出
趣
堅
く
可
相
守
者
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浜
松
県 

 

五倫の道の札 

キリシタン禁制の札 

坪
井
村
の
三
枚
の
高
札 

 

江
戸
時
代
か
ら
明
治
の
初
め
に
実
際
に
掲
示
さ
れ

た
高
札
は
、
篠
原
小
学
校
に
あ
る
「
郷
土
資
料
室
」
で

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
坪
井
村
の
庄
屋
江
間
家
で
明
治

以
降
も
保
存
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
三
枚
展
示
さ
れ
て

い
る
。 

写
真
の
上
二
枚
は
、
明
治
新
政
府
が
発
し
た

「
五
榜
（
ご
ぼ
う
）
の
掲
示
」
と
言
わ
れ
て
い
て
、
五

つ
の
高
札
の
内
の
二
札
で
、
外
国
人
へ
の
加
害
の
禁
止

の
札
と
五
倫
（
ご
り
ん
）
の
道
の
札
で
あ
る
。
下
段
は

正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
の
キ
リ
シ
タ
ン
札
と
言
わ
れ

て
い
る
。
三
枚
の
内
二
枚
は
文
字
が
見
え
る
の
で
次
に

示
し
ま
す
。 

五
倫
の
道
の
札 

 

五
倫
の
道
（
儒
教
で
人
と
し
て
守
る
べ
き
五
つ
の

道
・
・
広
辞
苑
に
よ
る
）
や
、
身
寄
り
の
な
い
も
の
や

病
弱
な
人
を
憐
れ
む
こ
と
と
殺
人
・
放
火
・
盗
み
な
ど

の
禁
止
を
定
め
て
い
る
。 

キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
札 

ば
て
れ
ん
と
は
宣
教
師
、
い
る
ま
ん
と
は
修
道
士
、

立
ち
か
え
り
者
と
は
再
び
信
者
と
な
っ
た
者
の
こ
と
。

訴
え
た
者
に
は
褒
美
を
与
え
る
が
、
隠
し
立
て
し
て
他

か
ら
分
か
れ
ば
、
名
主
を
は
じ
め
五
人
組
ま
で
罰
す
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
褒
美
の
銀
百
枚
を
お
米

に
換
算
す
る
と
、
お
よ
そ
大
人
が
一
年
に
消
費
す
る
量

だ
と
い
う
の
で
、
驚
く
ほ
ど
の
巨
額
で
あ
っ
た
。 

高
札
場
の
風
景 

江
戸
時
代
の
村
の
様
子
を
現
在
に
置
き
換
え
て
み

れ
ば
、
高
札
場
は
町
内
の
掲
示
板
と
な
る
が
、
お
上
の

お
達
し
を
伝
え
、
徹
底
さ
せ
る
権
威
を
持
っ
た
場
所
で

あ
る
。
文
字
の
読
め
な
い
多
く
の
村
人
に
読
み
聞
か
せ

る
の
は
、
名
主
な
ど
の
村
役
人
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
村

人
が
神
妙
に
聞
い
て
い
る
風
景
を
想
像
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
鈴
木
忠
） 
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「おもり（守）様」のこと 

 馬郡村高札場跡にあった、おもり

（守）様は、平成２５年、老朽化によ

り解体し、現在は東本徳寺に祀られて

いる。

 

 おもり様の由来は、豊臣氏家臣の後

藤又兵衛の弟、平右衛門がこの地に果

て、亡骸が放置されていたことから、

周辺で災いが多数生じたので、近隣の

人達が理解し、祈念することで平穏に

なったと言われている。（東本徳寺に

ある石碑） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０数年前まで毎月１３日に太鼓を

たたき、南無妙法蓮華経を唱え祈念し

ていた。祈念終了後は近隣の人達の憩

いの場ともなっていた。 

          （藤田博辞） 

 

「
浜
風
会
」
は
こ
の
表
題
を
活
動
方
針
と
し
て
、
そ

の
賛
同
者
が
活
動
す
る
集
ま
り
で
す
。
私
は
そ
ん
な
こ

と
も
考
え
ず
、
協
働
セ
ン
タ
ー
ま
つ
り
で
、
浜
風
会
の

展
示
物
を
見
て
興
味
が
わ
き
、
軽
い
気
持
ち
で
平
成
二

十
五
年
に
入
会
し
ま
し
た
。 

 

終
戦
の
年
に
小
学
校
に
入
学
し
た
私
が
、
子
供
心
に

今
で
も
脳
裏
に
浮
か
ぶ
の
は
、
遠
州
灘
の
「
浜
の
風
」

と
「
砂
浜
」
で
遊
ん
だ
記
憶
で
す
。
こ
の
篠
原
で
育
っ

た
自
分
が
、
ふ
と
郷
土
の
こ
と
を
詳
し
く
系
統
立
て
て

知
り
た
い
と
思
っ
た
き
っ
か
け
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

一
歩
篠
原
か
ら
世
間
に
出
て
、
出
身
地
を
問
わ
れ
れ

ば
、
県
内
で
あ
れ
ば
「
玉
ね
ぎ
の
産
地
の
篠
原
で
す
」

と
答
え
る
だ
け
で
す
ぐ
に
分
か
り
ま
す
。
都
会
へ
出
た

時
に
は
、
お
茶
と
ミ
カ
ン
の
特
産
地
と
言
え
ば
誰
で
も

が
「
静
岡
県
」
だ
と
理
解
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
自

分
の
出
身
地
を
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
材
料
や
知
識
が
あ

る
こ
と
に
よ
り
、
人
生
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と

が
多
々
あ
っ
た
と
感
じ
ま
す
。 

 

私
た
ち
の
年
代
は
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成
と

四
世
代
に
関
わ
り
を
も
っ
て
生
き
て
ま
い
り
ま
し
た
。

祖
父
母
・
父
母
・
子
そ
し
て
孫
と
時
代
は
移
り
行
き
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
の
伝
統
や
文
化
遺
産
の
保
存
継

承
、
愛
郷
心
の
向
上
を
育
み
、
更
に
広
く
地
域
の
人
々

と
の
触
れ
合
い
を
密
に
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
は

な
い
か
と
感
じ
ま
す
。 

 

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
、
自
動
で
何
で

も
で
き
て
し
ま
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
今
一
度
原
点
に

戻
っ
て
自
分
の
生
れ
育
っ
た
環
境
や
、
そ
の
恩
恵
を
知

り
、
正
し
く
伝
え
る
義
務
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
り

ま
せ
ん
。 

 
「
篠
原
」
と
言
え
ば
「
前
浜
・
玉
ね
ぎ
・
落
花
生
・

そ
し
て
東
海
道
」
こ
れ
が
原
点
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
こ
の
地
域
独
特
の
生
活
・
由
来
・
伝
説
が
生
ま
れ

ま
し
た
。
先
人
達
が
残
し
た
も
の
を
次
の
世
代
を
担
う

子
ど
も
達
の
た
め
に
受
け
継
い
で
行
く
に
は
過
去
を

尋
ね
、
現
在
を
見
つ
め
、
未
来
を
考
え
る
こ
と
が
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。 

♪
「
東
海
道
の
松
並
木
、
桜
も
に
お
う
木
の
間
よ
り
」 

 

篠
原
小
学
校
の
校
歌
を
自
分
が
歌
い
、
我
が
子
も
歌

い
、
そ
し
て
孫
も
同
じ
校
歌
を
歌
う
、
何
か
目
に
見
え

な
い
繋
が
り
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
の
篠
原
で
、
子
供
た
ち
の
健
全
な
成
長
が
育
成
さ

れ
、
こ
こ
に
住
み
た
い
と
い
う
人
が
一
人
で
も
増
え
れ

ば
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

今
の
活
動
を
楽
し
む
傍
ら
、
何
か
少
し
で
も
地
域
に

貢
献
で
き
る
こ
と
が
あ
れ
ば
素
晴
ら
し
い
と
思
い
な

が
ら
、
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

（
江
間
俊
充
） 
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由 

縁 

観
音
堂 

豊
臣
氏
家
臣 

後
藤
又
兵
衛
弟
平
衛
門
氏 

（
年
不
詳
）
亡
躯
葬
近
憐
災

有
祀
観
世
音
菩
薩
鎮
守
爾

来 信
仰
聚
不
耐
堂
宇
其
用
畢 

当
山
祀
像
與
氏 

  

平
成
二
十
五
癸
巳
年
極
月 

 
 
 
 

三
十
二
世 

日
盛
代 

      

解体直前のおもり様 


