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醒
ケ
井
駅
か
ら
丹
生

に

ゅ

う

川が

わ

を
さ
か
の
ぼ
り
、

霊
仙

り
ょ
う
ぜ
ん

の
山
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
た
上
丹
生

の
集
落
に
入
る
と
「
木
彫
の
里
」「
丹
生
仏

壇
」
な
ど
の
看
板
が
並
ん
で
い
ま
す
。
江

戸
時
代
の
末
期
、
上
丹
生
は
木
彫
の
村
と

し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明

治
の
中
頃
に
か
け
て
、
仏
壇
の
需
要
が
増

加
す
る
と
、
製
作
の
技
を
磨
く
た
め
、
集

落
内
で
師
匠
を
求
め
て
修
業
に
励
む
人
が

出
て
き
ま
し
た
。
湖
北
は
真
宗

し
ん
し
ゅ
う

王
国

お

う

こ

く

で
、

屋
根
は
昔
な
が
ら
の
草
ぶ
き
な
が
ら
、
重

厚
な
仏
壇
が
収
ま
っ
て
い
る
の
が
、
湖
北

民
家
の
風
景
で
し
た
。
さ
ら
に
、
戦
後
の

高
度
経
済
成
長
期
に
は
、
作
れ
ば
作
る
ほ

ど
売
れ
る
と
い
う
時
期
が
あ
り
ま
し
た
が
、

産
業
の
近
代
化
は
、
安
価
な
製
品
を
海
外

に
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
伝
統
工
芸
と
し

て
の
仏
壇
は
引
き
合
わ
な
く
な
り
、
後
継

者
問
題
も
抱
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
上
丹
生
の
職
人
た
ち
は
、
常

に
新
分
野
へ
の
進
出
を
試
み
て
い
ま
す
。

霊
仙
の
杉
や
松
を
素
材
と
し
た
木
彫
り
工

芸
品
を
創
作
し
て
海
外
貿
易
を
図
り
、
金

属
不
足
の
戦
時
中
に
は
木
製
の
代
用
品
が

考
案
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
焼
き
杉
の
家

具
や
床
の
間
の
置
物
が
上
丹
生
で
考
案
・

製
作
さ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
日
本
各
地
に

焼
き
杉
技
法
が
普
及
し
て
い
き
ま
し
た
。

仏
壇
の
仕
事
で
技
を
磨
い
た
職
人
が
た
く

さ
ん
住
む
上
丹
生
で
は
、
そ
の
技
が
相
乗

的
に
磨
か
れ
、
技
は
仏
壇
の
枠
を
越
え
て
、

社
寺
の
彫
刻
工
芸
や
各
地
の
曳
山

ひ

き

や

ま

な
ど
の

彫
刻
に
発
展
し
、
各
地
に
洗
練
さ
れ
た
先

人
た
ち
の
技
の
跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
日

野
町
や
大
垣
市
、
垂
井
町
の
曳
山
・
豊
川

稲
荷
本
殿
・
仏
光

ぶ

っ

こ

う

寺
派

じ

は

本
山

ほ

ん

ざ

ん

山
門

さ

ん

も

ん

の
彫
刻

な
ど
が
、
醒
井
地
域
の
彫
り
物
師
の
作
品

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
寛
政

か

ん

せ

い

年
間
（
一
七
八
九
〜

一
八
〇
一
）、
上
丹
生
の
上
田
勇
助
と
川
口

七し

ち

右
衛

え

門も

ん

の
二
人
は
、
京
で
彫
刻
を
学
び
、

帰
郷
し
て
上
丹
生
成
光

じ
ょ
う
こ
う

寺じ

本
堂
の
欄
間
の

雲
龍
、
氏
神
神
明

し

ん

め

い

神
社
本
殿
な
ど
の
彫
刻

を
完
成
さ
せ
て
、
周
囲
の
目
を
見
張
ら
せ

ま
し
た
。
や
が
て
仏
壇
彫
刻
に
も
取
り
組

み
、
多
く
の
弟
子
を
養
成
し
た
勇
助
は
、

木
彫
の
祖
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
勇
助
の

父
は
、
寺
社
の
堂
大
工
を
し
て
い
た
長ち

ょ
う

次じ

郎ろ

う

で
、
長
男
長ち

ょ
う

七し

ち

に
は
家
業
を
継
が
せ
、

次
男
勇
助
に
堂
大
工
の
仕
事
に
欠
く
こ
と

が
で
き
な
い
彫
刻
の
技
を
身
に
付
け
さ
せ

よ
う
と
、
一
四
歳
の
勇
助
と
同
郷
の
七
右

衛
門
を
京
に
送
り
ま
し
た
。
一
二
年
の
修

行
の
の
ち
、
ま
ず
七
右
衛
門
が
、
続
い
て

勇
助
も
帰
郷
し
、
上
丹
生
彫
刻
の
礎
を
築

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
勇
助
の
帰
郷
は

文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
の
こ
と
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
山
間
地
で
、
水
田
や

畑
が
き
わ
め
て
狭
い
上
丹
生
で
す
が
、
背

後
に
控
え
る
霊
仙
山
地
の
豊
か
で
良
質
な

木
材
資
源
を
活
か
す
た
め
に
、
勇
助
た
ち

は
京
へ
上
っ
た
の
で
す
。

社
寺
建
築
の
彫
刻
部
分
を
荒
物

あ

ら

も

の

と
い
い
、

仏
壇
・
仏
具
の
彫
刻
を
小こ

物も

の

と
よ
び
ま
す

が
、
二
代
目
勇
助
（
藤
助

と

う

す

け

）
は
安
政

あ

ん

せ

い

四
年

（
一
八
五
七
）
頃
か
ら
小
物
彫
刻
を
本
格
的

に
始
め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
上
丹
生

は
長
浜
の
浜
仏
壇
を
主
に
生
産
し
、
丹
生

仏
壇
の
名
で
も
出
品
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
仏
壇
作
り
に
は
七
職
（
木
地

き

ぢ

師し

・

木
彫
師
・
塗
り
師
・
箔は

く

師し

・
錺
職

か
ざ
り
し
ょ
く

・
屋
根

師
な
ど
）
と
よ
ば
れ
る
各
種
職
人
の
高
度

な
技
が
結
集
さ
れ
て
い
ま
す
。
各
職
人
が

上
丹
生
に
そ
ろ
っ
た
明
治
末
期
に
は
、
一

貫
し
た
仏
壇
生
産
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
仕
事
場
が
家
ご
と
に
並
ぶ
現
在
の
集

落
景
観
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

奈
良
時
代
、
丹
生
出
身
の
息
長

お

き

な

が

丹
生

の

に

う

の

真ま

人ひ

と

一
族
は
、
奈
良
の
都
に
い
て
、
東
大
寺

建
立
の
画
師
集
団
と
し
て
寺
院
の
造
営
な

ど
に
か
か
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
高
度

な
技
術
や
情
報
を
取
り
組
む
気
質
が
、
木

彫
と
い
う
形
で
、
現
代
ま
で
脈
々
と
受
け

継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

（
歴
史
・
文
化
財
保
護
室
）

上
田
勇
助

―
ま
い
ば
ら
の
先
人
④
―

米
原
市
の
歴
史
・
文
化
財
を
歩
く
82

職
人
の
ま
ち
・
上
丹
生

一
四
歳
で
京
に
上
る

▲ 神明神社本殿彫刻




