
　
上
田
六
丁
目
に
、
樋ひ

野の

ヶが

池い
け

が
水
を
た
た

え
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
の
史
料
に
は
、「
日

野
ヶ
池
」と
か「
ひ
の
か
池
」と
書
か
れ
て
お

り
、
丹た

ん

北ぼ
く

郡
松
原
村
の
う
ち
、
上
田
村
や
そ

の
分
村
の
反は

正じ

山や
ま

村
の
田
畑
に
水
を
供
給
し

て
い
ま
し
た
。
も
と
も
と
段
丘
地
形
の
谷
筋

に
灌
漑
池
を
つ
く
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
際
、

段
丘
の
一
部
が
残
さ
れ
、
今
の
よ
う
に
島
状

の
景
観
が
形
作
ら
れ
ま
し
た
。
島
状
傾
斜
面

の
北
東
部
か
ら
は
、
古こ

墳ふ
ん

時
代
後
半
の
六
世

紀
中
頃
の
須す

恵え

器き

の
窯か

ま

が
見
つ
か
っ
て
い
ま

す（「
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
」175
）。

　
そ
の
樋
野
ヶ
池
の
北
堤
に
接
し
て
、上
田・

反
正
山
地
区
の
共
同
墓
地
が
広
が
っ
て
い
ま

す（
上
田
墓
地
）。
現
在
、
商
業
施
設
が
建
っ

て
い
る
南
側
の
駐
車
場
は
、
樋
野
ヶ
池
の
北

側
を
埋
め
立
て
た
も
の
で
す
。同
じ
よ
う
に
、

江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
墓
地
の
西
側
に
、
池

の
北
堤
も
一
部
、
利
用
し
て
新
墓
も
拡
張
さ

れ
ま
し
た
。

　
上
田
墓
地
に
は
、
江
戸
時
代
後
半
か
ら
末

期
の
年
号
を
持
つ
墓
石
も
祀
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
十
六
世
紀
前
半
の
室む

ろ

町ま
ち

時
代
後
半
、
い

わ
ゆ
る
戦せ

ん

国ご
く

時
代
の
一い

っ

石せ
き

五ご

輪り
ん

塔と
う

が
二
基
、

見
ら
れ
る
こ
と
が
特
筆
さ
れ
ま
す
。

　
墓
地
中
央
奥
に
、
江
戸
時
代
の
阿あ

弥み

陀だ

如に
ょ

来ら
い

立
像
を
祀
る
お
堂
が
あ
り
ま
す
。
昭
和

三
十
年
前
後
ま
で
は
火
葬
場
が
あ
っ
た
場
所

で
、
葬
儀
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
お
堂
の
背

後
に
無む

縁え
ん

塔と
う

が
祀
ら
れ
、
北
側
三
段
目
と
西

側
二
段
目
に
和い

ず
み泉
砂さ

岩が
ん

製
の
一
つ
の
石
で
作

ら
れ
た
五
輪
塔
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
北
側

の
石
は
何
も
刻
ん
で
い
ま
せ
ん
が
、
西
側
の

も
の
に
は
梵ぼ

ん

字じ

の
キ
リ
ー
ク
、
つ
ま
り
阿
弥

陀
如
来
を
表
し
て
い
ま
し
た
。
　

　
戦
国
時
代
、
市
域
に
は
河か

わ

内ち

大お
お

塚つ
か

山や
ま

古
墳

（
西
大
塚
）上
の
丹た

ん

下げ

城
や
、
畠

は
た
け

山や
ま

氏
が
布
陣

し
た
丹
南
城
・
若
林
城
・
別
所
城
・
三
宅
城
、

ま
た
三み

好よ
し

氏
の
一
津
屋
城
が
記
録
さ
れ
、
各

地
で
戦
い
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
際
、

亡
く
な
っ
た
将
兵
の
供
養
塔
と
し
て
、
上
田

墓
地
に
五
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
伝
え
ら

れ
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
石
材
の
和
泉
砂
岩
は
、
今
の
阪
南
市
の
和

泉
山
脈
の
山
肌
か
ら
切
り
取
ら
れ
、
戦
国
時

代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、
軟
ら
か
く
加

工
し
や
す
か
っ
た
の
で
、
墓
石
に
大
い
に
利

用
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
風
化
し

や
す
い
こ
と
か
ら
、
表
面
が
欠
け
た
り
、
は

が
れ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
て
い
ね
い
に
保

存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
一
石
五
輪
塔
の
背
後
に
、
奈
良
時
代

の
高
僧
．
行

ぎ
ょ
う

基き

を
祀
る
行
基
堂
が
建
っ
て
い

ま
す
。
堂
内
に
行
基
坐
像
を
安
置
し
て
い
ま

す
が
、
建
立
は
昭
和
四
十
六
年（
一
九
七
一
）

の
こ
と
で
す
。
そ
の
際
、
地
元
の
西
田
覚
造

さ
ん
が
自
宅
で
蔵
す
る
行
基
の
事
蹟
を
記
し

た
由
来
文
を
提
供
さ
れ
、
扁
額
と
し
て「
行

基
菩
薩
之
由
来
」が
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
行
基
は
、
近
畿
地
方
を
中
心
に
寺
だ
け
で

な
く
、
橋
や
灌
漑
池
・
堤
防
を
つ
く
っ
て
、

民
衆
の
力
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
た
め「
生い

き
仏ぼ

と
け」
と
よ
ば
れ
、
江
戸
時
代
以
降
、
行
基

信
仰
が
広
ま
り
ま
し
た
。
と
く
に
、
葬
祭
業

務
や
墓
守
り
に
従
事
し
た
三さ

ん

昧ま
い

聖ひ
じ
りが
各
地
の

墓
地
な
ど
に
行
基
の
供
養
塔
を
建
て
、
行
基

を
あ
が
め
た
の
で
す
。

　
市
内
で
も
、
行
基
が
亡
く
な
っ
て
千
年

に
あ
た
る
江
戸
時
代
半
ば
の
延え

ん

享き
ょ
う

五
年

（
一
七
四
八
）に
建
て
ら
れ
た
行
基
墓
が
小
川

墓
地（
小
川
一
丁
目
）や
三
宅・別
所
霊
園（
三

宅
東
三
丁
目
）
に
見
ら
れ
ま
す
。
他
に
も
立

部
・
西
大
塚
地
区
の
小こ

𡈽づ
ち

墓
地
、
岡
・
丹
南

地
区
の
浄

じ
ょ
う

𡈽ど

寺じ

墓
地
、
布
忍（
新
町
）地
区
の

中
村
墓
地
に
も
同
様
の
墓
石
が
あ
り
ま
す
。

人
々
は
、
古
く
か
ら
行
基
を
慕
っ
て
ゆ
か

り
の
あ
る
墓
地
を
参
拝
し
て
、「
河
内
の
七
墓

参
り
」
信
仰
が
広
ま
っ
た
の
で
し
た（「
歴
史

ウ
ォ
ー
ク
」56
）。

　
上
田
墓
地
に
も
、
行
基
が
地
域
の
奥お

く

津つ

城き

を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
、
行
基

堂
が
設
け
ら
れ
た
の
で
し
た
。
扁
額
は
五
十

年
の
歳
月
が
経
ち
、
劣
化
が
激
し
く
な
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
上
田
墓
地
管
理
委

員
会
で
は
、
昨
年
十
月
、
旧
額
を
踏
修
し
な

が
ら
、
墓
地
の
概
要
文
も
加
え
て
、
一
新
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
材
は
地
元
で
活
躍
さ

れ
る
国
の
伝
統
工
芸
士
で
、
河
内
国
彫
物
師

の
高
橋
聖
峰
・
高
橋
孔
明
さ
ん
に
長
大
な
ひ

の
き
の
一
枚
板
を
加
工
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
の
堅
い
板
面
に
、
や
は
り
地
元
の
著

名
な
書
家
で
、
多
く
の
生
徒
さ
ん
を
指
導
す

る
恵
雪
会
代
表
の
西
田
恵
雪（
慶
子
）さ
ん
に

謹
書
い
た
だ
い
た
の
で
す
。

　
地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
て
、
行
基
堂

の
新
た
な
歴
史
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
す
。
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岩
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▲完成した「行基菩薩之由来」扁額　右から
高橋聖峰さん，西田恵雪さん，西田敏弘
さん（上田墓地管理委員会会長）

▲上田墓地（上田6丁目）の一石五輪塔 行基堂真向かいの無縁塔西側のキリークの梵字
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