
　
三
宅
中
五
丁
目
の
西さ
い

方ほ
う
寺じ

（
融ゆ
う

通ず
う

念ね
ん

佛ぶ
つ

宗し
ゅ
う）

の
北
側
に
三さ
ん

西せ
い

児
童
公
園
（
三
宅
中
六
丁
目
）

が
あ
り
ま
す
。
公
園
入
口
に
祠ほ
こ
らが
建
て
ら
れ
て

お
り
、
正
面
に
「
酒さ
か

倉く
ら

大お
お
神か
み
」
の
扁へ
ん
額が
く
が
掛
け

ら
れ
て
い
ま
す
。「
酒
倉
大
神
」
と
よ
ば
れ
る

神
名
は
、
近
代
以
降
に
付
け
ら
れ
ま
し
た
が
、

公
園
の
地
に
は
、
も
と
も
と
明
治
時
代
後
半
ま

で
酒さ
か
屋や

神
社
が
祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
酒
屋
神
社
は
、
平
安
時
代
の
十
世
紀
初
め
の

『
延え
ん

喜ぎ

式し
き
』
神じ
ん

名め
い

帳ち
ょ
うと
よ
ば
れ
る
法
典
に
記
さ

れ
、
国
家
か
ら
幣へ
い
帛は
く
を
授
け
ら
れ
て
い
た
由
緒

あ
る
延
喜
式
内
社
で
し
た
。
神
社
の
西
側
に
酒さ
か

蓋ぶ
た
池い
け
が
広
が
り
、
池
の
東
北
に
酒さ
か
屋や

井い

と
称
す

る
井
戸
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
井
戸
か

ら
神
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
酒さ
か
屋や

権ご
ん
現げ
ん

と
も
よ
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
三
宅
に
は
、
天
皇
家
の
直
轄
地
で
あ
る

依よ
さ
み
の
み
や
け

網
屯
倉
が
五
〜
六
世
紀
の
古こ

墳ふ
ん

時
代
か
ら

置
か
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
屯

倉
と
は
、
直
轄
地
か
ら
収
穫
し
た
稲
米
を
蓄

え
る
倉
庫
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
、

依
網
は
、
三
宅
や
天
美
地
域
な
ど
の
旧
名
で

す
。
屯
倉
神
社
（
三
宅
中
四
丁
目
）
の
名
も
、

同
地
の
歴
史
を
受
け
継
い
で
い
る
の
で
す
。

　
こ
の
屯
倉
の
地
に
、
中
な
か
と
み
の
さ
か
や
の
む
ら
じ

臣
酒
屋
連
と
い
う

豪
族
が
住
み
、
屯
倉
の
米
と
酒
屋
井
の
水
と

で
酒
を
作
り
、
大
和
の
朝
廷
に
貢
い
で
い
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
中
臣
酒
屋
連
氏
が
祖

神
の
津
つ
は
や
む
す
び
の
み
こ
と

速
魂
命
を
「
酒
屋
神
」
と
し
て
祀
っ

た
の
が
、
酒
屋
神
社
と
考
え
ら
れ
ま
す
（「
歴

史
ウ
ォ
ー
ク
」
10
）。

　
し
か
し
、
酒
屋
神
社
は
明
治
四
十
年

（
一
九
〇
七
）
に
屯
倉
神
社
に
合
祀
さ
れ
、
社

殿
や
鳥
居
・
狛こ
ま

犬い
ぬ
な
ど
も
同
社
に
移
さ
れ
た

の
で
し
た
。
現
在
、屯
倉
神
社
本
殿
の
横
（
北

側
）
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
社
殿
は
、
昭

和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）
九
月
に
屯
倉
神

社
本
殿
と
共
に
、
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
社
殿
前
に
は
「
式
内
酒
屋
神
社
」
の
社
号

標
石
も
見
ら
れ
、
鳥
居
の
北
側
に
置
か
れ
た

「
元げ
ん

禄ろ
く
四
辛し
ん
未び

年
四
月
八
日
」
と
刻
ま
れ
た
江

戸
時
代
前
半
の
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
の

常じ
ょ
う

夜や

燈と
う
は
優
美
な
造
形
美
を
現
し
て
い
ま

す
。
神
社
に
は
、
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）

七
月
十
八
日
に
撮
影
さ
れ
た
古
写
真
が
残
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
お
ご
そ
か
な
鎮ち
ん

守じ
ゅ
の
杜も
り
に

た
た
ず
む
風
景
を
か
も
し
だ
し
て
い
ま
す
。

　
屯
倉
神
社
の
祭
神
の
菅
す
が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね

原
道
真
が
、
大だ

宰ざ
い
府ふ

（
福
岡
県
）
に
左
遷
さ
れ
る
折
、
祖
先
神
を
祀

る
同
社
に
立
ち
寄
り
、
休
息
し
た
と
い
う
「
神か
み

形が
た
石い
し
」
も
酒
屋
神
社
の
鳥
居
前
左
側
に
保
存
さ

れ
、
写
っ
て
い
ま
す
。「
神
形
石
」
は
、
今
で

は
屯
倉
神
社
本
殿
に
至
る
参
道
左
側
に
移
さ
れ

て
い
ま
す
が
、旧
状
を
示
す
貴
重
な
一
枚
で
す
。

　
そ
れ
で
は
、
合
祀
後
の
酒
屋
神
社
旧
地
は

ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
旧
社
地
の
す
ぐ

前
に
西に
し

芳よ
し

松ま
つ
の
家
が
建
っ
て
い
ま
し
た
。
芳

松
は
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）、
七
十
一
歳

で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
明
治
末
期
に
近
く

の
松
田
万ま
ん

造ぞ
う

の
長
女
、
シ
ゲ
の
婿む
こ

に
入
り
、

松
田
家
の
当
主
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
、

芳
松
は
新
居
を
更さ
ら

地ち

と
な
っ
て
い
た
酒
屋
神

社
址
に
求
め
た
の
で
す
。
芳
松
は
自
宅
を
建

て
る
と
共
に
、
敷
地
内
の
南
東
隅
に
酒
屋
神

社
の
い
わ
れ
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
祠
を
祀
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
、
現
在
、
三
西
児
童
公
園

の
入
口
に
建
つ
祠
で
す
。
芳
松
は
、
社
号
を

酒
屋
神
社
に
な
ら
い
、「
酒
倉
大
神
」
と
名
づ

け
た
の
で
す
。
明
治
四
十
年
代
の
二
月
十
六

日
の
こ
と
で
す
。

　
の
ち
、
松
田
家
に
よ
っ
て
創
祀
日
の
二
月

十
六
日
を
一
年
の
大
祭
と
し
、
そ
れ
は
昭
和

五
十
年
代
後
半
ま
で
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　
芳
松
や
妻
シ
ゲ
（
昭
和
十
三
年
没
、
七
十
二

歳
）
の
後
、
祠
は
長
男
の
亀か
め

太た

郎ろ
う
（
昭
和

三
十
四
年
没
、
六
十
二
歳
）
と
妻
や
え
が
引
き

継
ぎ
ま
し
た
。
と
く
に
、
や
え
は
昭
和
五
十
九

年
（
一
九
八
四
）、
八
十
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
、

大
祭
や
日
々
の
勤
め
に
奉
仕
し
た
の
で
し
た
。

　
そ
の
間
、
亀
太
郎
・
や
え
夫
婦
の
長
男
で

あ
る
吉よ
し
次じ

（
平
成
二
十
五
年
没
、
八
十
三
歳
）

は
、
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）、
酒
屋
神

社
址
の
自
宅
を
と
り
こ
わ
し
、
近
く
の
地
に

転
居
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
旧
地
は
、
今
の

よ
う
に
三
西
児
童
公
園
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た

の
で
す
。
し
か
し
、
吉
次
は
「
酒
倉
大
神
」

の
祠
を
再
建
し
て
そ
の
ま
ま
同
地
に
残
し
、

吉
次
死
後
も
家
族
に
よ
っ
て
お
世
話
さ
れ
た

の
で
す
。
ま
た
、
吉
次
は
同
時
に
移
転
先
の

新
築
住
居
内
の
庭
に
も
、同
じ
く「
酒
倉
大
神
」

の
祠
を
分
祀
し
、
祭
祀
を
続
け
た
の
で
し
た
。

　
今
で
は
、
延
喜
式
内
社
の
酒
屋
神
社
旧
地

の
大
神
は
、
移
転
宅
の
祠
に
移
さ
れ
ま
し
た

が
、
社
殿
だ
け
は
そ
の
由
緒
を
形
を
変
え
、

一
〇
〇
〇
年
以
上
に
も
わ
た
る
歴
史
に
い
ざ

な
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
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延
喜
式
内
社
の
旧
地
を
受
け
継
ぐ

「
酒
倉
大
神
」
と
三
西
児
童
公
園

▲屯倉神社に合祀さ
れた酒屋神社 （三宅中
4丁目・屯倉神社内）
手前左が常夜燈。

酒屋神社址に建つ「酒倉大神」

22

▲酒屋神社旧地の三
西児童公園内の「酒倉
大神」の祠（三宅中6
丁目）

▲大正4年（1915年）撮
影の屯倉神社社殿（右）
手前は酒屋神社の鳥居
（屯倉神社蔵）。

▲屯倉神社内の酒屋神社（大
正4年撮影）と裏書　鳥居左側
に「神形石」の石柵が見られる
（屯倉神社蔵）。


