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クエスチョン 知っていますか。これは何でしょう？

落合橋のたもとの落合バス停と、電話ボックス

の間に、石でできた墓のようなものがありますが、

いったい何でしょう。

次の３つの中からお選び

ください。

①慰霊碑（いれいひ）

②道標（道しるべ）

③お墓

答えは次のページに。

Ｑ

広
報
い
わ
た
き

平
岡

悠

無
事
に
成
人
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
成
人
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
今
ま
で
支
え
て
く
れ
た
、
家

族
の
お
か
げ
で
す
。
今
ま
で
の
感
謝
の

気
持
ち
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
今
ま
で
以

上
に
家
族
と
の
時
間
を
大
切
に
し
た
い

で
す
。

ま
た
、
社
会
人
と
し
て
常
識
あ
る
大

人
に
な
れ
る
よ
う
よ
り
一
層
、
自
分
の

行
動
に
責
任
を
も
ち
に
社
会
に
貢
献
で

き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

牧
田
祐
太
朗

家
族
や
友
達
、
地
域
の
方
々
に
支
え

て
い
た
だ
き
な
が
ら
成
人
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
私
は
自
然
豊
か
で
人
が

明
る
く
過
ご
し
や
す
い
岩
井
町
で
生
ま

れ
育
ち
と
て
も
光
栄
に
思
い
ま
す
。

私
は
今
、
大
学
生
で
す
。
将
来
は
人

の
た
め
に
な
れ
る
仕
事
に
就
き
、
た
く

ま
し
い
大
人
と
し
て
歩
ん
で
い
き
ま

す
。

和
田

彩
花

二
十
歳
に
な
り
、
成
人
式
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
て
、
大
変
う
れ
し
く
思
い

ま
す
。
こ
れ
ま
で
家
族
や
友
人
、
地
域

の
皆
様
、
た
く
さ
ん
の
方
々
に
支
え
ら

れ
た
事
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

私
は
ま
だ
大
学
生
と
し
て
あ
と
二
年

あ
る
の
で
、
自
分
を
成
長
さ
せ
れ
る
よ

う
に
頑
張
り
ま
す
。

ま
た
、
将
来
に
つ
い
て
よ
く
考
え
、

な
り
た
い
自
分
に
な
れ
る
よ
う
に
過
ご

し
た
い
で
す
。

川
尻

り
か

無
事
、
成
人
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
こ
の
２
０
年
間
周
り
の
人
に

助
け
ら
れ
な
が
ら
、
沢
山
の
経
験
を
す

る
事
が
で
き
ま
し
た
。

い
つ
で
も
支
え
て
く
れ
る
家
族
、
友

達
に
感
謝
し
な
が
ら
、
夢
を
叶
え
て
後

悔
な
く
過
ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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新
成
人
を
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集
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新
成
人
の
皆
さ
ん
に
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０
歳
の
思

い
を
聞
き
ま
し
た
。
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正面

正
解
は

落
合
橋
を
通
る
た
び
に
「
こ
れ
は

何
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

長
寿
会
の
皆
さ
ん
が
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
を
し
て
み
え
る
と
き
に
聞
い

て
み
る
と
、
「
駕
籠
訴
の
墓
」
と
い
う

か

ご

そ

話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
方

が
大
勢
み
え
ま
し
た
。

す
る
と
、
大
下
和
男
さ
ん
が
、

「
昔
、
大
原
騒
動
の
と
き
に
、
こ
こ

ら
へ
ん
の
百
姓
を
代
表
し
て
亡
く
な

っ
た
人
の
霊
を
慰
め
る
た
め
の
慰
霊

碑
で
、
岩
滝
の
も
ん
は
大
事
に
せ
ん

な
ら
ん
も
の
や
。
以
前
は
、
和
田
茂

兵
衛
さ
ん
（
和
田
茂
夫
さ
ん
の
父
）

が
草
刈
り
を
し
た
り
お
経
を
あ
げ
た

り
掃
除
を
し
た
り
し
て
手
入
れ
し
て
、

よ
く
参
っ
て
み
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、

大
八
賀
村
史
に
載
っ
と
る
。
」

と
、
話
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

和
田
茂
夫
さ
ん
に
聞
い
て
み
る
と
、

「
昔
は
、
２
０
～
３
０
ｍ
く
ら
い
塩

屋
寄
り
の
山
手
の
少
し
高
い
と
こ
ろ

に
あ
っ
て
、
青
年
の
家
へ
行
く
道
路

が
で
き
る
と
き
に
今
の
場
所
に
移
し

た
。
」
と
、
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

早
速
、
大
八
賀
村
史
で
調
べ
た
り
、

高
山
陣
屋
に
展
示
し
て
あ
る
資
料
な

ど
で
調
べ
て
き
ま
し
た
。

舟
津
太
郎
兵
衛

ふ

な

つ

た

ろ

べ

え

金
桶
甚
蔵

か
ね
お
け
じ
ん
ぞ
う

山
本
彦
兵
衛

や

ま

も

と

ひ

こ

べ

え

大
沼
久
左
衛
門

お

お

ぬ

ま

き

ゅ

う

ざ

え

も

ん

←
南
無
阿
彌
陀
佛

な

む

あ

み

だ

ぶ

つ

安永２年は１７７３年。

今から約２５０年前のことです。

安
永
の
大
原
騒
動
の

あ

ん

え

い

お

お

は

ら

そ

う

ど

う

慰
霊
碑
（
供
養
碑
）
で
す

く

よ

う

ひ

石
碑
の
文
字
が
か
な
り
風
化
し
て

見
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
大
八

賀
村
史
を
た
よ
り
に
す
る
と
、
右
側

に
５
名
、
左
側
に
４
名
、
あ
わ
せ
て

９
名
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
飛
騨
は
、
吉
城
郡
・
大
野

郡
・
益
田
郡
の
３
つ
が
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
百
姓
は
苗
字
が
な
か

っ
た
た
め
か
、
地
名
の
後
に
名
前
を

つ
け
て
あ
り
ま
す
。
地
名
は
村
の
名

前
で
、
今
の
地
名
で
い
う
と
、

△
孫
次
郎
は
高
山
市
江
名
子
町

▲
伝
七
は
高
山
市
片
野
町

△
善
十
郎
は
高
山
市
清
見
町

△
藤
右
ェ
門
は
高
山
市
前
原
町

▲
治
兵
衛
は
丹
生
川
町
町
方
⦿

△
太
郎
兵
衛
は
神
岡
町

△
甚
蔵
は
国
府
町
金
桶

△
彦
兵
衛
は
国
府
町
山
本

▲
久
左
衛
門
は
丹
生
川
町
大
沼

の
人
で
、
お
墓
も
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
９
名
の
方
々
は
、
ど
う
し
て

亡
く
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

大
原
騒
動
と
は
ど
ん
な
事
件
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。

大
原
と
い
う
の
は
、
当
時
飛
騨
を

治
め
て
い
た
代
官
「
大
原
彦
四
郎
」

だ
い
か
ん

お

お

は
ら

ひ

こ

し

ろ
う

の
名
前
で
、
暮
ら
し
に
困
っ
た
農
民

た
ち
が
、
代
官
を
相
手
に
起
こ
し
た

集
会
や
一
揆
の
結
果
、
大
勢
が
処
罰

い

っ

き

さ
れ
て
亡
く
な
っ
た
事
件
で
す
。

９
名
の
う
ち
、
▲
印
３
名
は
牢
に

入
れ
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
亡
く
な
っ

た
方
。
△
印
６
名
は
打
ち
首
で
し
た
。

↑
吉

城
郡

義
民

大
野
郡
義
民

↓
（
安
永
二
年
）

十
二
月
二
十
七
日

江

名

子

孫

次

郎

え

な

こ

ま

ご

じ

ろ

う

片
野
伝
七

か
た
の
で
ん
し
ち

牧

ケ

洞

善

十

郎

ま
き

が
ほ
ら

ぜ
ん
じ

ゅ
う
ろ

う

前

原

藤

右

ェ

門

ま

え

は

ら

と

う

え

も

ん

町
方
治
兵
衛

ま

ち

か

た

じ

へ

え

左

側

面

右

側

面

丹生川の

荒城は吉

城郡に属

していま

した。
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年齢 37 35 32 32 34 41 歳

江
戸
時
代
の
は
じ
め
は
関
ヶ
原
の

戦
い
で
功
の
あ
っ
た
金
森
長
近
が
飛

か
な
も
り
な
が
ち
か

騨
を
治
め
ま
し
た
が
、
６
代
目
頼
旹

よ
り
と
き

の
と
き
に
山
形
へ
転
封
（
国
替
え
）

て
ん
ぽ
う

に
な
り
、
１
０
７
年
間
続
い
た
金
森

氏
の
時
代
は
終
わ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
飛
騨
は
江
戸
幕
府
が
直

接
治
め
る
「
天
領
」
と
な
り
、
江
戸

か
ら
「
代
官
」
と
い
う
殿
様
が
や
っ

て
き
て
治
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１
２
代
目
の
代
官
が
大
原
彦
四
郎

で
、
そ
の
と
き
３
回
の
大
き
な
騒
動

が
起
こ
り
ま
し
た
。
１
回
目
が
明
和

め

い

わ

騒
動
、
２
回
目
が
安
永
騒
動
、
３
回

あ
ん
え
い

目
が
天
明
騒
動
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

て
ん
め
い

落
合
橋
そ
ば
の
慰
霊
碑
は
、
安
永

騒
動
の
と
き
処
刑
さ
れ
て
亡
く
な
っ

た
飛
騨
の
百
姓
の
代
表
９
名
を
供
養

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

安
永
２
年
（
１
７
７
２
年
）
大
原

代
官
は
、
元
禄
の
頃
に
調
査
し
て
あ

っ
た
田
畑
の
面
積
を
測
り
直
せ
ば
面

積
が
増
え
て
年
貢
を
た
く
さ
ん
と
れ

る
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
ま
ず
花
里
村

で
３
月
に
検
地
を
始
め
ま
し
た
。
そ

し
て
、
検
地
さ
れ
た
く
な
け
れ
ば
自

分
か
ら
３
割
増
し
の
申
し
出
を
す
る

よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

４
月
、
飛
騨
の
各
村
の
百
姓
は
困

っ
て
、
元
禄
の
と
き
に
検
地
を
担
当

し
た
大
垣
藩
へ
検
地
を
止
め
さ
せ
て

ほ
し
い
と
、
代
表
約
１
０
０
名
が
お

願
い
に
行
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
国

を
越
え
て
他
へ
訴
え
た
と
い
う
こ
と

で
越
訴
の
罪
と
な
り
、
首
謀
者
と
さ

お

っ

そ

れ
た
郡
中
惣
代
名
主
２
名
（
大
沼
村

久
左
衛
門
・
町
方
村
治
兵
衛
）
は
捕

ら
え
ら
れ
て
江
戸
へ
送
ら
れ
、
６
～

７
月
に
二
人
と
も
江
戸
の
牢
で
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

飛
騨
国
大
野
郡
前
原
村

藤
右
ェ
門
首

同
国
同
郡
江
名
子
村

孫
次
郎
首

同
国
同
郡
金
桶
村

獄
門
首
六
つ

甚
蔵
首

桶
に
入

但
、
立
札
銘
々
附
、
桐
油
の
儀
上
附

同
国
同
郡
牧
ヶ
洞
村

善
十
郎
首

同
国
同
郡
山
本
村

彦
兵
衛
首

同
国
同
郡
船
津
町
村

太
郎
兵
衛
首

右
の
通
た
し
か
に
請
取

蕨
宿
へ

継
送
り
申
し
候

以
上

中
山
道
板
橋

問
屋

豊
田
孫
右
ェ
門

巳
十
二
月
十
八
日

南
伝
馬
町吉

沢
主
計
殿

大
伝
馬
町馬

込
勘
解
由
殿

大
原
騒
動
と
は

敷
へ
駆
込
訴
を
し
て
訴
え
ま
し
た
。

か

け

こ

み

そ

駕
籠
訴
は
成
功
し
訴
状
は
受
け
取

っ
て
も
ら
え
ま
し
た
が
、
結
局
却
下

さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

７
名
は
捕
ら
え
ら
れ
片
野
伝
七
は
牢

で
亡
く
な
り
、
他
の
６
名
は
１
２
月

１
８
日
に
打
ち
首
に
さ
れ
ま
し
た
。

切
ら
れ
た
首
は
塩
漬
け
に
さ
れ
、

中
山
道
を
通
っ
て
高
山
へ
運
ば
れ
、

な
か
せ
ん
ど
う

１
２
月
２
７
日
に
万
人
講
川
原
（
高

ま
ん
に
ん
こ
う

山
市
桐
生
町
）
で
獄
門
（
さ
ら
し
首
）

ご
く
も
ん

に
さ
れ
ま
し
た
。

上
の
古
文
書
は
、
高
山
陣
屋
に
展

示
し
て
あ
っ
た
も
の
で
、
６
名
の
名

前
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

高
山
ま
で
何
日
も
か
か
る
の
で
、

泊
ま
っ
た
宿
で
は
、
確
か
に
首
を
受

け
取
っ
て
次
の
宿
へ
送
り
ま
し
た
と
、

証
文
を
書
い
た
わ
け
で
す
。

当
時
岩
滝
で
代
表
に
な
っ
て
捕
ら

え
ら
れ
た
人
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
が
、
死
罪
に
な
る
こ
と

を
覚
悟
し
て
訴
え
て
犠
牲
に
な
っ
た

人
達
を
供
養
す
る
た
め
に
、
岩
滝
の

人
達
は
落
合
橋
の
と
こ
ろ
に
慰
霊
碑

を
建
て
ま
し
た
。

慰
霊
碑
に
は
、
万
人
講
川
原
に
さ

ら
さ
れ
た
１
２
月
２
７
日
と
い
う
日

付
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
と
い
う
と
、
有
名
な
武
将
や
、

戦
い
な
ど
に
目
が
い
き
ま
す
が
、
飛

騨
の
人
々
の
暮
ら
し
を
考
え
る
う
え

で
、
大
原
騒
動
に
つ
い
て
も
う
少
し

調
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
飛
騨
の
人
達
の
代
表
６

名
は
直
接
江
戸
の
老

中
の
乗
っ
た
駕

ろ
う
じ
ゅ
う

籠
を
ね
ら
っ
て
訴
え
よ
う
（
こ
れ
を

駕
籠
訴
と
い
い
ま
す
）
と
、
７
月
２

か

ご

そ

６
日
に
駕
籠
訴
を
決
行
し
ま
し
た
。

江
名
子
孫
次
郎
・
金
桶
甚
蔵
・
牧

ヶ
洞
善
十
郎
・
山
本
彦
兵
衛
・
舟
津

太
郎
兵
衛
・
片
野
伝
七
の
６
名
で
す
。

ま
た
、
前
原
藤
右
ェ
門
は
直
接
屋
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↓

昔
、
岩
井
に
は
た
く
さ
ん
神
社
が
あ

っ
て
、
大
八
賀
村
史
に
よ
れ
ば
、

「
大
森
の
白
山
神
社
、
中
沢
白
山
神

社
、
和
田
の
天
満
神
社
、
西
の
若
宮
八

幡
神
社
、
宮
ヶ
洞
の
愛
宕
神
社
が
、
明

治
四
十
年
十
月
十
八
日
神
社
統
合
令
に

よ
っ
て
こ
の
大
森
白
山
社
へ
合
併
し
、

岩
井
神
社
と
称
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
」

と
、
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
岩
井
神
社
の
本
殿
は
、
屋
根
を

手
前
に
長
く
伸
ば
し
た
一

間

社

流

造

い
っ
け
ん
し
ゃ
な
が
れ
づ
く
り

と
い
う
様
式
で
、
高
山
市
文
化
財
指
定

の
貴
重
な
も
の
で
す
が
、
長
い
年
月
で

あ
ち
こ
ち
傷
ん
で
い
た
と
こ
ろ
を
地
元

の
皆
さ
ん
が
昨
年
修
理
さ
れ
、
９
月
の

例
祭
の
と
き
一
般
公
開
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
と
き
本
殿
の
下
に
、
建
物
を
建

て
た
と
き
に
つ
け
る
棟
札
が
打
ち
付
け

て
あ
る
の
を
見
つ
け
て
写
真
に
撮
っ
た

の
が
左
写
真
で
す
。

安
永
五
年
（
１
７
７
６
年
）
に
建
て

ら
れ
た
も
の
で
、
大
工
は
名
工
と
呼
ば

れ

た

松

田

太

右

ェ

門

の

弟

子

の

東
雲
勘
四
郎
で
す
。

あ
ず
も

か
ん
し
ろ
う

東
雲
勘
四
郎
は
、
こ
の
３
年
後
の
安

永
８
年
に
は
、
日
枝
神
社
の
本
殿
を
建

て
て
い
ま
す
。

棟
札
の
下
の
ほ
う
に
は
当
時
の
氏
子

２
１
名
の
名
前
が
載
っ
て
い
ま
す
。

名
主
・
組
頭
・
山
見
と
い
う
３
つ
の

や

ま

み

役
が
あ
り
ま
す
。
山
見
と
は
山
を
見
回

る
人
で
す
。
ほ
か
に
１
８
名
の
名
前
が

あ
り
ま
す
が
、
今
も
屋
号
と
し
て
残
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

岩
滝
の
歴
史
は
大
八
賀
村
史
に
少
し

出
て
き
ま
す
が
、
ど
う
も
資
料
が
乏
し

い
よ
う
で
す
。
も
し
ご
家
庭
に
古
文
書

や
昔
の
も
の
な
ど
が
あ
れ
ば
見
せ
て
い

岩井神社本殿

岩
井
神
社
本
殿
の
棟
札

む

な

ふ

だ

た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
安
永
五
年
と
い
え
ば
、

前
ペ
ー
ジ
の
安
永
の
大
原
騒
動
の
３
年

後
で
す
。
田
畑
の
再
検
地
が
行
わ
れ
て

年
貢
を
よ
り
多
く
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
こ
の
時
期
に
、
岩
井
で
は

ど
う
し
て
立
派
な
本
殿
が
建
て
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
、
名
工
東
雲

勘
四
郎
の
作
で
す
。

山
見
と
い
う
役
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
を

み
る
と
、
当
時
は
田
畑
よ
り
山
林
で
の

収
入
が
豊
か
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

今
回
の
広
報
は
岩
滝
の
歴
史
が
中
心

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
郷
土
の

歴
史
・
地
理
・
自
然
な
ど
い
ろ
い
ろ
な

角
度
か
ら
郷
土
を
見
て
み
る
こ
と
は
発

見
が
あ
っ
て
お
も
し
ろ
い
で
す
。
行
事

や
イ
ベ
ン
ト
の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、

今
後
も
掲
載
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

飛
騨
国
大
野
郡
岩
井
村
氏
子
中

名
主

次
郎
左
ェ
門

七
助

松
兵
衛

組
頭

惣
右
ェ
門

市
右
ェ
門

長
三
郎

山
見

作
蔵

作
兵
衛

三
右
ェ
門

孫
蔵

嘉
平

久
兵
衛

孫
七

源
四
郎

勘
右
ェ
門

惣
九
郎

喜
八

与
七

源
左
ェ
門

九
郎
助

八
助

← 棟札 （長さ９０ｃｍほどありました。）

安
永
五
年
甲

年
南
呂
廿
日
上
棟

さ
る
の
と
し

な
ん
り
ょ

は

つ

か

奉
造

立
白
山
権
現
一
社

ぞ
う
り
ゅ
う大

工
棟
梁
飛
高
山

東
雲
勘
四
郎

次
籌

あ

ず

も

か

ん

し

ろ

う

造立は、神社
や寺を建てる
こと。
南呂は旧暦８
月。廿は二十
の こ と な の
で、西暦でい
うと、1776
年10月2日
のこと(？)


