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市
内
（
旧
野
栄
町
を
除

く
）
で
は
江
戸
時
代
の
道

標
が
８
基
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
う
ち
石
柱
上

部
に
「
弘
法
大
師
像
」
が

彫
ら
れ
た
も
の
が
１
基
あ

り
、
な
ぜ
大
師
像
な
の
か
、

長
い
間
疑
問
で
し
た
。

　

真
言
宗
を
開
い
た
弘
法

大
師
空
海
の
生
誕
１
２
５

０
年
を
記
念
し
、
博
物
館

や
美
術
館
な
ど
で
真
言
宗

寺
院
の
特
別
展
や
弘
法
大
師
信
仰
の
展
示
な

ど
が
あ
り
ま
し
た
。

　

房
総
に
お
け
る
弘
法
大
師
信
仰
に
つ
い
て

の
解
説
で
、
四
国
八
十
八
ケ
所
霊
場
を
写
し

た
「
新
四
国
八
十
八
ケ
所
霊
場
」
が
県
内
各

所
に
設
け
ら
れ
、
道
標
は
そ
れ
に
関
す
る
も

の
と
の
指
摘
に
、
疑
問
が
解
け
た
よ
う
に
思

い
ま
し
た
。

　

木
積
・
龍
頭
寺
境
内
に
大
師
像
が
彫
ら
れ

「
弘
法
の
道
標
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
道
し
る
べ

が
あ
り
ま
す
。
高
さ
１
１
８
㎝
の
石
柱
正
面

上
部
に
大
師
像
、
そ
の
下
に
「
東　

八
日
市

場　

太
田（
旭
市
）　

て
う
し（
銚
子
）」、
右

側
面
「
北　

さ
く
ら
（
佐
倉
）」
と
造
立
年
月

日
、
左
側
面
に
「
南　

い
い
く
ら
（
飯
倉
）　

よ
こ
し
ば（
横
芝
）　

東
が
ね（
東
金
）」、
裏

面
に
は「
西　

た
こ（
多
古
）　

さ
く
ら　

江

戸
」と
刻
ま
れ
、
１
７
９
３（
寛
政
５
）年
２

月
21
日
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

　

東
総
地
域
の
「
新
四
国
八
十
八
ケ
所
霊
場

巡
り
」
は
１
７
８
５
年
に
一
番
霊
場
・
長

禅
寺
（
旭
市
野
中
）
住
職
が
始
め
た
と
さ
れ
、

堀
川
西
・
吉
祥
院
所
蔵
１
８
５
２
年
の
掛
け

軸
（
本
紙
令
和
５
年
４
月
号
に
掲
載
）
に
は
、

「
第
85
番
霊
場　

木
積　

龍
頭
寺
」
と
あ
り

ま
す
。

　

龍
頭
寺
の
「
弘
法
の
道
標
」
は
、
江
戸
時

代
後
期
に
盛
ん
と
な
っ
た
こ
の
地
域
の
新
四

国
巡
り
の
人
た
ち
の
道
し
る
べ
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　

同
寺
門
前
が
三
差
路
に
な
っ
て
い
て
、
か

つ
て
は
お
そ
ら
く
こ
の
辺
り
に
建
て
ら
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
同
寺
に
は
江
戸
時
代
後

期
の
『
図
絵
』
に
も
描
か
れ
た
龍
神
の
池
が

あ
り
、
雨
乞
い
信
仰
祈
願
の
幟の

ぼ
り

旗ば
た

が
奉
納
さ

れ
た
と
も
伝
わ
り
ま
す
。
道
標
に
は
造
立
者

名
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
寺
を
信
仰
す
る
人

た
ち
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・
依
知
川
雅
一
）
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長
い
よ
う
で
短
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
夏

休
み
も
終
わ
り
、
日
常
が
戻
っ
て
く
る
9
月
。

「
夏
が
来
れ
ば 

思
い
出
す 

は
る
か
な
尾
瀬 

と
お
い
空
」
の
歌
い
出
し
で
親
し
ま
れ
る
日

本
の
歌
曲
「
夏
の
思
い
出
」。
皆
さ
ん
も
夏

が
来
る
た
び
よ
み
が
え
る
夏
の
思
い
出
、
そ

の
風
景
を
心
に
刻
ま
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

私
も
夏
な
ら
で
は
の
行
事
へ
の
参
加
や
日
本

の
メ
ダ
ル
ラ
ッ
シ
ュ
に
沸
い
た
パ
リ
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
な
ど
、
多
く
の
思
い
出
の
場
面
を
心

に
残
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
毎
年
９
月
１
日
は
「
防
災
の
日
」

で
す
。
近
年
、
地
震
や
台
風
、
豪
雨
な
ど
の

大
き
な
災
害
が
た
び
た
び
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

「
自
分
の
住
む
地
域
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
」
と

思
っ
て
い
て
も
、
災
害
は
い
つ
ど
こ
で
起
こ

る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
ま
た
避
難
訓
練
を
重

ね
て
い
て
も
、
予
期
し
な
い
こ
と
が
起
こ
る

の
が
災
害
で
す
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
時
間

を
過
ご
す
家
庭
や
学
校
、
職
場
な
ど
で
防
災

に
つ
い
て
考
え
、
行
動
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
災
害
に
十
分
に
備
え
る
た
め
に
は
、
災

害
発
生
時
に
何
が
起
き
る
か
を
先
読
み
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な

ど
を
活
用
し
、「
地
震
や
豪
雨
が
起
き
た
ら

自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
は
ど
う
な
る
の

か
」「
ど
う
し
た
ら
身
の
安
全
を
確
保
で
き

る
の
か
」
な
ど
、
日
ご
ろ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
特
に
「
マ
イ
・

タ
イ
ム
ラ
イ
ン（
個
人
防
災
行
動
計
画
）」の

活
用
は
有
効

で
す
。
こ
れ

は
、
自
分
や

家
族
が
「
い

つ
」「
何
を

す
る
の
か
」

な
ど
の
防
災
行
動
を
時
系
列
に
整
理
し
て
ま

と
め
る
も
の
で
す
。
取
る
べ
き
防
災
行
動
を

整
理
し
て
お
く
こ
と
で
、
い
ざ
と
い
う
と
き

に
身
を
守
る
行
動
を
取
る
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
。
災
害
が
発
生
し
て
も
慌
て
ず
に
行
動

で
き
る
よ
う
、
自
分
だ
け
の
行
動
計
画
を
作

っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
備
え
て
お
き

た
い
物
や
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
な
ど
の

基
本
的
な
項
目
を
リ
ス
ト
に
ま
と
め
、
す
べ

て
に
チ
ェ
ッ
ク
が
付
く
こ
と
を
目
標
に
し
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
と
は
い
え
、
張
り

切
っ
て
完
璧
な
防
災
を
目
指
し
て
も
、
心
理

的
な
負
担
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
無
理
の
な
い
範
囲
で
災
害
対
策
を
始
め

ま
し
ょ
う
。
市
と
し
ま
し
て
も
引
き
続
き
危

機
管
理
や
地
域
防
災
力
の
強
化
に
努
め
て
ま

い
り
ま
す
。

　

６
日
か
ら
は
市
議
会
９
月
定
例
会
（
決
算

議
会
）
が
開
会
し
ま
す
。
決
算
の
審
査
に
向

け
て
準
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
今
後
の
国

政
の
動
き
な
ど
に
も
注
目
し
つ
つ
市
政
運
営

に
全
力
で
当
た
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
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