
凸
凹
地
形
に
あ
る

神
社
の
特
徴
と
は
？

相
馬
を
歩
い
て
み
て
感
じ

た
こ
と
の
ひ
と
つ
が
、
神
社

が
と
て
も
多
い
な
、
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。
一
方
で
お
寺

は
津
軽
藩
主
代
々
の
崇
敬
を

受
け
た
覚
応
院
く
ら
い
し
か

見
当
た
ら
ず
、
少
し
不
思
議

に
感
じ
た
も
の
だ
。

凸
凹
地
の
神
社
は
、
台
地

の
先
端
下
部
に
入
り
口
が
あ

り
、
登
っ
た
と
こ
ろ
に
本
殿

が
あ
る
の
が
特
徴
、
と
法
政

大
学
江
戸
東
京
研
究
セ
ン

タ
ー
の
元
セ
ン
タ
ー
長
・
陣

内
秀
信
先
生
に
伺
っ
た
こ
と

が
あ
る
。
実
際
、
相
馬
の
神

社
も
多
く
が
そ
う
い
う
形
式

だ
。
も
ち
ろ
ん
例
外
も
あ
る

が
、
平
ら
な
土
地
に
こ
つ
然

と
建
つ
神
社
と
い
う
の
は
珍

し
い
。
こ
れ
は
、
水
害
の
リ

ス
ク
が
比
較
的
高
い
凸
凹
地

域
で
、
高
い
場
所
に
あ
っ
た

ほ
う
が
地
域
を
見
渡
し
や
す

い
し
、
住
民
が
避
難
し
や
す

い
と
い
っ
た
理
由
も
あ
る
よ

う
だ
。
対
し
て
お
寺
な
ど
は

水
源
を
守
る
と
い
う
意
味
で

谷
地
の
川
沿
い
な
ど
に
あ
る

こ
と
が
多
い
そ
う
だ
。
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川
沿
い
か
ら
高
台
に

遷
っ
た
五
所
神
社

繰
り
返
す
が
、
例
外
が

あ
っ
て
、
凸
凹
地
形
と
い
え

ど
も
す
べ
て
の
寺
社
が
そ
の

パ
タ
ー
ン
に
当
て
は
ま
る
と

は
限
ら
な
い
。

相
馬
で
い
え
ば
、
五
所
神

社
が
例
外
的
な
存
在
だ
。
台

地
の
上
の
や
や
平
坦
な
場
所

に
鎮
座
し
て
い
る
。
そ
こ
だ

け
盛
土
さ
れ
た
よ
う
な
特
異

な
形
状
な
の
だ
（
も
と
も
と

古
墳
な
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
噂
も
あ
る
よ
う
だ
が
真

偽
は
不
明
）
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
こ

の
神
社
の
宮
は
も
と
も
と
下

五
所
里
見
と
い
う
岩
木
川
沿

い
に
あ
っ
た
も
の
だ
。
創
立

年
月
日
は
不
詳
だ
が
、
相
馬

に
潜
幸
さ
れ
て
い
た
長
慶
上

皇
崩
御
の
大
葬
の
際
に
権
現

社
を
建
て
た
の
が
五
所
神
社

の
始
ま
り
だ
と
伝
わ
る
。

と
こ
ろ
が
、
た
び
た
び
水

害
に
よ
っ
て
流
さ
れ
て
し
ま

っ
た
た
め
、
寛
延
年
間
（
一

七
四
八
～
五
一
）
に
現
在
の

場
所
（
五
所
野
沢
）
に
遷
し

て
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。

多
い
神
社
で
、
主
祭
神
は
そ

の
名
の
と
お
り
八
幡
神
（
誉

田
別
命
〈
ほ
む
た
わ
け
の
み

こ
と
〉
＝
応
神
天
皇
）
。
対

し
て
五
所
神
社
の
御
祭
神
は

久
介
廼
智
神
（
ク
ク
ノ
チ
ノ

カ
ミ
）
と
い
う
神
様
だ
が
、

も
と
は
長
慶
上
皇
の
大
葬
で

祀
ら
れ
た
の
が
は
じ
ま
り
だ
。

つ
ま
り
、
同
じ
皇
統
と
し
て

つ
な
が
り
が
あ
る
わ
け
だ
。

相
馬
と
五
所
川
原
市
も
か
つ

て
の
よ
う
に
何
ら
か
の
形
で

つ
な
が
っ
て
い
け
れ
ば
い
い

の
に
な
、
と
思
う
の
は
私
だ

け
で
は
あ
る
ま
い
。

（
文
責
：
加
賀
新
一
郎
）

【
参
考
文
献
】

相
馬
村
誌
編
集
委
員
会
編
『
相

馬
村
誌
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（
相
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村
）
、
三
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が
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新
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弘

前
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
編

弘
前
市
史
』
（
弘
前
市
企
画
部

企
画
課
）

相
馬
の
歴
史
を
探
求
す
る
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五
所
川
原
市
と
相
馬
の

た
だ
な
ら
ぬ
関
係

五
所
神
社
に
ま
つ
わ
る
逸

話
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

里
見
に
あ
っ
た
祠
が
流
さ
れ

る
た
び
に
着
い
た
の
が
、
現

在
の
五
所
川
原
市
元
町
付
近

の
川
原
だ
っ
た
。
そ
の
た
び

に
相
馬
か
ら
の
使
者
が
持
ち

帰
っ
た
も
の
の
何
度
も
同
じ

場
所
に
流
れ
着
く
の
で
、
こ

れ
は
神
意
に
違
い
な
い
と
、

そ
の
場
所
に
祠
を
安
置
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ

れ
が
現
在
の
元
町
八
幡
宮
で
、

こ
の
出
来
事
が
五
所
川
原
と

い
う
地
名
の
由
来
だ
と
も
い

わ
れ
る
。

八
幡
宮
の
由
来
書
き
に
よ

れ
ば
、
万
治
三
年
（
一
六
六

〇
）
の
こ
ろ
と
さ
れ
る
。
先

述
し
た
寛
延
年
間
よ
り
一
〇

〇
年
以
上
も
前
で
は
あ
る
が
、

も
し
か
し
た
ら
そ
の
こ
ろ
か

ら
何
度
も
同
じ
よ
う
な
こ
と

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
由
来
も
あ
っ
て
、

相
馬
と
五
所
川
原
市
は
現
代

に
な
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
交

流
が
は
か
ら
れ
て
い
た
。
い

つ
し
か
そ
の
交
流
も
途
絶
え

て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
が
。
ち

な
み
に
、
八
幡
宮
（
八
幡
神

社
）
は
全
国
で
も
っ
と
も

赤
〇
の
と
こ
ろ
が
元
町
八
幡
宮
。
左

に
流
れ
る
川
が
岩
木
川
（
ⓒG

oogle
Earth

）

五所神社



岩
石
を
信
仰
し
て
い
た

相
馬
の
人

巨
大
な
岩
石
を
そ
の
ま
ま

崇
め
る
岩
石
信
仰
は
、
動
物
、

植
物
、
樹
木
、
滝
、
岩
、
月

な
ど
、
す
べ
て
の
自
然
物
に

霊
魂
的
存
在
を
認
め
る
ア
ニ

ミ
ズ
ム
と
し
て
は
あ
り
ふ
れ

た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
日

本
に
お
け
る
岩
石
信
仰
は
、

磐
座
と
し
て
そ
の
ま
ま
古
神

道
に
と
り
こ
ま
れ
、
現
代
で

も
岩
石
を
神
体
と
す
る
神
社

は
日
本
各
地
に
存
在
し
、
神

道
の
一
部
と
な
っ
て
い
る

（
諸
説
あ
り
）
。

ま
た
、
津
軽
地
方
で
は
、

村
の
裏
山
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
祠
な
ど
を
設
け
た
「
模
擬

岩
木
山
」
と
い
う
遥
拝
所
に

見
立
て
た
場
所
に
、
参
詣
が

体
力
的
に
も
経
済
的
に
も
困

難
な
人
が
、
岩
木
山
の
代
わ

り
に
参
詣
す
る
風
習
が
あ
っ

た
。
現
在
は
林
の
陰
に
隠
れ

て
い
る
が
、
「
岩
木
山
神
社

と
岩
木
山
頂
を
見
渡
せ
る
位

置
で
、
こ
の
祠
堂
を
通
し
て

岩
木
山
を
拝
ん
だ
」
こ
と
か

ら
、
相
馬
の
人
々
は
岩
石
そ

の
も
の
を
信
仰
対
象
と
し
た

の
で
は
な
く
、
人
と
岩
木
山

を
つ
な
ぐ
「
媒
体
」
と
し
て

祀
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

皇
族
が
参
拝
に
き
た
⁉

昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）

八
月
か
ら
昭
和
十
一
年
十
二

月
ま
で
、
昭
和
天
皇
の
実
弟

で
あ
る
秩
父
宮
雍
仁(

や
す

ひ
と)
親
王
が
弘
前
歩
兵
第

三
十
一
連
隊
第
三
大
隊
長
と

し
て
御
在
隊
し
て
い
た
。
在

任
中
、
隊
の
訓
練
の
た
め
に

大
石
明
神
周
辺
に
訪
れ
、
そ

の
際
、
上
皇
宮
と
大
石
明
神

に
参
拝
し
た
の
だ
と
い
う
。

雍
人
親
王
が
馬
に
乗
っ
て
き

た
こ
と
を
紙
漉
沢
町
会
の
成

田
尚
道
さ
ん
は
母
親
か
ら
聞

い
た
と
い
う
。

皇
族
が
来
る
よ
う
な
牛
馬

の
飼
料
の
草
刈
場
（
ま
ぐ
さ

場
）
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二

十
年
代
ま
で
は
、
領
界
に
つ

り
ん
ご
作
り
に
宿
る

ア
ニ
ミ
ズ
ム
精
神

大
石
明
神
の
岩
石
信
仰
の

よ
う
に
、
相
馬
の
人
々
は
自

然
物
す
べ
て
に
霊
魂
が
宿
る

感
覚
を
も
っ
て
き
た
。
飛
躍

し
た
話
に
な
る
が
、
ア
ニ
ミ

ズ
ム
の
精
神
が
り
ん
ご
一
つ

ひ
と
つ
手
入
れ
し
、
手
間
暇

か
け
て
育
て
る
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
（
文
責
：
穗
坂
修
基
）

な
っ
た
。
お
そ

ら
く
園
地
拡

大
の
と
き
に

「
石
工
某
が
こ

の
大
石
を
う
ち

砕
こ
う
と
し
て

大
怪
我
を
し
、

神
威
を
お
そ
れ

て
こ
の
祠
堂
を

建
立
し
た
」
と

伝
え
ら
れ
て
お

り
、
り
ん
ご
園

の
中
に
ポ
ツ
ン

と
岩
石
が
残
る

現
在
の
姿
が

残
っ
て
い
る
。

●相馬凸凹学会とは
津軽平野の南端に位置し、台地と平地が入り組んだ凸凹地
形の相馬の歴史を地形・地理・地名といった新たな視点も
加えて調査・研究・記録するサークル。

相
馬
地
区
に
も
信
仰
の
対

象
に
な
っ
て
い
る
岩
石
が
あ

る
の
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

紙
漉
沢
の
奥
に
あ
る
大
石
明

神
だ
。
山
の
た
ま
り
場
夢
想

館
前
の
道
を
、
西
へ
三
百

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
進
み
、
右
手

に
見
え
る
丘
の
頂
上
、
り
ん

ご
園
の
細
い
道
の
先
に
あ
る
。

「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型―

岩
木
山

型
の
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
近
い

大
石
」
の
前
に
鳥
居
と
祠
が

あ
る
。

こ
の
岩
石
が
ど
こ
か
ら
き

た
の
か
、
い
つ
か
ら
あ
る
の

か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
言

い
伝
え
に
よ
る
と
、
太
古
の

大
噴
火
で
岩

木
山
か
ら
飛

ん
で
き
た
と

い
う
の
で
あ

る
。
「
祖
霊

の
住
む
山
」

と
し
て
古
く

か
ら
崇
め
ら

れ
て
き
た
岩

木
山
か
ら
飛

ん
で
き
た
岩

石
と
い
う
こ

と
で
、
人
々

は
大
切
に
し

て
き
た
そ
う

だ
。

大石明神祠堂

い
て
紙
漉
沢
と
国
吉
（
東
目

屋
）
の
間
で
紛
争
が
あ
り
、
領

界
を
め
ぐ
っ
て
揉
め
た
こ
と
か

ら
「
モ
メ
山
」
と
言
わ
れ
て
い

た
。
地
図
を
み
る
と
、
領
界
が

複
雑
に
入
り
組
ん
で
お
り
、
揉

め
た
名
残
が
う
か
が
え
る
。
昭

和
三
十
年
代
に
は
、
祭
り
や
遠

足
、
運
動
会
、
ス
キ
ー
が
お
こ

な
わ
れ
る
行
楽
の
地
に
な
っ
た
。

当
時
、
ま
ぐ
さ
場
は
男
女
の
出

会
い
場
で
も
あ
っ
た
ら
し
く
、

と
っ
て
つ
け
た

よ
う
だ
が
縁
結

び
の
パ
ワ
ー
ス

ポ
ッ
ト
と
言
わ

れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の

後
、
耕
耘
の
機

械
化
に
よ
り
、

一
帯
は
急
速
に

り
ん
ご
園
に

CGによる大石明神からの眺め（〈ｃ〉 ひなたＧＩＳ）

〝
お
岩
木
山
の
分
身
〟
と
し
て

崇
め
ら
れ
た
大
石
神
社
の
謎
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