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「
お
市
の
方
」
と
聞
い
て
、
歴
史
好
き
の
方
は

織
田
信
長
の
妹
を
連
想
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
こ
津
軽
に
も
「
お
市
の
方
」
が
い
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
お
市
さ
ん
が
相
馬
地
区
と

ど
ん
な
関
り
が
あ
る
の
か
調
べ
ま
し
た
。

和
徳
城
主
小
山
内
讃
岐
守
の
娘
・
お
市
は
、

田
舎
館
城
主
千
徳
掃
部
（
か
も
ん
）
政
武
に
嫁

ぎ
ま
す
。
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
津
軽
為

信
に
よ
っ
て
田
舎
館
城
が
落
城
し
、
千
徳
政
武

は
自
害
。
お
市
は
、
相
馬
の
藍
内
に
隠
れ
住
ん

だ
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
の
で
す
（
諸
説
あ

り
）
。

た
く
さ
ん
の
戦
に
よ
り
津
軽
統
一
を
目
指
し

た
津
軽
為
信
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
三

月
、
居
城
の
堀
越
（
ほ
り
こ
し
）
城
か
ら
近
い

清
水
森
で
、
敵
味
方
関
係
な
く
戦
で
戦
死
し
た

霊
を
弔
う
大
法
要
を
十
日
間
に
わ
た
り
営
み
ま

し
た
。

法
会
四
日
目
、
ひ
と
り
の
女
性
が
仏
前
に
進

み
一
巻
の
文
を
広
げ
読
み
上
げ
ま
し
た
。

「
そ
れ
義
に
よ
っ
て
、
軽
き
も
の
は
武
士
（
も

の
の
ふ
）
の
命
、
情
に
よ
っ
て
捨
て
や
す
き
は

婦
人
の
身
な
り
。
わ
が
夫
す
で
に
武
命
を
重
ん

じ
、
速
や
か
に
戦
場
の
一
葉
の
露
と
身
を
な
し

給
う
。
惜
し
い
か
な
」

読
み
終
え
る
と
そ
れ
を
祭
壇
に
供
え
、
懐
よ

り
短
刀
を
取
り
出
し
、
己
の
胸
に
二
度
突
き
刺

し
息
絶
え
ま
す
。

お
市
の
方
は
、
夫
と
死
別
し
て
十
七
年
間
も

身
を
隠
し
、
恨
み
を
晴
ら
す
べ
く
機
会
を
う
か

が
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
は
、
敵
を

も
弔
う
こ
の
法
要
に
よ
り
、
為
信
へ
の
憎
し
み

を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

お
市
の
気
持
ち
を
汲
み
と
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
現
在
は
、
弘
前
市
清
水
森
の
金
峯
神

社
に
蔵
王
大
権
現
と
し
て
祀
ら
れ
、
静
に
安
ら

か
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

藍内の大山祇神社。相馬川を上り、相馬地区のはずれに大山祇神
社はありました。神社の前には「！」マークの標識があり、一体
何に注意 と驚きました。季節外れの暖かさで前日に降った大量
の雪が、神社周辺の木からぼったぼったと落ちてくる状況に、思
わずこれに注意か！(笑)と納得。青空の下、傘を差しながら、鳥
居の前で一礼。拝殿へと向かいました（撮影：石マニア木村）

相
馬
地
区
の
伝
承
に
よ
る
と
、
む
か
し
藍
内

の
立
石
の
山
中
に
身
を
潜
め
て
い
た
お
市
の
方

は
、
名
を
問
わ
れ
る
と
「
三
上
」
の
家
の
者
だ

と
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
藍
内
の
三
上
の
家
を

「
サ
ン
ギ
屋
敷
」
と
い
い
、
藩
の
役
人
が
来
る

来
る
と
屋
敷
の
敷
地
内
に
あ
る
洞
窟
に
隠
れ
る

こ
と
に
し
て
い
ま
し
た
。
「
サ
ン
ギ
」
と
は
山

祇
（
や
ま
つ
み
＝
山
の
神
）
の
音
読
み
で
、
大

山
祇
神
（
お
お
や
ま
つ
み
の
か
み
）
は
山
を
つ

か
さ
ど
る
神
様
で
す
。
そ
の
サ
ン
ギ
屋
敷
は
明

治
に
滅
び
て
い
ま
す
。

現
在
、
山
中
の
洞
窟
は
草
木
に
覆
わ
れ
、
お

そ
ら
く
発
見
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ

の
洞
窟
は
修
験
道
の
洞

窟
の
名
残
り
と
思
わ
れ
、

石
マ
ニ
ア
と
し
て
は
ぜ

ひ
と
も
訪
れ
て
み
た
い

場
所
の
ひ
と
つ
な
の
で

す
。こ

の
あ
た
り
に
は
田

舎
館
千
徳
氏
に
か
か
わ

る
伝
承
が
ま
だ
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
天
正
の
昔
、

藍
内
川
を
田
舎
館
の
落

武
者
が
南
部
へ
出
る
た

め
落
ち
の
び
、
そ
の
際
、

一
定
の
期
間
彼
ら
を
匿

い
、
生
活
を
共
に
し
て

い
た
村
人
が
い
ま
し
た
。

（
裏
面
に
続
く
）

相馬の伝承（２）～お市の方伝説～

藍
内
に
身
を
潜
め
夫
へ
の

愛
を
貫
い
た
悲
運
の
姫
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相馬の神社の謎と秘密（２） 別
れ
際
、
世
話
な
ど
を
し
て
く
れ
た
村
人
に
今

の
よ
う
な
事
情
だ
か
ら
お
礼
の
持
ち
合
わ
せ
が

な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
今
後
苗
字
に
千
徳
掃
部

の
掃
部
を
名
乗
る
よ
う
に
と
去
っ
た
と
い
い
ま

す
。
千
徳
政
武
は
、
千
徳
掃
部
政
武
。
今
も
相

馬
地
区
に
は
、
「
掃
部
」
姓
の
方
が
い
ま
す
。

そ
の
昔
、
心
優
し
き
ご
先
祖
様
の
は
か
ら
い
が

四
百
年
以
上
経
っ
た
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
い

る
の
で
す
。

多
田
な
の
か
、
芝
山
な
の
か
、
は
た
ま
た
桜

井
な
の
か･･････

？

藍
内
に
は
玄
蕃
の
墓
な
る
も
の
が
存
在
し
ま

す
。相

馬
地
区
藍
内
の
関
ケ
平
（
せ
き
が
た
い
）

国
有
林
の
入
り
口
に
玄
蕃
沢
と
呼
ば
れ
る
沢
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
沢
の
手
前
左
側
の
段
丘
か
ら

斜
め
に
登
り
道
が
あ
り
、
杉
林
に
入
っ
た
所
に

高
さ
約
六
〇
セ
ン
チ
、
幅
約
四
〇
セ
ン
チ
、
厚

さ
約
三
〇
セ
ン
チ
の
や
や
将
棋
の
駒
型
の
石
碑

が
あ
っ
て
、
玄
蕃
の
墓
と
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

む
か
し
は
樹
齢
数
百
年
の
松
が
二
本
と
大
杉
が

墓
石
の
わ
き
に
そ
そ
り
立
ち
、
柵
も
回
さ
れ
て

い
て
、
供
物
も
あ
げ
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

こ
の
玄
蕃
沢
の
墓
に
つ
い
て
、
地
域
の
人
に
は

「
多
田
玄
蕃
の
墓
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
芝
山
玄
蕃
の
墓
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
彼
ら
の
他
に
も
、
水
木
在
家
に
は
桜
井

玄
蕃
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

多
田
玄
蕃
と
は
先
の
伝
承
の
お
市
の
方
と
関

係
の
あ
る
人
物
で
、
慶
長
五
年
の
関
ヶ
原
の
戦

い
の
際
、
為
信
の
留
守
中
に
堀
越
城
を
占
拠
し
、

攻
防
の
の
ち
爆
死
し
た
と
さ
れ
る
人
物
。
三
ツ

目
内
城
主
で
も
あ
り
、
玄
蕃
の
妹
と
お
市
が
行

動
を
共
に
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
、
お
市
と
関

係
の
深
い
藍
内
に
ひ
そ
か
に
お
墓
を
建
て
た
の

で
は
な
い
か
。

芝
山
玄
蕃
は
船
沢
中
別
所
の
領
主
で
、
藩
に

逆
ら
い
秋
田
へ
の
脱
走
を
企
て
「
津
軽
歴
代
記

相馬の伝承（２）～お市の方伝説～

代
記
類
」
で
は
、
芝
山
玄
蕃
は
相
馬
山
中
の
戸

沢
で
子
と
と
も
に
討
た
れ
て
い
ま
す
。

水
木
在
家
の
桜
井
玄
蕃
は･･････

詳
細
が
つ

か
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
住
所
の
小
字
名
と
し
て

「
水
木
在
家
字
桜
井
」
と
名
前
が
残
っ
て
い
る

人
物
と
思
わ
れ
ま
す
。
誰
か
詳
し
い
方
が
い
ら

し
た
ら
教
え
て
く
だ
さ
い

玄
蕃
と
は
名
前
で
は
な
く
役
職
名
の
よ
う
な

も
の
で
す
。
だ
か
ら
た
く
さ
ん
の
玄
蕃
さ
ん
が

い
る
の
で
す
ね
。

こ
の
玄
蕃
の
墓
も
、
現
在
は
お
そ
ら
く
辿
り

着
く
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
取
材
・
執
筆
：
石
マ
ニ
ア
木
村
）

藍内の弁才天祠堂。この祠堂に、
元禄年間（1688～1704）の鰐口が
今に伝えられています。藍内の大
山祇神社は、旧には弁天宮と称し
たという記録があるので、そこか
らこの宮に移されたものか、旧来
からこの祠堂にあったものかは、

【参考文献】
『相馬村誌』（相馬村誌編纂委
員会編）、『田舎館村誌』（田
舎館村誌編纂委員会編）

判然としません。古来この祠堂にあるとすれば、こ
の宮は鰐口以前の創建ということになって、古くか
らのお宮です。その鰐口を見てみたい…。相馬川を
左手に上って行き横切ると…なんと道路が除雪され
ておらず行き止まりになってしまいました（泣）。
雪が解けたら再び訪れたいと思います（写真はいず
れもGoogle Earthより）

〝
玄
蕃
〟
を
め
ぐ
る

も
う
ひ
と
つ
の
藍
内
伝
承


