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塚があったとされる字和尚塚の地

　

三
村
は
町
の
南
部
、
田た

が
わ川

左
岸

の
低
地
と
台
地
の
上
に
位
置
し
て

い
ま
す
。
地
区
の
東
側
に
は
江え

が
わ川

が
南
流
し
て
い
ま
す
。
三
村
と
い

う
村
名
は
、
元げ

ん
な和

6
（
1
6
2
0
）

年
の
検け

ん
ち
ち
ょ
う

地
帳
に
記
載
が
あ
り
ま

す
。
村
名
の
由
来
は
、
村
の
鎮ち

ん

守じ
ゅ

・
星ほ

し
の
み
や

宮
神
社
由ゆ

い
し
ょ緒

に
よ
れ
ば
次

の
と
お
り
で
す
。
か
つ
て
は
「
下

三
川
村
」
と
称
し
て
い
た
が
、
い

つ
の
頃
か
ら
か
「
下
」
と
「
川
」

を
省
略
し
て
「
三
村
」
と
呼
ぶ
よ

う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
初
め
は
烏
山
藩
領

で
、
そ
の
後
に
天
領
、
旗
本
領
と

な
り
明
治
維
新
を
迎
え
ま
し
た
。

天て
ん
ぽ
う保

年
間
（
1
8
3
0
〜
4 

4
）

の
家
数
は
10
戸
で
す
。
ま
た
、
小

金
井
宿
の
助す

け
ご
う郷

役
を
勤
め
ま
し
た
。

　

助
郷
と
は
、
幕
府
の
日
光
社
参

や
大
名
の
参
勤
交
代
で
日
光
街
道

の
交
通
量
が
増
大
し
た
際
に
、
宿

場
町
へ
近
隣
の
村
々
が
人
馬
を
提

供
す
る
労
役
の
こ
と
で
す
。
こ
れ

は
農
民
に
と
っ
て
は
大
変
な
負
担

で
あ
り
、
見
返
り
も
あ
ま
り
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
の
助
郷
制
度
が
、
慶け

い
お
う応

4

（
1
8
6
8
）
年
に
三
村
で
起
こ
っ

た
「
打ぼ

っ
こ
し毀

」
の
一
因
と
な
っ
て
い

ま
す
。
当
時
、
三
村
に
は
あ
る
大

変
裕
福
な
百
姓
が
い
ま
し
た
が
、

助
郷
に
は
一
切
人
馬
を
提
供
せ

ず
、
そ
の
分
は
他
の
皆
が
補
っ
て

い
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
百
姓
は

高こ
う

利り

が貸
し
も
営
ん
で
お
り
、
法
外

な
金
利
が
村
人
達
を
苦
し
め
て
い

ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
要
因
が
相
ま
っ
て
、

坂さ
か
う
え上

村
・
三さ

ん
の
う
や
ま

王
山
村
の
村
人
数

百
名
が
百
姓
宅
へ
押
し
寄
せ
て
家

屋
・
家
財
を
打
ち
壊
す
「
打ぼ

っ
こ
し毀

」

と
い
わ
れ
る
事
件
へ
と
発
展
し
た

の
で
す
。
こ
の
事
件
は
県
知
事
へ

の
訴
訟
に
ま
で
発
展
し
ま
し
た

が
、
最
終
的
に
は
坂
上
村
と
三
王

山
村
の
代
表
が
詫わ

び
じ
ょ
う状

を
書
き
、

示じ
だ
ん談

と
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

さ
て
、
三
村
に
は
も
う
ひ
と
つ

あ
る
出
来
事
が
伝
わ
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
と
て
も
悲
し
い
お
話

で
す
。
そ
の
昔
、
三
村
に
は
地じ

ぞ
う蔵

堂ど
う

（
現
在
の
星
宮
神
社
近
辺
）
が

あ
り
ま
し
た
。
あ
る
晩
、
本
尊
の

地
蔵
菩ぼ

さ
つ薩

が
何
者
か
に
盗
み
出
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
翌
日
、
こ

れ
に
気
付
い
た
和お

し
ょ
う尚

は
嘆
き
悲
し

み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
責
任

を
取
る
た
め
に
命
を
捧
げ
る
決
心

を
し
ま
す
。
そ
の
方
法
と
は
、
塚

を
築
い
て
そ
の
中
に
入
り
、
食
を

絶
っ
て
お
経
を
上
げ
続
け
る
こ
と

で
し
た
。
こ
れ
を
村
人
達
は
止
め

ま
し
た
が
、
和
尚
の
決
意
は
変
わ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
村
人
達
は
仕

方
な
く
塚
を
築
き
、
和
尚
が
入
っ

た
後
に
泣
く
泣
く
入
口
を
塞
ぎ
ま

し
た
。

　

そ
れ
か
ら
毎
日
、
村
中
に
鈴
の

音
と
読ど

き
ょ
う経

が
響
き
渡
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
い
つ
し
か
そ
れ
も
聞
こ

え
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
真
面

目
な
和
尚
を
不ふ

び
ん憫

に
思
っ
た
村
人

達
は
、
こ
の
塚
を
和
尚
塚
と
名
付

け
て
供
養
し
ま
し
た
。

　

現
在
、
塚
は
残
っ
て
お
ら
ず
、

和
尚
塚
の
地
名
だ
け
が
そ
の
名
残

を
讃た

た

え
て
い
ま
す
。

上
三
川
の
地
域
と
歴
史
　
三み

む

ら村


