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郷
土
かみ
の
か
わ
の
歴
史
・
文
化
財

田川から臨む川中子
(奥は落合館があったといわれる地 )

　

川
中
子
は
、
町
域
の
中
央
部
西

寄
り
、
田た

川が
わ

左
岸
の
低
地
に
位
置

し
て
い
ま
す
。
東
は
上か

み

蒲か
も
う生
、
西

は
田
川
を
隔
て
て
上か

み

神こ
う
ぬ
し主
・
下し
も

神こ
う

主ぬ
し

・
大お
お

山や
ま

・
梁や
な

と
接
し
て
い
ま
す
。

地
区
内
を
田
川
・
赤あ

か

沢さ

川
・
温
ぬ
く
い

川

が
南
流
し
て
い
ま
す
。
川
中
子
の

地
名
の
由
来
は
、
こ
の
3
本
の
河

川
の
内
側
に
拓ひ

ら

け
た
集
落
の
意
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
天て

ん

保ぽ
う

郷ご
う

帳ち
ょ
うに
は
、

「
古
者
川か

わ

中な

子ご

村む
ら

・
上か
み

落お
ち

合あ
い

村む
ら

・

中な
か

落お
ち

合あ
い

村む
ら

・
中な
か

丸ま
る

村む
ら

・
小こ

糠ぬ
か

内う
ち

村む
ら

・
鍛か

冶じ

内う
ち

村む
ら

・
下し
も

川か
わ

中な

子ご

村む
ら

七

ヶ
村
」と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
鎮ち

ん

守じ
ゅ

・
脇わ
き

鎮
守
を
祀ま
つ

り
、
小
さ
な
集

落
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。
惣そ

う

鎮

守
の
熊
野
神
社
は
、
鍛
冶
内
村
内

に
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
各
村
の
地ち

縁え
ん

的て
き

結
束
は
強
か
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
川
中
子
村
は
、
こ
れ

ら
七
ヵ
村
の
総
称
で
し
た
。

　

江
戸
時
代
の
初
め
は
烏
か
ら
す

山や
ま

藩は
ん

領り
ょ
うで
、
の
ち
に
幕ば
く

府ふ

領り
ょ
うと
な
り
ま

し
た
。
村
内
の
家
数
は
、
文ぶ

ん

化か

12

年（
1
8
1
5
）は
65
戸
、
天
保
年

間（
1
8
3
0
～
1
8
4
4
）は
48

戸
で
す
。
慶け

い

安あ
ん

郷ご
う

帳ち
ょ
うに
は
、
当
時

の
田た

畑は
た

高だ
か

が
記
録
さ
れ
て
お
り
、

大
麦
・
小
麦
・
荏え

胡ご

麻ま

・
木
綿
な

ど
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
ま
た
、
農
作
業
の
合
間

に
男
性
は
薪ま

き

を
作
り
、
女
性
は
木

綿
を
織お

っ
て
賃
金
収
入
を
得
て
い

ま
し
た
。
田
川
の
豊
富
な
水
量
を

利
用
し
て
、
水
車
商
売
を
営
む
者

も
い
た
そ
う
で
す
。

　

な
お
、
当
時
の
年ね

ん

貢ぐ

の
割わ
り

付つ
け

と

上じ
ょ
う

納の
う

の
状
況
を
記
録
し
た「
川
中

子
村
年
貢
割
付
状
」は
、
町
の
指

定
有
形
文
化
財
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

川
中
子
村
は
、
大
名
行
列
の

通
過
な
ど
の
折
に
は
、
石い

し

橋ば
し

宿
し
ゅ
く

の
助す
け

郷ご
う

役や
く

を
課
さ
れ
ま
し
た
。
川

中
子
村
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
小
さ
な
農
村
に
と
っ

て
人
馬
提
供
は
大
き
な
負
担
で
し

た
。
時
に
は
、
人
足
約
90
人
・
馬

約
40
頭
も
の
労
役
を
割
り
当
て
ら

れ
、
足
り
な
い
人
馬
は
賃
金
を
払

っ
て
他
の
村
か
ら
雇や

と

っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
村
の
困こ

ん

窮き
ゅ
うは
甚
は
な
は

だ
し
く
、
た
び
た
び
助
郷
役
の
免

除
を
願
い
出
て
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
字あ

ざ

上
落
合
に
は
和い
ず

泉み
の

守か
み

親ち
か

綱つ
な

が
築ち
く

城じ
ょ
うし
た
落お
ち

合あ
い

館や
か
たが
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
親
綱

は
、
建け

ん

長
ち
ょ
う

元
年（
1
2
4
9
）
に

上
三
川
城
を
築
い
た
横よ

こ

田た

頼よ
り

業な
り

の

玄や
し
ゃ
ご孫
で
す
。
落
合
館
は
代
々
親
綱

の
子
孫
が
継
承
し
、
慶け

い

長
ち
ょ
う

2
年

（
1
5
9
7
）の
宇
都
宮
氏
改か

い

易え
き

に

伴
い
、
所し

ょ

領り
ょ
うを
返
上
し
て
帰き

農の
う

し

ま
し
た
。

　

館
は
、
田
川
左
岸
の
低
台
地
に

位
置
し
て
お
り
、
北
西
に
稲い

な
り荷
神

社
、
北
東
に
多た

賀が

神
社
が
そ
れ
ぞ

れ
氏う

じ

神が
み

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
西
側
に
は
か
つ
て
川
が
流
れ

て
お
り
、
田
川
と
と
も
に
自
然
地

形
が
防
御
の
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
し
た
。

　

川
中
子
に
落
合
館
は
も
う
あ
り

ま
せ
ん
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
か

け
て
の
歴
史
は
色
濃
く
残
っ
て
い

ま
す
。

上
三
川
の
地
域
と
歴
史
　
川か

わ

中な

子ご


