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※大字界は正確ではありません。

郷
土
かみ
の
か
わ
の
歴
史
・
文
化
財

上
三
川
の
地
域
と
歴
史
　
大お

お

や

ま山

浄光寺境内にある板碑

　

大
山
は
、
町
域
の
北
西
部
、
田

川
右
岸
の
台
地
上
に
位
置
し
て
い

ま
す
。
北
側
は
下
神
主
、
西
側
は

鞘
堂
と
多
功
、
東
側
は
川
中
子
と

梁
と
そ
の
境
を
接
し
て
い
ま
す
。

田
川
は
地
区
の
東
側
を
南
流
し
て

い
ま
す
。
北
側
と
南
側
に
は
、
田

川
低
地
か
ら
の
浸し

ん

食
し
ょ
く

谷だ
に

が
入
り

込
ん
で
田
園
地
帯
を
形
作
っ
て
い

ま
す
。

　

近
世
の
初
め
は
宇
都
宮
藩は

ん

領り
ょ
うで
、

『
慶け

い

安あ
ん

郷ご
う

帳ち
ょ
う』に
大
山
村
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。天て

ん

保ぽ
う

年
間（
1
8
3
0

～
1
8
4
4
）の
家
数
は
26
戸
で
、

石
橋
宿
の
助す

け

郷ご
う

役
を
課
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

さ
て
、『
慶
安
郷
帳
』に
あ
る
大

山
村
の
範
囲
は
、
現
在
の
大
字
大

山
と
は
違
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
天て

ん

長
ち
ょ
う

元
年（
8
2
4
）

の『
薬や

く

師し

寺じ

戒か
い

壇だ
ん

縁え
ん

起ぎ

』に
は「
薬

師
寺
は
大
山
郷
に
あ
り
」と
記
さ

れ
、
江
戸
時
代
後
期
の『
日に

っ

光こ
う

山さ
ん

勝し
ょ
う

道ど
う

上
し
ょ
う

人に
ん

絵え

巻ま
き

縁え
ん

起ぎ

』に
は「
下

野
国
大
山
庄
薬
師
寺
」と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現

在
の
大
山
地
区
か
ら
下
野
薬
師
寺

に
か
け
て
の
一
帯
を
大
山
郷（
大

山
庄
）と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　

で
は
、
こ
の「
大
山
」と
い
う
地

名
は
、
ど
の
よ
う
に
付
け
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
大
山
に
は
、
古

墳
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て

の
大
小
40
基
近
い
古
墳
か
ら
な

る
群ぐ

ん

集
し
ゅ
う

墳ふ
ん

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
に
は
全
長
50
ｍ
に
も
な
る
前
方

後
円
墳
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
古
墳

群
か
ら
大
山
と
い
う
名
称
が
付
い

た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
古
墳
群
の
中
の
ひ
と
つ

で
あ
る
五ご

社し
ゃ

神じ
ん

社じ
ゃ

古
墳
の
上
に

は
、
地
区
の
鎮ち

ん

守じ
ゅ

・
五
社
神
社

が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
天て

ん

平
ぴ
ょ
う

19

年（
7
4
7
）
の
創
建
で
、
古
く

は
五ご

所し
ょ

神
社
ま
た
は
五ご

土ど

の
神

と
称
さ
れ
ま
し
た
。
宝ほ

う

治ち

2
年

（
1
2
4
8
）、
多
功
城
を
築
い
た

多た

功こ
う

宗む
ね

朝と
も

が
当
社
を
守
護
神
と
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
正

し
ょ
う

和わ

2
年

（
1
3
1
3
）に
天あ

ま

照
て
ら
す

大お
お

神か
み

・
火ほ

産む
す

霊び
の

神か
み

な
ど
を
合ご

う

祀し

し
、
五
社
神

社
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
の
正

し
ょ
う

安あ
ん

3
年

（
1
3
0
1
）、
字
前ま

え

畑は
た

に
浄

じ
ょ
う

光こ
う

寺じ

と
い
う
天て

ん

台だ
い

宗
の
寺
院
が
建
立
さ

れ
ま
し
た
。
当
初
は
華け

厳ご
ん

宗
で
し

た
が
、
後
に
真し

ん

言ご
ん

宗
・
時じ

宗
と
改

宗
し
、
寛か

ん

永え
い

年
間（
1
6
2
4
～

1
6
4
4
）に
天
台
宗
に
な
り
ま

し
た
。
本ほ

ん

尊ぞ
ん

で
あ
る
阿あ

弥み

陀だ

三さ
ん

尊ぞ
ん

の
ほ
か
、
薬や

く

師し

如に
ょ

来ら
い

・
十

じ
ゅ
う

二に

神し
ん

将し
ょ
うが
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
、

護ご

摩ま

供く

養よ
う

に
て
火ひ

渡わ
た

り
の
儀
式
も

執
り
行
っ
て
い
ま
す
。

　

浄
光
寺
に
は
、
正
和
2
年
と
同

3
年
の
板い

た

碑ひ

が
残
さ
れ
て
お
り
、

町
の
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま

す
。
板
碑
と
は
、
緑

り
ょ
く

泥で
い

片へ
ん

岩が
ん

の
一

枚
岩
に
文
字
を
刻
ん
だ
供
養
塔
の

こ
と
で
す
。
浄
光
寺
の
板
碑
は
、

約
1
8
0
㎝
も
あ
る
大
型
の
も
の

で
、
薬や

研げ
ん

彫ぼ

り
で「
南な

無む

阿あ

弥み

陀だ

仏ぶ
つ

」と
刻
ま
れ
て
お
り
、
鎌
倉
時

代
末
期
の
板
碑
の
特
徴
を
よ
く
表

し
て
い
ま
す
。

　

寒
さ
が
厳
し
く
な
っ
て
き
た
今

日
こ
の
頃
で
す
が
、
多
く
の
歴
史

が
残
る
大
山
を
散
策
し
て
み
る
の

も
、
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。


