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行
き
た
い
、
住
み
た
い
、
語
り
た
い
。

～
自
然
と
歴
史
を
誇
れ
る
ま
ち
　
ご
せ
～

文
化
財
課 
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第
5
回

江
戸
時
代
の

町
並
み

講演会を開催しました！
　昨年12月12日に御所まち調査の成果を報告する
講演会を開催しました。
　新発見もあり、改めて
御所まちの素晴らしさを
実感できる催しとなりま
した。当日の資料は市ホ
ームページで
公開していま
す。

　
下
の
図
は
、寛
保
２
年（
１
７
４
２
）

に
検
地
を
実
施
し
た
と
き
に
作
成
さ

れ
た
絵
図
で
す
。
所
蔵
者
の
中
井
家

は
江
戸
時
代
後
期
に
村
役
人
を
務
め

て
い
ま
し
た
。
中
井
家
の
建
物
は
寛

政
４
年（
１
７
９
２
）に
建
て
ら
れ
、

国
の
登
録
文
化
財
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
今
回
は
絵
図
か
ら
江
戸
時
代
の

御
所
ま
ち
の
町
並
み
を
復
元
し
た
い

と
思
い
ま
す
。　

　
赤
い
線
が
道
で
白
い
線
が
環か

ん
ご
う濠
や

背せ
わ
り
げ
す
い

割
下
水
等
の
水
路
を
表
し
ま
す
。

ま
ち
の
周
囲
は
環
濠
で
囲
ま
れ
、
環

濠
の
内
側
に
は
土ど

る
い塁
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
環
濠
内
は
、
東
西
道
路
の

「
通と

お
り」と
南
北
道
路
の「
筋す

じ

」に
よ
っ
て

区
画
さ
れ
、
こ
の
通
と
筋
は
古
文
書

か
ら
名
称
が
判
明
し
て
い
ま
す
。
道

路
の
区
画
は
碁
盤
目
状
で
、
各
道
に

間
口
を
開
い
て
町
家
が
立
ち
並
ん
で

い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
通
と
筋
、

ど
ち
ら
に
面
し
て
間
口
が
開
い
て
い

る
か
で
、
道
の
重
要
度
が
わ
か
る
そ

う
で
、
西
御
所
も
東
御
所
も
筋
に
面

し
て
間
口
を
開
く
家
が
多
か
っ
た
よ

う
で
す
。
古
文
書
で
も
西
御
所
の
御

堂
前
筋
で
は
月
に
１
回
魚
市
が
開
催

さ
れ
賑に

ぎ

わ
っ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ

れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
筋
の
重
要
度

が
わ
か
り
ま
す
。
現
在
で
は
通
の
ほ

う
が
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

江
戸
時
代
は
筋
の
ほ
う
を
重
視
し
て

い
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
町
屋
の
背

後
に
は
、
生
活
に
使
わ
れ
る
水
路
が

流
れ
て
お
り
、背
割
下
水
と
呼
ば
れ
、

現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
前
回
、
昔
と
今
と
で
は
西
御
所
と

東
御
所
の
範
囲
が
異
な
る
こ
と
を
お

話
し
し
ま
し
た
。
そ
の
痕
跡
が
道
路

や
環
濠
か
ら
も
う
か
が
え
ま
す
。

　
ま
ず
、
西
御
所
の
環
濠
の
西
限
は

町
の
境
（
①
の
部
分
）
に
な
り
ま
す

が
、
東
限
は
観
音
寺
前
筋
と
東
町
筋

の
間
（
②
）
で
す
。
一
方
の
東
御
所

の
環
濠
は
、
西
限
を
円
照
寺
の
西
側

（
③
）、
東
限
を
町
の
境
（
④
）
に
配

し
て
、
ほ
ぼ
正
方
形
状
に
ま
ち
を
取

り
囲
ん
で
い
ま
す
。

　
一
方
で
東
御
所
の
一
番
北
の
通
を

見
て
み
る
と
、円
照
寺
を
挟
ん
で「
新

町
通
」「
北
町
通
」
と
、
同
じ
道
で
も

名
称
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
北
町
通

は
新
町
通
よ
り
も
道
幅
が
狭
く
な
っ

て
お
り
、
現
在
で
も
そ
の
痕
跡
が
確

認
さ
れ
ま
す
。
新
町
通
と
い
う
呼
称

か
ら
も
円
照
寺
背
面
の
環
濠
よ
り
西

側
（
古
文
書
で
は
川
向
と
呼
ば
れ
て

い
ま
し
た
）
は
新
し
く
形
成
さ
れ
た

よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
西
と
東
で
そ

れ
ぞ
れ
環
濠
に
挟
ま
れ
た
ま
ち
が
あ

り
、
そ
の
間
（
Ｂ
の
部
分
）
は
新
し

く
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
Ｂ
の
部
分
は
古
文
書
で
は

西
御
所
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
御
所
ま
ち
に
は
、
現

在
と
江
戸
時
代
で
区
画
が
異
な
る
痕

跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の

違
い
を
楽
し
み
な
が
ら
ま
ち
を
歩
い

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（13ページにも関連記事）


