
深
溝
松
平
家

文
化
財
調
査
で
わ
か
っ
た
こ
と

　

幸
田
町
教
育
委
員
会
で
は
、
深ふ

こ
う
ず
ま
つ
だ
い
ら
け
ぼ
し
ょ

溝
松
平
家
墓
所
を
中

心
と
し
た
本
光
寺
域
の
国
史
跡
指
定
に
向
け
て
、
本
光

寺
文
化
財
調
査
指
導
委
員
会
を
組
織
し
、
深
溝
松
平
家

の
歴
史
と
菩
提
寺
で
あ
っ
た
瑞
雲
山
本
光
寺
の
歴
史
・

文
化
財
の
総
合
的
な
文
化
財
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
本
年
度
行
わ
れ
た
調
査
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な
成
果
が
発
見
さ
れ
た
の
か
報
告
し
ま
す
。

　
古
文
書
部
会

　

松
平
歴
代
当
主
の
葬
儀
に
関
係
す
る
記
録
を
探
す
た
め

に
、
本
光
寺
文
書
や
松
平
家
の
家
臣
と
し
て
廟び

ょ
う
も
り守
を
勤
め
て

い
た
横
落
家
の
文
書
、
深
溝
陣じ

ん
や屋

の
代だ

い
か
ん官

で
あ
っ
た
八
田
家

の
文
書
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
八
田
家
の
日
記
に
９
代
当

主
忠た

だ
と
き刻

の
葬
儀
に
あ
た
り
、
石
室
の
ふ
た
を
深
溝
の
小
原
山

よ
り
運
び
、
墓
石
は
岡
崎
の
石
屋
が
納
品
し
て
い
る
と
い
う

記
事
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
歴
代
当
主
が
亡
く
な
っ
た
時

に
、
深
溝
陣
屋
の
指
揮
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行

わ
れ
て
い
た
の
か
が
分
か
る
情
報
と
い
え
ま
す
。

　

２
月
上
旬
に
は
、
松
平
家
が
藩
主
を
勤
め
た
島
原
市
に
行

き
、
島
原
藩
の
歴
史
史
料
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
島
原
で

は
島
原
本
光
寺
に
残
さ
れ
た
本
光
寺
関
係
の
貴
重
な
文
書
史

料
の
調
査
と
撮
影
、
島
原
市
松
平
文
庫
で
は
貴
重
な
島
原
藩

日
記
の
調
査
と
撮
影
を
行
い
、
藩
主
の
葬
儀
に
関
す
る
記
事

や
、
島
原
と
深
溝
の
や
り
取
り
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
古
文
書
の
解
読
に
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の

内
容
は
順
次
明
ら
か
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

◆ 

調
査
の
報
告

▲文化財調査の様子

▲１月24日の本光寺文化財調査指導委員会

▲島原本光寺での古文書調査の様子

▼古文書調査の様子
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1 深溝松平家文化財調査でわかったこと

　
彫
刻
部
会

　

本
光
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
仏
像
の
調
査
を
行
い
ま
し

た
。
本
尊
の
釈し

ゃ
か
に
ょ
ら
い
ざ
ぞ
う

迦
如
来
坐
像
が
室
町
時
代
後
期
に
造
ら
れ

た
も
の
と
い
う
こ
と
で
本
光
寺
の
創
建
当
時
か
ら
の
仏
像

で
あ
る
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。
ま
た
、
本
堂
に
安
置
さ
れ

て
い
る
十
六
羅ら

か
ん漢

像
が
、
嘉か

え
い永

元
（
１
８
４
８
）
年
に
造

ら
れ
た
仏
像
で
あ
る
こ
と
が
、
像
に
書
か
れ
た
銘
文
か
ら

明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。
寺
に
嘉
永
元
年
に
十
六
羅
漢
を

納
め
た
古
文
書
が
残
っ
て
お
り
、
記
録
と
現
存
す
る
資
料

が
一
致
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
漆
工
品
部
会

　

本
光
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
松
平
家
ゆ
か
り
の
品
と
、

松
平
忠た

だ
お雄
墓
所
か
ら
出
土
し
た
漆
工
品
の
調
査
を
行
い
ま

し
た
。
ゆ
か
り
の
品
の
中
で
は
鍋
島
家
（
６
代
松
平
忠た

だ
ふ
さ房

の
妻
の
実
家
）
の
家
紋
が
付
い
た
梨な

し
ぢ
ぎ
ょ
う
よ
う
も
ん
か
け
ば
ん

子
地
杏
葉
紋
懸
盤
が

非
常
に
優
れ
た
蒔ま

き
え絵

の
品
で
あ
る
こ
と
が
分
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
６
代
松
平
忠
房
の
妻
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
納
め

ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
出
土
品
の
印
籠
は
江
戸

時
代
前
半
の
17
世
紀
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
徳
川
将

軍
か
ら
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

　
絵
画
部
会

　

本
光
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
絵
画
の
調
査
を
行

い
ま
し
た
。
町
の
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る

「
京き

ょ
う
ら
く
し
ょ
こ
く
め
い
し
ょ
え
ず

洛
諸
国
名
所
絵
図
」
な
ど
の
ほ
か
、
有
名
な
絵
画
の

流
派
で
あ
る
狩か

の

う

は

野
派
な
ど
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
絵
も
あ
り

ま
す
。作
者
に
直
接
依
頼
し
て
描
い
て
も
ら
っ
た
も
の
や
、

譲
り
受
け
た
も
の
、
拝
領
し
た
も
の
な
ど
に
わ
か
れ
る
よ

う
で
す
。
今
回
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
、
鎌
倉
時
代
後
期

に
描
か
れ
た
観か

ん
の
ぼ
さ
つ
り
ゅ
う
ぞ
う

音
菩
薩
立
像
や
室
町
時
代
後
期
の
作
で
あ

る
瀧た

き
み
か
ん
の
ん
ぞ
う

見
観
音
像
は
創
建
当
時
に
松
平
家
が
寺
に
寄
進
し
た

品
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

▲釈迦如来坐像

▲梨子地杏葉紋懸盤

瀧見観音像

▲

▲絵画調査の様子

▲漆器調査の様子

仏像調査の様子

▲
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考
古
部
会

　

町
郷
土
資
料
館
で
松
平
忠
雄
墓
所
発
掘
調
査
の
整
理
作

業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
出
土
品
の
計
測
や
観
察

な
ど
の
考
古
学
的
調
査
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
調
査
に

よ
り
外
面
的
な
観
察
か
ら
だ
け
で
は
分
ら
な
い
、
文
化
財

の
構
造
的
情
報
も
記
録
で
き
る
た
め
、
美
術
工
芸
の
分
野

に
お
い
て
も
重
要
な
情
報
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

な
お
考
古
学
調
査
を
終
え
た
も
の
か
ら
順
に
、
独
立
行
政

法
人
奈
良
文
化
財
研
究
所
に
運
び
、
保
存
科
学
面
で
の
調

査
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
金
工
品
部
会

　

本
光
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
松
平
家
ゆ
か
り
の
品
や
、

本
光
寺
の
金
属
製
の
道
具
の
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
金
工

品
の
中
に
は
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
も
の
も
多
く
存
在

し
、
誰
が
何
の
た
め
に
本
光
寺
に
納
め
た
の
か
が
分
る
資

料
も
あ
り
ま
す
。
特
に
香
炉
は
当
主
の
菩
提
を
弔
う
た
め

に
納
め
た
も
の
が
多
く
、
葬
儀
や
法
要
の
様
子
を
う
か
が

い
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
い
え
ま
す
。
横
落
家
文
書

や
幕
末
の
記
録
に
は
多
く
の
仏
具
や
金
属
製
の
香
炉
に
関

す
る
記
録
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
、
そ
れ
ら

の
大
半
は
戦
時
中
の
金
属
供
出
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
す
。

　
陶
磁
器
部
会

　

本
光
寺
に
保
管
さ
れ
て
い
た
松
平
家
ゆ
か
り
の
品
と
、

松
平
忠
雄
墓
所
か
ら
出
土
し
た
陶
磁
器
の
調
査
を
行
い

ま
し
た
。
陶
磁
器
は
九
州
の
大
名
ら
し
く
伊い

ま

り

や

き

万
里
焼
を

中
心
に
、
中
国
陶
磁
や
京
焼
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
不
思
議
な
こ
と
に
茶
道
の
道
具
と
し
て
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
瀬せ

と

み

の

と

う

じ

き

戸
美
濃
陶
磁
器
が
ほ
と
ん
ど
な
い

こ
と
も
分
り
ま
し
た
。
三
河
の
寺
院
で
あ
る
な
ら
ば
、

通
常
瀬
戸
美
濃
陶
磁
器
が
あ
る
程
度
存
在
し
て
い
て
も

よ
い
は
ず
で
す
。
本
光
寺
は
一
定
期
間
で
住
職
が
異
動

す
る
輪
番
制
を
採
用
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
制
度
と
関

係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

陶磁器調査の様子▼

金工調査の様子▼

▲中国陶磁の大皿

▲兜形香炉

▲資料館での整理の様子
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1 深溝松平家文化財調査でわかったこと

　
最
後
に

　

本
光
寺
文
化
財
調
査
は
平
成
25
年
の
墓
所
を
中
心

と
し
た
寺
域
の
国
史
跡
指
定
へ
の
申
請
を
目
指
し
、

平
成
23
年
度
に
松
平
忠
雄
墓
所
発
掘
調
査
報
告
書
遺

構
編
、
平
成
24
年
度
に
松
平
忠
雄
墓
所
発
掘
調
査
報

告
書
遺
物
編
、
本
光
寺
文
化
財
調
査
報
告
書
を
そ
れ

ぞ
れ
刊
行
す
る
計
画
で
進
め
て
い
ま
す
。
今
後
も
、

新
た
な
発
見
が
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
形
で
報
告
を

し
て
い
き
ま
す
。

　

幸
田
町
教
育
委
員
会
で
は
深
溝
松
平
家
に
関
す
る
情

報
を
集
め
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
わ
ず
か
な
情
報
で
も
か

ま
い
ま
せ
ん
の
で
、
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

生
涯
学
習
課
生
涯
学
習
Ｇ

　
（
内
線
１
９
７
）

　
本
光
寺
境
内
の
試
掘
調
査

　

寛
政
３
（
１
７
９
１
）
年
の
寺
領
絵
図
を
基
に
、
昔
の

寺
の
様
子
を
探
る
た
め
の
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
発

掘
調
査
を
実
施
す
る
前
に
、
電
気
や
レ
ー
ダ
ー
を
用
い
た

地
中
探
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
境
内
梅
林

内
の
一
部
に
特
異
な
場
所
が
見
つ
か
り
、
試
掘
を
行
っ
た

と
こ
ろ
地
面
に
段
差
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
場
所
は

旧
本
堂
推
定
地
で
あ
る
た
め
、
段
差
は
昔
の
本
堂
の
基
壇

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
本
光
寺
境
内
の
測
量
調
査

　

本
年
度
は
寺
域
全
体
の
地
形
測
量
と
本
堂
一
帯
の
詳

細
な
地
形
測
量
を
行
い
ま
し
た
。
精
度
の
高
い
測
量
図

は
松
平
家
墓
所
の
調
査
を
行
っ
て
い
く
上
で
必
要
不
可

欠
な
資
料
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
国
史
跡
指
定
の
申
請
に

当
た
り
必
ず
必
要
な
資
料
と
な
り
ま
す
。
測
量
は
本
年

度
と
来
年
度
の
２
カ
年
実
施
す
る
予
定
で
あ
り
、
来
年

度
は
東
西
墓
所
と
石
塔
な
ど
の
測
量
を
行
い
ま
す
。

▲見つかった旧本堂の基壇

▼発掘調査の様子

▲測量の様子

▲東御廟所
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み
ん
な
で
育
む
健
康
こ
う
た
21
計
画

　
　
取
り
組
み
状
況
の
報
告

　

町
で
は
、
昭
和
63
年
に

「
健
康
の
町
」
宣
言
を
し
、

町
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
づ

く
り
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
平
成
15
年

の
健
康
増
進
法
施
行
に

伴
い
平
成
16
年
度
に
「
み

ん
な
で
育
む
健
康
こ
う

た
21
計
画
」
を
策
定
し
、

「
幸
せ
な
楽
し
い
く
ら
し

は
ま
ず
健
康
」
の
基
本
理

念
の
も
と
に
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
ま
す
。
平
成
19
年
度
に

中
間
評
価
見
直
し
を
実

施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
て
改
善
す
べ

き
課
題
が
明
ら
か
に
な

り
、
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ

毎
に
重
点
課
題
を
決
め
、

推
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。

取
り
組
み
に
つ
い
て

　
　
話
し
合
い
ま
し
た
！

●
部
活
動
や
塾
通
い
で
時
間
の
な
い
中
学

生
、
仕
事
で
忙
し
い
親
の
た
め
に
、
欠

食
せ
ず
、
主
食
・
主
菜
・
副
菜
が
食
べ

ら
れ
る
よ
う
に
、
簡
単
で
バ
ラ
ン
ス
の

と
れ
た
レ
シ
ピ
が
あ
る
と
よ
い
。

●
幼
児
期
に
規
則
正
し
い
食
習
慣
を
身
に

付
け
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
出
産
前
か

ら
食
育
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
必

要
。

●
子
ど
も
の
「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言

葉
が
、
ご
は
ん
や
お
弁
当
を
作
る
親
の

励
み
に
な
る
の
で
感
謝
の
言
葉
を
教
え

た
い
。

　

重
点
課
題
に
つ
い
て
は
、
住
民
・
地
域
・

行
政
が
一
体
と
な
っ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
部
会

で
推
進
の
方
向
性
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

★
平
成
20
年
度
「
日
常
生
活
に
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
な
ど
を
取
り
入
れ
、
積
極
的
に
体

を
動
か
し
ま
す
」

★
平
成
21
年
度
「
子
ど
も
を
た
ば
こ
の
害

か
ら
守
り
ま
す
」

　

本
年
度
は
、
１
月
17
日
（
月
）
に
ワ
ー
キ

ン
グ
部
会
を
開
催
し
「
毎
食
、
主
食
・
主
菜
・

副
菜
を
そ
ろ
え
て
食
べ
ま
す
」
に
つ
い
て
、

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
毎
に
検
討
し
ま
し
た
。

【
こ
ど
も
】

①
毎
食
、
主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
そ
ろ

え
て
食
べ
ま
す

②
子
ど
も
を
た
ば
こ
の
害
か
ら
守
り
ま
す

【
働
き
ざ
か
り
】

①
将
来
の
自
分
の
健
康
を
見
据
え
、
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
を
予
防

し
ま
す

②
自
分
に
合
っ
た
食
事
内
容
や
量
を
理

解
し
、
毎
食
、
主
食
・
主
菜
・
副
菜

を
そ
ろ
え
て
食
べ
ま
す

【
熟
年
】

①
自
分
に
合
っ
た
趣
味
、
生
き
が
い
を

持
ち
、
積
極
的
に
社
会
参
加
し
ま
す

健康こうた 21 推進キャラクター
「すこっぴー」

健康こうた２１計画のスローガン

　　「幸せな楽しいくらしはまず健康」
　　　　　　　　　を合言葉に健康づくりを推進しています。

中間評価で重点的に取り組む課題がわかりました。

毎食、主食・主菜・副菜をそろえて食べる人の割合は？

33.4

48.2 43.1

14.6

8.7

52.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生

小学生

毎食そろえて食べる
時々そろえて食べる
そろえて食べていない
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2 みんなで育む健康こうた21計画

　

子
ど
も
も
大
人
も
、
み
ん
な
で
一
緒
に

考
え
る
の
っ
て
楽
し
い
か
も
。
難
し
く
考

え
ず
、自
分
の
健
康
も
楽
し
く
考
え
る
と
、

心
も
健
康
に
！

採
用
者
に
は
、
記
念
品
を
お
渡
し
し
ま
す
。

問
合
せ　

幸
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

☎
62
ー
８
１
５
８

取
り
組
み
に
つ
い
て

　
　
話
し
合
い
ま
し
た
！

●
朝
食
が
欠
け
が
ち
な
の
で
、
朝
食
メ

ニ
ュ
ー
事
例
が
あ
る
と
よ
い
。
コ
ン

ビ
ニ
や
外
食
メ
ニ
ュ
ー
で
も
工
夫
で

き
る
点
の
紹
介
を
す
る
と
よ
い
。

●
最
近
は
、
太
る
か
ら
と
い
っ
て
主
食
の
ご
は

ん
を
食
べ
な
い
女
性
が
増
え
て
い
る
。
正
し

い
知
識
を
知
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。

取
り
組
み
に
つ
い
て

　
　
話
し
合
い
ま
し
た
！

●
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
の
食
生
活
が
大
切
。

●
食
事
は
、
家
庭
、
母
親
が
主
役
で
あ
る

の
で
家
庭
教
育
の
充
実
を
。

●
み
ん
な
で
楽
し
く
食
べ
る
こ
と
が
大

切
。

　
食
生
活
に
つ
い
て
の

   　
取
り
組
み
（
例
）
を
募
集
！

   

健
康
こ
う
た
21
計
画
ワ
ー
キ
ン
グ
部
会
で

の
話
し
合
い
の
様
子
は
以
上
の
と
お
り
で
す
。

　

そ
こ
で
、「
毎
食
、
主
食
・
主
菜
・
副

菜
を
そ
ろ
え
て
食
べ
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
」
を
テ
ー
マ
に
個
人
、
団
体
な
ど
で
の

取
り
組
み
を
募
集
し
ま
す
。「
欠
食
を
な

く
す
た
め
に
こ
ん
な
工
夫
を
し
て
い
ま

す
。」
な
ど
、ど
ん
な
こ
と
で
も
結
構
で
す
。

募
集
方
法　

取
り
組
み
内
容
：
文
字
数
や

用
紙
な
ど
限
定
な
し
。
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は

メ
ー
ル
に
て
送
付
く
だ
さ
い
。

募
集
期
限　

３
月
31
日
（
木
）
ま
で

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号　

62

－

８
２
１
７

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　

kenko@
tow

n.kota.lg.jp

「
食
べ
過
ぎ
な
い
・
腹
八
分
目
」
を

テ
ー
マ
に
幸
田
町
の

健
康
標
語
を
募
集
！

　

バ
ラ
ン
ス
よ
く
主
食
・
主
菜
・
副
菜
を
食

べ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
食
べ
過
ぎ
な
い
こ

と
も
健
康
を
守
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

で
す
。
そ
こ
で
、
健
康
を
１
人
で
守
る
の
で

は
な
く
、
家
族
や
地
域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に

取
り
組
む
た
め
、「
食
べ
過
ぎ
な
い
」
た
め

の
み
ん
な
の
合
言
葉
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
方
法

　

官
製
は
が
き
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー
ル

に
、
①
標
語　

②
応
募
者
の
住
所
、
氏

名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
ご
記
入
の
上
、

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

応
募
期
限　

３
月
31
日
（
木
）
ま
で

応
募
先

　

〒
４
４
４
ー
０
１
９
２
（
住
所
不
要
）

　

幸
田
町
役
場　

健
康
福
祉
部
健
康
課

「
標
語
係
」
へ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号　

62

－

８
２
１
７

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　

kenko@
tow

n.kota.lg.jp

毎食、主食・主菜・副菜をそろえて
食べる人の割合は？

毎食、主食・主菜・副菜をそろえて
食べる人の割合は？

注目

注目

37.2

25.9

23

35.1

43.3

44

61.9

51.1

50.4

18.8

12.3

25.9

14.5

48.3 8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

全体

毎食そろえて食べる
時々そろえて食べる
そろえて食べていない

63.5

49.4

42.4

46.5

23.8

37.3

47

41.4

12.7

13.4

10.7

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

毎食そろえて食べる
時々そろえて食べる
そろえて食べていない

全体

60歳代

70歳代

80歳代以上
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