
   
 

本
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
、
市
内
勝
沼
町
下
岩
崎
に
所 

在
す
る
宮
光
園
が
一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

宮
光
園
と
は
、
明
治
二
十
五
年
に
設
け
ら
れ
た
宮
崎
葡 

萄
酒
醸
造
所
と
観
光
ぶ
ど
う
園
の
総
称
で
、
創
業
者
で
あ 

る
宮
崎
光
太
郎
の
名
に
由
来
し
ま
す
。 

 
 

勝
沼
地
域
に
は
、
明
治
以
降
の
近
代
産
業
遺
産
が
数
多 

く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
央
線
の
旧
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
を
利 

用
し
た
ワ
イ
ン
カ
ー
ヴ
や
大
日
影
ト
ン
ネ
ル
遊
歩
道
は
よ 

く
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
大
正
時
代
の
実
験
的
な
砂
防
堰 

堤
で
あ
る
勝
沼
堰
堤
や
、
昭
和
初
期
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製 

ア
ー
チ
橋
の
祝
橋
、
私
銀
行
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
藤 

村
建
築
の
旧
田
中
銀
行
な
ど
、
塩
山
地
域
と
は
ま
た
違
っ 

た
景
観
が
あ
ち
こ
ち
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
光
園
も
、 

こ
う
し
た
近
代
産
業
遺
産
の
一
つ
と
し
て
、
平
成
二
十
年 

か
ら
保
存
修
理
工
事
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
甲
州
市
の 

新
た
な
観
光
と
学
習
の
拠
点
と
し
て
整
備
さ
れ
た
宮
光
園 

に
つ
い
て
、
ご
紹
介
し
ま
す
。 

甲 

州 

市 

近
代
産
業
遺
産 

 
整備前の主屋の外観 

 宮
光
園
に
つ
い
て 
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ワ
イ
ン
醸
造
は
じ
ま
る 

 

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
祝
村
に
日
本
初
の
民
間
ワ
イ
ン
醸

造
会
社
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
会
社
は
「
大
日
本
山
梨
葡
萄
酒
会

社
」
と
称
し
ま
し
た
。
会
社
で
は
設
立
後
す
ぐ
に
二
人
の
青
年

を
フ
ラ
ン
ス
へ
派
遣
し
、
醸
造
技
術
を
学
習
さ
せ
ま
す
。
青
年

の
名
は
、
高
野
正
誠
と
土 

屋
助
次
郎
と
い
い
、
二
人 

は
一
年
間
の
派
遣
を
半
年 

ほ
ど
オ
ー
バ
ー
し
て
帰
国 

し
、
最
初
の
ワ
イ
ン
醸
造 

に
着
手
し
ま
し
た
。 

 

当
時
は
ま
だ
ワ
イ
ン
な
ど
そ
う
売
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま

た
、
醸
造
技
術
の
未
熟
か
ら
時
間
の
経
過
で
酸
化
が
進
み
、
商

品
に
は
な
ら
ず
返
品
さ
れ
た
も
の
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ

こ
で
い
っ
た
ん
醸
造
を
や
め
醸
造
法
の
研
究
を
進
め
ま
す
が
、

明
治
十
九
年
に
会
社
は
解
散
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 
宮
崎
光
太
郎
は
、
会
社
の
器
具
・
道
具
を
そ
の
ま
ま
譲
り
受

け
、
土
屋
助
次
郎
（
こ
の
こ
ろ
「
龍
憲
」
と
改
名
）
と
と
も
に

同
年
「
甲
斐
産
葡
萄
酒
」
の
醸
造
を
は
じ
め
ま
し
た
。
宮
崎
は
、

先
の
会
社
と
同
じ
轍
を
踏
ま
ぬ
よ
う
、
明
治
二
十
一
年
販
売
所

と
し
て
東
京
日
本
橋
に
「
甲
斐
産
商
店
」
を
置
き
、
販
路
を
開

拓
し
て
い
き
ま
す
。
さ
ら
に
二
十
三
年
に
は
、
醸
造
法
に
改
良

を
加
え
た
ワ
イ
ン
に
つ
い
て
分
析
を
医
学
博
士
に
依
頼
し
、
翌

年
に
は
帝
国
医
科
大
学
御
用
の
命
を
受
け
、
各
病
院
の
薬
用
に

供
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

宮
光
園
と
は 

 

明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
、
宮
崎
は
生
産
拠
点
を
自
宅

に
移
す
べ
く
、
私
邸
に
第
一
醸
造
場
を
設
け
ま
す
。
ま
た
こ
の

年
は
、
宮
内
省
か
ら
「
宮
内
省
御
用
達
」
の
免
許
を
授
か
る
記

念
す
べ
き
年
で
も
あ
り
ま
す
。 

高野正誠と土屋助次郎 

 

明
治
三
十
七
年
に
は
第
二
醸
造
場
（
い
ま
の
メ
ル
シ
ャ
ン
ワ

イ
ン
資
料
館
）
を
建
設
し
、
商
品
が
多
様
化
さ
れ
ま
し
た
。 

 

旧
国
鉄
中
央
線
は
、
明
治
三
十
六
年
に
八
王
子
・
甲
府
間
が

開
通
し
ま
し
た
が
、
こ
の
時
点
で
勝
沼
駅
は
設
置
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
鉄
道
に
よ
り
大
量
に
東
京
へ
出
荷
で
き

る
と
踏
ん
で
新
た
な
醸
造
場
を
造
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
後

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
勝
沼
駅
が
設
置
さ
れ
、
宮
崎
の
読

み
は
ピ
タ
リ
と
当
た
り
ま
し
た
。 

 

鉄
道
は
ワ
イ
ン
を
東
京
へ
運
ぶ
だ
け
で
な
く
、
東
京
か
ら
勝

沼
へ
人
を
運
び
ま
し
た
。
宮
崎
は
早
く
か
ら
観
光
事
業
に
着
目

し
、
東
京
で
客
を
集
め
自
身
の
ぶ
ど
う
園
で
ぶ
ど
う
狩
を
さ

せ
、
そ
の
後
一
泊
し
昇
仙
峡
を
見
学
し
て
帰
る
と
い
う
観
光
コ

ー
ス
を
設
定
し
ま
し
た
。
観
光
ぶ
ど
う
園
「
宮
光
園
」
は
、
勝

沼
駅
が
置
か
れ
る
前
年
の
大
正
元
年
に
創
設
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

今
回
一
般
公
開
さ
れ
た
主
屋
は
、
明
治
二
十
六
年
こ
ろ
に
建

築
さ
れ
た
養
蚕
民
家
を
昭
和
三
年
に
洋
風
化
し
た
も
の
で
、
二

階
正
面
の
縦
長
の
窓
の
意 

匠
は
、
豆
砂
利
洗
い
出
し 

の
モ
ル
タ
ル
壁
と
と
も
に 

当
時
と
し
て
は
大
変
モ
ダ 

ン
な
雰
囲
気
を
醸
し
て
い 

た
も
の
で
し
ょ
う
。 

 

二階の展示室 

 

修理後公開中の主屋 



皇
族
と
宮
光
園 

 
宮
光
園
に
は
、
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
多
く
の
皇
族
が

訪
れ
て
い
ま
す
。 

 

宮
崎
は
明
治
後
期
か
ら
頻
繁
に
、
天
皇
陛
下
へ
ぶ
ど
う
や

ワ
イ
ン
、
ぶ
ど
う
液
を
奉
献
し
て
い
ま
す
。
ぶ
ど
う
液
の
製

造
方
法
は
、
宮
崎
が
確
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
宣
伝

効
果
を
期
待
し
た
の
と
同
時
に
、
苦
労
し
て
醸
造
し
た
自
信
作

を
ご
賞
味
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

皇
族
の
来
園
は
二
十
名
を
越
え
て
い
ま
す
。
皇
族
来
園
時
の

様
子
を
写
し
た
写
真
が
、
整
備
前
に
は
座
敷
の
欄
間
に
隙
間
な

く
展
示
さ
れ
て
お
り
、
主
屋
の
ひ
と
つ
の
風
景
で
し
た
が
、
パ

ネ
ル
に
直
し
て
他
の
展
示
品
と
と
も
に
二
階
に
掲
示
し
て
あ

り
ま
す
。 

 

宮
崎
光
太
郎
と
松
本
三
良

 

 

 

宮
崎
光
太
郎
は
醸
造
主
と
し
て
す
べ
て
を
取
り
仕
切
っ
て

い
ま
し
た
が
、
販
売
店
で
あ
る
甲
斐
産
商
会
が
日
本
橋
に
あ
っ

た
た
め
、
拠
点
は
東
京
で
し
た
。 

 

松
本
三
良
は
、
光
太
郎
の
娘
と
結
婚
し
、
光
太
郎
の
右
腕
と

し
て
勝
沼
の
醸
造
所
を
経
営
し
て
い
ま
し
た
。
皇
族
の
写
真
を

み
て
も
、
案
内
や
説
明
を
し
て
い
る
の
は
三
良
の 

ほ
う
が
多
か
っ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
ま
す
。 

 

二
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
ど
ち
ら
も
ア
イ 

デ
ア
マ
ン
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
光
太
郎
は 

中
央
線
の
開
通
や
勝
沼
駅
の
設
置
に
伴
い
、
醸
造 

所
を
増
設
し
ワ
イ
ン
の
銘
柄
を
増
や
し
、
観
光
事 

業
も
始
め
ま
し
た
。
三
良
は
観
光
ぶ
ど
う
園
と
し 

て
の
宮
光
園
の
顔
と
し
て
、
多
く
の
写
真
資
料
を 

残
し
、
印
刷
物
を
通
し
て
宣
伝
効
果
を
高
め
ま
し 

た
。
園
内
に
残
さ
れ
て
い
る
多
数
の
記
念
碑
も
三 

良
の
仕
事
で
す
。 

さ
ん
ろ
う 

 

左から、東宮時代の義宮正仁親王（常陸宮・昭和 26 年）、貞明皇太后（大正天皇妃・昭和 23 年）、 
 昭和天皇行幸（昭和 22 年）、北白川宮佐和子女王（のち東園佐和子・昭和５年） 

 

宮
光
園
の
周
辺
に
は
、
国
史
跡
・
勝
沼
氏
館
跡
を
は
じ
め
多
く
の
史

跡
・
文
化
財
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
日
影
ト
ン
ネ
ル
遊
歩
道
や

大
善
寺
ま
で
含
め
る
と
、
一
日
ゆ
っ
た
り
と
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
宮
光
園
以
外
に
も
、
ぶ
ど
う
の
国
文
化
館
や
ワ
イ
ン
資
料
館
が
あ
り
、

ぶ
ど
う
栽
培
や
ワ
イ
ン
醸
造
に
つ
い
て
多
角
的
に
学
習
で
き
ま
す
。 

 


