
海
老
名
郷
土
か
る
た

こ
と
し
は「
　  

　
」ど
し

た
つ

　
市
内
に
点
在
す
る
史
跡
や
文
化

財
な
ど
を
詠よ

ん
だ「
海
老
名
郷
土

か
る
た
」か
ら
、こ
と
し
の
干え

支と

の

「
た
」「
つ
」の
札
に
ま
つ
わ
る
話
を

紹
介
し
ま
す
。
由
来
の
場
所
に
は
歌

が
書
か
れ
た
擬ぎ
ぼ
く
ち
ゅ
う

木
柱
が
あ
り
ま
す
。

椿
地
蔵
と
ツ
バ
キ

　
約
3
0
0
年
前
の
あ
る
日
、病

を
抱
え
た
娘
が
母
と
共
に
杉
久
保

に
い
る
将
軍
家
の
主
治
医
を
目
指

し
て
江
戸
を
た
ち
ま
し
た
。
た
ど

り
着
く
途
中
で
容
体
が
悪
化
し
、

診
察
を
受
け
る
前
に
亡
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。　

　
村
人
た
ち
は
娘
を
弔
っ
て
地
蔵

堂
を
建
て
、傍
ら
に
ツ
バ
キ
を
供

国
分
寺
の
銅
鐘

　

正
応
５（
1
2
9
2
）年
、海

老
名
氏
の
一
族
で
あ
る
国
分
季

頼（
源 

季
頼
）が
国
分
尼
寺
に

寄
進
し
た
も
の
で
す
。
作
者
は
、

銘
文
か
ら
鎌
倉
市
円
覚
寺
な
ど

の
洪お
お

鐘が
ね

を
手
が
け
た
名
工
・
物も
の

部の
べ
の
く
に
み
つ

国
光
と
分
か
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
国
分
寺
境
内
に
あ
り
、

国
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

【
擬
木
柱
所
在
地
】国
分
南
1
︲

25
︲
38
、 

東
光
山
国
分
寺
境
内

釣つ
り

鐘が
ね

は
　
国こ

く

分ぶ

季す
え

頼よ
り

の
　
銘め

い

残の
こ

す

　市ホームペー
ジに印刷用ファ
イルを掲載して
い ま す 。印 刷 ・
作成して遊びま
しょう。

「海老名郷土かるた」
ダウンロード版

郷土かるた
ページ

つ

た

え
ま
し
た
。
ツ
バ
キ
の
一
枝
が
根

付
い
て
成
長
し
ま
し
た
が
、不
思

議
と
つ
ぼ
み
の
ま
ま
花
を
咲
か
せ

ず
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
娘
の
心
が
ツ
バ
キ
に
宿
っ

た
の
だ
ろ
う
と
、い
つ
し
か
村
人
た

ち
は
信
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
擬
木
柱
所
在
地
】杉
久
保
南
4
︲

12
、 

椿
地
蔵
バ
ス
停
付
近

玉
椿

　
椿
地
蔵
の
ツ
バ
キ
は
現
在
樹
齢
約
3
0
0
年
。
市
の
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
な
く
、つ
ぼ
み
の
ま
ま
落
ち

て
し
ま
う
こ
と
か
ら「
玉
椿
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
は
遺
伝
子

の
異
常
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

海
老
名
氏

　
海
老
名
氏
は
村
上
天
皇
の

流
れ
を
く
む
源
氏
一
族
と
い

う
説
が
あ
り
、本
市
と
の
関

連
は
源み
な
も
と
あ
り
か
ね

有
兼
が
相さ

が
み
の
か
み

模
守
と
し

て
在
任
し
た
こ
と
か
ら
と
い

わ
れ
ま
す
。
子
孫
の〝
季す
え

貞さ
だ

〟

は
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書
に
名

を
遺の
こ

す
名
武
将
で
す
。
海
老

名
氏
の
菩
提
寺
が
あ
っ
た
と

伝
わ
る
河
原
口
に
は
、彼
の

愛
称〝
源
八
さ
ん
〟と
親
し
ま

れ
る
霊
堂
が
あ
り
ま
す
。

擬
木
柱
マ
ッ
プ

玉た
ま
つ
ば
き椿

　
咲さ

か
ず
に
落お

ち
る
　
地じ

蔵ぞ
う

堂ど
う

国
分
寺
銅
鐘 

重
要
文
化
財
指
定

１
０
０
周
年
記
念
企
画
展
を
開
催

　
海
老
名
市
温
故
館
で
企
画
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。詳
細
は
、教

育
総
務
課（
☎
２
３
５・４
９
２
５
）へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

期
２
月
25
日（
日
）ま
で（
年
始
は
１
月
４
日（
木
）か
ら
）時
９
時
～

17
時
15
分（
入
館
は
16
時
45
分
ま
で
）

　

市
役
所
地
下
売
店
で
、「
海
老

名
む
か
し
ば
な
し
」第
２
～
９
集

を
各
3
0
0
円
で
販
売
し
て
い
ま

す
。
昭
和
53
年
～
平
成
14
年
の
広

報
え
び
な
に
掲
載
し
た
伝
説
・
実

話
な
ど
約
4
5
0
話
を
再
編
集
し

た
も
の
で
す
。

　

国
分
に「
お
観
音
さ
ま
」と

も
「
水
堂
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
る
清
水
寺
が
あ
り
ま
す
。

現
在
は
、
龍
峰
寺
と
一
緒
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
清
水
寺
の
仁
王
門
の

前
に
今
か
ら
百
年
ぐ
ら
い
前

ま
で
大
き
な
素す

晴ば

ら
し
い
松

が
そ
び
え
立
っ
て
い
ま
し
た
。

「
竜
灯
の
松
」と
呼
ば
れ
た
こ

の
松
に
ま
つ
わ
る
話
を
紹
介

し
ま
す
。

　

清
水
寺
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遠

く
な
い
所
に
目
久
尻
川
を
せ

き
と
め
て
つ
く
ら
れ
た
滝
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
滝
に
一

匹
の
竜
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。

竜
は
夜
に
な
る
と
清
水
寺
に

行
き
、
大
き
な
松
の
一
番
高

い
と
こ
ろ
に
、
仏
様
の
教
え

を
し
め
す
明
か
り
を
あ
げ
て
、

お
観
音
様
に
つ
か
え
て
い
ま

ま
い
ま
し
た
。
舟
は
沖
へ
沖

へ
と
流
さ
れ
て
い
く
の
で
、

漁
師
は
一
生
懸
命
こ
い
で
陸

地
に
戻
ろ
う
と
す
る
の
で
す

が
、
自
然
の
力
に
は
か
な
い

ま
せ
ん
。
そ
の
う
ち
と
う
と

う
夜
に
な
っ
て
し
ま
い
、
ど

の
方
向
に
舟
を
こ
い
で
い
っ

た
ら
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な

り
ま
し
た
。
漁
師
は
こ
ぎ
疲

れ
て
舟
の
中
に
倒
れ
て
し
ま

し
た
。
村
人
は
、毎
夜
こ
の
松

に
あ
が
る
明
か
り
を
見
て
、

喜
び
、
こ
の
松
を
「
竜
灯
の

松
」
と
呼
ん
で
大
切
に
し
ま

し
た
。
竜
灯
と
は
、竜
の
灯あ
か
りと

い
う
意
味
で
す
。

　
あ
る
年
の
こ
と
で
す
。

　

茅
ヶ
崎
の
漁
師
が
漁
に
出

た
と
こ
ろ
、
天
気
が
急
に
変

わ
り
大
あ
ら
し
に
な
っ
て
し

い
ま
し
た
。

　

す
る
と
夢
の
中
に
、
日
ご

ろ
信
仰
し
て
い
た
水
堂
の
観

音
様
が
お
姿
を
現
さ
れ
、「
わ

た
し
が
あ
な
た
を
助
け
て
あ

げ
ま
す
。
こ
の
松
の
明
か
り

を
目
指
し
て
、
こ
い
で
き
な

さ
い
」
と
竜
灯
の
松
を
示
し

ま
し
た
。

　

ぱ
っ
と
目
を
さ
ま
し
た
漁

師
は
、
あ
り
が
た
い
観
音
様

の
教
え
だ
、
と
勇
気
を
奮
い

起
こ
し
て
、
は
る
か
北
に
見

え
る
竜
灯
の
松
を
目
指
し
て

こ
い
で
ゆ
き
、
陸
地
に
つ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

今
は
竜
灯
の
松
の
あ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、竜
灯
の
松
を

え
が
い
た
大
き
な
絵
馬
や
記

念
碑
が
残
っ
て
い
ま
す
。

（
こ
ど
も
え
び
な
む
か
し
ば
な
し

第
１
集
よ
り
。
第
１
〜
４
集
を

中
央
・
有
馬
図
書
館
で
貸
出
）

※
一
部
編
集
し
て
い
ま
す
。

　
伝
説
や
民
話
な
ど
、市
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
む
か
し
ば
な
し
が
あ
り
ま
す
。
こ
と
し
の
干え

支と

に

ち
な
み
、「
竜
灯
の
松
」の
お
は
な
し
を
紹
介
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　   

販
売
中
海老名
むかしばなし

竜
灯
の
松

海
老
名
む
か
し
ば
な
し

問
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課 
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５
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