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矢
田
梧
郎
氏
は
新
宮
凉
庭
顕
彰
碑

の
建
立
（
昭
和
37
年
）
に
尽
力
さ
れ

た
人
物
で
当
時
は
由
良
脇
に
住
ん
で

お
ら
れ
ま
し
た
。
彼
は
由
良
の
地
を

愛
し
、
こ
の
由
良
郷
土
誌
を
編
集
さ

れ
ま
し
た
。
編
集
す
る
に
あ
た
っ
て

は
多
く
の
方
か
ら
聞
き
取
り
を
し
た

り
、
資
料
を
調
べ
た
り
、
由
良
の
地

を
歩
き
な
が
ら
動
植
物
を
調
べ
た
り

し
て
い
ま
す
。

　

Ｂ
５
版
の
原
稿
用
紙
千
ペ
ー
ジ
以

上
の
大
作
で
す
。
こ
の
手
書
き
の
文

を
北
野
薫
氏
が
ワ
ー
プ
ロ
で
活
字
に

し
ま
し
た
も
の
を
由
良
地
区
公
民
館

の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
に
収
め
て
あ
り

ま
す
。（
平
成
26
年
浄
書
）

　

項
目
だ
け
に
な
り
ま
す
が
紹
介
い

た
し
ま
す
。

第
１
章　

そ
の
歴
史
と
自
然

　

第
１
節　

由
良
の
庄

　

１　

凡
海
郷
由
良
の
庄

　

２　

国
名
の
起
源
と
領
主

　

３　

由
良
６
区
の
歩
み

　

４　

由
良
の
人
口
・
戸
数

　

５　

昭
和
30
年
調
査
由
良
村
勢

　

６　

風
土
と
気
候

　

７　

丹
後
不
二

　

８　

河
川

　

９　

動
物

　

10　

由
良
の
植
物

　

11　

天
変
地
変

第
２
章　

村
の
経
済

　

第
１
節　

農
林
水
産
業

　

１　

農
業

　

２　

漁
業
関
係
の
諸
事
業

　

第
２
節　

工
業

　

１　

上
代
の
部

　

２　

由
良
に
起
こ
っ
た
工
業

　

３　

由
良
の
製
塩

　

４　

由
良
の
石
材
工
業

　

５　

由
良
川
の
砂
利
及
び
砂
と
機

帆
船
業

　

６　

由
良
の
銘
醸
白
嶺
と
由
良
の

戸

　

第
３
節　

商
業

　

１　

上
代
の
物
品
市

　

２　

大
正
７
年
の
物
価
表

　

第
４
節　

由
良
の
方
言

　

第
５
節　

農
民
へ
の
規
制

　

第
６
節　

む
か
し
の
う
た

　

第
７
節　

そ
の
他

第
３
章　

由
良
の
生
活
・
風
土

第
４
章　

文
化
の
種
々
相

第
５
章　

新
宮
凉
庭
補
遺
集

由
良
郷
土
誌由

良
地
区
公
民
館
長
　
千
　
坂
　
幸
　
雄

由良郷土誌
　　　　昭和34年
　矢田梧郎　執筆・編集
　　由良地区公民館預り
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行
事
報
告

主
事
　
山
下
ま
さ
代

　

幾
度
も
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ

れ
る
コ
ロ
ナ
禍
で
、
今
年
度
も
予
定

し
て
い
た
行
事
が
実
施
で
き
て
い
ま

せ
ん
。

　

２
年
ぶ
り
の
地
区
運
動
会
も
体
育

部
会
と
公
民
館
運
営
審
議
会
を
も
っ

て
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

体
育
部
会
で
は
、
コ
ロ
ナ
対
策
を

し
て
実
施
し
て
も
完
全
に
安
心
安
全

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
運
動
会
」
と
い
う
形
に
こ
だ
わ
ら

ず
、
由
良
地
域
住
民
が
参
加
し
や
す

く
、
楽
し
め
る
も
の
を
考
え
て
は
ど

う
か
。
ま
た
、
幅
広
く
地
域
住
民
の

方
た
ち
の
声
を
聞
く
こ
と
も
必
要
で

は
な
い
か
。
等
々
た
く
さ
ん
の
意
見

が
出
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
公
民
館
事

業
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い

す
る
事
に
し
ま
し
た
。
由
良
地
区
の

方
々
や
地
域
が
元
気
に
な
る
よ
う
な

事
業
の
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

【
中
止
と
な
っ
た
事
業
】

５
月　

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会

５
月　

北
前
船
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

８
月　

四
部
対
抗
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大

会

９
月　

グ
ラ
ウ
ン
ド
除
草
作
業

９
月　

由
良
地
区
運
動
会

11
月　

由
良
地
区
文
化
祭

避
難
訓
練
　
実
施

　

７
月
13
日
（
火
）
に
、
一
階
調
理

実
習
室
か
ら
火
災
発
生
と
い
う
想
定

で
、
初
期
消
火
、
館
内
周
知
、
避
難

誘
導
、
消
防
署
へ
の
通
報
訓
練
を
行

い
ま
し
た
。
子
育
て
ナ
ー
サ
リ
ー
の

皆
さ
ま
に
お
世
話
に
な
り
、
森
田
さ

ん
、
館
長
、
主
事
３
人
で
実
施
し
ま

し
た
。
消
防
署
員
の
方
か
ら
講
評
を

い
た
だ
き
、
そ
の
後
消
火
器
を
使
っ

て
の
消
火
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
定
期
的
に
実
施
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

は
ま
の
子
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
　
除
草
作
業

　

９
月
５
日
に
予
定
し
て
い
た
グ
ラ

ウ
ン
ド
除
草
作
業
は
緊
急
事
態
宣
言

発
令
に
伴
い
19
日
に
延
期
。
し
か
し
、

緊
急
事
態
宣
言
が
延
長
さ
れ
今
年
度

は
実
施
を
見
送
り
ま
し
た
。

　

８
月
30
日
、
は
ま
の
子
グ
ラ
ウ
ン

ド
で
活
動
さ
れ
て
い
る
タ
ー
ゲ
ッ

ト
・
バ
ー
ド
ゴ
ル
フ
の
皆
さ
ま
10
名

に
、
10
月
２
日
、
自
治
連
の
方
に
除

草
作
業
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
遊
具
の
所
を
刈
っ
て
い
た
だ

い
た
地
域
の
方
も
あ
り
、
き
れ
い
に

な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

職員の方お二人に施設設備の
点検もお世話になりました

消火訓練スタート！

8月30日の除草作業風景
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由
良
地
区
の
皆
様
に
は
、
平
素
よ

り
本
校
の
教
育
活
動
並
び
に
子
ど
も

達
の
健
全
育
成
や
交
通
安
全
等
に
お

い
て
、
多
大
な
る
ご
理
解
と
ご
協
力

を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
て
、
今

回
は
、
本
校
の
「
ふ
る
さ
と
み
や
づ

学
」
に
つ
い
て
、
五
年
生
の
取
組
を

中
心
に
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

栗
田
学
院
が
め
ざ
す
子
ど
も
像
の

一
つ
に
「
ふ
る
さ
と
を
誇
り
地
域
に

貢
献
で
き
る
子
ど
も
」
を
掲
げ
て
お

り
、
小
・
中
九
年
間
の
生
活
科
、
総

合
的
な
学
習
の
時
間
に
行
う
、
地
域

を
題
材
と
し
た
学
習
「
ふ
る
さ
と
み

や
づ
学
」
を
重
要
な
柱
に
位
置
付
け

て
い
ま
す
。
一
，
二
年
生
は
町
探
検
、

三
年
生
は
福
祉
、
四
年
生
は
環
境
、

五
年
生
は
産
業
、
六
年
生
は
歴
史
と

学
習
を
積
み
上
げ
、
中
学
三
年
生
で

は
総
ま
と
め
と
し
て
「
ま
ち
づ
く
り

の
提
言
」
を
行
い
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
の
五
年
生
は
、
ふ
る

さ
と
の
海
の
幸
、
海
で
働
く
方
々
の

生
き
方
に
焦
点
を
当
て
た
学
習
を
行

い
、
ふ
る
さ
と
の
海
の
豊
か
さ
や
美

し
さ
、
地
元
漁
師
の
話
か
ら
漁
の
工

夫
や
苦
労
を
学
び
取
り
ま
し
た
。
近

隣
の
水
産
関
連
施
設
で
は
、
つ
く
り

育
て
る
漁
業
に
つ
い
て
、
サ
ザ
エ
の

稚
貝
に
触
れ
て
学
ん
だ
り
、
環
境
調

査
船
平
安
丸
の
見
学
で
海
の
環
境
パ

ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
し
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
ふ
る
さ
と
の
海

に
つ
い
て
の
調
査
活
動
を
通
し
、
ふ

る
さ
と
の
素
晴
ら
し
い
海
、
海
の
恵

み
、
海
で
働
く
方
へ
の
感
謝
の
思
い

や
我
が
ま
ち
へ
の
誇
り
を
も
ち
ま
し

た
。
ふ
る
さ
と
の
た
め
に
役
立
ち
た

い
と
考
え
る
児
童
も
い
ま
し
た
。

　

令
和
二
年
度
の
五
年
生
は
、
ふ
る

さ
と
の
産
物
を
使
っ
た
特
産
品
開
発

を
行
い
ま
し
た
。
海
洋
高
校
で
は
海

産
物
の
加
工
や
新
商
品
を
考
案
す
る

ポ
イ
ン
ト
を
学
び
、
商
工
観
光
課
の

方
か
ら
、
商
品
は
味
や
見
た
目
だ
け

で
な
く
、
形
が
崩
れ
ず
生
も
の
で
な

い
こ
と
な
ど
も
大
切
だ
と
学
び
ま
し

た
。
そ
う
し
た
学
び
を
生
か
し
、
児

童
は
新
し
い
ふ
る
さ
と
の
特
産
品
を

考
え
、
改
良
を
加
え
て
い
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
調
理
実
習
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
商
工
観
光
課
の
協
力

を
得
て
教
室
と
調
理
専
門
学
校
を
リ

モ
ー
ト
で
つ
な
ぎ
、
児
童
考
案
の
品

を
プ
ロ
に
試
作
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ア
が
実
際

の
形
に
な
り
大
興
奮
の
児
童
達
で
し

た
。
さ
ら
に
、
レ
シ
ピ
を
地
元
事
業

者
へ
発
表
し
商
品
化
実
現
の
チ
ャ
ン

ス
を
得
ま
し
た
。
商
品
化
を
目
指
し

発
表
練
習
を
重
ね
、
当
日
に
は
「
こ

れ
が
ふ
る
さ
と
の
自
慢
の
食
材
を
使

っ
た
商
品
で
す
。」
と
堂
々
と
事
業

者
へ
発
表
し
ま
し
た
。
由
良
の
オ
リ

ー
ブ
を
使
っ
た
丼
な
ど
、
五
品
中
三

品
の
販
売
が
決
ま
り
、
満
足
感
・
達

成
感
で
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

令
和
二
年
度
か
ら
学
校
運
営
協
議

会
が
本
格
導
入
と
な
り
ま
し
た
。「
ふ

る
さ
と
み
や
づ
学
」
の
充
実
に
は
学

校
運
営
協
議
会
や
地
域
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
と
の
効
果
的
な
連
携
が
必
要

不
可
欠
で
す
。
ふ
る
さ
と
の
学
習
を

通
し
て
、
地
域
で
育
っ
て
い
る
実
感

や
地
域
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
が
育

ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
は
ふ

る
さ
と
へ
の
誇
り
を
よ
り
強
く
す
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
他

の
地
域
の
学
校
と
つ
な
が
り
、
ふ
る

さ
と
の
学
び
を
伝
え
合
う
こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
色
や
違
い
を

知
り
、
我
が
ふ
る
さ
と
の
素
晴
ら
し

さ
に
改
め
て
気
付
く
だ
ろ
う
と
考
え

て
い
ま
す
。そ
の
意
味
で
、今
年
度
は
、

昔
か
ら
由
良
地
区
同
士
の
交
流
が
あ

る
と
い
う
山
形
県
鶴
岡
市
の
豊
浦
小

学
校
と
リ
モ
ー
ト
で
つ
な
が
っ
て
、

六
年
生
が
北
前
船
に
つ
い
て
学
ん
だ

こ
と
を
も
と
に
、
交
流
す
る
計
画
で

す
。
非
常
に
楽
し
み
で
す
。

ふ
る
さ
と
を
誇
り
地
域
に
貢
献
で
き
る

　
　
　
　
　
子
供
の
育
成

栗
田
小
学
校
長
　
田
　
中
　
晴
　
彦
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七
曲
り
八
峠
か
ら
分
か
れ
て
小
高

い
所
に
金
毘
羅
さ
ん
が
祀
ら
れ
て
い

る
。

　

こ
の
神
社
は
本
社
造
営
棟
札
に
よ

る
と
、
文
久
２
年
（
１
８
６
２
）
由

良
村
の
由
良
山
金
毘
羅
大
権
現
と
名

乗
り
、
造
営
の
大
檀
那
を
田
辺(

舞

鶴)

城
主
牧
野
豊
前
守
誠
成
、
勧
進

の
大
願
主
を
由
良
山
如
意
寺
阿
闍
梨

と
し
て
「
御
領
主
君
武
運
長
久
」「
村

内
安
泰
」
と
と
も
に
「
船
内
幸
福
」

が
祈
願
さ
れ
て
い
る
。

　

神
社
は
、
は
じ
め
奈
具
海
岸
の
桃

島
に
祀
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
時
化

に
よ
り
度
々
社
殿
が
損
壊
し
た
た
め

現
在
地
に
移
し
て
再
興
さ
れ
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。

　

神
社
に
は
、
多
く
の
船
絵
馬
が
奉

納
さ
れ
て
い
る
が
、
奉
納
者
は
由
良

に
限
ら
ず
宮
津
・
加
悦
・
岩
滝
等
各

地
か
ら
奉
納
さ
れ
「
海
上
安
全
」
を

強
く
祈
願
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。

　

鳥
居
に
は
、「
海
上
安
全
」
と
奉

納
者
名
が
刻
ま
れ
、
石
垣
に
は
「
元

結
屋
（
三
上
家
）
の
名
を
見
る
こ
と

が
出
来
る
。

　

由
良
湊
は
、
江
戸
時
代
か
ら
北
前

船
の
寄
港
地
と
し
て
栄
え
、
船
乗
り

を
生
業
と
し
て
い
た
の
で
船
頭
や
水

主
を
多
く
輩
出
し
て
い
た
し
、「
板

子
一
枚
・
下
は
地
獄
」
と
言
わ
れ
る

船
旅
の
安
全
を
祈
る
気
持
ち
の
表
れ

で
あ
る
。

　

ま
た
境
内
か
ら
は
、
素
晴
ら
し
い

眺
望
で
由
良
全
景
を
観
る
こ
と
が
出

来
る
。
境
内
入
口
に
は
常
夜
灯
が
あ

り
昭
和
４
０
年
頃
ま
で
宮
守
に
よ
り

毎
夜
種
油
や
蝋
燭
で
明
か
り
が
燈
さ

れ
て
い
た
。

　

昭
和
の
中
頃
ま
で
、
神
社
の
格
子

戸
に
毛
髪
が
元
結
で
括
り
付
け
ら
れ

て
い
た
。
こ
れ
は
航
海
の
安
全
や
無

事
帰
港
を
祈
り
船
頭
や
家
族
が
自
ら

の
毛
髪
を
切
り
奉
納
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
神
社
屋
根
の
修
復
の
際
、
撤

去
さ
れ
現
在
は
見
る
こ
と
は
出
来
な

い
。

　

過
去
に
は
由
良
川
に
多
く
の
機
帆

船
が
繋
が
れ
、
由
良
の
繁
栄
に
も
影

響
が
あ
っ
た
が
、
天
気
予
報
は
現
在

の
よ
う
に
正
確
で
は
な
く
永
年
の
経

験
や
勘
に
頼
る
こ
と
が
あ
り
、
出
航

し
た
後
天
候
が
荒
れ
て
く
る
と
家
族

や
親
戚
が
神
社
に
籠
も
り
無
事
帰
港

を
祈
願
し
て
い
た
。

　

ち
な
み
に
、「
こ
ん
な
小
さ
な
お

社
に
殿
様
が
大
檀
那
を
」
と
思
う
こ

と
が
あ
る
。
牧
野
誠
成
（
た
か
し
げ
）

は
第
９
代
城
主
で
あ
り
、
や
は
り
如

意
寺
と
牧
野
家
の
深
い
繋
が
り
が
関

係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
４
代
牧
野
明
成
は
信
仰
心
が
強

く
、
当
時
宝
珠
院
長
福
寺
と
号
し
て

い
た
如
意
寺
を
度
々
訪
れ
て
い
た
。

子
供
に
幼
名
「
長
福
」
と
し
て
代
わ

り
に
田
邉
藩
城
主
か
ら
「
如
意
」
の

寺
号
を
賜
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

岩
穴
稲
荷
神
社
境
内
に
建
つ
由
良
の

戸
碑
は
第
８
代
牧
野
節
成
が
建
立
し

た
も
の
で
あ
り
他
に
も
牧
野
家
に
関

係
す
る
も
の
は
由
良
地
区
に
多
い
。

　

子
供
の
頃
か
ら
慣
れ
親
し
ん
だ
金

毘
羅
さ
ん
、
海
の
安
全
は
誰
も
が
願

う
事
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
金
毘
羅

さ
ん
を
大
事
に
守
っ
て
い
き
た
い
。

脇
の
金
毘
羅
さ
ん

飯
澤
登
志
朗
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私
は
今
年
の
５
、
６
月
頃
、
テ
レ

ビ
を
見
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
世
界

初
、
自
ら
初
期
消
火
す
る
革
新
的
建

材
が
発
明
誕
生
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー

ス
が
あ
り
ま
し
た
。
人
が
消
火
す
る

前
に
初
期
消
火
を
す
る
そ
う
で
す
。

ガ
ソ
リ
ン
火
災
の
防
火
訓
練
を
実
施

す
る
建
材
「
ス
モ
ー
ク
パ
ネ
ル
」
は

急
速
な
燃
焼
を
断
ち
切
り
、
素
早
く

消
火
す
る
カ
リ
ウ
ム
を
主
成
分
と
し

た
薄
く
て
軽
い
シ
ー
ト
状
の
建
材
で
、

３
０
０
℃
を
超
え
る
と
自
動
的
に
白

い
煙
状
の
消
火
薬
剤
が
放
出
さ
れ
、

無
人
で
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
消
火
さ
れ

ま
し
た
。
放
送
さ
れ
た
場
面
は
下
記

の
実
験
の
様
子
と
全
く
一
緒
で
し
た
。

し
か
も
、
こ
の
白
い
煙
は
人
が
吸
っ

て
も
無
害
だ
と
い
う
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

の
説
明
で
し
た
。

　

こ
の
ガ
ソ
リ
ン
の
消
火
実
験
の
後
、

続
い
て
ロ
ー
ソ
ク
の
火
を
、
手
の
平

位
の
シ
ー
ト
状
の
白
い
消
火
建
材
に

近
づ
け
る
と
、
や
は
り
白
い
煙
が
ロ

ー
ソ
ク
の
火
を
消
火
し
ま
し
た
。

　

京
都
へ
嫁
い
だ
長
女
の
息
子
（
カ

メ
ラ
マ
ン
）
に
、
私
が
見
た
通
り
を

話
し
、
ス
マ
ホ
で
探
し
て
ほ
し
い
と

頼
み
ま
し
た
。
先
日
、
資
料
を
持
っ

て
来
て
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
初
期
消
火
材
が
日
本

や
世
界
中
に
普
及
さ
れ
る
よ
う
願
う

も
の
で
す
。

　

参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

世
界
初
！ 

無
人
消
火
す
る
建
材

開発業者のニュースリリースより抜粋

引火直後

実 験 の 様 子

約15秒後消火

̶̶̶̶̶ 活 用 イ メ ー ジ ̶̶̶̶̶

例： ●公共性の高い場所
オフィスビル、病院、学校、保育園、駅などの施設
新幹線、バス、飛行機などの公共交通機関など
エレベーターなどの狭い空間

　　 ●スプリンクラーの設置できない場所
美術館、歴史的建造物、文化財など

枡
　
本
　
　
清
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子どもたちの作品
栗田小学校に通う４年生以上の由良地区の子ども達７人の作品を紹介します。

コロナ禍の夏休みにがんばって制作しました。

６年　小林　蓮さん

６年　松本  結瑞さん

６年　浪江  翼駈さん
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６年　松林 慧志朗さん

５年　山本  真凜さん

５年　森下  真汎さん
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４年　森　篤都さん
スズメバチのことを
がんばってしらべて
かきました
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由
良
に
生
ま
れ
た
の
は
一
九
五
八

年
（
昭
和
三
十
三
年
）。
私
の
家
も

周
り
の
家
も
貧
乏
な
時
代
だ
っ
た
と

記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
人
と

人
と
の
繋
が
り
、
子
ど
も
の
声
が
ど

の
家
か
ら
も
聞
こ
え
、
祭
り
・
運
動

会
な
ど
地
区
全
体
に
活
気
が
あ
り
ま

し
た
。

　

わ
が
家
に
は
生
活
に
困
っ
て
い
る

人
、
借
金
を
抱
え
た
人
が
集
ま
り
、

両
親
は
そ
ん
な
人
の
相
談
に
の
り
、

食
事
や
風
呂
の
用
意
を
し
て
い
ま
し

た
。
手
伝
い
を
し
な
が
ら
「
人
を
助

け
る
立
場
で
は
な
く
、
受
け
る
ほ
う

だ
ろ
う
。」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

両
親
だ
け
で
は
な
く
祖
父
母
は
、

地
域
を
活
性
化
す
る
取
り
組
み
を
行

い
、
今
で
こ
そ
丹
後
は
温
泉
ブ
ー
ム

に
沸
い
て
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な

い
六
十
年
前
に
祖
母
は
由
良
温
泉
の

開
発
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
今
で
言

え
ば
、
女
性
起
業
家
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。

　

祖
父
（
矢
田
梧
郎
）
は
、
郷
土
史

家
と
し
て
、
丹
後
の
歴
史
を
調
査
し

て
い
る
間
に
、
幕
末
の
名
医
で
あ
る

新
宮
凉
庭
が
由
良
の
出
身
で
あ
り
な

が
ら
郷
里
の
人
が
殆
ど
そ
の
実
績
を

知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
由

良
神
社
に
顕
彰
碑
を
建
て
ま
し
た
。

　

そ
れ
ら
の
話
し
を
聞
い
た
私
は
、

「
う
ち
の
家
に
は
貧
乏
神
が
い
る
。」

と
母
に
訴
え
る
と
微
笑
み
な
が
ら
母

は
「
人
に
や
さ
し
く
、
周
り
に
感
謝

し
な
さ
い
。」
と
。

　

高
校
卒
業
後
、
由
良
を
離
れ
、
航

空
自
衛
官
、
そ
の
後
、
半
導
体
関
連

企
業
に
就
職
し
ま
し
た
。
や
り
が
い

の
あ
る
仕
事
を
数
多
く
任
さ
れ
て
、

四
十
一
歳
で
課
長
に
な
り
ま
し
た
が
、

起
業
し
た
い
夢
が
膨
ら
み
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
社
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
制
度

が
で
き
、
第
一
号
と
し
て
二
〇
〇
一

年
社
会
貢
献
と
と
も
に
成
長
し
た
い

想
い
か
ら
起
業
し
ま
し
た
。

　

赤
字
の
状
態
で
あ
り
な
が
ら
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
に
学
校
建
設
、
障
が
い
者

ス
ポ
ー
ツ
支
援
を
行
っ
て
い
る
と
、

周
囲
か
ら
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
す

る
立
場
で
は
な
く
、
受
け
る
ほ
う
。」

と
言
わ
れ
、
昔
、
私
が
両
親
に
言
っ

た
こ
と
に
気
づ
き
、
あ
の
貧
乏
神
は
、

私
の
そ
ば
に
い
る
と
思
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
世
の
中
は
い
つ
し
か
儲

け
一
辺
主
義
か
ら
、
企
業
の
社
会
へ

の
影
響
に
対
す
る
責
任
を
重
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
社
会
貢
献
に
熱
心

な
会
社
を
応
援
（
物
品
購
入
）
し
た

い
と
い
う
考
え
が
広
が
っ
て
き
て
い

た
の
で
す
。

　

あ
の
未
曾
有
の
東
日
本
大
震
災
か

ら
、
地
域
の
社
会
的
課
題
を
ビ
ジ
ネ

ス
と
し
て
解
決
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ

ジ
ネ
ス
（
Ｓ
Ｂ
）
が
注
目
さ
れ
、
そ

の
先
進
事
例
企
業
と
し
て
日
本
中
か

ら
当
社
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
Ｓ
Ｂ
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し

て
、
京
都
府
下
は
も
と
よ
り
、
全
国

の
地
域
活
動
を
見
て
き
ま
し
た
。
あ

る
時
、
成
功
事
例
を
由
良
で
行
え
ば
、

少
し
で
も
課
題
解
決
に
繋
が
る
の
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
、
活
気
が
あ
っ

た
村
を
取
り
戻
せ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
し
た
。

　

七
月
に
は
、
リ
ゾ
ー
ト
オ
フ
ィ
ス

を
実
家
の
跡
地
に
建
て
、
都
市
部
企

業
と
地
域
の
企
業
が
交
流
す
る
場
、

地
域
の
交
流
拠
点
と
し
て
開
設
準
備

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

社
会
貢
献
と
事
業
が
両
立
す
る
姿

を
追
い
続
け
る
の
は
、
両
親
か
ら
受

け
継
い
だ
「
人

に
や
さ
し
く
、

周
り
に
は
感
謝

す
る
」
は
故
郷

か
ら
得
た
宝
物

で
す
。

故
郷
か
ら
得
た
宝
物

『
人
に
や
さ
し
く
、
周
り
に
は
感
謝
す
る
』

株
式
会
社
カ
ス
タ
ネ
ッ
ト

代
表
取
締
役
・
社
会
貢
献
室
長
　
植
　
木
　
　
力
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　「
課
題
①
」

「
奉
納
船
絵
馬
に
つ
い
て
」

　

由
良
の
金
毘
羅
神
社
、
照
国
稲
荷
、

玉
司
稲
荷
神
社
に
江
戸
時
代
（
十
九

点
）、明
治
時
代
（
二
十
一
点
）（
不
明

五
点
）、
船
頭
、
並
び
に
乗
組
員
に
よ

り
奉
納
さ
れ
た
船
絵
馬
。
京
都
府
一

の
数
量
を
誇
る
絵
馬（
四
十
五
点
？
）

（
後
述
）（
板
図
を
含
む
）
が
あ
っ
た
。

船
絵
馬
は
神
社
が
あ
る
自
治
会
に
属

し
て
い
る
が
、
現
在
京
都
府
丹
後
郷

土
資
料
館
、
宮
津
市
教
育
委
員
会
に

寄
託
さ
れ
て
い
る
。
金
毘
羅
神
社
に

二
十
五
点
（
二
十
三
？
）、
照
国
稲

荷
神
社
十
点
、
玉
司
稲
荷
神
社
十
点
。

　

次
表
の
船
絵
馬
一
覧
は
、
後
述
す

る
「
丹
後
由
良
の
船
絵
馬
一
覧
表
」

と
「
宮
津
市
歴
史
資
料
館
二
〇
〇
五

年
春
期
企
画
展
」（
平
成
一
七
年
二

月
）「
海
の
祈
り
ー
船
絵
馬
と
北
前

船
」
資
料
に
よ
る
。
こ
の
海
の
祈
り

資
料
に
は
誤
記
が
あ
る
。
そ
れ
は
由

良
北
前
船
資
料
館
に
展
示
さ
れ
て
い

る
。

　

難
船
絵
馬
寶
求
丸
（
明
治
一
七
年

九
月
）が
、元
結
屋
徳
兵
衛
に
な
っ
て

し
か
も
帆
数
、
石
数
が
残
さ
れ
て
い

る
資
料
と
合
わ
な
い
。
本
来
小
林
善

次
郎
手
船
・
船
長
加
藤
長
助
で
あ
る

（
一
覧
表
注
）
金
毘
羅
神
社
の
奉
納

絵
馬
数
が
「
宮
津
市
歴
史
資
料
館
二

〇
〇
五
年
春
期
企
画
展
」（
平
成
一

七
年
二
月
）
二
五
艘
（
現
存
す
る
絵

馬
点
数
二
三
点
）
に
対
し
て
研
究
者
、

真
下
氏
、
柚
木
氏
の
資
料
は
異
な
る
。

真
下
氏
著

　
「
北
前
船
主
考
」
二
九
点
、
新
福

寿
丸
、
幸
丸
、
飛
龍
丸
、
欠
落
。
代

わ
り
に
自
在
丸
、
益
宝
丸
、
順
風
丸
、

宝
寿
丸
、
栄
求
丸
が
付
加
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
中
に
は
照
国
、
玉
司

稲
荷
神
社
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
が
混

同
さ
れ
て
い
る
？

由
良
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
会
　
加
　
藤
　
正
　
一

由
良
が
光
り
輝
い
て
い
た
時
代
（
16
）

船絵馬
船名 所属 帆数 石数 奉納者 奉納年 西暦年
中伊勢丸
新福寿丸
幸来丸
順宝丸
橋立丸
中伊勢丸
稲荷丸
八万丸
幸来丸
幸丸
栄福丸
磯部丸
松尾丸
磯部丸
永徳丸
乗雲丸
飛龍丸

岩滝
由良
岩滝
岩滝
由良
岩滝
由良
由良
岩滝
̶ 
由良
由良
由良
由良
由良
岩滝
岩滝

22反
̶
19反
25反
20反
22反
23反
16反
22反
19反
22反
23反
12反
22反
̶
21反
21反

700石
̶
500石
1100石
600石
700石
800石
300石
700石
500石
700石
800石
150石
700石
̶
650石
650石

山家屋市蔵
定助
山家屋文四郎
山家屋文助
市太郎（良）
利七郎
利七郎・亀吉
利七郎・亀吉
山家屋平五郎
山家屋平五郎
米屋吉兵衛
米屋九郎衛門
米屋善右衛門
̶
磯田平兵衛
糸井文四郎
糸井文四郎

元治２年
慶應元年５月
慶應２年７月
慶應３年５月
慶應２年５月
慶應３年
慶應４年
慶應４年
明治２年９月
̶
文久３年２月
文久３年８月
慶應元年５月
慶應２年４月
慶應３年３月
明治11年
明治12年４月

1865
1865
1866
1867
1866
1867
1868
1868
1869

1863
1863
1865
1866
1867
1878
1879
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飛龍丸
幸福丸
宝昌丸
宝永丸
宝永丸
鳴鳩丸
帯陽丸
善樹丸
高王丸
宝恵丸
伊勢丸
帯陽丸
古益宝丸
蓬莱丸
宝寿丸
宝寿丸
住「吉丸」
住吉丸
宝得丸
不明
賀□□
元景丸
「幸福」丸
稲荷丸
新稲荷丸
不明
万□□
宝恵丸

岩滝
岩滝
宮津
宮津
宮津
由良
由良
岩滝
由良
宮津
岩滝

加悦
由良
由良
宮津
由良
由良
̶
̶
̶
舞鶴
岩滝
由良
岩滝
̶
̶
宮津

21反
22反
24反
23反
21反
18反
21反
19反
18反
21反
15反
21反
19反
21反
20反
20反
16反
16反
̶
̶
̶
̶
22反
22反
23反
̶
̶
21反

650石
700石
1000石
800石
650石
400石
650石
500石
400石
650石
270石
650石
500石
650石
600石
600石
300石
300石
̶
̶
̶
̶
700石
700石
800石
̶
̶
650石

糸井文四郎
糸井又造
元結屋清助
三上勘兵衛
元結屋徳兵衛
山鹿屋市蔵
（下村）市三郎
山家屋向井利喜蔵
米屋万蔵
元結屋徳兵衛
山家屋吉蔵
市三郎
下村市三郎
下村市三郎
亦市
（三上）加藤長助
新屋宋□中
河崎屋久兵衛
元結屋六兵衛
̶
山家屋　□□
丹後舞鶴善六船中
糸井又造
糸□□善六？
糸井皆蔵
̶
「千賀」嘉市郎
元結屋徳兵衛

明治14年８月
明治17年２月
明治6年２月
明治12年４月
明治17年９月
明治７年11月
明治７年11月
明治元年11月
安政３年３月
万延２年３月
慶應２年
明治７年
明治８年
明治11年７月
明治12年11月
明治25年４月
̶
̶
元治２年３月
元治２年
明治２年正月
明治６年１月
明治12年１月
明治17年
明治20年
□２年正月

文久３年

1881
1884
1873
1879
　注
1874
1874
1867
1856

1866
1874
1875
1878
1879
1892

1865
1865
1869
1873
1879
1884
1887

1863

柚
木
学
氏
著 

　
「
日
本
海
運
史
の
研
究
」
二
六
点
。

幸
丸
、
欠
落
。
栄
求
丸
、
宝
寿
丸
が

付
加
さ
れ
て
い
る
。

　

注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
両
氏
の
資

料
で
共
通
に
付
加
さ
れ
て
い
る
難
船

絵
馬
「
栄
求
丸
」
で
あ
る
。

　

郷
土
館
に
残
さ
れ
て
い
た
写
真
帳

の
中
に
こ
の
絵
馬
の
写
真
が
残
さ
れ

て
い
て
難
船
絵
馬
で
あ
る
こ
と
が
解

り
金
毘
羅
神
社
に
奉
納
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
現
在

ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
。

ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
？

（
ア
ル
バ
ム
の
写
真
コ
ピ
ー
）

左
図
の
下
の
絵
馬
で
あ
る
。
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拡
大
図

こ
の
絵
馬
の
内
容
は

　
　

明
治
一
七
年
八
月

　
　
「
栄
求
丸
」

　
　

帆
数
一
八
枚

　
　

奉
納
者　

田
中
庄
五
郎

　

あ
れ
ば
由
良
に
残
さ
れ
て
い
る
三

隻
目
の
難
船
絵
馬
で
あ
り
貴
重
な
も

の
で
あ
る
。
ご
存
知
の
方
ご
連
絡
い

た
だ
き
た
い
。

　

奉
納
絵
馬
に
は
吉
本
善
京
、
絵
馬

藤
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

あ
る
が
、
こ
れ
は
作
者
と
考
え
ら
れ

る
。

　

奉
納
さ
れ
た
絵
馬
は
画
風
、
パ
タ

ー
ン
、
色
彩
等
が
素
人
目
に
は
二
点

を
除
き
同
じ
に
見
え
大
阪
で
作
ら
れ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
大
阪
以
外

（
プ
ロ
以
外
）
で
作
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
二
点
は
、板
に
描
か
れ
た
板
図
。

も
う
一
点
は
難
船
絵
馬
で
明
ら
か
に

色
合
い
、
構
図
が
他
の
絵
馬
と
異
な

る
。

署
名
押
印
「
飛
龍
丸
」

　

こ
の
絵
馬
「
飛
龍
丸
」。
作
者
は

大
阪
の
プ
ロ
で
は
な
く
署
名
、
判
か

ら
船
頭
糸
井
文
四
郎
が
描
い
た
も
の

で
あ
る
。（
糸
井
と
は
船
主
の
姓
）

で
あ
る
。

 

　

乗
組
員
の
様
子
を
よ
く
見
て
欲
し

い
。
左
図
は
同
じ
難
船
絵
馬
「
寶
求

丸
」
で
あ
る
が
、
乗
組
員
は
全
員
御

幣
（
神
様
）
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ

せ
て
祈
っ
て
い
る
恰
好
を
取
っ
て
い

る
。
一
方
「
飛
龍
丸
」
は
そ
れ
ぞ
れ

作
業
に
い
そ
し
ん
で
い
る
。
現
実
と

非
現
実
の
違
い
が
で
て
い
る
。

　

詳
細
は
由
良
北
前
船
資
料
館
に
展

示
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
欲
し
い
。

船
絵
馬
「
飛
龍
丸
」
は
斬
新
さ
も
あ

り
、
全
国
的
に
有
名
な
難
船
絵
馬
で

あ
る
。

御幣
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船
絵
馬
に
つ
い
て
は
、
由
良
の
北

前
船
資
料
館
を
作
る
に
あ
た
り
、
複

写
、
写
真
を
作
る
労
を
取
ら
れ
た
当

時
の
公
民
館
館
長
、
枝
川
隆
亮
氏
が

作
成
さ
れ
た
「
丹
後
由
良
の
船
絵
馬

一
覧
表
」
が
詳
細
に
作
ら
れ
て
い
る
。

由
良
北
前
船
資
料
館
に
は
状
態
の
良

い
も
の
が
模
写
及
び
写
真
で
二
十
五

点
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

船
絵
馬
を
奉
納
す
る
意
味
に
つ
い

て
は
両
丹
地
方
史
書
に
書
か
れ
た
由

良
の
先
賢
者
、
松
本
師
正
氏
の
資
料

に
よ
れ
ば
、
玉
司
稲
荷
神
社
の
絵
馬

は
五
点
に
な
っ
て
い
る
。
一
体
ど
う

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
に
よ
っ
て

違
う
の
か
不
明
で
あ
る
。

　

ま
た
資
料
の
中
に
船
絵
馬
は
北
前

船
・
牧
野
隆
信
氏
と
断
り
、
奉
納
月

に
よ
っ
て
出
発
前
の
予
祝
型
と
帰
航

後
の
感
謝
型
の
二
つ
に
別
け
ら
れ
て

い
る
。
他
の
研
究
者
に
も
航
海
安
全

を
祈
願
し
て
、
ま
た
無
事
航
海
を
終

え
た
こ
と
を
感
謝
し
て
奉
納
と
記
述

し
た
も
の
も
あ
る
が
、
松
本
氏
の
分

別
の
仕
方
で
月
別
「
丹
後
由
良
の
船

絵
馬
一
覧
表
」
に
も
と
づ
き
分
別
す

る
と
、

予
祝
型
（
祈
願
）　
感
謝
型

正
月　

四
点

二
月　

三
点　
　

七
月　

二
点

三
月　

四
点　
　

八
月　

二
点

四
月　

四
点　
　

九
月　

二
点

五
月　

四
点　
　

十
一
月　

四
点

残
り
は
不
明

船
絵
馬
の
点
数
は
松
本
氏
の
数
と
異

な
る
。
こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
月
は

奉
納
さ
れ
た
月
と
考
え
ら
れ
る
。

　

船
絵
馬
が
す
べ
て
大
阪
で
造
ら
れ

た
と
す
る
と
、
感
謝
型
は
大
阪
に
帰

港
し
て
、
船
絵
馬
屋
に
注
文
し
て
出

来
あ
が
っ
た
絵
馬
を
持
ち
帰
り
奉
納

し
た
と
し
た
ら
、
何
と
か
辻
褄
は
合

う
。
し
か
し
予
祝
型
は
ど
う
だ
ろ
う
。

大
阪
に
帰
港
し
て
発
注
し
た
ら
感
謝

型
に
な
る
。
感
謝
型
に
せ
ず
、
来
年

就
航
す
る
た
め
に
船
絵
馬
を
発
注
す

る
だ
ろ
う
か
、
自
分
た
ち
が
雇
わ
れ

船
を
出
す
決
定
権
は
船
主
に
あ
る
。

　

船
主
が
購
入
し
た
の
で
あ
れ
ば
解

る
が
、
ほ
と
ん
ど
船
頭
及
び
乗
組
員

が
奉
納
し
て
い
る
。
大
阪
に
帰
港
し

た
時
に
発
注
せ
ず
、
来
年
も
、
ま
た

年
明
け
て
航
海
に
出
る
こ
と
が
決
ま

っ
て
か
ら
、
船
頭
及
び
乗
組
員
が
大

阪
の
船
絵
馬
屋
に
発
注
し
手
に
入
れ

奉
納
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

　

由
良
に
い
て
ま
ず
大
阪
に
依
頼
書

を
出
し
、
料
金
を
送
付
す
る
、
完
成

し
た
船
絵
馬
を
由
良
に
送
っ
て
も
ら

い
受
け
取
る
の
に
ど
の
よ
う
な
仕
組

み
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

参
考
ま
で
に
難
船
絵
馬「
寶
求
丸
」

船
頭
加
藤
長
助
の
「
大
福
万
覚
帳
」

に
よ
る
と
難
船
し
た
の
は
六
月
中
に

酒
田
米
を
積
ん
で
小
浜
ま
で
の
間
に

難
船
し
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
行

方
不
明
の
船
絵
馬
「
栄
求
丸
」
も
遭

難
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
た
の
は
明
治
十

七
年
八
月
で
あ
り
、
難
船
絵
馬
「
寶

求
丸
」
の
奉
納
は
明
治
十
七
年
九
月

で
あ
り
同
時
期
に
同
じ
嵐
に
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
す
る
と
奉
納
時
期

が
多
少
ず
れ
て
い
る
の
は
船
絵
馬
を

入
手
し
た
時
期
が
異
な
っ
た
か
。

　

初
め
に
船
絵
馬
四
十
五
点
京
都
府

一
と
述
べ
た
が
、
実
際
は
「
海
の
祈

り
ー
船
絵
馬
と
北
前
船
」「
丹
後
由

良
の
船
絵
馬
一
覧
表
」
で
は
「
順
寶

丸
と
橋
立
丸
」
が
「
稲
荷
丸
と
八
万

丸
」
が
同
一
整
理
番
号
に
な
っ
て
四

十
三
点
と
書
か
れ
て
い
る
。
真
下
氏

の
記
述
で
は
独
立
し
た
絵
馬
と
し
て

記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
津
市
教
育

委
員
会
に
確
認
し
て
も
ら
っ
た
結
果
、

一
枚
の
絵
馬
に
二
艘
が
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
解
っ
た
。「
順
寶
丸
と
橋

立
丸
」
は
損
傷
が
激
し
く
順
寶
丸
は

解
る
が
橋
立
丸
は
読
み
取
れ
な
い
。
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短
　
歌

枡
本　

清　

澄
め
る
空
こ
よ
な
く
晴
れ
て
里
山
は
季
節
は
巡
り
紅
葉
の
秋

秋
深
し
茜
の
夕
日
は
山
の
端
に
羽
ば
た
き
強
し
鴨
の
一
群

暑
き
日
も
立
秋
過
ぎ
れ
ば
稲
穂
の
花
緑
の
田
の
面
は
う
す
く
色
づ
き

青
田
風
真
夏
の
稲
田
は
緑
の
波
早
稲
は
色
づ
き
蝗
飛
び
交
う

夏
日
和
暑
さ
に
耐
え
た
つ
わ
ぶ
き
は
黄
色
花
び
ら
庭
の
一
群

里
山
は
入
る
人
な
く
荒
れ
果
て
て
秋
空
澄
み
て
紅
葉
深
ま
る

球
磨
川
は
橋
脚
の
み
暴
れ
濁
流
続
く
豪
雨
の
無
情
の
ニ
ュ
ー
ス

　
　「
稲
荷
丸
と
八
万
丸
」

 　

こ
の
絵
馬
の
二
艘
の
帆
の
状
態
を

よ
く
見
て
も
ら
う
と
そ
れ
ぞ
れ
帆
の

膨
ら
み
が
違
う
書
き
方
が
さ
れ
て
い

る
。
二
点
の
絵
馬
は
ど
ち
ら
も
吉
本

善
京
の
署
名
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
奉
納
者
は
同
一
の
船
主
の

船
頭
二
人
と
思
わ
れ
る
。
大
阪
で
落

合
い
打
合
せ
共
同
発
注
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

正
し
い
現
存
船
絵
馬
数
は

「
四
十
三
点
」
と

「
不
明
の
絵
馬
一
点
」
で
あ
る
。
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秋
の
日
時
計

藤
本
史
代

緩
や
か
に
季
節
の
滑
車
操
り
て
コ
ス
モ
ス
畑
に
白
き
風
立
つ

迷
い
ご
と
ひ
と
つ
断
ち
た
る
身
の
軽
さ
秋
蝶
わ
れ
の
あ
と
先
を
飛
ぶ

つ
つ
ま
し
く
あ
り
て
愁
眉
を
開
か
む
か
秋
陽
に
揺
る
る
野
の
ほ
と
と
ぎ
す

砂
浜
に
拾
い
し
蒼
き
シ
ィ
ー
グ
ラ
ス
還
ら
ざ
る
日
の
光
し
ず
め
て

絵
筆
持
つ
手
許
に
夕
光
届
き
き
て
わ
た
し
を
急
か
す
秋
の
日
時
計

渇
け
る
は
の
み
ど
に
あ
ら
ず
心
か
も
身
の
裡
透
か
す
素
秋
の
ひ
か
り

裏
山
に
鹿
鳴
く
夕
べ
深
深
と
身
に
し
の
び
く
る
秋
冷
の
闇

令和２年度　宮津市立小学校・中学校人権標語優秀作品

「気づいたら すぐにつみとれ いじめの芽」 中学1年生

「今日もまた いつもの声で 笑顔になる」 中学2年生

「肌の色も生まれた場所も関係ない 大切なのは その人の心」 中学3年生
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編
集
後
記

　
長
く
離
れ
た
地
元
に
戻
り

　
　
　
何
を
生
か
せ
る
の
か

文
化
部
　
山
下
剛
敏

　

平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
、
由
良
に

戻
っ
て
き
て
六
年
目
に
な
り
ま
す
。
二

十
年
近
く
地
元
を
離
れ
て
い
ま
し
た
が
、

地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
い
う
制
度
に
よ

っ
て
港
地
区
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
ま
し
た
。

　

そ
の
協
力
隊
で
何
を
し
た
か
と
言
い

ま
す
と
、
宮
津
市
で
取
り
組
む
事
に
な

っ
た
『
オ
リ
ー
ブ
』
で
し
た
。
こ
の
事

を
通
じ
て
、
若
い
頃
は
話
を
し
た
こ
と

も
無
か
っ
た
世
代
の
方
々
と
沢
山
関
わ

ら
せ
て
い
た
だ
け
る
。
そ
ん
な
環
境
に

恵
ま
れ
ま
し
た
。

　

地
元
に
戻
り
改
め
て
地
域
を
見
て
感

じ
た
の
は
、
色
々
な
こ
と
が
寂
し
く
な

っ
て
い
る
と
い
う
事
で
し
た
。
そ
ん
な

景
色
を
横
目
に
、僅
か
三
年
間
で
覚
え
・

学
び
・
身
に
付
け
た
事
を
オ
リ
ー
ブ
事

業
の
発
展
と
地
元
の
環
境
維
持
に
少
し

で
も
、
役
立
て
ら
れ
な
い
も
の
か…

と

い
う
思
い
で
一
念
発
起
し
、
起
業
し
ま

し
た
。

　

現
状
は
ま
だ
、
オ
リ
ー
ブ
の
実
を
少

量
し
か
収
穫
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、

葉
を
使
っ
て
の
商
品
化
に
至
っ
て
い
ま

す
。【
オ
イ
ル
よ
り
数
倍
も
ポ
リ
フ
ェ

ノ
ー
ル
量
が
多
い
と
言
わ
れ
る
葉
】
で
、

オ
リ
ー
ブ
の
葉
を
茶
葉
に
加
工
し
、
オ

リ
ー
ブ
テ
ィ
ー
と
し
て
販
売
に
至
っ
て

い
ま
す
。
前
職
の
飲
食
業
経
験
値
を
多

分
に
活
か
し
、
品
質
管
理
に
あ
た
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
の
畑
は
、
多
く
の
地
主
さ

ん
か
ら
協
力
を
得
て
、
巨
大
な
土
地
を

お
借
り
で
き
感
謝
し
て
い
ま
す
。
地
主

の
皆
さ
ん
に
も
応
援
し
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
出
来
る
限
り
で
す
が
、
良
い

方
向
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
、
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
の
日
々
で
す
。

　

由
良
地
区
を
起
点
に
宮
津
市
内
で
広

ま
っ
た
オ
リ
ー
ブ
事
業
は
、
現
在
五
十

名
を
超
え
る
生
産
者
に
よ
り
、
オ
リ
ー

ブ
煎
餅
な
ど
多
種
に
渡
り
開
発 

・
販

売
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

オ
リ
ー
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願
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す
。

由
良
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に
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興
味
、
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ

け
た
ら
幸
い
で
す
。

お 知 ら せ

（1）『由良地区公民館だより』が宮津市ホームページから閲覧できます
　昭和39年（1964年）６月に第１号が発行されてから、最新号１７３号（令和３年11月発行）
までが閲覧できます。「由良地区公民館だより」で検索してください。

　“公民館活動をより皆さんのものにして、よりよい地区民の発展のために活動状況を連絡する
機関誌として発行することにしました。また、この紙面を通じて意見の交換の場や意見発表の場
として発展するよう希望します”と第１号には書かれています。
　ぜひ、多くの方の原稿をお待ちしています。

（2）公民館だより第174号（次号）の原稿のお願い
　次号はテーマを決めて原稿を募集します。
　テーマ「３月」
　３月といえば、ひな祭り、卒業、転勤、転居、新たな出発への準備、コブシや梅など３月に咲く
花等々、思うことがありませんか。そのことを短い文や絵にしてみましょう。年齢は問いません。
詳細は後日連絡します。


