
　
「
丹
後
由
良
に
は
魅
力
が
い
っ
ぱ

い
」
そ
の
中
で
も
花
と
果
樹
は
丹
後

由
良
の
特
長
の
一
つ
で
あ
る
。

4
月
に
は
「
桜
」、
由
良
駅
前
通
り
、

は
ま
の
子
グ
ラ
ウ
ン
ド
周
辺
、
由
良

神
社
の
上
社
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
場

所
に
あ
る
し
だ
れ
桜
、
奈
具
神
社
の

桜
な
ど
多
く
の
花
見
所
が
あ
る
。「
三

つ
葉
ツ
ツ
ジ
」
由
良
ヶ
嶽
2
合
目
か

ら
3
合
目
に
か
け
て
三
つ
葉
ツ
ツ
ジ

が
群
生
し
て
い
る
。
4
月
上
旬
か
ら

中
旬
が
見
頃
で
あ
る
。
是
非
、
登
っ

て
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

5
月
に
は
「
芝
桜
」、
各
家
庭
で

も
植
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今
年
の
6

月
に
公
民
館
事
業
で
由
良
駅
前
通
り

の
桜
の
木
を
囲
む
よ
う
に
皆
様
に
植

え
て
い
た
だ
い
た
の
で
、
来
年
が
楽

し
み
で
す
。「
ミ
カ
ン
の
花
」、
こ
の

花
が
咲
く
頃
に
は
丹
後
由
良
は
ミ
カ

ン
の
花
の
香
り
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。

「
オ
リ
ー
ブ
の
花
」、
5
月
か
ら
6
月

に
か
け
て
小
さ
く
か
わ
い
ら
し
い
白

い
花
を
い
っ
ぱ
い
咲
か
せ
る
。
丹
後

由
良
の
至
る
所
に
オ
リ
ー
ブ
が
植
え

て
あ
り
、
オ
リ
ー
ブ
を
育
て
る
会
で

も
花
の
鑑
賞
会
を
開
い
て
い
る
。
開

花
期
間
が
1
週
間
と
短
い
。

8
月
か
ら
9
月
に
は
「
サ
ル
ス
ベ

リ
の
花
」が
美
し
く
咲
く
。浜
野
路
・

丹
後
由
良
の
魅
力
を
愛
で
る

　
　
　「
花
と
果
樹
」

由
良
地
区
公
民
館
長
　
千
　
坂
　
幸
　
雄

港
地
区
の
墓
地
周
辺
に
多
く
植
え
ら

れ
て
い
る
。

10
月
に
は
、「
キ
ン
モ
ク
セ
イ
の

花
」
が
甘
い
香
り
を
届
け
て
く
れ
る
。

由
良
の
里
セ
ン
タ
ー
の
通
路
で
あ
る

坂
道
の
両
側
は
キ
ン
モ
ク
セ
イ
の
並

木
道
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
行
き

来
し
て
香
り
を
楽
し
み
た
い
。

11
月
は
「
モ
ミ
ジ
」、
も
み
じ
公

園
は
整
備
次
第
で
京
都
府
で
も
有
数

の
紅
葉
狩
り
の
名
所
に
な
る
。
も
っ

た
い
な
い
の
で
是
非
、
紅
葉
狩
り
に

来
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

果
樹
に
つ
い
て
は
、
ミ
カ
ン
と
オ

リ
ー
ブ
の
他
、「
柿
」
が
あ
る
。
石

浦
地
区
で
は
ミ
カ
ン
だ
け
で
は
な
く

柿
も
販
売
し
て
い
ま
す
。
風
の
通
り

が
良
い
と
こ
ろ
で
は
、
干
し
柿
が
で

き
る
。「
ザ
ク
ロ
」
の
栽
培
に
適
し

て
い
る
。
由
良
の
里
セ
ン
タ
ー
周
辺

の
家
庭
等
で
は
ザ
ク
ロ
の
木
を
植
え

て
い
る
。
10
月
に
収
穫
時
期
を
迎
え

る
。
小
さ
な
赤
い
実
が
ぎ
っ
し
り
詰

ま
っ
た
果
実
で
大
変
甘
い
。
こ
の
実

を
食
べ
る
と
体
の
調
子
が
良
く
な
る
。

そ
の
ま
ま
割
っ
て
食
し
て
も
い
い
が
、

絞
っ
て
種
を
取
り
ジ
ュ
ー
ス
に
し
た

も
の
を
砂
糖
は
入
れ
ず
に
柔
ら
か
く

煮
詰
め
る
。
注
意
し
な
い
と
煮
詰
め

す
ぎ
て
堅
く
な
る
。
ジ
ャ
ム
に
な
る

手
前
で
火
を
止
め
る
く
ら
い
が
良
い
。

冷
め
る
と
堅
く
な
っ
て
く
る
。
ジ
ャ

ム
の
よ
う
に
使
っ
た
り
、
焼
き
肉
に

つ
け
た
り
す
る
と
お
い
し
い
。
イ
ラ

ン
料
理
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

　

丹
後
由
良
の
魅
力
は
、
狭
い
土
地

に
由
良
ヶ
嶽
・
由
良
川
・
日
本
海
と

三
拍
子
そ
ろ
い
、
色
々
な
作
物
を
美

し
く
、
お
い
し
く
育
て
る
良
い
気
候

や
地
理
的
条
件
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
き

る
こ
と
だ
と
思
う
。
花
と
果
樹
の
栽

培
に
す
ご
く
適
し
て
い
る
。

　

こ
の
環
境
を
生
か
し
て
色
々
な
こ

と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
よ
う
。

　

今
回
は
、
花
と
果
樹
に
つ
い
て
だ

っ
た
が
、
10
月
2
日
に
行
っ
た
「
由

良
の
歴
史
ウ
ォ
ー
ク
に
は
京
丹
後
市

の
方
や
与
謝
野
町
の
方
が
参
加
し
て
、

「
由
良
地
区
に
は
魅
力
の
あ
る
と
こ

ろ
が
い
っ
ぱ
い
で
す
ね
。」
と
感
想

を
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

令和4年11月発行（1）第176号 由良公民館だより
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は
ま
の
子
グ
ラ
ウ
ン
ド

除
草
作
業

　

実
施
日

9
月
4
日
（
日
）

　

自
治
連
、
松
寿
会
、
子
供
会
連
絡

協
議
会
、
観
光
組
合
、
浜
野
路
夕
月

サ
ロ
ン
、
宮
津
市
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー

ド
ゴ
ル
フ
協
会
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
体

育
館
を
使
用
し
て
い
る
サ
ー
ク
ル
、

そ
し
て
子
ど
も
た
ち
も
含
む
多
く
の

地
域
の
皆
さ
ま
に
お
世
話
に
な
り
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
や
体
育
館
回
り
、
遊
具

の
周
辺
が
見
違
え
る
ほ
ど
き
れ
い
に

な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

終
了
後
、
さ
っ
そ
く
キ
ャ
ッ
チ
ボ

ー
ル
を
し
て
遊
ぶ
子
供
た
ち
の
姿
が

見
ら
れ
ま
し
た
。

避
難
訓
練
　
実
施

　

実
施
日

9
月
6
日
（
火
）

　

由
良
地
区
公
民
館
の
消
防
設
備
の

設
置
場
所
及
び
取
扱
を
熟
知
し
、
万

一
火
災
が
発
生
し
た
場
合
、
利
用
者

を
安
全
に
避
難
さ
せ
、
建
物
被
害
を

最
小
限
に
く
い
と
ど
め
る
こ
と
を
目

的
に
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
午
前
10
時
、
1
階
調
理
室

か
ら
出
火
し
、「
火
の
回
り
が
早
く

全
館
に
蔓
延
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
人

命
に
危
険
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
強
い
」

と
い
う
想
定
で
、
利
用
者
へ
の
周
知

と
避
難
誘
導
す
る
者
、
火
元
確
認
を

し
て
初
期
消
火
を
す
る
者
、
全
体
を

把
握
し
消
防
署
へ
通
報
す
る
者
と
3

人
で
役
割
分
担
を
し
て
行
い
ま
し
た
。

　

当
日
、
公
民
館
を
利
用
し
て
い
た

7
名
に
も
協
力
し
て
い
た
だ
き
無
事

避
難
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
消
防
署
職
員
さ
ん
か
ら
講

評
を
い
た
だ
き
、
消
火
器
の
豆
知
識

の
学
習
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
。

由
良
郷
土
資
料
館
〜
由

良
湊
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　

実
施
日

10
月
2
日
（
日
）

　

参
加
者

8
名

　

昨
年
度
実
施
し
た
北
前
船
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
の
第
2
弾
と
し
て
実
施
し
ま

し
た
。

　

峰
山
町
、
与
謝
野
町
か
ら
の
参
加

者
（
2
名
）
が
あ
り
計
7
名
が
、
加

藤
正
一
氏
の
話
を
聞
き
な
が
ら
3
時

間
の
由
良
の
歴
史
を
学
習
し
ま
し
た
。

（
2
時
間
の
予
定
で
あ
っ
た
が
質
問

も
多
く
時
間
延
長
）

行
事
報
告

主
事
　
山
下
ま
さ
代

　

雲
一
つ
な
い
秋
晴
れ
の
下
、
金
木

犀
が
か
お
る
中
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し

な
が
ら
の
学
習
会
。
参
加
者
が
少
な

く
非
常
に
残
念
で
し
た
が
、
興
味
深

い
話
や
貴
重
な
も
の
を
見
せ
て
い
た

だ
き
、
と
て
も
充
実
し
た
日
と
な
り

ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、

　
「
説
明
も
分
か
り
や
す
く
運
動
し

な
が
ら
（
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
）
良
い
時

間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

　
「
大
変
い
い
勉
強
に
な
っ
た
。
た

く
さ
ん
由
良
の
歴
史
の
勉
強
が
で
き

た
。
一
度
聞
い
た
だ
け
で
は
覚
え
き

れ
な
い
の
で
何
度
か
あ
る
と
う
れ
し

い
で
す
」

　
「
次
回
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
」

と
感
想
も
い
た
だ
き
、
次
回
の
計
画

の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

現
場
を
見
な
が
ら
話
を
聞
く
と
よ
く

わ
か
り
、
心
に
も
残
り
ま
し
た
。
全

身
を
使
っ
て
の
学
習
は
爽
快
で
す
。

次
回
は
ぜ
ひ
多
く
の
方
に
参
加
し
て

い
た
だ
き
、
丹
後
の
由
良
を
探
索
し

ま
し
ょ
う
。

新 由良郷土資料館如意寺（足元には凝灰岩）
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は
ま
の
子
グ
ラ
ウ
ン
ド

除
草
作
業

　

実
施
日

9
月
4
日
（
日
）

　

自
治
連
、
松
寿
会
、
子
供
会
連
絡

協
議
会
、
観
光
組
合
、
浜
野
路
夕
月

サ
ロ
ン
、
宮
津
市
タ
ー
ゲ
ッ
ト
バ
ー

ド
ゴ
ル
フ
協
会
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
体

育
館
を
使
用
し
て
い
る
サ
ー
ク
ル
、

そ
し
て
子
ど
も
た
ち
も
含
む
多
く
の

地
域
の
皆
さ
ま
に
お
世
話
に
な
り
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
や
体
育
館
回
り
、
遊
具

の
周
辺
が
見
違
え
る
ほ
ど
き
れ
い
に

な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

終
了
後
、
さ
っ
そ
く
キ
ャ
ッ
チ
ボ

ー
ル
を
し
て
遊
ぶ
子
供
た
ち
の
姿
が

見
ら
れ
ま
し
た
。

避
難
訓
練
　
実
施

　

実
施
日

9
月
6
日
（
火
）

　

由
良
地
区
公
民
館
の
消
防
設
備
の

設
置
場
所
及
び
取
扱
を
熟
知
し
、
万

一
火
災
が
発
生
し
た
場
合
、
利
用
者

を
安
全
に
避
難
さ
せ
、
建
物
被
害
を

最
小
限
に
く
い
と
ど
め
る
こ
と
を
目

的
に
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
午
前
10
時
、
1
階
調
理
室

か
ら
出
火
し
、「
火
の
回
り
が
早
く

全
館
に
蔓
延
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
人

命
に
危
険
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
強
い
」

と
い
う
想
定
で
、
利
用
者
へ
の
周
知

と
避
難
誘
導
す
る
者
、
火
元
確
認
を

し
て
初
期
消
火
を
す
る
者
、
全
体
を

把
握
し
消
防
署
へ
通
報
す
る
者
と
3

人
で
役
割
分
担
を
し
て
行
い
ま
し
た
。

　

当
日
、
公
民
館
を
利
用
し
て
い
た

7
名
に
も
協
力
し
て
い
た
だ
き
無
事

避
難
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

最
後
に
消
防
署
職
員
さ
ん
か
ら
講

評
を
い
た
だ
き
、
消
火
器
の
豆
知
識

の
学
習
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
。

由
良
郷
土
資
料
館
〜
由

良
湊
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

　

実
施
日

10
月
2
日
（
日
）

　

参
加
者

8
名

　

昨
年
度
実
施
し
た
北
前
船
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
の
第
2
弾
と
し
て
実
施
し
ま

し
た
。

　

峰
山
町
、
与
謝
野
町
か
ら
の
参
加

者
（
2
名
）
が
あ
り
計
7
名
が
、
加

藤
正
一
氏
の
話
を
聞
き
な
が
ら
3
時

間
の
由
良
の
歴
史
を
学
習
し
ま
し
た
。

（
2
時
間
の
予
定
で
あ
っ
た
が
質
問

も
多
く
時
間
延
長
）

　

雲
一
つ
な
い
秋
晴
れ
の
下
、
金
木

犀
が
か
お
る
中
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
し

な
が
ら
の
学
習
会
。
参
加
者
が
少
な

く
非
常
に
残
念
で
し
た
が
、
興
味
深

い
話
や
貴
重
な
も
の
を
見
せ
て
い
た

だ
き
、
と
て
も
充
実
し
た
日
と
な
り

ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、

　
「
説
明
も
分
か
り
や
す
く
運
動
し

な
が
ら
（
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
）
良
い
時

間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

　
「
大
変
い
い
勉
強
に
な
っ
た
。
た

く
さ
ん
由
良
の
歴
史
の
勉
強
が
で
き

た
。
一
度
聞
い
た
だ
け
で
は
覚
え
き

れ
な
い
の
で
何
度
か
あ
る
と
う
れ
し

い
で
す
」

　
「
次
回
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
」

と
感
想
も
い
た
だ
き
、
次
回
の
計
画

の
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

現
場
を
見
な
が
ら
話
を
聞
く
と
よ
く

わ
か
り
、
心
に
も
残
り
ま
し
た
。
全

身
を
使
っ
て
の
学
習
は
爽
快
で
す
。

次
回
は
ぜ
ひ
多
く
の
方
に
参
加
し
て

い
た
だ
き
、
丹
後
の
由
良
を
探
索
し

ま
し
ょ
う
。

照国稲荷神社（港地区）

北野御膳宮（港地区）

由良神社
上社があったと思われる場所

（現在は大きな枝垂れ櫻が植栽）
下社があったと思われる場所

（踏切の近く）

不動明王像と蜂子
皇子の船出の碑
すぐ横に北前船由
良湊がある

令和4年11月発行（3）第176号 由良公民館だより



　

庄
内
由
良
と
の
交
流
は
、
今
か
ら

約
45
年
前
か
ら
始
ま
る
。

　

昭
和
53
年（
１
９
７
８
年
）庄
内
由

良
の
文
化
財
愛
好
会
会
長
佐
藤
儀
助

氏
が
蜂
子
皇
子
の
伝
説
を
辿
り
、
丹

後
由
良
を
訪
問
、
当
地
に
は
「
蜂
子

皇
子
の
伝
説
」
が
全
く
な
い
事
を
聞

い
て
帰
郷
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。

　

昭
和
55
年
、
丹
後
由
良
の
有
志
数

名
が
庄
内
を
訪
れ
詳
し
く
伝
説
の
説

明
を
受
け
る
。

　

さ
ら
に
、
昭
和
57
年
庄
内
由
良
か

ら
旅
行
の
途
中
丹
後
由
良
訪
問
を
受

け
る
。
そ
し
て
昭
和
60
年
宮
津
市
で

全
国
ジ
ュ
ニ
ア
ヨ
ッ
ト
大
会
の
開
催

を
契
機
に
庄
内
由
良
自
治
会
長
を
団

長
に
16
名
が
丹
後
由
良
を
訪
問
「
庄

内
由
良
・
丹
後
由
良
友
好
の
浜
」宣
言
、

鶴
岡
市
・
宮
津
市
両
市
長
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
交
換
等
あ
り
、
以
後
相
互
訪
問

や
小
学
校
児
童
の
作
品
交
換
等
交
流

が
開
始
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

当
初
、
訪
問
団
に
含
ま
れ
た
児
童

は
児
童
会
役
員
の
み
で
あ
っ
た
。
平

成
5
年
庄
内
由
良
開
村
１
４
０
０
年

を
記
念
し
て
招
待
さ
れ
た
の
が
最
初

で
あ
っ
た
。
夜
行
列
車
の
利
用
で
あ

る
。
平
成
18
年
か
ら
児
童
数
も
減
少

し
全
員
の
参
加
に
な
り
、
平
成
24
年

か
ら
バ
ス
利
用
と
な
っ
た
。

　

こ
の
交
流
の
基
本
と
も
い
え
る
蜂

子
皇
子
に
つ
い
て
、
公
民
館
だ
よ
り

１
２
９
号
に
山
下
憲
弥
氏
が
詳
し
く

投
稿
さ
れ
て
い
る
が
少
し
触
れ
て
み

た
い
。

　

蜂
子
皇
子
は
、
第
32
代
崇
峻
天
皇

が
曽
我
馬
子
と
対
立
暗
殺
さ
れ
た
。

第
1
皇
子
で
あ
る
蜂
子
皇
子
は
身
の

危
険
を
感
じ
従
兄
の
聖
徳
太
子
や
重

臣
の
助
力
を
得
て
都
を
脱
出
し
遠
く

丹
後
の
国
由
良
に
た
ど
り
着
い
た
。

　

そ
し
て
由
良
の
船
頭
達
を
連
れ
て

船
旅
に
出
発
す
る
。
庄
内
の
八
乙
女

海
岸
沖
ま
で
来
る
と
荒
波
に
そ
そ
り

立
つ
断
崖
絶
壁
と
巨
岩
が
目
前
に
あ

り
、
そ
の
岩
の
上
に
八
人
の
乙
女
が

笛
の
音
に
舞
い
な
が
ら
皇
子
を
招
い

て
い
る
。
皇
子
は
不
思
議
に
思
い
な

が
ら
上
陸
し
滞
在
す
る
。

　

あ
る
日
、
東
の
山
並
み
を
見
る
と

紫
の
雲
が
漂
っ
て
い
た
、
い
つ
の
間

に
飛
ん
で
き
た
の
か
目
の
前
に
三
本

足
の
鳥
が
羽
ば
た
い
て
い
た
。
鳥
に

導
か
れ
付
い
て
行
っ
た
と
こ
ろ
が
羽

黒
山
で
あ
っ
た
。

　

蜂
子
皇
子
は
、
滝
に
打
た
れ
幾
日

も
幾
日
も
難
行
苦
行
の
修
行
を
さ
れ

て
山
頂
に
出
羽
神
社
を
建
立
、
こ
の

時
を
も
っ
て
出
羽
三
山
神
社
ご
開
山

の
年
と
し
、
蜂
子
皇
子
を
「
御
開
祖
」

と
仰
い
で
い
る
。

　

私
も
複
数
回
交
流
に
参
加
し
て
い

る
が
特
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
庄
内
由
良
の
方
々
の
人
と
し
て

の
温
か
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
初

対
面
と
思
え
な
い
柔
ら
か
さ
、
親
し

み
さ
で
あ
る
。

　

自
然
に
囲
ま
れ
き
れ
い
な
海
に
接

す
る
ふ
る
里
、
由
良
と
い
う
地
名
、

そ
し
て
蜂
子
皇
子
に
纏
わ
る
歴
史
的

な
繋
が
り
は
将
来
に
亘
っ
て
受
け
繋

い
で
い
っ
て
ほ
し
い
。

　

一
つ
だ
け
残
念
な
こ
と
が
あ
る
。

小
学
校
も
児
童
の
作
品
を
交
換
し

個
々
に
は
文
通
を
続
け
て
い
た
の
に

平
成
25
年
に
宮
津
市
立
由
良
小
学
校

が
閉
校
し
、
平
成
27
年
に
は
鶴
岡
市

立
由
良
小
学
校
が
閉
校
し
た
こ
と
で

あ
る
。

　

学
校
閉
校
や
コ
ロ
ナ
禍
等
で
途
切

れ
て
い
た
相
互
訪
問
が
今
秋
再
開
さ

れ
る
と
の
こ
と
、
盛
会
裏
に
交
流
が

終
了
す
る
よ
う
願
い
た
い
。

庄
内
由
良
と
の
交
流

飯
　
澤
　
登
志
朗
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昨
年
十
一
月
に
発
刊
さ
れ
た
第
１

７
３
号
の
公
民
館
だ
よ
り
に
飯
澤
翁

が
脇
地
区
の
金
毘
羅
神
社
に
つ
い
て

寄
稿
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
奇

し
く
も
今
回
私
も
同
じ
内
容
の
項
目

を
寄
稿
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

い
わ
ば
去
年
の
飯
澤
翁
が
書
か
れ
た

項
目
の
実
証
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

昨
年
の
第
１
７
３
号
の
公
民
館
だ
よ

り
を
お
持
ち
の
方
は
そ
の
号
を
あ
ら

た
め
て
お
開
き
に
な
り
、
前
回
の
飯

澤
翁
が
お
書
き
に
な
っ
た
項
目
の
再

確
認
を
し
て
い
た
だ
け
る
と
誠
に
あ

り
が
た
い
で
す
。
つ
ま
り
、
前
回
飯

澤
翁
が
書
か
れ
た
項
目
の
実
際
の
現

場
確
認
・
報
告
に
あ
た
る
の
が
、
今

回
の
私
の
寄
稿
内
容
だ
と
思
っ
て
い

た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。
ま
た
、
現

在
宮
津
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
『
公
民

館
だ
よ
り
』
と
検
索
し
て
い
た
だ
く

と
創
刊
当
初
か
ら
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ

ー
を
全
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
も
し
、
１
７
３
号
を
お
持
ち

で
な
い
方
は
、
併
せ
て
ご
利
用
し
て

み
て
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
、
昨
年
の
令
和
3
年
度
私
は

脇
地
区
の
自
治
会
長
に
就
任
し
て
居

り
ま
し
て
、
わ
た
く
し
が
当
時
提
示

し
た
令
和
3
年
度
の
事
業
計
画
の
中

に
金
毘
羅
神
社
の
一
部
修
繕
事
業
が

あ
り
ま
し
た
。
実
際
、
補
助
金
申
請

に
と
も
な
う
宮
津
市
教
育
委
員
会
や

丹
後
広
域
振
興
局
と
の
、
修
繕
箇
所

の
現
地
視
察
・
現
場
立
会
が
発
生
し
、

昨
年
令
和
3
年
6
月
の
金
毘
羅
さ
ん

の
現
場
立
会
い
を
行
っ
た
時
の
お
話

を
お
書
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
当

時
、
滅
多
に
無
い
機
会
で
し
た
の
で

内
部
に
奉
納
さ
れ
て
い
ま
し
た
通
称

舟
札
と
言
わ
れ
る
も
の
を
確
認
し
よ

う
、
と
い
う
話
に
な
り
。
拝
殿
の
中

に
納
め
ら
れ
て
い
た
何
枚
か
の
札
を

取
り
出
し
確
認
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
時
の
模
様
の
写
真
が
こ
れ
ら
で
す
。

　

こ
の
札
に
書
か
れ
て
い
る
縁
起
文

を
書
き
出
し
て
み
る
と
。
以
下
の
様

に
な
り
ま
す
。（
以
下
原
文
の
ま
ま
）

桃
嶋
金
毘
羅
権
現
古
ヨ
リ
勧
請
有
シ

見
エ
テ
往
古
ヨ
リ
船
中
安
全
ノ
為
講

ヲ
結
テ
尊
信
ス
ト
雖
舊
記
無
テ
ハ
其

権
興
知
ヲ
ナ
シ
今
世
ニ
残
リ
シ
唯
講

脇
の
金
毘
羅
さ
ん

濱
　
本
　
喜
　
彦

ハ
ジ
メ
ヲ
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ノ
ミ
也
、
抑
此
嶋
ハ
澳
受
ノ
小
嶋
ニ

テ
風
波
烈
シ
ク
元
来
巌
松
ハ
カ
リ

（
ノ
）
嶋
ナ
レ
ハ
神
祠
數
度
烈
風
ニ

破
壊
シ
終
ニ
無
ト
ナ
リ
シ
、
後
ハ
但

嶋
ヲ
ノ
ミ
神
躰
ト
シ
尊
崇
ス
ル
ナ
リ

於
是
近
来
有
志
ノ
輩
相
謀
テ
神
祠
ヲ

再
興
セ
ン
ト
発
起
ス
、
熟
思
フ
ニ
此

嶋
ハ
海
中
故
風
濤
荒
キ
時
ハ
参
詣
ナ

ラ
ス
粤
同
シ
字
ノ
山
ア
リ
依
テ
神
祠

ヲ
此
山
ニ
移
シ
奉
レ
ハ
假
今
風
濤
凛

ト
テ
モ
志
シ
至
レ
ハ
参
詣
モ
自
在
ナ

リ
、
陸
地
故
自
ラ
庭
艸
結
縁
ノ
徒
モ

多
ク
利
益
廣
ガ
ラ
ン
〔
フ
〕
ヲ
想
ヒ

改
メ
勧
請
シ
奉
リ
、
殊
ニ
ハ

御
領
主
君
御
武
運
長
久
及
ヒ
村
内
安

穏
船
中
幸
福
威
力
祈
奉
所
也
、
仰
願

者由
良
山
金
毘
羅
尊
神
・
諸
従
神
、
吾

等
カ
正
信
ヲ
哀
愁
納
受
シ
和
光
同
塵

ノ
奇
特
ヲ
施
シ
賜
リ
所
願
成
就
圓
満

セ
シ
メ
給
、
敬
白
上
件
神
祠
再
建
ノ

因
由
ヲ
不
朽
ニ
傳
エ
テ
為
其
挭
概
ヲ

記
ス
ル
者
也
、
十
方
施
主
災
障
消
除
、

福
寿
増
長

　
（
か
っ
こ
）
は
原
文
に
は
な
い

【
意
訳
】

　

桃
嶋
金
毘
羅
権
現
は
、
古
来
よ
り

船
中
安
全
の
た
め
に
講
を
結
ん
で
信

仰
し
て
い
る
が
、（
神
社
の
）
古
い

記
録
は
な
く
由
緒
は
不
明
で
あ
り
、

今
は
た
だ
講
の
み
が
残
っ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
島
は
、沖
合
い
の
小

島
の
た
め
に
風
波
が
激
し
く
、
元
々

は
巌
と
松
ば
か
り
で
あ
り
、
神
祠
は

何
度
も
激
し
い
風
を
受
け
て
は
破
壊

さ
れ
、
終
に
は
無
く
な
っ
た
。
そ
の

後
は
、
桃
島
自
体
を
御
神
体
と
し
て

尊
崇
す
る
形
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
近
頃
に
有
志
の
者
た
ち

で
計
画
し
、
神
祠
を
再
興
し
よ
う
と

発
起
し
た
。
つ
く
づ
く
思
う
に
、
桃

島
は
沖
合
に
あ
る
た
め
に
風
や
波
が

荒
い
時
に
は
参
詣
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
こ
に
同
じ
字
に
あ
る
山
に

神
祠
を
移
せ
れ
ば
、
も
し
も
波
風
が

激
し
い
時
で
も
自
由
に
参
詣
が
で
き

る
。
ま
た
、
陸
地
故
に
自
然
と
庭
の

草
木
や
、
結
縁
を
結
ぶ
人
々
も
多
く

な
り
、
利
益
も
広
が
る
で
あ
ろ
う
こ

と
も
思
い
返
し
て
勧
請
し
た
次
第
で

あ
る
。
特
に
は
、
領
主
の
御
武
運
が

長
久
に
及
び
、
村
内
の
安
穏
や
船
中

の
幸
福
（
安
全
な
ど
）
を
祈
り
奉
る

所
で
あ
る
。

　

由
良
山
金
毘
羅
尊
神
・
諸
従
神
へ

仰
せ
願
う
こ
と
は
、
私
達
の
正
信
を

哀
れ
愁
い
て
お
聞
き
入
れ
な
さ
れ
て
、

そ
の
霊
験
を
（
私
達
へ
と
）
施
し
に

な
り
、
所
願
を
十
分
に
成
就
さ
せ
て

下
さ
い
。
敬
白　

前
述
の
神
祠
再
建

の
由
緒
を
い
つ
ま
で
も
伝
え
て
、
そ

の
大
略
を
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

全
て
の
施
主
の
災
障
を
消
し
除
き
、

福
寿
を
増
長
す
る
こ
と
を
願
う
。

　

以
上
概
略
を
お
伝
え
す
る
と
こ
う

い
っ
た
内
容
の
文
章
が
こ
の
舟
札
に

は
か
き
こ
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、

飯
澤
翁
が
お
書
き
に
な
っ
て
お
ら
れ

た
。
文
久
2
年
（
１
８
６
２
年
）
と

い
う
年
号
は
確
か
に
こ
の
舟
札
に
は

大
き
く
書
か
れ
て
お
り
、
何
よ
り
驚

か
さ
れ
る
の
は
、
当
時
の
金
毘
羅
神

社
の
最
大
ス
ポ
ン
サ
ー
が
田
辺
城
主

牧
野
豊
前
守
で
あ
り
、
さ
ら
に
当
時

の
由
良
の
庄
屋
孫
兵
衛
・
長
左
門
・

伊
右
衛
門
と
は
っ
き
り
書
か
れ
（
あ

と
当
時
の
由
良
の
年
寄
・
世
話
方
衆

が
列
記
さ
れ
て
い
ま
す
）
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
舟
札
が
示
す
も
の

は
、
当
時
の
金
毘
羅
神
社
（
金
毘
羅

さ
ん
）
は
田
辺
城
主
の
殿
様
も
巻
き

込
む
信
仰
範
囲
の
広
さ
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
い
か
に
当
時
の
人
々
に

金
毘
羅
さ
ん
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
か

を
示
す
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
い
え

る
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
今
回
の
一
連
の
寄
稿
の

な
か
で
私
が
強
く
感
じ
た
こ
と
は
、

脇
地
区
に
は
、
こ
の
金
毘
羅
神
社
を

は
じ
め
式
内
奈
具
神
社
、
岩
穴
稲
荷

神
社
、
荒
神
社
、
そ
し
て
薬
師
さ
ん

と
小
さ
な
地
区
と
し
て
は
比
較
的
多

く
の
神
社
仏
閣
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
縁
起
物
語
を
持
ち
な
が
ら
現
在

ま
で
粛
々
と
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
も
ち
ろ
ん
他
の
地
域
で

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
す
が
、

各
地
区
の
一
人
一
人
が
何
代
も
か
け

て
粛
々
と
さ
り
げ
な
く
あ
た
り
ま
え

の
よ
う
に
係
わ
っ
て
き
た
証
で
あ
る

と
考
え
る
と
、
あ
ら
た
め
て
頭
が
さ

ホ
コ
ラ

オ
ノ
ヅ（
カ
）

ハ
ゲ
シ

コ
コ
ニ

ツ
ラ
ツ
ラ

コ
ヽ
ニ

ホ
コ
ラ
ア
マ
タ
ビ
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道
端
の
柿
の
実
が
色
づ
き
始
め
、

秋
を
感
じ
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

　

由
良
地
区
の
皆
様
に
は
、
日
頃
よ

り
由
良
子
供
会
連
絡
協
議
会
の
活
動

に
対
し
ま
し
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　

本
年
度
、
由
良
子
供
会
連
絡
協
議

会
の
会
長
を
努
め
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
由
良
地
区
上
石
浦
に

移
り
住
み
早
三
年
が
過
ぎ
、
越
し
て

き
た
と
同
時
に
生
ま
れ
た
次
男
は
地

域
の
皆
様
の
ご
支
援
ご
協
力
の
お
か

げ
で
す
く
す
く
と
育
ち
、
兄
妹
、
親

と
も
ど
も
楽
し
く
過
ご
せ
て
お
り
、

改
め
て
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
る
と

と
も
に
、
会
員
及
び
地
域
の
皆
様
か

ら
の
ご
支
援
を
賜
り
な
が
ら
、
微
力

で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
地
域
の
皆
様
の

力
に
な
れ
る
様
、
精
一
杯
努
め
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

昨
年
度
ま
で
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
に
よ
り
、
各
種
行
事
が
取
り

や
め
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
本

年
度
は
数
年
ぶ
り
に
打
ち
上
げ
花
火

が
実
施
さ
れ
、
子
供
会
に
お
い
て
も

子
供
花
火
と
灯
籠
流
し
が
実
施
出
来

た
こ
と
は
大
き
な
前
進
で
し
た
。
こ

れ
は
自
治
連
合
会
役
員
様
、
各
地
区

子
供
会
会
長
様
他
皆
様
の
ご
尽
力
の

賜
物
で
す
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　

子
供
達
に
お
い
て
は
コ
ロ
ナ
禍
で

の
感
染
対
策
を
講
じ
た
上
で
運
動
会

等
の
各
種
行
事
が
執
り
行
わ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
楽
し
い
時
間
が
過
ご
せ
て
お

り
ま
す
。

　

本
協
議
会
の
事
業
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
状
況
下
で
は
ま
だ
飲
食
を
共

に
し
た
行
事
を
開
催
す
る
事
は
難
し

く
、
遠
足
や
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
等
は
実

施
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
な
が
ら
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

由
良
子
供
会
連
絡
協
議
会　
会
長
　
堤
　
　
　
郷
　
介

就
任
の
ご
挨
拶

に
関
し
て
は
予
防
接
種
を
含
め
日
々

状
況
が
変
化
し
て
お
り
、
感
染
し
た

際
も
対
処
療
法
で
は
な
く
治
療
薬
が

出
始
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
今
後

は
日
常
が
戻
っ
て
く
る
も
の
と
子
供

た
ち
と
共
に
信
じ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
行
事
に
関
し
て
は
各
地
区

の
子
供
会
会
長
が
中
心
と
な
っ
て
計

画
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
こ
こ
数
日
で
気
温
が
一
気

に
下
が
り
夏
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
肌

で
感
じ
て
お
り
ま
す
。
急
激
な
気
温

の
変
化
に
よ
り
体
調
を
崩
し
や
す
く

な
る
時
期
で
す
が
、
健
康
を
害
す
る

事
の
無
い
様
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス

タ
ン
ス
を
基
本
と
し
て
、
各
種
行
事

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
に
対
す
る
ワ
ク
チ
ン
は
オ
ミ
ク

ロ
ン
株
対
応
の
物
に
か
わ
り
、
か
つ

五
歳
児
よ
り
接
種
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で

も
接
種
は
努
力
義
務
で
あ
り
、
事
情

に
よ
り
接
種
出
来
な
い
子
供
た
ち
も

い
る
こ
こ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今

後
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
み
、
行
事

を
実
施
出
来
る
世
様
に
な
っ
た
と
し

が
る
お
も
い
に
な
り
ま
す
。
現
代
に

生
き
る
我
々
も
そ
の
累
々
と
し
た
流

れ
の
中
の
一
員
で
あ
る
と
再
認
識
し

て
こ
れ
か
ら
の
日
々
を
過
ご
し
て
行

き
た
い
と
思
う
し
だ
い
で
す
。
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「
丹
後
由
良
北
前
船
の
大
船
主
」

　
米
屋
四
郎
左
衛
門（
磯
田
）家

　

由
良
の
米
屋
四
郎
左
衛
門
家
は
丹

後
に
於
い
て
廻
船
業
の
大
船
主
と
し

て
三
本
指
に
数
え
て
も
お
か
し
く
な

い
、
古
く
か
ら
の
北
前
船
（
廻
船
）

の
船
持
ち
で
あ
る
。
資
料
に
よ
り
知

り
得
た
歴
史
記
録
を
ま
と
め
て
み

た
。

　

舞
鶴
市
史
に
お
い
て
、
後
年
大
船

主
と
云
っ
て
も
よ
い
米
屋
四
郎
左
衛

門
家
は
、
田
畑
持
ち
高
は
天
明
三
年

（
一
七
八
三
年
）
7
・
6
石
。
嘉
永

三
年
（
一
八
五
〇
年
）
9
・
5
石
の

百
姓
で
こ
の
石
高
10
石
足
ら
ず
の
農

業
経
済
力
で
船
を
取
得
す
る
こ
と
は

と
う
て
い
考
え
ら
れ
ず
、
由
良
川
の

河
口
と
い
う
河
川
・
海
上
交
通
の
要

衝
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
商

品
・
貨
幣
経
済
の
発
展
に
順
応
し
て
、

両
丹
地
方
内
陸
部
と
若
狭
沿
岸
地
方

と
の
間
の
物
資
輸
送
に
、
小
船
を

操
っ
て
乗
り
出
し
て
い
っ
た
コ
ー
ス

を
た
ど
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、
と

あ
る
。

　

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
年
）
に
は

9
・
5
石
の
百
姓
で
あ
っ
た
が
、
既

に
廻
船
船
持
ち
で
は
あ
っ
た
。
浜
田

の
清
水
家
客
船
帳
に
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
年
）
記
載
さ
れ
て
い
る

廻
船
、
永
寿
丸
を
所
有
し
て
い
る
。

後
述
に
詳
細
を
記
述
す
る
。

　

内
陸
部
と
若
狭
沿
岸
地
方
と
の
間

の
物
資
輸
送
に
、
小
船
を
操
っ
て
乗

り
出
し
て
い
っ
た
コ
ー
ス
を
た
ど
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
裏
付
け
資
料
が
船
約
文
書
（
福

知
山
教
育
委
員
会
蔵
）
の
「
一
札
之

事
」
元
文
二
年
（
一
七
三
七
年
）
由

良
川
舟
持
ち（
由
良
川
舟
運
船
持
ち
）

人
数
二
八
人
の
中
に
四
郎
左
衛
門
名

が
あ
り
、
米
屋
四
郎
左
衛
門
の
可
能

性
が
高
い
。

（
詳
細
は
公
民
館
だ
よ
り
第
一
六
三

号
参
照
）

　

古
文
書
に
は
由
良
川
水
運
に
関
わ

る
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

由
良
河
口
に
は
米
蔵
が
設
け
ら
れ
、

由
良
川
周
辺
の
田
辺
藩
の
税
の
米
が

集
め
ら
れ
、
小
浜
経
由
大
阪
に
送
ら

れ
た
こ
と
は
次
の
関
係
資
料
か
ら
明

白
で
あ
る
。

　

丹
後
国
加
佐
郡
寺
社
町
在
旧
記

（
享
保
一
六
年
＝
一
七
三
一
年
）
に

田
邊
役
所
の
為
由
良
の
蔵
に
年
貢
収

納
総
石
高
壱
萬
弐
千
余
石
（
一
二
〇

〇
〇
余
石
）
せ
し
め
若
州
小
浜
へ
運

送
す
。
こ
れ
ら
の
米
を
小
浜
に
運
ん

だ
の
は
こ
れ
か
ら
も
解
る
よ
う
に
状

況
か
ら
云
っ
て
由
良
の
船
持
ち
の
可

能
性
が
高
い
。
運
送
に
関
わ
っ
た
舟

は
五
〇
石
〜
一
〇
〇
石
の
大
き
さ
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
古
文
書
に
は
「
売
船
そ

の
数
百
三
拾
艘
に
及
べ
り
、
大
海
の

最
中
に
出
れ
ば
磁
石
を
も
っ
て
方
格

（
方
角
）
を
見
合
わ
せ
越
前
、
越
中
、

加
賀
、
能
登
、
出
羽
の
庄
内
、
秋
田
、

佐
渡
ヶ
島
、西
は
因
幡
、伯
耆
、出
雲
、

岩
見
、長
門
、上
関
、下
関
津
々
浦
々

へ
入
船
し
て
思
い
思
い
に
商
売
す
。」

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
由
良
の
川
船
舟

持
ち
は
こ
の
時
代
か
ら
、
海
運
業
が

利
益
を
生
む
こ
と
は
当
然
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
由
良
川

水
運
で
資
金
を
蓄
え
た
船
主
は
当
然

の
よ
う
に
海
運
に
乗
り
出
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
小
浜
へ
米
を
五
〇

石
船
で
運
ぶ
こ
と
に
よ
り
海
運
の
経

験
技
術
を
取
得
し
、
ま
た
小
浜
へ
の

行
き
返
り
に
物
を
売
り
買
い
す
る
こ

と
で
、
商
売
の
コ
ツ
を
取
得
し
た
に

違
い
な
い
。
そ
の
一
つ
の
証
拠
と
し

て
、
由
良
を
ベ
ー
ス
に
由
良
で
は
取

れ
る
こ
と
の
な
い
石
、
神
社
の
参
道

等
で
ど
こ
で
も
見
か
け
る
緑
色
凝
灰

岩
が
由
良
川
地
域
に
運
ば
れ
て
い

る
。
当
然
代
金
を
払
い
持
っ
て
き
て

売
り
さ
ば
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

て
も
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
る
事
の
な

い
感
染
症
対
策
を
念
頭
に
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
困

難
な
状
況
を
地
域
の
皆
様
と
共
に

様
々
な
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
、
乗

り
越
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
、
子
供
会
合
同
で

の
全
事
業
実
施
は
困
難
な
状
況
で
は

ご
ざ
い
ま
す
が
、
対
策
を
講
じ
て
各

地
区
で
ひ
と
つ
で
も
多
く
事
業
実
施

に
取
り
組
め
れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま

す
。
今
後
と
も
地
域
の
皆
様
の
本
協

議
会
の
活
動
へ
の
引
き
続
き
の
ご
支

援
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

由
良
地
区
の
皆
様
に
は
、
日
頃
よ

り
栗
田
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
活
動
に
対

し
ま
し
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜

り
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
年
度
、
栗
田
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
会

長
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま

す
が
、
精
一
杯
取
り
組
ん
で
参
り
た

い
と
思
い
ま
す
の
で
、
何
卒
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

栗
田
小
学
校
は
、
由
良
地
区
よ
り

5
名
、
栗
田
地
区
よ
り
6
名
の
合
計

11
名
の
新
入
生
を
迎
え
、
全
校
児
童

72
名
で
令
和
4
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
今
年
も
昨
年
に
引
き
続
き
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
学
校
行
事
、Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
も
制

約
を
受
け
、
学
校
生
活
生
を
心
待
ち

に
し
て
い
た
新
1
年
生
は
も
と
よ
り
、

上
級
生
に
と
っ
て
も
普
段
と
は
違
う

学
校
生
活
と
な
り
、
現
在
も
不
安
な

日
々
で
の
生
活
が
続
い
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
中
、
5
月
下
旬
に
は
皆
様

の
ご
支
援
、
ご
協
力
に
よ
り
無
事
に

栗
田
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ　
会
長
　
山
　
本
　
隆
　
教

ご　
挨　
拶

運
動
会
が
開
催
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、

と
て
も
大
き
な
成
果
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　

さ
て
、
本
年
度
の
栗
田
小
学
校
の

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
「
何

に
で
も
挑
戦
し
、
遊
び
、
学
び
、
思

い
や
る
心
を
育
も
う
」
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
が
旺
盛
で
、
何

に
で
も
意
欲
的
に
取
り
組
む
こ
と
が

出
来
る
子
は
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
ぐ
ん

ぐ
ん
伸
び
て
い
き
ま
す
。
子
供
達
に

は
、
失
敗
を
恐
れ
て
行
動
せ
ず
に
い

る
よ
り
は
、
何
度
で
も
失
敗
し
て
立

ち
上
が
る
「
挑
戦
力
」
を
身
に
つ
け

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、

こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
ま
し
た
。

　

周
り
の
大
人
の
一
言
で
子
供
達
は

不
安
に
打
ち
勝
ち
、
一
歩
前
に
踏
み

出
す
勇
気
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出

来
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
思
い
や

り
の
心
を
も
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の

は
、
多
く
の
大
人
が
抱
い
て
い
る
願

い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
相
手
が

ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
考
え
る
力
や

共
感
で
き
る
力
が
必
要
だ
と
思
い
ま

す
。
我
々
大
人
が
、
周
り
に
優
し
い

気
持
ち
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
が
、

子
供
達
の
思
い
や
り
の
心
に
繋
が
る

と
思
い
ま
す
。
地
域
の
皆
様
に
は
、

是
非
と
も
子
供
達
へ
の
い
ろ
ん
な
力

を
育
む
た
め
の
声
か
け
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

今
後
も
コ
ロ
ナ
禍
で
の
学
校
行
事
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
に
つ
い
て
は
、
特
に
今

年
最
終
学
年
と
な
る
6
年
生
に
と
っ

て
は
、
下
級
生
と
共
に
思
い
出
に
残

る
学
校
生
活
と
な
る
よ
う
、
予
防
対

策
を
講
じ
て
事
業
実
施
に
取
り
組
め

れ
ば
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
い
つ
も

子
供
達
の
登
下
校
を
見
守
っ
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
地
域
の
皆
様
、
学
校

図
書
の
整
理
・
本
の
読
み
聞
か
せ
の

他
、
学
校
校
庭
の
除
草
な
ど
様
々
な

活
動
に
ご
支
援
・
ご
協
力
を
い
た
だ

い
て
い
ま
す
学
校
運
営
協
議
会
の
皆

様
、
由
良
地
区
の
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル

な
ど
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
由
良

駐
在
所
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
と
も
地
域
の
皆
様
の
本
Ｐ
Ｔ
Ａ

活
動
へ
の
引
き
続
き
の
ご
支
援
ご
協

力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

文
政
十
二
年
　
初
「
江
戸
へ
」

　

記
録
上
由
良
の
船
主
と
し
て
初
め

て
江
戸
へ
行
っ
た
船
・
磯
部
丸
（
７

０
０
石
九
人
乗
り
）。
田
辺
藩
は
文

政
十
二
年
（
一
八
二
九
年
）
の
江
戸

藩
邸
類
焼
の
と
き
、
そ
の
再
建
に
国

元
か
ら
木
材
を
運
搬
に
す
る
こ
と
に

し
た
が
、
こ
れ
に
用
い
ら
れ
た
の
は

由
良
村
の
米
屋
四
郎
左
衛
門
手
船

「
磯
部
丸
」
で
、
米
屋
は
運
賃
と
し

て
同
船
の
積
高
一
石
に
つ
き
銀
一
二

匁
五
分
の
割
で
銀
八
貫
七
五
〇
匁

（
約
一
二
九
両
＝
約
１
３
０
０
万
円
）

を
受
け
取
っ
て
い
る
。
初
め
て
の
江

戸
ま
で
の
往
復
航
海
に
於
い
て
高
い

の
か
安
い
の
か
？

再
び
江
戸
へ
（
天
保
五
年
・
八
年
）

　

天
保
の
大
飢
饉
に
際
し
、
福
知
山

藩
で
は
幕
命
に
よ
り
備
荒
用
貯
穀
を

天
保
五
年
（
一
八
三
四
年
）
と
同
八

年
の
両
度
江
戸
へ
回
送
し
た
が
、
こ

の
御
用
に
も
米
屋
の
持
ち
船
が
あ

た
っ
た
。
回
米
に
関
す
る
同
四
年
の

福
知
山
藩
か
ら
の
聞
き
合
わ
せ
に
、

米
屋
は
船
頭
の
一
札
を
付
し
て
返
答

し
、運
賃
は
銀
九
貫
二
百
四
十
匁（
一

四
四
両
）
を
要
請
、
そ
の
支
給
は
船

積
み
時
と
江
戸
着
船
時
に
分
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
半
額
ず
つ
さ
れ
る
よ
う
に

願
い
出
て
い
る
。
回
米
は
川
舟
で
由

良
川
を
下
り
、
栗
田
で
海
船
に
積
み

込
む
旨
を
応
答
し
て
い
る
。
同
所
は

入
海
に
な
っ
て
い
て
波
静
か
な
た
め
、

由
良
船
の
係
留
や
貨
物
の
積
み
替
え

場
所
と
な
っ
て
い
た
。（
舞
鶴
市
史
）

米
屋
四
郎
左
衛
門
か
ら
福
知
山
藩
へ

　
御
聞
き
合
わ
せ
　
詳
細

　
「
丹
後
に
生
き
る
京
都
の
人
び
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
省
堂
）

御
聞
き
合
わ
せ
の
覚

一
、
此
の
度
福
知
山
御
城
米　

御
公

儀
様
え
御
回
米
に
つ
き
、
私
船

御
雇
に
つ
き
御
尋
ね
の
趣
左
に

申
し
上
げ
候

一
、
江
戸
表
え
着
岸
、
小
船
に
て
御

蔵
入
れ
相
な
り
候
は
ば
壱
石
に

拾
五
匁
づ
つ
下
さ
る
べ
く
候
。

浜
渡
し
水
揚
げ
に
候
は
ば
壱
石

拾
四
匁
づ
つ
下
さ
る
べ
く
候

事
。
但
し
右
の
御
定
め
〇
元
に

て
福
知
山
相
場
に
て
半
銀
御
渡

し
、
江
戸
表
着
船
の
上
同
所
相

場
に
て
残
り
は
船
頭
え
お
渡
し

下
さ
る
べ
く
候
こ
と
。
尤
御
請

合
証
文
の
内
え
書
上
げ
申
す
べ

く
候
。

一
、
千
七
百
俵
積
み
と
申
し
上
げ
候

え
ど
も　

御
公
儀
様
御
大
切
の

御
回
米
に
つ
き
右
の
内
二
十
石

御
減
ら
し
、
一
六
五
〇
俵
積
み

に
成
し
下
さ
る
べ
く
候
。
石
積

六
百
六
拾
積
み
と
御
定
め
下
さ

る
べ
く
候
。
但
し
外
に
御
上
乗

り
壱
人
、
船
頭
ど
も
飯
米
は
別

に
積
込
み
申
す
べ
く
候
事

一
、
当
所
川
船
に
て
三
河
よ
り
栗
田

浜
え
着
船
候
は
ば
米
請
取
り
大

船
え
積
込
み
候
事
。
但
し
雇
舟

差
し
登
り
候
儀
其
の
御
役
所
に

て
何
の
御
か
ま
い
御
座
な
く
候

事

一
、
四
斗
俵
四
斗
壱
升
に
御
計
り
壱

俵
に
御
直
し
下
さ
る
べ
く
候
、

右
込
み
に
て
目
溢
れ
惣
体
の
欠

け
減
り
弁
じ
申
す
べ
く
候
。
但

し
貫
目
は
元
目
よ
り
三
百
目
づ

つ
御
用
捨
下
る
べ
く
候
事

一
、
御
船
雇
極
り
候
は
ば
船
御
見
分

の
儀
此
方
よ
り
御
注
進
申
し
上

げ
御
見
分
受
け
候
事
。
尤
も
此

の
度
も
一
応
御
見
分
成
し
下
さ

る
べ
く
候
。

一
、
正
月
二
五
日
迄
は
御
極
め
御
座

な
く
候
て
も
手
附
銀
船
う
わ
か

し
申
さ
ず
候
。

　
　

夫
れ
過
ぎ
候
は
ば
前
借
り
と
し

て
壱
貫
匁
御
渡
し
下
さ
る
べ
く

候
。

　
　

夫
れ
よ
り
二
月
五
日
過
ぎ
御
回

米
御
止
め
に
相
成
り
候
は
ば
前

借
り
御
流
し
下
さ
る
べ
く
候
。

一
、
御
城
米
の
儀
故　

御
公
儀
様
御

目
印
日
の
丸
御
幡
御
渡
し
下
さ

る
べ
く
候
事
。

　
　

右
の
通
り
相
違
御
座
な
く
候
。

尤
も
是
れ
迄
御
回
米
等
相
勤
め

候
例
も
こ
れ
有
る
べ
く
仰
せ
ら

れ
候
え
ど
も
、
御
回
米
の
儀
は

近
頃
御
座
な
く
、
先
四
郎
左
衛

門
代
に
は
御
回
米
も
相
勤
め
候

儀
も
こ
れ
有
り
候
え
ど
も
、
年

久
し
く
相
成
り
候
事
ゆ
え
一
向

例
も
相
分
か
ら
ず
候
え
ど
も
、

今
度
の
儀
其
の　

御
役
所
に
は

御
例
も
度
々
御
座
候
儀
如
何
様

と
も
御
指
図
次
第
御
回
米
の
儀

請
け
合
い
申
し
上
ぐ
べ
く
候
間

仰
せ
付
け
ら
れ
下
さ
る
べ
く

候
。
以
上

天
保
四
年
十
二
月

　
　
　

丹
後
加
佐
郡
由
良
村

　
　
　
　

米
屋
四
郎
左
衛
門（
印
）

　

福
知
山

　
　
　
　

御
役
人
中
様

船
頭
の
一
札

　
　（
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
蔵
）

奇
録
帳
（
磯
田
家
文
書
）

　
　

天
保
二
年
正
月
（
一
八
三
一
）

そ
の
他

•
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
油
屋

職
を
入
手
し
、
両
丹
地
方
か
ら
桐

実
を
仕
入
れ
て
桐
油
を
製
造
し
、

こ
れ
を
佐
渡
、
新
潟
、
下
関
、
大

阪
に
ま
で
販
売
し
た
。
桐
粕
は
出

雲
地
方
の
綿
作
肥
料
と
し
て
売

却
。

•
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
は
分

家
に
船
宿
を
開
業
さ
せ
る

大
船
建
造

•
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
）
に

「
磯
部
丸
」（
七
〇
〇
石
積
）
を
建

造
。二
十
一
年
後
の
嘉
永
二
年（
一

八
四
九
年
）
造
り
替
え
て
い
る
。

こ
の
経
費
は

　

船
体　

金
五
四
七
両
余
り

　

諸
船
具　

金
二
五
八
両
余
り

計
八
〇
五
両
余
を
支
出
し
て
い
る
。

同
船
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）

に
お
け
る
収
支
は
、

　
　

利
益
金
・
八
二
七
両
余
り

　
　

諸
雑
金
・
三
八
八
両
余
り

差
し
引
き　

純
利
益
四
三
九
両
余
り

　
　
（「
磯
田
家
文
書
」
舞
鶴
市
史
）

米
屋
四
郎
左
衛
門
家
衰
退

　

理
由
は
分
家
の
子
孫
中
西
衛
氏
に

よ
れ
ば
、「
持
ち
船
が
難
船
し
た
た

め
」
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
関
係
資
料
と
思
わ
れ
る
舞
鶴

市
史
通
史
に
よ
る
と
慶
應
四
年
八

月
、
由
良
村
の
海
運
業
者
某
が
、
海

難
の
た
め
二
隻
の
船
を
失
っ
た
と

き
、
一
四
〇
〇
〇
両
の
積
荷
の
弁
済

要
求
を
さ
れ
た
が
、
そ
の
債
権
者
の

一
人
で
あ
る
綾
部
藩
内
の
某
が
700
両

の
木
綿
代
金
分
と
し
て
、
差
し
押
さ

え
を
要
求
し
た
と
き
に
は
、
維
新
政

府
は
一
部
の
債
権
者
に
、
弁
済
の
先

取
り
を
さ
せ
な
い
た
め
に
、
田
辺
藩

に
「
身
代
限
ノ
処
分
を
申
し
渡
し
、

そ
の
む
ね
藩
庁
も
請
書
を
提
出
し
た

事
件
が
あ
っ
た
。」（
太
政
類
典
）
こ

の
よ
う
に
、
他
藩
領
に
ま
た
が
る
事

件
に
つ
い
て
は
中
央
政
府
の
指
示
に

従
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。（
舞
鶴

市
史
）

太
政
類
典

　

国
立
公
文
書
館
で
調
べ
て
み
た
。

　

由
良
村
の
海
運
業
者
某
は
以
下
の

資
料
（
次
ペ
ー
ジ
写
真
）
で
あ
り
、

子
孫
中
西
衛
氏
が
云
わ
れ
た
こ
と
と

符
合
す
る
。
こ
の
遭
難
を
「
日
本
気

象
史
料
」
原
書
房
で
調
べ
て
み
た
。

　

こ
の
年
の
暴
風
雨
は
少
な
く
、
岩

手
県
災
害
年
表
に
よ
る
と
六
月
二
十

三
日
大
雨
、
二
十
四
日
大
風
雨
と
あ

り
、
こ
の
船
は
木
綿
を
積
ん
で
お
り

下
り
（
北
海
道
方
面
）
北
前
船
で
あ

る
。（
木
綿
積
代
金
を
綾
部
藩
内
の

某
が
請
求
か
ら
一
部
賃
積
み
）
記
録

気
象
事
象
と
時
間
差
が
あ
る
が
、
難

船
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
暴
風
雨

で
あ
る
。
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「
丹
後
由
良
北
前
船
の
大
船
主
」

　
米
屋
四
郎
左
衛
門（
磯
田
）家

　

由
良
の
米
屋
四
郎
左
衛
門
家
は
丹

後
に
於
い
て
廻
船
業
の
大
船
主
と
し

て
三
本
指
に
数
え
て
も
お
か
し
く
な

い
、
古
く
か
ら
の
北
前
船
（
廻
船
）

の
船
持
ち
で
あ
る
。
資
料
に
よ
り
知

り
得
た
歴
史
記
録
を
ま
と
め
て
み

た
。

　

舞
鶴
市
史
に
お
い
て
、
後
年
大
船

主
と
云
っ
て
も
よ
い
米
屋
四
郎
左
衛

門
家
は
、
田
畑
持
ち
高
は
天
明
三
年

（
一
七
八
三
年
）
7
・
6
石
。
嘉
永

三
年
（
一
八
五
〇
年
）
9
・
5
石
の

百
姓
で
こ
の
石
高
10
石
足
ら
ず
の
農

業
経
済
力
で
船
を
取
得
す
る
こ
と
は

と
う
て
い
考
え
ら
れ
ず
、
由
良
川
の

河
口
と
い
う
河
川
・
海
上
交
通
の
要

衝
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
商

品
・
貨
幣
経
済
の
発
展
に
順
応
し
て
、

両
丹
地
方
内
陸
部
と
若
狭
沿
岸
地
方

と
の
間
の
物
資
輸
送
に
、
小
船
を

操
っ
て
乗
り
出
し
て
い
っ
た
コ
ー
ス

を
た
ど
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、
と

あ
る
。

　

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
年
）
に
は

9
・
5
石
の
百
姓
で
あ
っ
た
が
、
既

に
廻
船
船
持
ち
で
は
あ
っ
た
。
浜
田

の
清
水
家
客
船
帳
に
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
年
）
記
載
さ
れ
て
い
る

廻
船
、
永
寿
丸
を
所
有
し
て
い
る
。

後
述
に
詳
細
を
記
述
す
る
。

　

内
陸
部
と
若
狭
沿
岸
地
方
と
の
間

の
物
資
輸
送
に
、
小
船
を
操
っ
て
乗

り
出
し
て
い
っ
た
コ
ー
ス
を
た
ど
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
裏
付
け
資
料
が
船
約
文
書
（
福

知
山
教
育
委
員
会
蔵
）
の
「
一
札
之

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
（
19
）

事
」
元
文
二
年
（
一
七
三
七
年
）
由

良
川
舟
持
ち（
由
良
川
舟
運
船
持
ち
）

人
数
二
八
人
の
中
に
四
郎
左
衛
門
名

が
あ
り
、
米
屋
四
郎
左
衛
門
の
可
能

性
が
高
い
。

（
詳
細
は
公
民
館
だ
よ
り
第
一
六
三

号
参
照
）

　

古
文
書
に
は
由
良
川
水
運
に
関
わ

る
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

由
良
河
口
に
は
米
蔵
が
設
け
ら
れ
、

由
良
川
周
辺
の
田
辺
藩
の
税
の
米
が

集
め
ら
れ
、
小
浜
経
由
大
阪
に
送
ら

れ
た
こ
と
は
次
の
関
係
資
料
か
ら
明

白
で
あ
る
。

　

丹
後
国
加
佐
郡
寺
社
町
在
旧
記

（
享
保
一
六
年
＝
一
七
三
一
年
）
に

田
邊
役
所
の
為
由
良
の
蔵
に
年
貢
収

納
総
石
高
壱
萬
弐
千
余
石
（
一
二
〇

〇
〇
余
石
）
せ
し
め
若
州
小
浜
へ
運

送
す
。
こ
れ
ら
の
米
を
小
浜
に
運
ん

だ
の
は
こ
れ
か
ら
も
解
る
よ
う
に
状

況
か
ら
云
っ
て
由
良
の
船
持
ち
の
可

能
性
が
高
い
。
運
送
に
関
わ
っ
た
舟

は
五
〇
石
〜
一
〇
〇
石
の
大
き
さ
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
古
文
書
に
は
「
売
船
そ

の
数
百
三
拾
艘
に
及
べ
り
、
大
海
の

最
中
に
出
れ
ば
磁
石
を
も
っ
て
方
格

（
方
角
）
を
見
合
わ
せ
越
前
、
越
中
、

加
賀
、
能
登
、
出
羽
の
庄
内
、
秋
田
、

佐
渡
ヶ
島
、西
は
因
幡
、伯
耆
、出
雲
、

岩
見
、長
門
、上
関
、下
関
津
々
浦
々

へ
入
船
し
て
思
い
思
い
に
商
売
す
。」

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
由
良
の
川
船
舟

持
ち
は
こ
の
時
代
か
ら
、
海
運
業
が

利
益
を
生
む
こ
と
は
当
然
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
由
良
川

水
運
で
資
金
を
蓄
え
た
船
主
は
当
然

の
よ
う
に
海
運
に
乗
り
出
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
小
浜
へ
米
を
五
〇

石
船
で
運
ぶ
こ
と
に
よ
り
海
運
の
経

験
技
術
を
取
得
し
、
ま
た
小
浜
へ
の

行
き
返
り
に
物
を
売
り
買
い
す
る
こ

と
で
、
商
売
の
コ
ツ
を
取
得
し
た
に

違
い
な
い
。
そ
の
一
つ
の
証
拠
と
し

て
、
由
良
を
ベ
ー
ス
に
由
良
で
は
取

れ
る
こ
と
の
な
い
石
、
神
社
の
参
道

等
で
ど
こ
で
も
見
か
け
る
緑
色
凝
灰

岩
が
由
良
川
地
域
に
運
ば
れ
て
い

る
。
当
然
代
金
を
払
い
持
っ
て
き
て

売
り
さ
ば
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

文
政
十
二
年
　
初
「
江
戸
へ
」

　

記
録
上
由
良
の
船
主
と
し
て
初
め

て
江
戸
へ
行
っ
た
船
・
磯
部
丸
（
７

０
０
石
九
人
乗
り
）。
田
辺
藩
は
文

政
十
二
年
（
一
八
二
九
年
）
の
江
戸

藩
邸
類
焼
の
と
き
、
そ
の
再
建
に
国

元
か
ら
木
材
を
運
搬
に
す
る
こ
と
に

し
た
が
、
こ
れ
に
用
い
ら
れ
た
の
は

由
良
村
の
米
屋
四
郎
左
衛
門
手
船

「
磯
部
丸
」
で
、
米
屋
は
運
賃
と
し

て
同
船
の
積
高
一
石
に
つ
き
銀
一
二

匁
五
分
の
割
で
銀
八
貫
七
五
〇
匁

（
約
一
二
九
両
＝
約
１
３
０
０
万
円
）

を
受
け
取
っ
て
い
る
。
初
め
て
の
江

戸
ま
で
の
往
復
航
海
に
於
い
て
高
い

の
か
安
い
の
か
？

再
び
江
戸
へ
（
天
保
五
年
・
八
年
）

　

天
保
の
大
飢
饉
に
際
し
、
福
知
山

藩
で
は
幕
命
に
よ
り
備
荒
用
貯
穀
を

天
保
五
年
（
一
八
三
四
年
）
と
同
八

年
の
両
度
江
戸
へ
回
送
し
た
が
、
こ

の
御
用
に
も
米
屋
の
持
ち
船
が
あ

た
っ
た
。
回
米
に
関
す
る
同
四
年
の

福
知
山
藩
か
ら
の
聞
き
合
わ
せ
に
、

米
屋
は
船
頭
の
一
札
を
付
し
て
返
答

し
、運
賃
は
銀
九
貫
二
百
四
十
匁（
一

四
四
両
）
を
要
請
、
そ
の
支
給
は
船

積
み
時
と
江
戸
着
船
時
に
分
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
半
額
ず
つ
さ
れ
る
よ
う
に

願
い
出
て
い
る
。
回
米
は
川
舟
で
由

良
川
を
下
り
、
栗
田
で
海
船
に
積
み

込
む
旨
を
応
答
し
て
い
る
。
同
所
は

入
海
に
な
っ
て
い
て
波
静
か
な
た
め
、

由
良
船
の
係
留
や
貨
物
の
積
み
替
え

場
所
と
な
っ
て
い
た
。（
舞
鶴
市
史
）

米
屋
四
郎
左
衛
門
か
ら
福
知
山
藩
へ

　
御
聞
き
合
わ
せ
　
詳
細

　
「
丹
後
に
生
き
る
京
都
の
人
び
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
省
堂
）

御
聞
き
合
わ
せ
の
覚

一
、
此
の
度
福
知
山
御
城
米　

御
公

儀
様
え
御
回
米
に
つ
き
、
私
船

御
雇
に
つ
き
御
尋
ね
の
趣
左
に

申
し
上
げ
候

一
、
江
戸
表
え
着
岸
、
小
船
に
て
御

蔵
入
れ
相
な
り
候
は
ば
壱
石
に

拾
五
匁
づ
つ
下
さ
る
べ
く
候
。

浜
渡
し
水
揚
げ
に
候
は
ば
壱
石

拾
四
匁
づ
つ
下
さ
る
べ
く
候

事
。
但
し
右
の
御
定
め
〇
元
に

て
福
知
山
相
場
に
て
半
銀
御
渡

し
、
江
戸
表
着
船
の
上
同
所
相

場
に
て
残
り
は
船
頭
え
お
渡
し

下
さ
る
べ
く
候
こ
と
。
尤
御
請

合
証
文
の
内
え
書
上
げ
申
す
べ

く
候
。

一
、
千
七
百
俵
積
み
と
申
し
上
げ
候

え
ど
も　

御
公
儀
様
御
大
切
の

御
回
米
に
つ
き
右
の
内
二
十
石

御
減
ら
し
、
一
六
五
〇
俵
積
み

に
成
し
下
さ
る
べ
く
候
。
石
積

六
百
六
拾
積
み
と
御
定
め
下
さ

る
べ
く
候
。
但
し
外
に
御
上
乗

り
壱
人
、
船
頭
ど
も
飯
米
は
別

に
積
込
み
申
す
べ
く
候
事

一
、
当
所
川
船
に
て
三
河
よ
り
栗
田

浜
え
着
船
候
は
ば
米
請
取
り
大

船
え
積
込
み
候
事
。
但
し
雇
舟

差
し
登
り
候
儀
其
の
御
役
所
に

て
何
の
御
か
ま
い
御
座
な
く
候

事

一
、
四
斗
俵
四
斗
壱
升
に
御
計
り
壱

俵
に
御
直
し
下
さ
る
べ
く
候
、

右
込
み
に
て
目
溢
れ
惣
体
の
欠

け
減
り
弁
じ
申
す
べ
く
候
。
但

し
貫
目
は
元
目
よ
り
三
百
目
づ

つ
御
用
捨
下
る
べ
く
候
事

一
、
御
船
雇
極
り
候
は
ば
船
御
見
分

の
儀
此
方
よ
り
御
注
進
申
し
上

げ
御
見
分
受
け
候
事
。
尤
も
此

の
度
も
一
応
御
見
分
成
し
下
さ

る
べ
く
候
。

一
、
正
月
二
五
日
迄
は
御
極
め
御
座

な
く
候
て
も
手
附
銀
船
う
わ
か

し
申
さ
ず
候
。

　
　

夫
れ
過
ぎ
候
は
ば
前
借
り
と
し

て
壱
貫
匁
御
渡
し
下
さ
る
べ
く

候
。

　
　

夫
れ
よ
り
二
月
五
日
過
ぎ
御
回

米
御
止
め
に
相
成
り
候
は
ば
前

借
り
御
流
し
下
さ
る
べ
く
候
。

一
、
御
城
米
の
儀
故　

御
公
儀
様
御

目
印
日
の
丸
御
幡
御
渡
し
下
さ

る
べ
く
候
事
。

　
　

右
の
通
り
相
違
御
座
な
く
候
。

尤
も
是
れ
迄
御
回
米
等
相
勤
め

候
例
も
こ
れ
有
る
べ
く
仰
せ
ら

れ
候
え
ど
も
、
御
回
米
の
儀
は

近
頃
御
座
な
く
、
先
四
郎
左
衛

門
代
に
は
御
回
米
も
相
勤
め
候

儀
も
こ
れ
有
り
候
え
ど
も
、
年

久
し
く
相
成
り
候
事
ゆ
え
一
向

例
も
相
分
か
ら
ず
候
え
ど
も
、

今
度
の
儀
其
の　

御
役
所
に
は

御
例
も
度
々
御
座
候
儀
如
何
様

と
も
御
指
図
次
第
御
回
米
の
儀

請
け
合
い
申
し
上
ぐ
べ
く
候
間

仰
せ
付
け
ら
れ
下
さ
る
べ
く

候
。
以
上

天
保
四
年
十
二
月

　
　
　

丹
後
加
佐
郡
由
良
村

　
　
　
　

米
屋
四
郎
左
衛
門（
印
）

　

福
知
山

　
　
　
　

御
役
人
中
様

船
頭
の
一
札

　
　（
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
蔵
）

奇
録
帳
（
磯
田
家
文
書
）

　
　

天
保
二
年
正
月
（
一
八
三
一
）

そ
の
他

•
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
油
屋

職
を
入
手
し
、
両
丹
地
方
か
ら
桐

実
を
仕
入
れ
て
桐
油
を
製
造
し
、

こ
れ
を
佐
渡
、
新
潟
、
下
関
、
大

阪
に
ま
で
販
売
し
た
。
桐
粕
は
出

雲
地
方
の
綿
作
肥
料
と
し
て
売

却
。

•
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
は
分

家
に
船
宿
を
開
業
さ
せ
る

大
船
建
造

•
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
）
に

「
磯
部
丸
」（
七
〇
〇
石
積
）
を
建

造
。二
十
一
年
後
の
嘉
永
二
年（
一

八
四
九
年
）
造
り
替
え
て
い
る
。

こ
の
経
費
は

　

船
体　

金
五
四
七
両
余
り

　

諸
船
具　

金
二
五
八
両
余
り

計
八
〇
五
両
余
を
支
出
し
て
い
る
。

同
船
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）

に
お
け
る
収
支
は
、

　
　

利
益
金
・
八
二
七
両
余
り

　
　

諸
雑
金
・
三
八
八
両
余
り

差
し
引
き　

純
利
益
四
三
九
両
余
り

　
　
（「
磯
田
家
文
書
」
舞
鶴
市
史
）

米
屋
四
郎
左
衛
門
家
衰
退

　

理
由
は
分
家
の
子
孫
中
西
衛
氏
に

よ
れ
ば
、「
持
ち
船
が
難
船
し
た
た

め
」
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
関
係
資
料
と
思
わ
れ
る
舞
鶴

市
史
通
史
に
よ
る
と
慶
應
四
年
八

月
、
由
良
村
の
海
運
業
者
某
が
、
海

難
の
た
め
二
隻
の
船
を
失
っ
た
と

き
、
一
四
〇
〇
〇
両
の
積
荷
の
弁
済

要
求
を
さ
れ
た
が
、
そ
の
債
権
者
の

一
人
で
あ
る
綾
部
藩
内
の
某
が
700
両

の
木
綿
代
金
分
と
し
て
、
差
し
押
さ

え
を
要
求
し
た
と
き
に
は
、
維
新
政

府
は
一
部
の
債
権
者
に
、
弁
済
の
先

取
り
を
さ
せ
な
い
た
め
に
、
田
辺
藩

に
「
身
代
限
ノ
処
分
を
申
し
渡
し
、

そ
の
む
ね
藩
庁
も
請
書
を
提
出
し
た

事
件
が
あ
っ
た
。」（
太
政
類
典
）
こ

の
よ
う
に
、
他
藩
領
に
ま
た
が
る
事

件
に
つ
い
て
は
中
央
政
府
の
指
示
に

従
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。（
舞
鶴

市
史
）

太
政
類
典

　

国
立
公
文
書
館
で
調
べ
て
み
た
。

　

由
良
村
の
海
運
業
者
某
は
以
下
の

資
料
（
次
ペ
ー
ジ
写
真
）
で
あ
り
、

子
孫
中
西
衛
氏
が
云
わ
れ
た
こ
と
と

符
合
す
る
。
こ
の
遭
難
を
「
日
本
気

象
史
料
」
原
書
房
で
調
べ
て
み
た
。

　

こ
の
年
の
暴
風
雨
は
少
な
く
、
岩

手
県
災
害
年
表
に
よ
る
と
六
月
二
十

三
日
大
雨
、
二
十
四
日
大
風
雨
と
あ

り
、
こ
の
船
は
木
綿
を
積
ん
で
お
り

下
り
（
北
海
道
方
面
）
北
前
船
で
あ

る
。（
木
綿
積
代
金
を
綾
部
藩
内
の

某
が
請
求
か
ら
一
部
賃
積
み
）
記
録

気
象
事
象
と
時
間
差
が
あ
る
が
、
難

船
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
暴
風
雨

で
あ
る
。
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「
丹
後
由
良
北
前
船
の
大
船
主
」

　
米
屋
四
郎
左
衛
門（
磯
田
）家

　

由
良
の
米
屋
四
郎
左
衛
門
家
は
丹

後
に
於
い
て
廻
船
業
の
大
船
主
と
し

て
三
本
指
に
数
え
て
も
お
か
し
く
な

い
、
古
く
か
ら
の
北
前
船
（
廻
船
）

の
船
持
ち
で
あ
る
。
資
料
に
よ
り
知

り
得
た
歴
史
記
録
を
ま
と
め
て
み

た
。

　

舞
鶴
市
史
に
お
い
て
、
後
年
大
船

主
と
云
っ
て
も
よ
い
米
屋
四
郎
左
衛

門
家
は
、
田
畑
持
ち
高
は
天
明
三
年

（
一
七
八
三
年
）
7
・
6
石
。
嘉
永

三
年
（
一
八
五
〇
年
）
9
・
5
石
の

百
姓
で
こ
の
石
高
10
石
足
ら
ず
の
農

業
経
済
力
で
船
を
取
得
す
る
こ
と
は

と
う
て
い
考
え
ら
れ
ず
、
由
良
川
の

河
口
と
い
う
河
川
・
海
上
交
通
の
要

衝
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
商

品
・
貨
幣
経
済
の
発
展
に
順
応
し
て
、

両
丹
地
方
内
陸
部
と
若
狭
沿
岸
地
方

と
の
間
の
物
資
輸
送
に
、
小
船
を

操
っ
て
乗
り
出
し
て
い
っ
た
コ
ー
ス

を
た
ど
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、
と

あ
る
。

　

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
年
）
に
は

9
・
5
石
の
百
姓
で
あ
っ
た
が
、
既

に
廻
船
船
持
ち
で
は
あ
っ
た
。
浜
田

の
清
水
家
客
船
帳
に
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
年
）
記
載
さ
れ
て
い
る

廻
船
、
永
寿
丸
を
所
有
し
て
い
る
。

後
述
に
詳
細
を
記
述
す
る
。

　

内
陸
部
と
若
狭
沿
岸
地
方
と
の
間

の
物
資
輸
送
に
、
小
船
を
操
っ
て
乗

り
出
し
て
い
っ
た
コ
ー
ス
を
た
ど
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
裏
付
け
資
料
が
船
約
文
書
（
福

知
山
教
育
委
員
会
蔵
）
の
「
一
札
之

事
」
元
文
二
年
（
一
七
三
七
年
）
由

良
川
舟
持
ち（
由
良
川
舟
運
船
持
ち
）

人
数
二
八
人
の
中
に
四
郎
左
衛
門
名

が
あ
り
、
米
屋
四
郎
左
衛
門
の
可
能

性
が
高
い
。

（
詳
細
は
公
民
館
だ
よ
り
第
一
六
三

号
参
照
）

　

古
文
書
に
は
由
良
川
水
運
に
関
わ

る
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

由
良
河
口
に
は
米
蔵
が
設
け
ら
れ
、

由
良
川
周
辺
の
田
辺
藩
の
税
の
米
が

集
め
ら
れ
、
小
浜
経
由
大
阪
に
送
ら

れ
た
こ
と
は
次
の
関
係
資
料
か
ら
明

白
で
あ
る
。

　

丹
後
国
加
佐
郡
寺
社
町
在
旧
記

（
享
保
一
六
年
＝
一
七
三
一
年
）
に

田
邊
役
所
の
為
由
良
の
蔵
に
年
貢
収

納
総
石
高
壱
萬
弐
千
余
石
（
一
二
〇

〇
〇
余
石
）
せ
し
め
若
州
小
浜
へ
運

送
す
。
こ
れ
ら
の
米
を
小
浜
に
運
ん

だ
の
は
こ
れ
か
ら
も
解
る
よ
う
に
状

況
か
ら
云
っ
て
由
良
の
船
持
ち
の
可

能
性
が
高
い
。
運
送
に
関
わ
っ
た
舟

は
五
〇
石
〜
一
〇
〇
石
の
大
き
さ
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
古
文
書
に
は
「
売
船
そ

の
数
百
三
拾
艘
に
及
べ
り
、
大
海
の

最
中
に
出
れ
ば
磁
石
を
も
っ
て
方
格

（
方
角
）
を
見
合
わ
せ
越
前
、
越
中
、

加
賀
、
能
登
、
出
羽
の
庄
内
、
秋
田
、

佐
渡
ヶ
島
、西
は
因
幡
、伯
耆
、出
雲
、

岩
見
、長
門
、上
関
、下
関
津
々
浦
々

へ
入
船
し
て
思
い
思
い
に
商
売
す
。」

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
由
良
の
川
船
舟

持
ち
は
こ
の
時
代
か
ら
、
海
運
業
が

利
益
を
生
む
こ
と
は
当
然
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
由
良
川

水
運
で
資
金
を
蓄
え
た
船
主
は
当
然

の
よ
う
に
海
運
に
乗
り
出
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
小
浜
へ
米
を
五
〇

石
船
で
運
ぶ
こ
と
に
よ
り
海
運
の
経

験
技
術
を
取
得
し
、
ま
た
小
浜
へ
の

行
き
返
り
に
物
を
売
り
買
い
す
る
こ

と
で
、
商
売
の
コ
ツ
を
取
得
し
た
に

違
い
な
い
。
そ
の
一
つ
の
証
拠
と
し

て
、
由
良
を
ベ
ー
ス
に
由
良
で
は
取

れ
る
こ
と
の
な
い
石
、
神
社
の
参
道

等
で
ど
こ
で
も
見
か
け
る
緑
色
凝
灰

岩
が
由
良
川
地
域
に
運
ば
れ
て
い

る
。
当
然
代
金
を
払
い
持
っ
て
き
て

売
り
さ
ば
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

文
政
十
二
年
　
初
「
江
戸
へ
」

　

記
録
上
由
良
の
船
主
と
し
て
初
め

て
江
戸
へ
行
っ
た
船
・
磯
部
丸
（
７

０
０
石
九
人
乗
り
）。
田
辺
藩
は
文

政
十
二
年
（
一
八
二
九
年
）
の
江
戸

藩
邸
類
焼
の
と
き
、
そ
の
再
建
に
国

元
か
ら
木
材
を
運
搬
に
す
る
こ
と
に

し
た
が
、
こ
れ
に
用
い
ら
れ
た
の
は

由
良
村
の
米
屋
四
郎
左
衛
門
手
船

「
磯
部
丸
」
で
、
米
屋
は
運
賃
と
し

て
同
船
の
積
高
一
石
に
つ
き
銀
一
二

匁
五
分
の
割
で
銀
八
貫
七
五
〇
匁

（
約
一
二
九
両
＝
約
１
３
０
０
万
円
）

を
受
け
取
っ
て
い
る
。
初
め
て
の
江

戸
ま
で
の
往
復
航
海
に
於
い
て
高
い

の
か
安
い
の
か
？

再
び
江
戸
へ
（
天
保
五
年
・
八
年
）

　

天
保
の
大
飢
饉
に
際
し
、
福
知
山

藩
で
は
幕
命
に
よ
り
備
荒
用
貯
穀
を

天
保
五
年
（
一
八
三
四
年
）
と
同
八

年
の
両
度
江
戸
へ
回
送
し
た
が
、
こ

の
御
用
に
も
米
屋
の
持
ち
船
が
あ

た
っ
た
。
回
米
に
関
す
る
同
四
年
の

福
知
山
藩
か
ら
の
聞
き
合
わ
せ
に
、

米
屋
は
船
頭
の
一
札
を
付
し
て
返
答

し
、運
賃
は
銀
九
貫
二
百
四
十
匁（
一

四
四
両
）
を
要
請
、
そ
の
支
給
は
船

積
み
時
と
江
戸
着
船
時
に
分
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
半
額
ず
つ
さ
れ
る
よ
う
に

願
い
出
て
い
る
。
回
米
は
川
舟
で
由

良
川
を
下
り
、
栗
田
で
海
船
に
積
み

込
む
旨
を
応
答
し
て
い
る
。
同
所
は

入
海
に
な
っ
て
い
て
波
静
か
な
た
め
、

由
良
船
の
係
留
や
貨
物
の
積
み
替
え

場
所
と
な
っ
て
い
た
。（
舞
鶴
市
史
）

米
屋
四
郎
左
衛
門
か
ら
福
知
山
藩
へ

　
御
聞
き
合
わ
せ
　
詳
細

　
「
丹
後
に
生
き
る
京
都
の
人
び
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
省
堂
）

御
聞
き
合
わ
せ
の
覚

一
、
此
の
度
福
知
山
御
城
米　

御
公

儀
様
え
御
回
米
に
つ
き
、
私
船

御
雇
に
つ
き
御
尋
ね
の
趣
左
に

申
し
上
げ
候

一
、
江
戸
表
え
着
岸
、
小
船
に
て
御

蔵
入
れ
相
な
り
候
は
ば
壱
石
に

拾
五
匁
づ
つ
下
さ
る
べ
く
候
。

浜
渡
し
水
揚
げ
に
候
は
ば
壱
石

拾
四
匁
づ
つ
下
さ
る
べ
く
候

事
。
但
し
右
の
御
定
め
〇
元
に

て
福
知
山
相
場
に
て
半
銀
御
渡

し
、
江
戸
表
着
船
の
上
同
所
相

場
に
て
残
り
は
船
頭
え
お
渡
し

下
さ
る
べ
く
候
こ
と
。
尤
御
請

合
証
文
の
内
え
書
上
げ
申
す
べ

く
候
。

一
、
千
七
百
俵
積
み
と
申
し
上
げ
候

え
ど
も　

御
公
儀
様
御
大
切
の

御
回
米
に
つ
き
右
の
内
二
十
石

御
減
ら
し
、
一
六
五
〇
俵
積
み

に
成
し
下
さ
る
べ
く
候
。
石
積

六
百
六
拾
積
み
と
御
定
め
下
さ

る
べ
く
候
。
但
し
外
に
御
上
乗

り
壱
人
、
船
頭
ど
も
飯
米
は
別

に
積
込
み
申
す
べ
く
候
事

一
、
当
所
川
船
に
て
三
河
よ
り
栗
田

浜
え
着
船
候
は
ば
米
請
取
り
大

船
え
積
込
み
候
事
。
但
し
雇
舟

差
し
登
り
候
儀
其
の
御
役
所
に

て
何
の
御
か
ま
い
御
座
な
く
候

事

一
、
四
斗
俵
四
斗
壱
升
に
御
計
り
壱

俵
に
御
直
し
下
さ
る
べ
く
候
、

右
込
み
に
て
目
溢
れ
惣
体
の
欠

け
減
り
弁
じ
申
す
べ
く
候
。
但

し
貫
目
は
元
目
よ
り
三
百
目
づ

つ
御
用
捨
下
る
べ
く
候
事

一
、
御
船
雇
極
り
候
は
ば
船
御
見
分

の
儀
此
方
よ
り
御
注
進
申
し
上

げ
御
見
分
受
け
候
事
。
尤
も
此

の
度
も
一
応
御
見
分
成
し
下
さ

る
べ
く
候
。

一
、
正
月
二
五
日
迄
は
御
極
め
御
座

な
く
候
て
も
手
附
銀
船
う
わ
か

し
申
さ
ず
候
。

　
　

夫
れ
過
ぎ
候
は
ば
前
借
り
と
し

て
壱
貫
匁
御
渡
し
下
さ
る
べ
く

候
。

　
　

夫
れ
よ
り
二
月
五
日
過
ぎ
御
回

米
御
止
め
に
相
成
り
候
は
ば
前

借
り
御
流
し
下
さ
る
べ
く
候
。

一
、
御
城
米
の
儀
故　

御
公
儀
様
御

目
印
日
の
丸
御
幡
御
渡
し
下
さ

る
べ
く
候
事
。

　
　

右
の
通
り
相
違
御
座
な
く
候
。

尤
も
是
れ
迄
御
回
米
等
相
勤
め

候
例
も
こ
れ
有
る
べ
く
仰
せ
ら

れ
候
え
ど
も
、
御
回
米
の
儀
は

近
頃
御
座
な
く
、
先
四
郎
左
衛

門
代
に
は
御
回
米
も
相
勤
め
候

儀
も
こ
れ
有
り
候
え
ど
も
、
年

久
し
く
相
成
り
候
事
ゆ
え
一
向

例
も
相
分
か
ら
ず
候
え
ど
も
、

今
度
の
儀
其
の　

御
役
所
に
は

御
例
も
度
々
御
座
候
儀
如
何
様

と
も
御
指
図
次
第
御
回
米
の
儀

請
け
合
い
申
し
上
ぐ
べ
く
候
間

仰
せ
付
け
ら
れ
下
さ
る
べ
く

候
。
以
上

天
保
四
年
十
二
月

　
　
　

丹
後
加
佐
郡
由
良
村

　
　
　
　

米
屋
四
郎
左
衛
門（
印
）

　

福
知
山

　
　
　
　

御
役
人
中
様

船
頭
の
一
札

　
　（
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
蔵
）

奇
録
帳
（
磯
田
家
文
書
）

　
　

天
保
二
年
正
月
（
一
八
三
一
）

そ
の
他

•
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
油
屋

職
を
入
手
し
、
両
丹
地
方
か
ら
桐

実
を
仕
入
れ
て
桐
油
を
製
造
し
、

こ
れ
を
佐
渡
、
新
潟
、
下
関
、
大

阪
に
ま
で
販
売
し
た
。
桐
粕
は
出

雲
地
方
の
綿
作
肥
料
と
し
て
売

却
。

•
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
は
分

家
に
船
宿
を
開
業
さ
せ
る

大
船
建
造

•
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
）
に

「
磯
部
丸
」（
七
〇
〇
石
積
）
を
建

造
。二
十
一
年
後
の
嘉
永
二
年（
一

八
四
九
年
）
造
り
替
え
て
い
る
。

こ
の
経
費
は

　

船
体　

金
五
四
七
両
余
り

　

諸
船
具　

金
二
五
八
両
余
り

計
八
〇
五
両
余
を
支
出
し
て
い
る
。

同
船
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）

に
お
け
る
収
支
は
、

　
　

利
益
金
・
八
二
七
両
余
り

　
　

諸
雑
金
・
三
八
八
両
余
り

差
し
引
き　

純
利
益
四
三
九
両
余
り

　
　
（「
磯
田
家
文
書
」
舞
鶴
市
史
）

米
屋
四
郎
左
衛
門
家
衰
退

　

理
由
は
分
家
の
子
孫
中
西
衛
氏
に

よ
れ
ば
、「
持
ち
船
が
難
船
し
た
た

め
」
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
関
係
資
料
と
思
わ
れ
る
舞
鶴

市
史
通
史
に
よ
る
と
慶
應
四
年
八

月
、
由
良
村
の
海
運
業
者
某
が
、
海

難
の
た
め
二
隻
の
船
を
失
っ
た
と

き
、
一
四
〇
〇
〇
両
の
積
荷
の
弁
済

要
求
を
さ
れ
た
が
、
そ
の
債
権
者
の

一
人
で
あ
る
綾
部
藩
内
の
某
が
700
両

の
木
綿
代
金
分
と
し
て
、
差
し
押
さ

え
を
要
求
し
た
と
き
に
は
、
維
新
政

府
は
一
部
の
債
権
者
に
、
弁
済
の
先

取
り
を
さ
せ
な
い
た
め
に
、
田
辺
藩

に
「
身
代
限
ノ
処
分
を
申
し
渡
し
、

そ
の
む
ね
藩
庁
も
請
書
を
提
出
し
た

事
件
が
あ
っ
た
。」（
太
政
類
典
）
こ

の
よ
う
に
、
他
藩
領
に
ま
た
が
る
事

件
に
つ
い
て
は
中
央
政
府
の
指
示
に

従
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。（
舞
鶴

市
史
）

太
政
類
典

　

国
立
公
文
書
館
で
調
べ
て
み
た
。

　

由
良
村
の
海
運
業
者
某
は
以
下
の

資
料
（
次
ペ
ー
ジ
写
真
）
で
あ
り
、

子
孫
中
西
衛
氏
が
云
わ
れ
た
こ
と
と

符
合
す
る
。
こ
の
遭
難
を
「
日
本
気

象
史
料
」
原
書
房
で
調
べ
て
み
た
。

　

こ
の
年
の
暴
風
雨
は
少
な
く
、
岩

手
県
災
害
年
表
に
よ
る
と
六
月
二
十

三
日
大
雨
、
二
十
四
日
大
風
雨
と
あ

り
、
こ
の
船
は
木
綿
を
積
ん
で
お
り

下
り
（
北
海
道
方
面
）
北
前
船
で
あ

る
。（
木
綿
積
代
金
を
綾
部
藩
内
の

某
が
請
求
か
ら
一
部
賃
積
み
）
記
録

気
象
事
象
と
時
間
差
が
あ
る
が
、
難

船
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
暴
風
雨

で
あ
る
。
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「
丹
後
由
良
北
前
船
の
大
船
主
」

　
米
屋
四
郎
左
衛
門（
磯
田
）家

　

由
良
の
米
屋
四
郎
左
衛
門
家
は
丹

後
に
於
い
て
廻
船
業
の
大
船
主
と
し

て
三
本
指
に
数
え
て
も
お
か
し
く
な

い
、
古
く
か
ら
の
北
前
船
（
廻
船
）

の
船
持
ち
で
あ
る
。
資
料
に
よ
り
知

り
得
た
歴
史
記
録
を
ま
と
め
て
み

た
。

　

舞
鶴
市
史
に
お
い
て
、
後
年
大
船

主
と
云
っ
て
も
よ
い
米
屋
四
郎
左
衛

門
家
は
、
田
畑
持
ち
高
は
天
明
三
年

（
一
七
八
三
年
）
7
・
6
石
。
嘉
永

三
年
（
一
八
五
〇
年
）
9
・
5
石
の

百
姓
で
こ
の
石
高
10
石
足
ら
ず
の
農

業
経
済
力
で
船
を
取
得
す
る
こ
と
は

と
う
て
い
考
え
ら
れ
ず
、
由
良
川
の

河
口
と
い
う
河
川
・
海
上
交
通
の
要

衝
に
立
地
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
商

品
・
貨
幣
経
済
の
発
展
に
順
応
し
て
、

両
丹
地
方
内
陸
部
と
若
狭
沿
岸
地
方

と
の
間
の
物
資
輸
送
に
、
小
船
を

操
っ
て
乗
り
出
し
て
い
っ
た
コ
ー
ス

を
た
ど
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、
と

あ
る
。

　

嘉
永
三
年
（
一
八
五
〇
年
）
に
は

9
・
5
石
の
百
姓
で
あ
っ
た
が
、
既

に
廻
船
船
持
ち
で
は
あ
っ
た
。
浜
田

の
清
水
家
客
船
帳
に
文
化
十
四
年

（
一
八
一
七
年
）
記
載
さ
れ
て
い
る

廻
船
、
永
寿
丸
を
所
有
し
て
い
る
。

後
述
に
詳
細
を
記
述
す
る
。

　

内
陸
部
と
若
狭
沿
岸
地
方
と
の
間

の
物
資
輸
送
に
、
小
船
を
操
っ
て
乗

り
出
し
て
い
っ
た
コ
ー
ス
を
た
ど
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
裏
付
け
資
料
が
船
約
文
書
（
福

知
山
教
育
委
員
会
蔵
）
の
「
一
札
之

事
」
元
文
二
年
（
一
七
三
七
年
）
由

良
川
舟
持
ち（
由
良
川
舟
運
船
持
ち
）

人
数
二
八
人
の
中
に
四
郎
左
衛
門
名

が
あ
り
、
米
屋
四
郎
左
衛
門
の
可
能

性
が
高
い
。

（
詳
細
は
公
民
館
だ
よ
り
第
一
六
三

号
参
照
）

　

古
文
書
に
は
由
良
川
水
運
に
関
わ

る
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

由
良
河
口
に
は
米
蔵
が
設
け
ら
れ
、

由
良
川
周
辺
の
田
辺
藩
の
税
の
米
が

集
め
ら
れ
、
小
浜
経
由
大
阪
に
送
ら

れ
た
こ
と
は
次
の
関
係
資
料
か
ら
明

白
で
あ
る
。

　

丹
後
国
加
佐
郡
寺
社
町
在
旧
記

（
享
保
一
六
年
＝
一
七
三
一
年
）
に

田
邊
役
所
の
為
由
良
の
蔵
に
年
貢
収

納
総
石
高
壱
萬
弐
千
余
石
（
一
二
〇

〇
〇
余
石
）
せ
し
め
若
州
小
浜
へ
運

送
す
。
こ
れ
ら
の
米
を
小
浜
に
運
ん

だ
の
は
こ
れ
か
ら
も
解
る
よ
う
に
状

況
か
ら
云
っ
て
由
良
の
船
持
ち
の
可

能
性
が
高
い
。
運
送
に
関
わ
っ
た
舟

は
五
〇
石
〜
一
〇
〇
石
の
大
き
さ
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
古
文
書
に
は
「
売
船
そ

の
数
百
三
拾
艘
に
及
べ
り
、
大
海
の

最
中
に
出
れ
ば
磁
石
を
も
っ
て
方
格

（
方
角
）
を
見
合
わ
せ
越
前
、
越
中
、

加
賀
、
能
登
、
出
羽
の
庄
内
、
秋
田
、

佐
渡
ヶ
島
、西
は
因
幡
、伯
耆
、出
雲
、

岩
見
、長
門
、上
関
、下
関
津
々
浦
々

へ
入
船
し
て
思
い
思
い
に
商
売
す
。」

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
由
良
の
川
船
舟

持
ち
は
こ
の
時
代
か
ら
、
海
運
業
が

利
益
を
生
む
こ
と
は
当
然
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
由
良
川

水
運
で
資
金
を
蓄
え
た
船
主
は
当
然

の
よ
う
に
海
運
に
乗
り
出
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
小
浜
へ
米
を
五
〇

石
船
で
運
ぶ
こ
と
に
よ
り
海
運
の
経

験
技
術
を
取
得
し
、
ま
た
小
浜
へ
の

行
き
返
り
に
物
を
売
り
買
い
す
る
こ

と
で
、
商
売
の
コ
ツ
を
取
得
し
た
に

違
い
な
い
。
そ
の
一
つ
の
証
拠
と
し

て
、
由
良
を
ベ
ー
ス
に
由
良
で
は
取

れ
る
こ
と
の
な
い
石
、
神
社
の
参
道

等
で
ど
こ
で
も
見
か
け
る
緑
色
凝
灰

岩
が
由
良
川
地
域
に
運
ば
れ
て
い

る
。
当
然
代
金
を
払
い
持
っ
て
き
て

売
り
さ
ば
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

文
政
十
二
年
　
初
「
江
戸
へ
」

　

記
録
上
由
良
の
船
主
と
し
て
初
め

て
江
戸
へ
行
っ
た
船
・
磯
部
丸
（
７

０
０
石
九
人
乗
り
）。
田
辺
藩
は
文

政
十
二
年
（
一
八
二
九
年
）
の
江
戸

藩
邸
類
焼
の
と
き
、
そ
の
再
建
に
国

元
か
ら
木
材
を
運
搬
に
す
る
こ
と
に

し
た
が
、
こ
れ
に
用
い
ら
れ
た
の
は

由
良
村
の
米
屋
四
郎
左
衛
門
手
船

「
磯
部
丸
」
で
、
米
屋
は
運
賃
と
し

て
同
船
の
積
高
一
石
に
つ
き
銀
一
二

匁
五
分
の
割
で
銀
八
貫
七
五
〇
匁

（
約
一
二
九
両
＝
約
１
３
０
０
万
円
）

を
受
け
取
っ
て
い
る
。
初
め
て
の
江

戸
ま
で
の
往
復
航
海
に
於
い
て
高
い

の
か
安
い
の
か
？

再
び
江
戸
へ
（
天
保
五
年
・
八
年
）

　

天
保
の
大
飢
饉
に
際
し
、
福
知
山

藩
で
は
幕
命
に
よ
り
備
荒
用
貯
穀
を

天
保
五
年
（
一
八
三
四
年
）
と
同
八

年
の
両
度
江
戸
へ
回
送
し
た
が
、
こ

の
御
用
に
も
米
屋
の
持
ち
船
が
あ

た
っ
た
。
回
米
に
関
す
る
同
四
年
の

福
知
山
藩
か
ら
の
聞
き
合
わ
せ
に
、

米
屋
は
船
頭
の
一
札
を
付
し
て
返
答

し
、運
賃
は
銀
九
貫
二
百
四
十
匁（
一

四
四
両
）
を
要
請
、
そ
の
支
給
は
船

積
み
時
と
江
戸
着
船
時
に
分
け
て
、

そ
れ
ぞ
れ
半
額
ず
つ
さ
れ
る
よ
う
に

願
い
出
て
い
る
。
回
米
は
川
舟
で
由

良
川
を
下
り
、
栗
田
で
海
船
に
積
み

込
む
旨
を
応
答
し
て
い
る
。
同
所
は

入
海
に
な
っ
て
い
て
波
静
か
な
た
め
、

由
良
船
の
係
留
や
貨
物
の
積
み
替
え

場
所
と
な
っ
て
い
た
。（
舞
鶴
市
史
）

米
屋
四
郎
左
衛
門
か
ら
福
知
山
藩
へ

　
御
聞
き
合
わ
せ
　
詳
細

　
「
丹
後
に
生
き
る
京
都
の
人
び
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
省
堂
）

御
聞
き
合
わ
せ
の
覚

一
、
此
の
度
福
知
山
御
城
米　

御
公

儀
様
え
御
回
米
に
つ
き
、
私
船

御
雇
に
つ
き
御
尋
ね
の
趣
左
に

申
し
上
げ
候

一
、
江
戸
表
え
着
岸
、
小
船
に
て
御

蔵
入
れ
相
な
り
候
は
ば
壱
石
に

拾
五
匁
づ
つ
下
さ
る
べ
く
候
。

浜
渡
し
水
揚
げ
に
候
は
ば
壱
石

拾
四
匁
づ
つ
下
さ
る
べ
く
候

事
。
但
し
右
の
御
定
め
〇
元
に

て
福
知
山
相
場
に
て
半
銀
御
渡

し
、
江
戸
表
着
船
の
上
同
所
相

場
に
て
残
り
は
船
頭
え
お
渡
し

下
さ
る
べ
く
候
こ
と
。
尤
御
請

合
証
文
の
内
え
書
上
げ
申
す
べ

く
候
。

一
、
千
七
百
俵
積
み
と
申
し
上
げ
候

え
ど
も　

御
公
儀
様
御
大
切
の

御
回
米
に
つ
き
右
の
内
二
十
石

御
減
ら
し
、
一
六
五
〇
俵
積
み

に
成
し
下
さ
る
べ
く
候
。
石
積

六
百
六
拾
積
み
と
御
定
め
下
さ

る
べ
く
候
。
但
し
外
に
御
上
乗

り
壱
人
、
船
頭
ど
も
飯
米
は
別

に
積
込
み
申
す
べ
く
候
事

一
、
当
所
川
船
に
て
三
河
よ
り
栗
田

浜
え
着
船
候
は
ば
米
請
取
り
大

船
え
積
込
み
候
事
。
但
し
雇
舟

差
し
登
り
候
儀
其
の
御
役
所
に

て
何
の
御
か
ま
い
御
座
な
く
候

事

一
、
四
斗
俵
四
斗
壱
升
に
御
計
り
壱

俵
に
御
直
し
下
さ
る
べ
く
候
、

右
込
み
に
て
目
溢
れ
惣
体
の
欠

け
減
り
弁
じ
申
す
べ
く
候
。
但

し
貫
目
は
元
目
よ
り
三
百
目
づ

つ
御
用
捨
下
る
べ
く
候
事

一
、
御
船
雇
極
り
候
は
ば
船
御
見
分

の
儀
此
方
よ
り
御
注
進
申
し
上

げ
御
見
分
受
け
候
事
。
尤
も
此

の
度
も
一
応
御
見
分
成
し
下
さ

る
べ
く
候
。

一
、
正
月
二
五
日
迄
は
御
極
め
御
座

な
く
候
て
も
手
附
銀
船
う
わ
か

し
申
さ
ず
候
。

　
　

夫
れ
過
ぎ
候
は
ば
前
借
り
と
し

て
壱
貫
匁
御
渡
し
下
さ
る
べ
く

候
。

　
　

夫
れ
よ
り
二
月
五
日
過
ぎ
御
回

米
御
止
め
に
相
成
り
候
は
ば
前

借
り
御
流
し
下
さ
る
べ
く
候
。

一
、
御
城
米
の
儀
故　

御
公
儀
様
御

目
印
日
の
丸
御
幡
御
渡
し
下
さ

る
べ
く
候
事
。

　
　

右
の
通
り
相
違
御
座
な
く
候
。

尤
も
是
れ
迄
御
回
米
等
相
勤
め

候
例
も
こ
れ
有
る
べ
く
仰
せ
ら

れ
候
え
ど
も
、
御
回
米
の
儀
は

近
頃
御
座
な
く
、
先
四
郎
左
衛

門
代
に
は
御
回
米
も
相
勤
め
候

儀
も
こ
れ
有
り
候
え
ど
も
、
年

久
し
く
相
成
り
候
事
ゆ
え
一
向

例
も
相
分
か
ら
ず
候
え
ど
も
、

今
度
の
儀
其
の　

御
役
所
に
は

御
例
も
度
々
御
座
候
儀
如
何
様

と
も
御
指
図
次
第
御
回
米
の
儀

請
け
合
い
申
し
上
ぐ
べ
く
候
間

仰
せ
付
け
ら
れ
下
さ
る
べ
く

候
。
以
上

天
保
四
年
十
二
月

　
　
　

丹
後
加
佐
郡
由
良
村

　
　
　
　

米
屋
四
郎
左
衛
門（
印
）

　

福
知
山

　
　
　
　

御
役
人
中
様

船
頭
の
一
札

　
　（
府
立
丹
後
郷
土
資
料
館
蔵
）

奇
録
帳
（
磯
田
家
文
書
）

　
　

天
保
二
年
正
月
（
一
八
三
一
）

そ
の
他

•
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
油
屋

職
を
入
手
し
、
両
丹
地
方
か
ら
桐

実
を
仕
入
れ
て
桐
油
を
製
造
し
、

こ
れ
を
佐
渡
、
新
潟
、
下
関
、
大

阪
に
ま
で
販
売
し
た
。
桐
粕
は
出

雲
地
方
の
綿
作
肥
料
と
し
て
売

却
。

•
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
は
分

家
に
船
宿
を
開
業
さ
せ
る

大
船
建
造

•
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
年
）
に

「
磯
部
丸
」（
七
〇
〇
石
積
）
を
建

造
。二
十
一
年
後
の
嘉
永
二
年（
一

八
四
九
年
）
造
り
替
え
て
い
る
。

こ
の
経
費
は

　

船
体　

金
五
四
七
両
余
り

　

諸
船
具　

金
二
五
八
両
余
り

計
八
〇
五
両
余
を
支
出
し
て
い
る
。

同
船
の
元
治
元
年
（
一
八
六
四
年
）

に
お
け
る
収
支
は
、

　
　

利
益
金
・
八
二
七
両
余
り

　
　

諸
雑
金
・
三
八
八
両
余
り

差
し
引
き　

純
利
益
四
三
九
両
余
り

　
　
（「
磯
田
家
文
書
」
舞
鶴
市
史
）

米
屋
四
郎
左
衛
門
家
衰
退

　

理
由
は
分
家
の
子
孫
中
西
衛
氏
に

よ
れ
ば
、「
持
ち
船
が
難
船
し
た
た

め
」
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
関
係
資
料
と
思
わ
れ
る
舞
鶴

市
史
通
史
に
よ
る
と
慶
應
四
年
八

月
、
由
良
村
の
海
運
業
者
某
が
、
海

難
の
た
め
二
隻
の
船
を
失
っ
た
と

き
、
一
四
〇
〇
〇
両
の
積
荷
の
弁
済

要
求
を
さ
れ
た
が
、
そ
の
債
権
者
の

一
人
で
あ
る
綾
部
藩
内
の
某
が
700
両

の
木
綿
代
金
分
と
し
て
、
差
し
押
さ

え
を
要
求
し
た
と
き
に
は
、
維
新
政

府
は
一
部
の
債
権
者
に
、
弁
済
の
先

取
り
を
さ
せ
な
い
た
め
に
、
田
辺
藩

に
「
身
代
限
ノ
処
分
を
申
し
渡
し
、

そ
の
む
ね
藩
庁
も
請
書
を
提
出
し
た

事
件
が
あ
っ
た
。」（
太
政
類
典
）
こ

の
よ
う
に
、
他
藩
領
に
ま
た
が
る
事

件
に
つ
い
て
は
中
央
政
府
の
指
示
に

従
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。（
舞
鶴

市
史
）

太
政
類
典

　

国
立
公
文
書
館
で
調
べ
て
み
た
。

　

由
良
村
の
海
運
業
者
某
は
以
下
の

資
料
（
次
ペ
ー
ジ
写
真
）
で
あ
り
、

子
孫
中
西
衛
氏
が
云
わ
れ
た
こ
と
と

符
合
す
る
。
こ
の
遭
難
を
「
日
本
気

象
史
料
」
原
書
房
で
調
べ
て
み
た
。

　

こ
の
年
の
暴
風
雨
は
少
な
く
、
岩

手
県
災
害
年
表
に
よ
る
と
六
月
二
十

三
日
大
雨
、
二
十
四
日
大
風
雨
と
あ

り
、
こ
の
船
は
木
綿
を
積
ん
で
お
り

下
り
（
北
海
道
方
面
）
北
前
船
で
あ

る
。（
木
綿
積
代
金
を
綾
部
藩
内
の

某
が
請
求
か
ら
一
部
賃
積
み
）
記
録

気
象
事
象
と
時
間
差
が
あ
る
が
、
難

船
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
暴
風
雨

で
あ
る
。
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上
図
　
梵
鐘
刻
印

施
主
　
磯
田
四
郎
左
衛
門

　
　
　
山
田
源
左
衛
門
　
中
西
善
兵
衛

安
政
六
年
十
一
月
六
日
（
一
八
五
九
）

四
郎
左
衛
門
母
寄
進

千
手
観
音
（
観
音
堂
内
）

梵
鐘
　
如
意
寺

　
　
　
文
政
六
年
（
一
八
二
二
）

四
郎
左
衛
門
家
跡
地

飯
尾
醸
造
工
場
前
市
道
を
隔
て
た
舞
鶴

方
向
斜
め
向
か
い（
現
空
き
地
、売
り
地
）

奈
具
神
社
　
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）

大
川
神
社
　
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）

米屋四郎左衛門寄進　「燈篭」　大川神社・奈具神社　各一対
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太字：新潟県出雲崎と島根県浜田間を航海している。北前船であるとは明確でないが、廻船している
　　　ことが解る。また同じ年代に複数の船名があり、複数の船を所持していたことが解る。

　

下
記
一
覧
表
に
米
屋
四
郎
左
衛
門

家
の
持
ち
船
は
慶
應
三
年
で
終
わ
っ

て
い
る
、
清
水
家
の
客
船
帳
は
明
治

に
入
っ
て
も
続
い
て
由
良
の
船
も
入

船
の
記
録
が
明
治
に
入
っ
て
も
二
十

二
年
頃
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
米
屋

四
郎
左
衛
門
家
の
持
ち
船
が
記
載
さ

れ
て
い
な
い
の
は
、
前
述
の
二
艘
難

船
に
よ
る
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
明
治
に
入
る
と
、
北
前
船
は

港
々
に
入
港
せ
ず
、
主
な
港
し
か
寄

港
し
な
い
船
も
多
々
あ
る
。

磯
田
家
文
書

　

衣
装
ケ
ー
ス
約
一
箱
、
京
都
府
立

丹
後
郷
土
資
料
館
に
磯
田
家
か
ら
寄

贈
さ
れ
て
い
る
。
又
、
一
部
の
古
文

書
が
宮
津
市
教
育
委
員
会
に
保
管
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
載
し
た
古
文

書
の
資
料
等
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。

　

今
後
北
前
船
を
研
究
さ
れ
る
方
は

こ
れ
ら
の
資
料
を
参
考
に
さ
れ
た
ら

と
考
え
る
。

年　号 西　暦 船名　新潟県出雲崎泊屋客船帳 船名　島根県浜田清水家客船帳
文化 8年
文化11年
　　14年
　　15年
　　17年
文政 4年
　　 5年
　　 6年
　　 7年
　　11年
天保 2年
　　 3年
　　 4年
　　 8年
　　 9年
弘化 2年
　　 5年
嘉永 1年
　　 4年
　　 5年
安政 2年
　　 6年
万延
文久
元治
慶應 3年

1811

1817
1818

1821
1822
1823
1824
1822
1829
1832
1833
1837
1838
1845
1848

1855

1867

伊勢丸

早福丸
永寿丸
伊勢丸
栄福丸
磯部丸
永寿丸　磯部丸

磯部丸

栄福丸
久宝丸
栄福丸　大栄丸
壽福丸

寶求丸
久宝丸　宝求丸
宝寿丸　加福丸
伊勢丸

伊勢丸

永寿丸
早福丸

栄福丸
磯部丸
永寿丸
磯部丸

磯部丸
栄福丸
久宝丸
大栄丸
壽福丸
加福丸

伊勢丸
宝栄丸

永寿丸　永徳丸
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こ
の
夏
は
、
ま
た
一
段
と
暑
さ
の

厳
し
い
季
節
で
し
た
。
私
の
知
り
合

い
に
も
一
部
、
普
段
は
元
気
な
方
で

も
体
調
を
崩
し
て
い
ま
し
た
。
天
候

は
と
言
え
ば
、
局
地
的
な
豪
雨
で
災

害
の
起
こ
る
地
域
も
多
か
っ
た
で
す

ね
。
そ
の
殆
ど
が
滅
多
に
無
い
地
域

で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
由
良
で

は
、
家
が
壊
れ
た
り
流
さ
れ
る
よ
う

な
大
き
な
災
害
は
、
本
当
に
幸
い
な

こ
と
に
歴
史
上
記
さ
れ
て
い
な
い
よ

う
で
す
。
た
だ
、
少
し
上
流
に
な
る

と
大
変
な
災
害
の
歴
史
が
多
く
残
さ

れ
、
そ
れ
を
糧
に
由
良
川
の
治
水
が

施
さ
れ
、
偉
大
な
自
然
と
住
民
が
正

面
か
ら
向
き
合
っ
て
き
た
事
が
分
か

り
ま
す
。

　

最
近
の
天
候
の
変
動
に
は
、
農
作

物
に
も
影
響
し
て
い
る
種
類
が
少
な

く
な
い
た
め
、
少
し
取
り
上
げ
ま
し

た
。

　

今
回
は
、『
ト
マ
ト
』
に
つ
い
て

で
す
。

　

ト
マ
ト
は
由
良
で
も
、
畑
を
お
持

ち
の
方
は
多
く
作
ら
れ
て
い
る
印
象

で
す
。
種
か
ら
苗
を
作
る
の
は
、
非

常
に
手
間
が
か
か
り
難
し
い
作
業
で

す
が
、
種
苗
屋
さ
ん
や
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
に
行
く
と
、
だ
い
た
い
ゴ
ー
ル

デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
前
に
は
店
頭
に
苗
が

並
び
始
め
ま
す
。

　

簡
単
に
で
す
が
、
一
般
的
な
育
て

方
を
ご
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

①
苗
以
外
に
揃
え
る
も
の

　

石
灰
、
堆
肥
（
牛
ふ
ん
・
鶏
ふ
ん

な
ど
）、ワ
ラ
又
は
マ
ル
チ
、支
柱（
苗

数
に
応
じ
て
数
本
）、支
柱
に
括
る
紐
、

野
菜
用
化
成
肥
料
又
は
有
機
肥
料
。

②
土
壌
を
作
る

　

植
え
る
面
積
へ
、
薄
っ
す
ら
土
が

隠
れ
る
程
度
に
石
灰
（
有
機
石
灰
だ

と
堆
肥
も
一
緒
に
混
ぜ
れ
て
植
付
け

も
す
ぐ
に
で
き
ま
す
）
を
撒
き
、
そ

の
後
、
堆
肥
も
撒
い
て
耕
し
て
混
ぜ

ま
す
。
畝
（
ウ
ネ
）
を
幅
40
〜
50
㎝
、

長
さ
は
苗
の
数
に
合
わ
せ
作
る
。

③
植
え
付
け

　

苗
を
ポ
ッ
ト
か
ら
土
ご
と
取
り
出

し
、
そ
の
形
ほ
ど
の
穴
に
埋
め
て
、

土
を
軽
く
被
せ
た
ら
倒
れ
な
い
程
度

に
周
り
を
押
さ
え
る
。
た
っ
ぷ
り
の

水
を
や
り
、
手
に
入
れ
ば
根
元
に
藁

を
敷
い
て
や
る
。
マ
ル
チ
を
利
用
す

る
場
合
は
畝
に
掛
け
て
か
ら
穴
を
開

け
て
埋
め
て
や
り
ま
す
。

　

最
後
に
支
柱
を
立
て
て
、
枝
と
支

柱
を
8
の
字
結
び
で
、
ゆ
と
り
を
持

た
せ
て
紐
で
縛
る
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、
主
軸
と
な
る
枝
以

外
の
脇
芽
（
ワ
キ
メ
）
と
い
う
下
部

に
出
て
る
枝
葉
を
小
さ
い
う
ち
に
取

っ
て
や
り
、
一
本
だ
け
伸
ば
し
て
や

り
ま
す
。
成
長
し
て
き
た
ら
、
上
部

山
　
下
　
剛
　
敏

『
由
良
っ
て

　
　

こ
ん
な
も
の
作
れ
る
ん
だ
』
Ⅲ
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関係ない  それじゃいじめは  なくならない　　中学1年生

世の中は自分だけの  ものじゃない  相手の思い  大切に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中学 2年生

「助けたい」  自分の心に  応えよう　　　　　　中学3年生

令和３年度 宮津市立小学校・中学校人権標語優秀作品
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

で
も
紐
で
縛
っ
て
や
り
ま
す
。

④
追
肥
を
や
る

　

枝
が
伸
び
て
大
き
く
な
っ
て
く
る

と
、
実
が
付
き
始
め
た
頃
に
、
畝
の

横
を
浅
く
溝
を
掘
り
、
化
成
肥
料
又

は
他
の
有
機
肥
料
を
軽
く
一
握
り
ほ

ど
撒
い
て
、
溝
に
土
を
か
ぶ
せ
る
と

同
時
に
根
元
へ
も
土
を
被
せ
て
土
寄

せ
も
し
て
お
く
。
マ
ル
チ
の
場
合
は
、

液
肥
が
お
手
軽
に
で
き
る
と
思
い
ま

す
。

　
【
注
】
根
元
の
穴
に
直
接
肥
料
を

与
え
る
と
「
根
や
け
・
ガ
ス
障
害
」

と
い
う
現
象
が
起
こ
り
え
る
為
、
控

え
た
方
が
い
い
で
す
。

⑤
収
穫

　

ト
マ
ト
を
ヘ
タ
か
ら
切
っ
て
採
り

ま
す
。
サ
ラ
ダ
は
勿
論
、
加
熱
料
理

に
も
美
味
し
い
ト
マ
ト
で
す
。

　

プ
ロ
の
方
々
が
、
特
に
重
要
視
し

て
い
る
の
は
、『
水
や
り
の
加
減
』

だ
そ
う
で
す
。
こ
の
加
減
で
甘
み
の

強
い
ト
マ
ト
が
で
き
る
よ
う
で
す
。

生
産
者
の
中
に
は
跡
を
継
い
だ
息
子

さ
ん
が
「
な
ぜ
こ
ん
な
に
水
を
や
ら

な
い
ん
だ
！
」
と
先
代
か
ら
指
摘
さ

れ
な
が
ら
も
、
極
限
ま
で
水
を
与
え

な
い
こ
と
で
甘
味
を
引
き
出
し
た
話

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
為
、
下
の
写
真

の
よ
う
な
屋
根
を
付
け
る
の
も
一
つ

の
手
段
で
す
。

　

選
び
方
で
は
見
た
目
の
赤
さ
が
熟

度
。
甘
さ
の
見
極
め
は
裏
を
見
て
、

白
い
線
が
放
射
状
に
入
っ
て
い
る
も

の
に
多
い
そ
う
で
す
。

◎
次
回
は
キ
ュ
ウ
リ
で
す
。

　
　

協
力
：
宮
津
市
ま
ご
こ
ろ
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
合
生
産
者
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お話をお聞きし、役員が
文章化したものもあります。

自分が小学生の時、小学校の運動会と
地区の運動会が合同で行われるように
なりました。子ども心に「すごいこと
してるなぁ」と思いました。
一番印象に残っているのは四部対抗リ
レーです。
近所のおばあちゃんが「総合優勝でき
ても、四部対抗リレーで1位じゃなけ
りゃ意味あらへん」と言っていたのを
よく憶えています。

（やっぱり勝ちたい）

秋といえば由良神社の例祭
その中でも太鼓の稽古を子どもの頃は
すごく楽しみにしていました。
おじさん達が、腰の据え方から腕の振
り方、目線までかっこよく太鼓をたた
くのを見て憧れました。かっこよくた
たくコツを学び、うまくできたときに
褒められてうれしくなりました。

（TSより）

秋といえばやっぱり祭りやな。
由良神社の祭りの人出は今とは比べも
のにならへんかったで。ようけ屋台も
出ておもちゃ買ったり、たこ焼きとか
食べれるんも楽しみやった。
大勢の人の前で奉納太鼓が打てた時は
誇らしかったなぁ。

（お祭り男）

秋になると思い出すのは、小学校のマラソン大会です。
練習は1ヵ月近く走り、コースの試走もあって一生懸命
走ったのを覚えています。
本番では沿道にたくさんの人が出てきてくれて声援をも
らえたことが、とても嬉しかったです。

（Runner）

テーマ“秋の想い出”

平成7年　由良幼小秋の運動会
綱引きで喜ぶ児童たち
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若い頃から何度か阪神競馬場へ行きま
したが、初めてわが子を連れて行った
のが秋。
その時、乗馬体験をさせたのですが「大
人になった気分！」と馬上で意気揚々
の様子に嬉しくなったのが忘れられま
せん。

（一攫千金）

さつま芋Love♥の私の秋の思い出は
芋掘り。
畑の手伝いなんて全くしないのに、芋
掘りだけは成人しても手伝いました。
芋掘りの時に必ず用意されていた大量
のあんパンも楽しみの一つ。
色気より食い気全開の青春時代でし
た。　（食いしん坊万歳！！）

今年も台風が接近してきましたが、当
地方では大変な被害がなく一安心。
小さい頃、大木が強風で倒れそうに揺
れているのを雨戸の隙間から見て恐怖
を感じていたが、台風が通り過ぎると
嘘のように穏やかでした。
ここ近年は、由良川の氾濫でバスが浸
水した2004年（平成16年）の23号台風、
我が家の屋根の一部が吹き飛ばされた
2018年8月の20号台風、わずか1か月後
の24号台風では家の横の川が氾濫し坂
道が川となりました。
年々、台風の怖さを凄く身近に感じま
す。

（m・yより）

小学生の頃、稲木に登り刈った稲を親
が投げて稲木にかける手伝いをした思
い出があります。段々と上に登って行
くのがおもしろく、一番上まで登れた
時は怖さより満足感がありました。
その後、あぜ道で親戚のみんなと食べ
たおにぎりはおいしかった。

（コスモス）

約5年前に、この丹後由良で暮らし始
めて、初めての秋に由良神社例祭の奉
納太鼓を見た。足を開き、腰を落とし
た低い姿勢で舞いながらの勇壮な姿、
格好良かったなぁ！！

（mより）

秋といえば、10月から始まる太鼓の練
習でした。他の地区に負けないように
練習したのを思い出します。
10月10日の当日に皆からほめられた時
はうれしかったです。

（ペンネーム　ワイ）

色気より食い気全開の青春時代でし
！！）
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〈
編
集
後
記
〉

　

今
回
の
テ
ー
マ
投
稿
の
お
題
は
、

「
秋
の
想
い
出
」。

　

美
味
し
い
も
の
を
た
ら
ふ
く
食

べ
、
気
に
な
っ
て
い
た
本
を
数
冊

買
っ
て
読
書
三
昧…

…

が
私
に
と

っ
て
の
秋
で
す
。

　

今
秋
は
、
各
地
で
様
々
な
行
事

が
開
催
さ
れ
、
少
し
ず
つ
賑
わ
い

が
戻
っ
て
き
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

厳
し
い
寒
さ
が
来
る
前
に
、
美

食
と
読
書
だ
け
で
な
い
、
心
に
残

る
秋
の
想
い
出
を
つ
く
り
た
い
な

ぁ
と
思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。

（
記
・
川
崎
）

たくさんの「秋の想い出」ありがとうございました。
この記事が話題のきっかけとなれば嬉しく思います。

次回177号（令和5年3月発行予定）のテーマは

「たびだち」
門出、新たな出発、旅、松山千春の曲 “旅立ち” など……何を思いますか？門出、新たな出発、旅

秋
もみじ公園の紅葉が年々きれいになっ
てきます。トイレの使用も禁止、自動
販売機もなくなりましたが、休憩され
ているドライバーのいこいの場所にな
っています。
オリーブも実り、みかん、柿もおいし
そうです。
秋を楽しみたいと思います。

（M）

秋の想い出といえば、やはり“祭”で
すね。
わが地区は今年も神事だけで、残念な
がら太鼓の音が聞けませんでした。遠
くに他地区の祭りばやしを聞くと、さ
みしい気になりました。
来年こそは、完全復活をめざします。

（Y.H）

秋の想い出といえばやはり運動会で
す。コロナの影響もあり近年は目にす
ることも少なく寂しい限りです。また、
各地で盛大に開催される日が来る時を
待ちわびているこの頃です。

（K）

地区対抗運動会
近所のおじさん達の応援が凄かった。
熱い応援、行き過ぎた応援、
　　　　でも、皆　笑顔であった。
そんな地区対抗運動会が今は懐かしい。

（乃）

たわわに実った柿
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