
/A~報

騨理準:1胃
|111メ、:診 Jl`|'F′ 、若いお 1天 者心/t

この お医 者 さん は長野県 (41久

総 合病院小海診療 |り子か ら赴 f「 ヒ

た人辻 喬 人た外iG〕です。

若 晰11;illi

が :し,il:lTI

き、 身 r)初 枝 さ /tl′ イljメ lil績 査技

師 と し fl:ろ い ろ な 1使 riを |11｀
11

1寸 の 人 た ち |り 、 若 くて 親 L/」 な

お医 者 が や っ て 米た 一 と 人喜 び

訂
註
鉾
一

８９Ｎ
。月

ｎ
ｕ

嘔
―
―

ダ
一・申
洸

編 集 と発 行/青森県市浦村役場企画室/8召 和49年 10月 25日 /電話 (オロ内)i番



一
　

壺
白
漁
業
の
振
わ
な

一　
い
本
村
で

「外
海
ホ
タ

一
テ
盾

，

議

」

一
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

一　
り
十
七
日
、
十
三
湖
水

一
戸
口
北
が
わ

一
七
〇
〇

一
層
の
沖
合
に
ホ
タ
テ
カ

一
ゴ
を
投
入
し
ま
し
た
。

こ
の
試
験
は
県
が
三
カ
年
計

画
で
西
海
岸
四
カ
所
で
行
っ
て

い
る
も
の
で
す
が
、
日
本
海
沿

岸
の
水
温
が
ホ
タ
テ
養
殖
に
最

適
と
さ
れ
て
い
る
陸
奥
湾
よ
り

三
度
前
後
高
く
、
特
に
真
夏
の

水
温
は
二
五
度
前
後
に
な
る
た

め
、
日
本
海
に
適
し
た
養
殖
施

設
と
管
理
方
法
、
そ
れ
に
冬
季

間
の
シ
ケ
に
対
す
る
対
応
性
を

調
査
す
る
も
の
で
、
シ
ケ
を
克

服
し
た
場
合
に
は
日
本
海
で
も

大
量
に
ホ
タ
テ
養
殖
が
出
来
る

こ
と
に
な
る
た
め
、
試
験
の
成

り
行
き
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

十
三
湖
水
戸
口
北
が
わ

一
七

〇
〇
肩
沖
合
の
海
中

（水
深
約

二
十
五
――
）
に
一
Ｌ
７
平
均
ホ

タ
テ
貝
百
五
十
枚
入
り

（
一
年

貝
）
の
養
殖
カ
ゴ
を
六
百
二
十

カ
ゴ
を
投
入
し
ま
し
た
。
投
入

の
方
法
は
水
深
約
二
十
属
の
と

こ
ろ
に
カ
ゴ
を
つ
る
し
、
潮
流

や
シ
ケ
か
ら
養
殖
カ
ゴ
を
守
る

た
め
、
海
底
の
固
定
お
も
し
に

コ
ン
ク
リ
ー
ト
プ
ロ
ッ
ク
を
使

用
し
て
い
ま
す
。

・

仕
掛
け
の
方
法
は
パ
―́
ル
ネ

ッ
ト
、
九
篭
、
ポ
ケ
ッ
ト
篭
式

の
二
種
に
分
け
て
い
ま
す
。
養

殖
管
理
は
十
三
漁
業
研
究
会
の

二
上
藤
生
会
長
ら
が
あ
た
り
ま

す
が
、
随
時
、
鯵
ケ
沢
水
産
改

良
普
及
所
の
指
導
を
受
け
ま
す
。

こ
の
試
験
が
成
功
す
れ
ば
、

″と
る
漁
業
″
か
ら

″育
て
る

漁
業
″
へ
の
足
が
か
り
と
な
り
、

日
本
海
で
の
ホ
タ
テ
漁
業
が
本

格
化
す
る
た
め
、
漁
民
の
間
か

ら
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
問
題
は
き
び
し

い

冬
季
間
の
シ
ケ
に
養
殖
施
設
が

耐
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
、
こ

の
点
に
つ
い
て
も
テ
ス
ト
さ
れ

ま
す
が
、
鯵
ケ
沢
漁
業
研
究
会

が
昨
年
、
独
自
で
冬
季
間
の
ホ

タ
テ
養
殖
を
手
が
け

″越
冬
″

に
成
功
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

本
村
で
の
養
殖
試
験
も
管
理
さ

え
う
ま
く
や
れ
ば
、
良

い
結
果

が
出
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
ま

す
。
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湊神社 (浜の明神 )に立 て
られた案 内板

らm剛剛Ⅲ mmmum mm mm mm mm第 98号 (2)岬"mm mm

ホ タテの養殖 カゴをつ くる

漁業研 究 会の人 たち

要所に史跡案内板を設置

来年度は10カ 所増設

7中

で
ホ

十
三

タ
テ
の
養
殖
試
験

―
―
漁
民
か
ら
大
き
な
期
待
―
―

―
獄
Ｎ

ｌ

十
三
湖
を
訪
れ
る
観
光
客
に

由
緒
あ
る
村
の
歴
史
を
知
っ

て
も
ら
お
う
―
と
要
所
々
々
に

解
説
入
り
の
史
跡

・
名
勝
案
内

板
を
立
て
ま
し
た
。

本
村
は

″歴
史
の
ふ
る
さ
と

″
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
史
跡
は

い
た
る
所
に
か
く
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
十
二
湖
日
あ
て
の
観
光

客
の
目
に
は
映
ら
ず
、
素
通
り

し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
よ
う

で
す
。

そ
こ
で
村
で
は
、
約
六
十
万

円
を
か
け
て
、
史
跡
の
入
り
日

を
示
す
標
識
と
史
跡

。
名
勝
の

簡
単
な
由
来
を
書
い
た
案
内
板

を
つ
く
り
九
月
末
ま
で
に
設
置

県
道
沿
い
の
標
識
を
見
て
車

を
止
め
、
福
島
城
跡
や
唐
川
城

跡
、
春
日
内
観
音
堂
を
訪
れ
る

人
も
多
く
な
り
、
大
変
な
好
評

ぶ
り
で
す
。

設
置
さ
れ
た
所
は
、
福
島
城

跡
、
唐
川
城
跡
、
於
瀬
洞

（オ

セ
ド
）
貝
塚
、
壇
臨
寺
、
湊
神

社
、
日
吉
神
社

⌒山
工
坊
）
、

熊
野
宮
な
ど
で
す
。

な
お
、
来
年
度
は
あ
と
十
カ

所
に
設
置
す
る
予
定
で
す
。
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十

一
月
は
、
秋
か
ら
冬
へ
の

衣
替
え
の
月
で
す
。
ま
だ
あ
た

り
の
様
子
は
秋
の
気
配
が
い
っ

ぱ
い
な
の
に
、
日
ぎ
し
の
弱
さ

日
の
暮
れ
の
早
さ
、
朝
夕
の
手

足
の
冷
た
さ
…
…
な
ど
で
、
そ

ろ
そ
ろ
近
づ
い
た
冬
を
思
わ
せ

ま
す
。
冬
と
い
う
の
は
立
冬
か

ら
来
年
の
立
春
の
前
日
ま
で
の

こ
と
で
す
が
、
上
旬
は
ま
だ
そ

う
寒
く
な
く
、
日
中
は
天
気
も

定
ま
っ
て
静
か
な
日
和
が
続
き

ま
す
。

し
か
し
、
日
あ
し
が
短
か
く

な
り
、
日
が
落
ち
て
か
ら
の
寒

さ
が
気
に
な
る
こ
の
ご
ろ
で
す
。

秋
か
ら
冬

へ
の
季
節
の
変
わ

り
日
は
、
か
ら
だ
が
ま
だ
ま

だ
寒
さ
に
な
れ
な
い
の
で
、

日
中
の
暖
か
さ
に
頼
っ
て
、
ま

だ
大
文
夫
だ
ろ
う
な
ど
と
薄
手

の
服
装
で
出
か
け
、
夕
方
の
急

な
冷
え
こ
み
に
会
っ
て
カ
ゼ
を

引
か
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
ま

日
中
は
空
気
が
乾
燥
し
て
い

て
、
相
当
は
げ
し
い
活
動
を
し

て
も
大
し
て
汗
も
か
か
ず
に
い

ら
れ
る
気
持
ち
の
よ
い
季
節
で

す
。
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建
設
の
槌
音
も
高
ら
か
に
、
四
十
六
年
度
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
建
設

事
業
は
、
生
活
道
路
の
整
備
促
進
を
は
じ
め
、
教
育

。
文
化
施
設
を
中
心

に
続
々
と
落
成
し
ま
し
た
。

村
で
は
こ
れ
を
ひ
と
く
ぎ
り
に
十

一
月
八
日
、
こ
れ
ら
建
設
事
業
の
総

合
落
成
記
念
式
典
を
新
装
の
十
三
小
学
校
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
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十

一
月

一
日
か
ら
来
年
二
月
十
五
日
ま
で
狩
猟
が
解
禁

に
な
り
ま
す
。
バ
ン
タ
ー
た
ち
は
も
う
す
で
に
準
備
を
終

え
、
獲
物
の
大
き
さ
ま
で
胸
算
用
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
が
、
わ
た
し
た
ち
の
心
配
な
こ
と
は
捕
獲
さ
れ
る
鳥
や

獣
で
は
な
く
、
捕
獲
す
る
と
き
に
使
用
さ
れ
る
道
具
や
方

法
で
す
。

猟
銃
事
故
を
な
く
し
よ
う

道
具
と
い
デ
の
は
も
ち
ろ
ん
　

も
銃
の
保
持
、
管
理
の
ほ
う
は

猟
銃
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
季

　

し
っ
か
り
や
っ
て
い
た
だ
き
た

節
に
な
る
と
、
よ
く
猟
銃
が
暴

　

い
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
間
違

発
し
て
…
と
か
、
誤
っ
て
引
き

　

っ
て
も
禁
猟
区
や
人
家
の
近
く

が
ね
を
ひ
い
た
た
め
…
と
い
う

　

で
は
安
全
ケ
ー
ス
か
ら
出
し
て

事
故
の
な
い
よ
う
、
く
れ
ぐ
れ
　

持
ち
歩
か
な
い
で
い
た
だ
き
た

丸

山
　
正

故
郷
の
み
な
さ
ん

お
元
気
で
す
か
。
僕

が
八
王
子
に
就
職
し

て

か

ら

五

カ

月

の

月

日

が

過

ぎ
去

り

ま

し

た

。

中
率
就
職
生
か
ら
の
た
よ
り

一
君　所醐〔崚ぃ̈
鮨』備［胸

す
。た

だ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
い

う
職
業
は
大
き
い
職
場
で
は

な
い
の
で
、
友
違
が
で
き
づ

ら

い
の
が
欠
点
で
す
。
し
か

し
、
ま
わ
り
の
人
達
に
溶
け

こ
み
親
し
く
な
る
と
い
う
性

格
の
進
歩

に
も

つ
な
が
り
ま

で
作

っ
て
い
る
野
球
の
チ
ー

ム
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
ま
わ
り
の

人
達
と
親
し
く
な
り
、
仕
事

も
さ
ら
に
が
ん
ば

っ
て
い
こ

う
と
思

い
ま
す
。

高
度
な
仕
事
に
い
ど
む
―
・

が
実
ふ
け
、

商
店
街
の
人
達

よ
り
め
ぐ
ま
れ
て
い
ま
す
が

や

っ
ば
り
仕
事
を
う
ま
く
こ

な
せ
る
の
か
と
不
安
で
し
た
。

し
か
し
五
カ
月
た

っ
た
今
で

は
仕
事

に
も
な
れ
、
さ
ら
に

高
度
な
仕
事

に
い
ど
も
う
と

し
て
い
る
今
日
こ
の
ご
ろ
で

い
と

で
２

」
と
で
十

ベ
テ
ラ
ン
の
ハ
ン

タ
ー
で
す
と
、

ま
さ

か
そ
ん
な
こ
と
は
な

い
で
し
ょ
う
が
、
と

り
た
て
の
資
格
者
の

な
か
に
は
、
空
気
銃

な
ど
は
子
ど
も
の
お

も
ち
ゃ
ぐ
ら
い
に
考

え
て
気
軽
に
扱
っ
て

い
る
の
を
見
か
け
ま

す
。
し
ろ
う
と
の
無

資
格
者
が
、
同
じ
よ

う
に
扱

っ
て
、
か
り
に

ろ
半
分
に
引
き
が
ね
を

ら
ど
ん
な
こ
と
に
な
る

ま
す
か
、
ま
か
り
間
違
え
ば
、

凶
器
と
し
て
使
用
に
た
え
る
猟

銑
の
管
理
に
は
念
を
入
れ
て
扱

猟
銃
を
お
持
ち
の
方
は
特
に

次
の
こ
と
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

▽
銃
は
か
な
ら
ず
カ
ギ
の
か

か
る
場
所
に
、
銃
と
タ
マ
を
別

々
に
保
管
し
、
子
ど
も
た
ち
が

持
ち
出
す
こ
と
の
な
い
よ
ぅ
に

す
る
。

▽
銃
を
手
に
し
た
と
き
は
、

タ
マ
が
入
っ
て
い
な
い
か
ど
う

か
を
確
か
め
、
た
と
え
、
タ
マ

が
入
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か

っ
て
も
、
絶
対
に
人
の
い
る
方

向
に
む
け
な
い
よ
う
に
習
慣
づ

▽
猟
に
出
か
け
た
と
き
は
、

前
方
の
安
全
を
確
認
し
た
え
え

で
発
射
す
る
こ
と
。

お
も

し

ひ

い
た

と
思

い ―
跛
Ｎ

Ｉ

畿.

連 載

酒
飲
み
運
転
を
な
く
し
よ
う

新
田
　
新
光
さ
ん

（
４０
）
相
内

交
通
事
故
は
後
を
断
ち
そ
う
に
も
あ
り
ま
せ

ん
。
と
り
わ
け
、
酒
飲
み
運
転
に
よ
る
事
故
の

多
い
の
に
は
驚
き
ま
す
。

酒
を
飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い
、
と
い
う
き
ゎ
め

て
簡
単
な
こ
と
を
な
ぜ
実
行
で
き
な
い
の
か
、

酒
に
縁
の
な
い
私
に
は
ふ
し
ぎ
で
な
り
ま
せ
ん
。

寒
さ
が
き
び
し
く
な
る
こ
れ
か
ら
が
、
酔
っ

払
い
運
転
の
ふ
え
る
季
節
。
車
を
運
転
す
る
人

も
、
ま
わ
り
の
人
も

飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い

乗
る
な
ら
飲
ま
な
い
、

飲
ま
せ
な
い
を
実
行

す
べ
き
で
す
。

秋
に
思
う
こ
と
な
ど
―

福
井
　
友
子
さ
ん

（
２５
）
十
三

秋
の
彩
に
い
く
ら
心
の
乾
い
た
人
で
も
季
節

を
感
じ
て
い
い
は
ず
な
の
に
―
。

食
欲
の
秋
と
併
行
し
て
体
重
の
増
え
方
だ
け

が
実
感
の
ま
た
実
感
で
あ
る
。
し
か

。
し
、
た
マ

が
れ
時
の
湖
水
の
紅
は
、
対
話
の
な
い
時
間
の

連
続
な
の
か
、
秘
め
た
会
話
が
怒
涛
の
よ
う
に

押
し
寄
せ
て
く
る
ぐ
■
職
場
砂
漢
」
な
ど
と
い

う
言
葉
も
さ
り
げ
な
い
コ
ミ
ニ
ケ
ェ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
り
救
れ
る
と
思

う
の
だ
が
、
晴
れ
た

日
も
ミ
ル
ク
状
の
ベ

ー
ル
を
め
ぐ
ら
す
湖

底
の
沈
黙
は
早
く
も

冬
ご
も
り
で
あ
る
¨
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農
家
の
生
活
水
準
が
高
く
な

る
に
つ
れ
て
、
兼
業
化
が
目
立

っ
て
き
ま
し
た
。
と
く
に
、
出

か
せ
ぎ
者
が
増
え
て
い
る
の
も

そ
の
一
つ
で
す
。

村
で
は
こ
う
し
た
か
た
が
た

の
就
業
改
善
を
は
か
る
た
め
、

つ
ぎ
の
と
お
り
相
談
員
を
委
嘱

し
就
業
構
造
の
改
善
に
つ
と
め

個
人
の
秘
密
は
か
た
く
守
り
、

み
な
さ
ん
が
不
利
益
に
な
る
よ

う
な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
各
地
区
の
相
談
員
に

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（相
談
員
）

相
内
　
　
佐
藤
　
進
吾

奈
良
　
政
守

佐
藤
　
昭
憲

大
田
　
　
奈
良
　
　
茂

丸
山
　
水ヽ
雄

桂
川
　
　
秋
田
谷
長
二
郎

脇
元
　
　
高
橋
　
精

一

磯
松
　
　
新
岡
千
代
治

十
三
　
　
安
田
　
源
蔵

あ
な
た
の
人
権
は
守
ら
れ
て

い
ま
す
か
。
と
も
す
れ
ば
、
見

失
い
が
ち
な
人
権
を
み
ん
な
で

守
り
合
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
ウ」
ん
ど
（十
月

一
日
付
）

新
し
い
人
権
擁
護
委
員
が
つ
ぎ

の
と
お
り
決
ま
り
ま
し
た
の
で

人
権
に
つ
い
て
お
困
り
の
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

十
二
字
深
津
二
八
四

浜
田
　
穆
⌒き
よ
し
）

お
り
、
村
民
多
数
の
見
学
を
の

ぞ
ん
で
い
ま
す
。

内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

◇
理
科
展
＝
き
の
こ
展
、
化
学

マ
ジ

ツ
ク

◇
郷
土
史
展
＝
郷
土
の
出
土
品

一
般
募
集
古
物
展

◇
農
産
物
展
＝
各
種
農
産
物
展

示
。
品
評
会
。
即
売
会
。

◇
被
服
展
＝
生
徒
の
作
品
展
示

◇
芸
術
展
＝
石
こ
う
作
品
、
芸

術
部
員
の
作
品
各
種

◇
写
真
展
＝
写
真
展
示

◇
習
字
図
画
展
＝
村
内
小
中
学

校
児
童
生
徒
作
品
。

村
で
は
十

一
月
八
、
九
日
に

開
か
れ
る
金
高
相
内
分
校
の
文

化
祭
に
あ
わ
せ
て
農
産
物
、
肉

牛
共
進
会
を
同
校
で
開
き
ま
す
。

多
数
お
い
で
く
だ
さ
い
。

県
立
金
木
高
校
相
内
分
校
で

は
八
日

（土
）
九
日

（
日
）
の

二
日
間
、
恒
例
の
文
化
祭
を
開

き
ま
す
。

生
徒
た
ち
は
、
早
く
か
ら
準

備
を
進
め
、
見
ご
た
え
の
あ
る

も
の
に
し
よ
う
と
が
ん
ば

っ
て

昭
和
三
十
年
、
日
本
大
学
を
　
　
ま
だ
教
員

卒
業
。
教
員
生
活
に
入
っ
た
。
　

と
ぃ
ぅ
。

相
内
分
校
へ
は
四
十
七
年
四
　
　
主
事
か
ら

月
、
木
造
高
校
か
ら
赴
任
。
　
　
泊
、
相
内

「事
業
生
の
ほ
と
ん
ど
が
　
　
指
導
に
多

就
職
と
い
う
結
果
か
ら
見
て
　
　
て
い
る
。

Ｌ
（ア
ロ
の
諦

1定時制教育に情熱を燃やす   |
1県立金木高校相内分校教頭   |
|                |

|  たかまつよしのり        |
1高 松 義 則 さ ん は01

「定
時
制
高
校
の
特
殊
性

か
ら
地
域
に
密
着
し
た
教
育
、

つ
ま
り
畜
産
、
園
芸
、
農
業

機
械
等
を
ふ
で
め
た
農
業
教
　
　
も
、
産
業
教
育
は
過
渡
期
に

育
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
卒
　
　
き
て
い
る
感
じ
で
す
」

業
し
て
も
後
継
者
と
し
て
在
　
　
　
と
、
定
時
制
教
育
の
悩
み

村
す
る
の
は
ニ
ー
三
名
に
す
　
　
を
も
ら
す
が
、
そ
の
た
め
に

ぎ
ま
せ
ん
」
　
　
　
　
　
　
　
　
は
変
転
す
る
社
会
情
勢
に
即

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
顔
立
　
　
応
で
き
る
人
間
の
賛
成
に
努

ち
、　
一
語
々
々
噛
み
じ
め
る
　
　
め
た
い
と
も
い
ぅ
。

よ
う
に
話
す
口
調
は
、
い
か
　
　
　
県
内
の
定
時
制
高
校
で
、

に
も
教
育
者
と
い
う
印
象
を
　
　
本
校
ほ
ど
環
境
も
よ
く
、
施

設
、
設

社
会
一
即
応
で
き
る
人
づ
く
り
を
　
つ備
わ
薩

あ
た
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
い
が
、
各
教
科
を
十
分

青
森
師
範
、
弘
大
を
経
て
　
　
修
得
さ
せ
る
た
め
に
は
ま
だ

昭
和
三
十
年
、
日
本
大
学
を
　
　
ま
だ
教
員
が
不
足
し
て
い
る

卒
業
。
教
員
生
活
に
入
っ
た
。
　

と
ぃ
ぅ
。
九
月

一
日
付
け
で

相
内
分
校
へ
は
四
十
七
年
四
　
　
主
事
か
ら
教
頭
に
昇
格
、
小

月
、
木
造
高
校
か
ら
赴
任
。
　
　
泊
、
相
内
の
両
分
校
の
管
理

「事
業
生
の
ほ
と
ん
ど
が
　
　
指
導
に
多
忙
な
毎
日
を
送
っ

就
職
と
い
う
結
果
か
ら
見
て
　
　
て
い
る
。
中
里
町
出
身
。



唐

崎

の

地

蔵

様

内

英

太

郎

ん
で
し
た
。

お
さ
よ
は
、
さ

っ
そ
く
仏
壇

に
明
り
を

つ
け
、
法
要
を
頼
み

ま
し
た
。
に
せ
の
和
尚
は
昼
食

を
ご
ち
そ
う
に
な
れ
る
と
思

い
、

誘
わ
れ
る
ま
ま
に
お
経
を
あ
げ

し
か
し
、
な
に
を
唱
え
れ
ば

よ

い
の
か
困

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
匹
の
ね
ず
み
が
チ

ョ
ロ
チ
ョ

ロ
と
近
づ

い
て
き
た
の
で
、

「

そ
ろ
り
、
そ
ろ
り
、
チ
ョ
ロ
チ

ョ
ロ
」
と

一
節
を
唱
え
て
、
鐘

を
た
た
き
ま
し
た
。
ね
ず
み
は

驚

い
て
、
行

っ
た
り
、
来
た
り

し
ま
し
た
。
に
せ
の
和
尚
は
そ

れ
を
見
で
す
ば
や
く
ま
と
め
、

「
そ
ろ
り
、
そ
ろ
り
、
行

っ
た

り
、
来
た
り
、
行

っ
た
り
、
来

た
り
」
と
、

い
か
に
も
僧
侶
が

読
経
す
る
よ
う
に
節
を

つ
け
て

く
り
返
し
ま
し
た
。

お
さ
よ
は
、
こ
れ
を
ま
こ
と

の
お
経
と
信
じ
、
終
っ
た
あ
と

で
一
両
の
小
判
を
紙
―こ
く
る
ん

―

欧
Ｎ
「

で
お
布
施
を
出
し
ま
し
た
。

に
せ
の
和
尚
は
そ
の
晩
泊
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
朝
に

な
れ
ば
ウ
ソ
が
ば
れ
る
こ
と
を

恐
れ
、
こ
っ
そ
り
夜
逃
げ
し
ま

朝
に
な
っ
て
驚
い
た
お
さ
よ

は

「わ
た
し
の
よ
う
な
業

⌒ご

う
）
の
深
い
者
を
救
っ
て
く
れ

る
た
め
に
、
き
っ
と
唐
崎
の
地

蔵
様
が
来
て
く
れ
た
の
だ
」
と

思
い
、
唐
崎
の
地
蔵
堂
に
行
っ

て
見
た
と
こ
ろ
、
あ
の
に
せ
和

尚
の
衣
を
地
蔵
様
が
着
て
い
ま

お
さ
よ
は
こ
の
地
蔵
様
を

「

歩
き
地
蔵
」
と
名
づ
け
て
崇
拝

し
て
毎
日
お
参
り
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
信
仰
の
た

め
に
地
蔵
様
の
ご
利
益
が
あ
ら

わ
れ
、
よ
い
養
子
を
迎
え
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
よ
く
働
き

者
で
お
さ
よ
を
親
切
に
い
た
わ

り
、
村
の
評
判
者
に
な
り
ま
し

た
。
ゃ
が
て
、
孫
が
生
れ
お
さ

よ
は
子
守
唄
の
か
わ
り
に
、
に

せ
の
お
和
尚
か
ら
お
ぼ
え
た
お

経
を

「そ
ろ
り
、
そ
ろ
り
、
チ

ョ
ロ
、
チ
ョ
ロ
、
行
っ
た
り
、

来
た
り
、
行
っ
た
り
、
来
た
り

」
と
唱
え
ま
し
た
。
節
も
だ
ん

だ
ん
子
守
唄
の
よ
う
に
な
っ
て

毎
日
を
幸
せ
に
暮
し
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
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金
岨　種縦
一珈前に原）

蹴
略つる朗
｛蘭肛一

向
蹄　美観
｛博動一

金
田とは子一｛博訓鴻）

ｄ綱「お誕生

秋
田
谷
美
香
子

（桂
川
）
義
照

奈
良
　
和
美

（相
内
）
徹
徳

成
田
　
松
美

（脇
元
）
孝

一

白
川
　
大
介

（十
三
）
勉

葛
西
　
あ
き

（脇
元
）
森
夫

竹
谷
　
幸
久

（脇
元
）
博
則

工
藤
　
栄
美

（十
三
）
弘
文

葛
西
里
枝
子

⌒脇
元
）
秀
昭

奈
良
千
息
子

（太
田
）
銀
二

浦
田
　
慎

一
（十
三
）
久

松
橋
真
由
美

（車
力
）
武

一

工
藤
　
琴
恵

（十
三
）
伍
郎

三
和
　
高
明

（相
内
）
公
明

伊
南
　
美
香

（磯
松
）
辰
雄

佐
藤
　
幸
乃

（脇
元
）
雅
光

」“̈〕ご結婚

瓢
朧八崎糊
｛麟麒｝

余
帥と証持
｛林卸｝

廠
崎〓断一
｛醐面に原）

山

昔
、
膚
崎

（今
泉
）
の
審
の

河
原
で
毎
年
お
盆
の
十
五
日
、

灯
ろ
う
流
し
の
法
事
が
山
王
の

和
尚
に
よ
っ
て
つ
と
め
ら
れ
ま

十
二
湖
に
浮
ぶ
灯
ろ
う
の
明

拗
は
美
し
く
、
有
縁
無
縁
の
霊

を
と
む
ら
う
数
千
の
信
者
で
に

こ
う
し
た
に
ぎ
や
か
さ
に
も

「
お
さ
よ
」
と
い
う
老
婆
は
、

大
き
な
家
に
ひ
と
り
暮
し
を
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
日
も
山
王

に
和
尚
を
迎
え
に
ゆ
く
気
に
も

な
ら
ず
、
憂
い
て
い
た
と
こ
ろ

な
に
や
ら
わ
け
の
わ
か
ら
な

い
こ
と
を
唱
え
な
が
ら
旅
僧
が

老
婆
の
問
を
た
た
き
ま
し
た
。

老
婆
は
喜
ん
で
家
に
入
れ
ま
し

こ
の
僧
は
昨
日
ま
で
十
二
浦

の
は
じ
け
人
人
で
し
た
が
、
身

を
持
ち
く
ず
し
た
あ
げ
く
、
に

わ
か
僧
に
な
っ
た
も
の
で
、
お

経
な
ど
知
る
わ
け
も
あ
り
ま
せ

穐
綱　端仁

金
融た岨刊

鍮
細形茂「
｛肝にど）

麻
畔格婦秩
｛舗助｝

磯 鹿  小 脇
松 児  泊 元V島  VV

駿

（
十

三

）

静

子

（
金

木

）

行
秋

（相
内
）

末
子

（碇
ケ
関
）

口

Ⅲ

Ｕ

木
村
元
太
郎

（太
田
）
６８
歳

成
田
　
福
蔵

（脇
元
）
７３
歳

白
川
　
倉
治

（十
三
）
６４
歳

俵
谷
兼
太
郎

（脇
元
）
８７
歳

中
山
　
正
秋

（磯
松
）
５４
歳

三
上
　
好
吉

（脇
元
）
７６
歳

店崎・賽の河原の地蔵様


