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令
和
六
年
度
九
十
九
里
郷
土
研
究
会 

会
員
一
覧
（令
和
七
年
一
月
三
十
一
日
現
在
・
敬
称
略
）  

 
 

 
 

名
誉
顧
問 

木
島
里
八 

顧
問 

内
山
い
つ
・
川
島
秀
臣
・
齋
藤
功 

会
長 

大
矢
吉
明 

副
会
長 

内
山
菊
敏 

事
務
局
長 

安
達
和
夫 

会
計 

古
川
公
美
甲
・
伊
東
邦
子 

会
計
監
査 

河
野
時
巧
・
浅
岡
弘
美 

書
記 

齋
藤
映
子
・
谷
川
良
枝 

運
営
委
員 

内
山
隆
・
小
澤
君
代
・
木
村
一
夫 

古
河
達
也
・
村
松
英
一
・
鑓
田
貴
俊 

会
員 

秋
原
芳
枝
・
石
橋
眞
人
・
小
川
正
子 

加
藤
八
重
子
・
川
島
俊
江
・
子
安
愛
子 

作
田
光
代
・
櫻
井
憲
子
・
鈴
木
喜
美
子 

鈴
木
陽
子
・
染
谷
佳
子
・
高
橋
世
志
美 

谷
川
和
子
・
鶴
岡
静
子
・
当
間
君
子
・
富
田
勲 

中
村
あ
を
い
・
中
村
幸
子
・
中
村
亮
子
・
夏
目
允 

藤
代
智
子
・
古
川
一
美
・
三
宅
伯
彦
・
宮
野
光
夫 

望
月
せ
い
子
・
望
月
秀
夫
・
望
月
操
・
山
口
勇
子 

 

令
和
七
年
一
月
二
十
五
日(

土)

︑
成
田
山
新
勝
寺
御
本

尊
上
陸
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
尾
垂
浜
か
ら
旭
市
に
向

け
て
一
路
北
上
し
︑
飯
岡
助
五
郎
の
菩
提
所
の
あ
る
光

台
寺
や
九
十
九
里
浜
北
端
の
刑
部
岬
ま
で
の
行
程
を
︑

郷
土
研
究
会
員
の
内
山
隆
氏
の
ご
案
内
で
巡
り
ま
し
た
︒ 

当
日
の
行
程
は
次
の
通
り
で
す
︒
幸
い
好
天
に
恵
ま

れ
︑
懸
念
し
て
い
た
よ
う
な
遅
滞
や
事
故
も
な
く
︑
予

定
通
り
の
時
間
に
無
事

帰
着
し
ま
し
た
︒ 

使
用
し
た
観
光
バ
ス

は
︑
教
育
委
員
会
並
び

に
文
化
団
体
協
議
会
様

の
ご
厚
意
に
よ
り
お
借

り
す
る
こ
と
が
出
来
た

こ
と
を
改
め
て
深
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

︵
安
達
和
夫
︶

 

 
 

 

こ
の
研
修
旅
行
に
参
加
さ
れ
た
郷
土
研
究
会
員
の

染
谷
佳
子
様
よ
り
︑
次
の
旅
行
記
を
ご
寄
稿
頂
き
ま

（連絡先） 
090-8000-0695 

安達和夫 

会員数 47 名 
（令和 7年 1月31日現在） 

第１６号 

会長 大矢吉明 
事務局長 

安達和夫 

郷土研通信編集 

 

成田山新勝寺御本尊上陸の地尾垂浜にて 



  

 

九十九里郷土研究会会報 令和７年４月３０日 第 16 号 

2 

し
た
の
で
次
項
に
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
︒ 

 

久
々
に
郷
土
研
の
史
跡
め
ぐ
り
に
参
加
さ
せ
て
頂

き
楽
し
い
時
を
過
ご
さ
せ
て
頂
き
感
謝
で
す
︒ 

九
十
九
里
町
が
ま
だ
海
の
中
に
あ
っ
た
頃
の
海
沿

い
を
北
上
し
て
栗
山
川
を
超
え
る
と
別
世
界
が
広
が

っ
て
い
る
こ
と
を
︑
今
回
の
旅
で
感
じ
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
︒
銚
子
へ
は
何
度
も
訪
れ
︑
こ
の
道
も
何

度
も
通
っ
て
い
た
の
で
し
た
が
︑
内
山
先
生
の
御
資

料
の
神
社
を
め
ぐ
り
︑
海
沿
い
に
渡
来
し
て
来
た

人
々
の
姿
が
︑
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え
て
来
ま
し
た
︒
房

総
半
島
の
海
沿
い
の
地
は
豊
か
な
資
源
の
あ
る
所
で
︑

未
開
の
地
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
西
の
方
か
ら
︒

や
っ
て
来
た
人
達
は
︑
耕
し
な
が
ら
こ
の
地
に
住
み

つ
い
た
事
が
良
く
わ
か
り
ま
し
た
︒
熊
野
の
方
か
ら

来
た
人
達
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
飯
岡
石
の
事
は
︑

か
つ
て
聴
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒
海
沿
い
に
沢

山
あ
り
昔
の
貧
し
い
家
の
屋
根
が
飛
ば
な
い
よ
う
に

乗
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
︒
ま
た
平
田
国
学
者
の

篤
胤
︵
あ
つ
た
ね
︶
が
︑﹁
天
の
石
笛
︵
い
わ
ふ
え
︶﹂

と
い
う
﹁
石
の
笛
﹂
は
︒
飯
岡
石
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
私
は
勝
手
に
想
像
の
世
界
を
広
げ
ま
し
た
︒

あ
と
数
日
で
九
〇
歳
を
迎
え
る
私
は
普
段
は
あ
ま
り

歩
け
な
い
の
に
今
回
の
旅
は
楽
し
く
歩
き
ま
し
た
︒

男
の
会
員
の
方
は
皆
︑
親
切
で
手
を
貸
し
て
下
さ
っ

た
事
は
︑
心
か
ら
感
謝
し
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

私
は
長
い
間
﹁
歴
史
道
楽
﹂
で
生
き
て
来
ま
し
た
︒

若
い
頃
は
︑
奈
良
の
古
道
と
い
う
古
道
を
歩
い
た
事

は
自
慢
で
し
た
が
︑
今
も
気
持
ち
だ
け
は
︑
珍
し
い

所
や
新
発
見
に
は
心
が
と
き
め
き
ま
す
︒ 

今
回
の
旅
は
︑
内
山
先
生
の
入
念
な
御
資
料
や
解

説
で
楽
し
い
旅
が
出
来
ま
し
た
事
︑
心
か
ら
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
︒
つ
た
な
い
﹁
飯
岡
助
五
郎
﹂
の
話
を

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
事
︑
有
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
︒
役
員
の
方
々
の
ご
苦
労
︑
御
礼
申
し
ま
す
︒ 

生
涯
を
歴
史
道
楽
恵
方
道 

佳
子 

 

 

済
州
島
、
長
崎
県
対
馬
、
そ
し
て
房
総
半
島
は
温

暖
な
気
候
を
示
す
ヤ
ブ
ツ
バ
キ
に
代
表
さ
れ
る
照
葉

樹
の
世
界
で
あ
り
、
特
に
ハ
マ
ユ
ウ(

ハ
マ
オ
モ
ト)

の
生
育
地
は
、
黒
潮
の
流
路
に
そ
っ
て
分
布
し
て
お

り
、
房
総
半
島
南
部
が
そ
の
東
端
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

三
地
域
の
岩
礁
海
岸
で
は
、
海
藻
類
と
魚
介
類

（
ア
ワ
ビ
な
ど
）
が
豊
富
で
あ
り
、
農
産
物
を
補
う

食
糧
資
源
で
し
た
。
中
で
も
、
稲
作
に
適
し
な
い
済

州
島
や
対
馬
で
は
、
「
雑
穀
」
や
「
畑
作
（
木
庭
）
」

に
よ
る
「
単
一
作
物
」
に
依
存
し
な
い
農
耕
が
行
わ

れ
、
海
藻
は
肥
料
と
し
て
近
代
ま
で
利
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
房
総
半
島
に
お
け
る
稲
作
（
四
街
道
市
亀

崎
）
は
、
北
九
州
地
域
と
比
べ
約
１
０
０
０
年
遅
れ

た
約
２
０
０
０
年
前
の
開
始
（
注
１
）
が
想
定
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
縄
文
時
代
は
狩
猟
採
集
に
よ
る
食
糧

確
保
が
基
本
で
し
た
。 

海
女
の
漁
労
は
、
狩
猟
採
集
そ
の
も
の
で
あ
り
、

自
然
の
恵
み
に
依
存
し
つ
つ
、
資
源
を
維
持
・
保
有

し
て
き
た
共
同
体
の
歴
史
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す

（
注
２
）
。
現
在
、
風
力
発
電
な
ど
自
然
資
源
の
活

用
が
重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
生
物
資
源
に
限
ら

ず
、
営
利
目
的
に
偏
る
こ
と
な
く
、
環
境
と
資
源
を
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保
有
し
て
き
た
『
海
女
の
観
点
』
が
重
要
で
あ
る
こ

と
を
結
び
と
い
た
し
ま
す
。 

（
注
１
）
『
図
説
日
本
列
島
植
生
史
』 

（
注
２
）
『
済
州
島
海
女
の
民
族
誌
』 

 

 

 

 

い
わ
し
博
物
館
の
解
体
に
よ
り
残
存
資
料
を
九
十
九

里
郷
土
研
究
会
が
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
そ
の
資
料
は
、
か

つ
て『
九
十
九
里
町
誌
』
を
編
集
し
て
い
る
時
に
町
の
旧
家

か
ら
採
集
・
寄
付
さ
れ
た
も
の
で
す
。
古
文
書
や
版
本
な

ど
は
す
で
に
専
門
家
に
よ
り
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
他
の
近
代
史
関
係
資
料
（写
真
・
雑
誌
・
地
図
な
ど
の
印

刷
物
）
は
、
未
整
理
に
近
い
で
す
。
現
在
、
町
内
小
関
地

区
妙
覚
寺
境
内
の
坊
に
設
立
さ
れ
て
い
る「
三
治
郎
文
庫
」

に
収
納
さ
れ
て
、
徐
々
に
整
理
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

  

今
回
は
、
江
戸
時
代
の
旧
大
地
曳
網
主
で
あ
っ
た
粟
生

（
あ
お
）
村
飯
高
惣
兵
衛
家
（
通
称
エ
ン
キ
ョ
・
隠
居
）
の
末

裔
飯
高
賢
吉
氏
旧
蔵
の
写
真
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

写
真
は
、
東
金
八
鶴
湖
（
は
っ
か
っ
こ
）
畔
の
料
理
旅
館

八
鶴
館
（
は
っ
か
く
か
ん
）
で
す
。
玄
関
と
大
広
間
で
の
芸

妓
に
よ
る
踊
り
の
披
露
。
真
正
面
の
床
の
間
に
は
、
明
治

18
年
（
一
八
八
五
）
創
業
の
文
章
（
漢
文
）
が
記
さ
れ
た

掛
け
軸
が
掛
か
っ
て
い
ま
す
。
幕
末
に
近
い
頃
漢
詩
人
梁

川
星
巌
（
や
な
が
わ
せ
い
が
ん
）
や
遠
山
雲
如
（
と
お
や
ま

う
ん
じ
ょ
）
の
詩
に
よ
っ
て
一
躍
そ
の
名
を
知
ら
れ
た
八
鶴

湖
は
、
多
く
の
文
人
墨
客
（
ぶ
ん
じ
ん
ぼ
っ
か
く
）
の
来
遊

す
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
。
明
治
29
年
（
一
八
九
六
）
、

八
鶴
館
で
は
徳
冨
蘇
峰
（と
く
と
み
そ
ほ
う
）･

山
路
愛
山

（
や
ま
じ
あ
い
ざ
ん
）
・
江
原
素
六
（
え
は
ら
そ
ろ
く
）
の
講

演
会
が
開
催
さ
れ
、
片
貝
の
青
年
二
十
四
歳
の
中
西
忠

吉
（
月
華
）
も
聴
講
し
て
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
特
に
徳

冨
蘇
峰
に
ひ
か
れ
、
後
に
蘇
峰
主
催
の
国
民
新
聞
社
や

民
友
社
と
つ
な
が
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
縁
で

昭
和
11
年
（
１
９
３
６
）
、
蘇
峰
揮
毫
の
石
柱
「
伊
能
忠
敬

先
生
出
生
之
地
」
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
写
真
の
撮
影
は
年
昭
和
６
年
（
１
９
３
１
）
の
春
。

こ
の
頃
の
観
光
案
内
「
花
の
東
金
」
（
中
西
月
華
旧
蔵
）
の

「
旅
館
」
に
は
、「
主
な
る
旅
館
は
八
鶴
館
、
中
蔦
、
藤
村
、

藤
野
屋
、
福
寿
館
等
」
と
八
鶴
館
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

由
緒
あ
る
こ
の
旅
館
が
、
残
念
な
が
ら
営
業
を
終
了
し
て

し
ま
い
ま
し
た
が
、
当
時
の
豪
勢
な
姿
を
残
し
て
い
る
貴

重
な
写
真
で
す
。
（
（齊
藤 

功
） 

八鶴館大広間の芸妓連（昭和 6 年） 

八鶴館玄関の芸妓連 
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昨
年
の
晩
秋
、
房
総
の
む
ら
の
職
員
谷
鹿
栄
一
・

水
島
美
穂
、
大
角
沙
也
香
の
諸
氏
が
来
町
し
、
企
画

展
「
房
総
の
漁
村
（
」
仮
題
）
の
一
例
と
し
て
九
十

九
里
浜
の
漁
村
を
候
補
地
に
現
地
の
視
察
調
査
を
さ

れ
た
。
そ
の
際
、
私
と
大
網
白
里
市
文
化
協
会
会
長

の
古
山
豊
先
生
が
案
内
役
と
な
り
ま
し
た
。
片
貝
の

中
央
公
民
館
か
ら
片
貝
漁
港
の
海
の
駅
内
に
あ
る

「
い
わ
し
資
料
館
」
、
作
田
海
岸
、
作
田
地
区
岡
集
落

の
旧
大
地
曳
網
主
作
田
家
、
片
貝
須
原
地
区
の
納
屋

有
楽
区
の
納
屋
集
落
な
ど
を
見
学
し
ま
し
た
。
今
年

に
入
り
谷
鹿
、
大
角
両
氏
か
ら
九
十
九
里
浜
の
地
曳

き
網
漁
と
「
お
っ
ぺ
し
」―

船
が
出
漁
や
帰
漁
の
時

に
主
に
女
性
達
が
行
っ
た
仕
事
の
写
真
を
尋
ね
ら
れ

ま
し
た
。
九
十
九
里
浜
名
物
の
両
者
を
紹
介
す
る
写

真
を
捜
し
た
と
こ
ろ
中
西
月
華
が
戦
前
に
作
製
し
た

絵
葉
書
に
そ
れ
を
見
出
し
報
告
し
ま
し
た
。
掲
載
の

写
真
で
す
。 

 

 

            

 

昭
和
44
年
（
一
九
六
九
）
、
九
十
九
里
町
に
念
願
の

片
貝
漁
港
が
完
成
し
ま
し
た
。
日
々
の
辛
い
労
働
か

ら
開
放
さ
れ
る
と
同
時
に
江
戸
中
期
以
来
連
綿
と
続

け
ら
れ
て
き
た
地
曳
網
や
ア
グ
リ
網
の
姿
が
、
九
十

九
里
の
長
い
砂
浜
、
長
汀
か
ら
姿
を
消
し
ま
し
た
。

爾
来
五
十
有
余
年
、
当
時
の
光
景
を
見
て
い
た
少
年

も
す
で
に
古
稀
を
過
ぎ
、
浜
で
連
日
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
た
賑
や
か
な
浜
の
姿
を
語
る
人
も
少
な
く
な
っ

た
現
在
。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
中
西
月
華
の
残

し
た
「
漁
事
」
の
絵
葉
書
は
貴
重
な
歴
史
資
料
と
言

え
ま
す
。
以
後
数
回
に
わ
た
り
絵
葉
書
を
紹
介
い
た

し
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。 

               

大正初期のオッペシ 中西月華作製絵葉

 

大正初期の地曳網 中西月華作製絵葉書 
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人
っ
子
ひ
と
り
居
な
い 

九
十
九
里
の
砂
浜
の 

砂
に
す
わ
っ
て
智
恵
子
は
遊
ぶ 

︒ 

無
数
の
友
だ
ち
が
智
恵
子
の
名
を
よ
ぶ
︒ 

ち
い 

︑
ち
い 

︑
ち
い 

︑
ち
い 
︑
ち
い
ー  

砂
に
小
さ
な
趾
あ
と
を
つ
け
て  

 

千
烏
が
智
恵
子
に
寄
っ
て
米
る 

︒ 

口
の
中
で
い
つ
で
も
何
か
を
言
っ
て
い
る 

智
恵
子
が
両
手
を
あ
げ
て
呼
び
か
へ
す 

︒ 

ち
い 

︑
ち
い 

︑
ち
い
ー 

両
手
の
貝
を
千
鳥
が
ね
だ
る 

智
恵
子
は
そ
れ
を
ぱ
ら
ぱ
ら
投
げ
る 

︒ 

群
れ
立
つ
千
鳥
が
智
恵
子
を
よ
ぶ
︒ 

 

ち
い 

︑
ち
い 

︑
ち
い 

︑
ち
い 

︑
ち
い
ー 

人
間
商
売
さ
ら
り
と
や
め
て 

も
う 

︑
天
然
の
向
う
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た 

智
恵
子
の
う
し
ろ
姿
が
ぽ
つ
ん
と
見
え
る 

︒ 

一
丁
も
離
れ
た
防
風
林
の
夕
日
の
中
で 

松
の
花
粉
を
あ
び
な
が
ら 

私
は
い
つ
ま
で
も
立
ち
尽
す ﹁ 

千
烏
と
遊
ぶ
智
恵
子
﹂  

 

高
村
光
太
郎
の
妻
智
恵
子
さ
ん
が
︑
九
十
九
里
浜

の
中
央 

︑
豊
海
町
︵
現 

︑
九
十
九
里
町 

︶
真
亀
の
地

に
静
養
に
訪
れ
た
の
は 

︑
昭
和
９
年
５
月
か
ら
︑
⒓

月
ま
で
の
半
年
余
り
だ
っ
た
そ
う
で
す
︒ 

夢
と
芸
術
の
は
ざ
ま
で
心
を
病
み
︑
実
の
妹
の
せ

つ
さ
ん
が
い
る
こ
の
地
︑
黒
松
の
林
の
続
く
海
辺
の

町
︑
白
砂
青
松
の
中
で
静
養
し
た
そ
う
で
す
︒ 

光
太
郎
は
︑
毎
週
東
京
か
ら
汽
車
で
千
恵
子
を
見

舞
い
︑
九
十
九
里
の
大
自
然
と
︑
防
風
林
の
中
で
の

自
由
に
ふ
る
ま
う
智
恵
子
を
見
て
︑
詩
集
﹁
智
恵
子

抄
﹂
に
二
つ
の
詩
を
残
し
ま
す
︒
前
記
の
﹃
千
鳥
と

遊
ぶ
智
恵
子
﹄
と
﹃
風
に
乗
る
智
恵
子
﹄
で
す
︒ 

 

当
時
︑
福
島
の
実
家
豪
商
長
沼
家
︵
酒 

︑
米
な
ど
︶

は
他
人
の
手
に
渡
り
︑
母
親
の
せ
ん
さ
ん
も
真
亀
に

お
ら
れ
た
が
︑
智
恵
子
の
病
い
は
癒
え
ず
︑
東
京
の

病
院
へ
移
り
ま
す
︒
折
紙
や
切
り
絵
に
そ
の
芸
術
性

が
芽
ば
え
︑
５
３
才
で
亡
く
な
る
瞬
間
︑
正
気
と
な

っ
て
命
を
終
え
ま
す
︒
昭
和
１
３
年
１
０
月
５
日
の

こ
と
で
し
た
︒ 

 

月
日
は
流
れ
︑
二
つ
の
戦
争
を
経
験
し
日
本
は
負

け
た
︒
九
十
九
里
の
地
に
米
軍
基
地
が
で
き
た
の
は
︑

昭
和
２
３
年
の
こ
と
で
し
た
︒
智
恵
子
の
い
た
﹁
田

村
別
荘
﹂
は
キ
ャ
ン
プ
地
の
外
で
し
た
が
︑
防
風
林

の
松
林
は
消
え
︑
海
辺
の
砂
浜
は
テ
ン
ト
が
設
営
さ

れ
︑
高
射
砲
が
何
台
も
置
か
れ
た
︒
赤
ト
ン
ボ
と
呼

ば
れ
た
無
人
機
に
向
っ
て
︑
土
︑
日
以
外
は
発
射
訓

練
で
海
は
荒
れ
︑
浜
は
不
漁
と
な
り
︑
地
域
の
風
紀

は
乱
れ
ま
し
た
︒ 

こ
の
頃
︑
ア
イ
オ
ン
台
風
と
い
う
大
き
な
台
風
が

来
た
︒
キ
ャ
ン
プ
は
大
波
を
か
ぶ
り
︑
米
兵
は
大
型

ト
ラ
ッ
ク
に
分
乗
し
て
逃
げ
て
行
き
ま
し
た
︒ 

 

私
は 

︑
小
学
校
へ
入
学
し
た
ば
か
り
で
︑﹁
ア
メ

リ
カ
さ
ん
逃
げ
て
い
く
ね
﹂
と
会
話
し
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
︒
そ
の
後
︑
キ
ャ
ン
プ
は
か
ま
ぱ
こ
兵
舎
に

な
り
︑
毎
日
Ⅿ
・
Ｐ
が
見
廻
る
よ
う
に
な
り
立
入
禁

止
は
続
き
ま
し
た 

︒
約
十
年
︑
昭
和
３
２
年
に
突
然

基
地
は
無
く
な
り 

︑
海
は
静
か
に
な
り
ま
し
た
︒
で

も
︑
海
は
不
漁
続
き
で
若
者
達
の
生
活
は
乱
れ
た
︒

長
欠
児
童
が
増
え
︑
ヒ
ロ
ポ
ン
中
毒
の
若
者
が
続
出

し
た
︒
し
か
し
︑
昭
和
２
９
年
︑
青
年
会
の
メ
ン
バ

ー
で
作
っ
た
俳
旬
の
会
﹁
白
涛
会
﹂
が
中
心
と
な
り
︑

か
つ
て
こ
の
地
に
高
村
光
太
郎
が
来
て
︑
詩
集
﹁ 

智

恵
子
抄
﹂
の
中
に
二
つ
の
詩
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
︑

地
区
の
浄
化
を
計
り
︑
詩
碑
建
立
の
運
動
と
な
っ
た

の
で
す
︒ 

詩
碑
建
立
の
資
金
集
め
の
た
め
︑
県
内
同
好
者
の

協
力
で
俳
旬
大
会
を
開
い
た
り
︑
町
行
政
へ
の
働
き

か
け
も
し
た
︒
ま
た
︑
旬
集
︵
篠
崎
青
童
句
集
﹁
鍬

ダ
コ
人
生
﹂︶
を
一
五
〇
円
で
販
売
も
し
た
︒
ま
さ
に

篠
崎
さ
ん
は
旬
碑
設
立
の
発
案
者
で
し
た
︒ 

映
画
﹁
智
恵
子
抄
﹂
の
上
映
は
︑
婦
人
会
や
青
年

団
の
協
力
で
入
場
券
を
売
り
︵
大
人
七
十
円
︑
中
学

生
二
十
円
︶︑
ま
た
行
政
の
協
力
も
あ
っ
て
基
地
が
あ
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っ
た
近
く
に
歌
碑
は
建
ち
ま
し
た
︒ 

 
石
材
は
︑
久
我
貞
三
郎
氏
所
有
の
根
府
川
石
で
︑

小
川
屋
石
材
店
で
施
行
し
た
︒
文
字
は
︑
光
太
郎
の

第
跡
の
も
の
を
拡
大
し
︑
太
平
洋
を
見
お
ろ
す
美
し

い
風
紋
の
続
く
砂
丘
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
︒ 

こ
こ
に
い
た
る
ま
で
草
野
心
平
さ
ん
の
ご
協
力
は

大
で
し
た
︒ 

 

除
幕
式
は
昭
和
三
六
年
七
月
⒖
日
︑
光
太
郎
の
没

後
６
年
の
こ
と
で
し
た
︒
式
で
は
︑
草
野
心
平
さ
ん

や
光
太
郎
の
弟
さ
ん
の
祝
辞
は 

︑
息
子
さ
ん
が
代
読

さ
れ
た
︒ 

智
恵
子
の
実
妹
せ
つ
さ
ん
は
︑
孫
の
ち
え
ち
ゃ
ん

︵
１
歳
︶
を
だ
っ
こ
し
て
幕
を
引
き
︑
と
て
も
感
動

的
な
も
の
で
し
た
︒
さ
ら
に
白
涛
会
の
メ
ン
バ
ー
の

詩
の
朗
読
や
当
地
の
獅
子
舞
の
披
露
も
あ
り
ま
し
た
︒

当
日
は
地
引
き
網
も
や
り
ま
し
た
が
大
量
に
と
れ
た

鯵
の
タ
タ
キ
は
︑
大
好
評
だ
っ
た
と
か･･･

︒
私
は
当

時
１
９
才
で
宴
会
に
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
室
生

朝
子
さ
ん
や
︑
東
京
か
ら
の
お
客
様
も
い
っ
ば
い
で
︑

晴
れ
や
か
な
想
い
出
と
し
て
脳
裏
に
残
っ
て
い
ま
す
︒ 

 

多
く
の
報
道
も
あ
っ
た
の
で
︑
そ
の
後
︑
拓
本
を

と
り
に 

来
る
人
も
い
て
︑
白
涛
会
員
で
バ
ケ
ツ
と
タ

ワ
シ
を
持
っ
て
墨
を
洗
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒ 

そ
の
後 

︑
国
民
宿
舎
九
十
九
里
セ
ン
タ
ー
が
建
ち
︑

海
沿
い
に
は
有
料
の
波
乗
り
道
路
が
で
き
ま
し
た
︒

詩
碑
は
少
し
移
動
し
ま
し
た
︒
現
在
は
土
地
を
高
く

し
た
の
で
そ
こ
か
ら
は
海
か
見
え
ま
す
︒
で
も
︑
ち

ょ
っ
と
淋
し
い
感
は
あ
り
ま
す
︒ 

広
い
砂
丘
の
風
紋
の
上
に
︑
千
鳥
の
ち
い
さ
い
足

跡
を
見
つ
け
︑﹁
人
間
商
売
さ
ら
り
と
や
め
て
︑
も
う

天
然
の
向
う
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
の
智
恵
子
の
碑

は 

︑
こ
の
町
に
︑
今
も
平
和
の
礎
と
し
て
凜
と
建
っ

て
い
ま
す
︒ 

 

九
十
九
セ
ン
タ
ー
は
平
成
７
年
﹁
サ
ン
ラ
イ
ズ
九

十
九
里
﹂
と
な
り
ま
し
た
︒
今
は
民
営
と
な
り
モ
ダ

ン
な
弓
形
の
建
物
が
目
を
引
き
ま
す
︒ 

当
時
の
若
者
達
が
望
ん
だ
九
十
九
里
町
は
︑
現
在

サ
ー
フ
ィ
ン
が
盛
ん
な
町
へ
と
変
貌
を
遂
げ
︑
ま
た

お
い
し
い
観
光
地
と
し
て
︑
平
和
な
町
に
な
り
ま
し

た
︒ 光

太
郎
さ
ん
は
最
愛
の
妻
を
亡
く
し
︑
岩
手
の
山

中
で
自
給
自
足
の
生
活
を
し
な
が
ら
時
々
東
京
に
戻

り
裸
婦
像
も
刻
っ
て
は
い
た
が
そ
れ
ら
の
作
品
は
︑

限
り
な
く
千
恵
子
の
面
影
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
︒
そ

し
て
厳
し
い
雪
国
の
暮
し
の
中
で
︑
心
は
い
つ
も
智

恵
子
さ
ん
と
一
緒
と
そ
の
形
身
の
綿
入
れ
は
ん
こ
を

着
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
︒ 

 

 

建
立
当
時
の
こ
と
を
︑
今
伝
え
た
い
と
思
い
︑
お

ぽ
ろ
げ
乍
ら
の
記
憶
と
︑
白
涛
会
の
メ
ン
バ
ー
の
書

い
た
も
の
を
参
考
に
し
︑
こ
こ
に
書
き
あ
げ
ま
し
た
︒ 

 

 

泥
面
子
は
現
在
の
お
は
じ
き
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で

素
焼
き
で
で
き
て
い
ま
す
︒
裏
の
畑
で
妻
が
拾
い
集

め
た
泥
面
子
は
︑
面
が
非
常
に
面
白
い
で
す
︒ 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ク
ラ
ブ
︵
元
の
老
人
ク
ラ
ブ
︶
の

智恵子抄の碑（九十九里真亀） 

光太郎と智恵子（九十九里真亀） 
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方
々
に
聞
け
ば
何
か
情
報
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
実
物
を
見
て
も
ら
い
ま
し
た
︒﹁
私
も
持
っ

て
い
る
︒
お
は
じ
き
で
は
な
い
の
﹂
等
︑
興
味
を
も

っ
て
見
て
頂
き
ま
し
た
結
果
︑
九
十
九
里
郷
土
研
究

会
の
媒
氏
に
聞
い
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒ 

早
速
電
話
し
た
と
こ
ろ
︑
泥
面
子
に
詳
し
い
方
を

紹
介
す
る
か
ら
大
網
の
郷
土
史
研
究
会
に
来
る
と
良

い
と
い
う
こ
と
で
︑
実
物
を
持
っ
て
出
か
け
ま
し
た
︒︒

人
の
繋
が
り
と
い
う
の
は
人
を
高
め
て
い
く
の
だ
と

実
感
し
ま
し
た
︒
そ
の
方
は
茂
原
市
史
調
査
執
筆
委

員
を
や
ら
れ
て
い
る
方
で
古
山 

豊
氏
と
い
う
方
で
す
︒︒ 

講
演
さ
れ
た
時
の
資
料
︵
茂
原
市
美
術
館
・
郷
土

資
料
館
第
三
回
セ
ミ
ナ
ー
の
時
の
講
演
内
容
︶
の
中

か
ら
泥
面
子
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介

し
ま
す
︒ 

大
き
さ
は
一
．
五
～
三
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
小
品
で

す
︒
面
の
内
容
は
人
面
・
恵
比
須
・
お
か
め
・
米

俵
・
力
士
・
歌
舞
伎
役
者
・
縁
起
物
・
文
字
等
々
い

ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
︒ 

又
︑
石
膏
の
型
も
収
集
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
︒
発
見
場
所
に
つ
い
て
は
︑
市
川
・
船
橋
・
千

葉
・
市
原
な
ど
東
京
湾
岸
地
域
の
畑
の
中
か
ら
出
土

し
て
い
る
の
が
共
通
点
で
す
︒
私
の
聞
き
取
り
で
は

我
孫
子
の
台
地
か
ら
多
く
取
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で

す
︒
太
平
洋
側
か
ら
の
発
見
は
少
な
い
︒
大
網
白
里

市
柳
橋
・
九
十
九
里
町
片
貝
︵
下
モ
谷
︶
聞
き
取
り

で
は
山
武
市
蓮
沼
イ
・
一
宮
町
・
岬
町
の
二
町
に
つ

い
て
は
︑
市
立
市
川
歴
史
博
物
館
資
料
集
泥
面
子
に

よ
る
も
の
で
す
︒
同
じ
資
料
か
ら
遊
び
方
に
つ
い
て

原
文
の
ま
ま
の
せ
る
と
︑
正
徳
二
年
︵
一
七
一
二
︶

刊
の
﹃
和
漢
三
寸
図
会
﹄
に
﹁
意
銭
︵
ぜ
に
う
ち
︶﹂

と
い
う
遊
び
が
描
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
俗
に
﹁
穴

一
﹂
と
も
呼
ば
れ
︑
銭
を
投
げ
て
勝
敗
を
競
う
賭
博

的
要
素
の
強
い
遊
び
で
︵
中
略
︶
大
人
の
行
動
を
見

て
子
供
た
ち
の
遊
び
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の

だ
ろ
う
と
記
し
て
い
ま
す
︒ 

な
お
︑
古
山 

豊
氏
の
講
演
資
料
に
も
歴
史
・
遊
び

方
に
つ
い
て
も
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

な
お
︑﹃
遊
ん
で
集
め
て
﹁
泥
面
子
﹂
の
世
界
︑
リ

ー
フ
レ
ッ
ト
京
都
︵
岡
田
麻
衣
子
︶﹄
に
も
泥
面
子
に

つ
い
て
も
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

今
後
は
︑
太
平
洋
側
の
出
土
し
た
泥
面
子
か
ら
調

査
出
来
た
ら
う
れ
し
い
と
思
い
ま
す
︒ 

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
資
料
を
心
よ
く
提
供
し
て

頂
い
た
古
山 

豊
先
生
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に

情
報
紹
介
し
て
頂
い
た
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

 

 

﹁
御
成
街
道
﹂
は
︑
徳
川
家
康
が
九
十
九
里
方
面

で
の
鷹
狩
り
の
た
め
に
︑
船
橋
か
ら
東
金
の
間
に
造

ら
れ
た
︑
約37km

の
ほ
ぼ
一
直
線
の
街
道
で
す
︒
慶
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長
十
八
年
十
二
月
十
二
日
︵1614

年1

月21

日
︶
に

着
工
し
︑
翌
慶
長
十
九
年
一
月
七
日
︵1614

年2

月

15
日
︶
に
竣
工
す
る
ま
で
の
︑
ひ
と
月
足
ら
ず
で
造

ら
れ
ま
し
た
︒ 

御
成
街
道
の
研
究
で
名
高
い
生
前
の
本
保
弘
文
氏
に

よ
る
解
説
動
画
のQ

R
コ
ー
ド
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
︒ 

      

ま
た
︑
千
葉
市
公
式
チ
ャ
ン
ネ
ル
﹁
御
成
街
道
と
御

茶
屋
御
殿
跡
﹂
の
解
説
も
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
︒ 

  
     

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
のQ

R

コ
ー
ド
リ
ー
ダ
で
読
み
込
ん

で
︑
表
示
さ
れ
るU

RL

を
タ
ッ
プ
す
る
と
映
像
が
表
示
さ
れ

ま
す
︒
冒
頭
で
広
告
が
流
れ
ま
す
が
︑
数
秒
後
に
は
ス
キ
ッ
プ

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒ 

 

 

四
月
十
九
日
︵
土
︶ 

 

総
会
・
記
念
講
演 

﹁
真
珠
湾
攻
撃
を
空
撮
し
た
海
軍
士
官
﹂ 

八
角 

俊
氏 

五
月
十
七
日
︵
土
︶ 

 

講
演
会
・
会
員
発
表 

﹁
白
幡
八
幡
神
社
を
訪
ね
て
﹂
鈴
木
陽
子
氏 

﹁
続
・
三
治
郎
物
語
﹂
内
山
い
つ
氏 

六
月
二
十
一
日
︵
土
︶ 

古
文
書
講
座 

﹁
伊
能
忠
敬
の
手
紙
﹂
川
島
秀
臣
氏 

七
月
十
九
日
︵
土
︶ 

 

講
演
会
・
会
員
発
表 

﹁
能
面
の
こ
と
﹂
鈴
木
克
久
氏
︵
元
・
教
育
長
︶ 

会
員
発
表 

 

木
村
一
夫
氏 

九
月
二
十
日
︵
土
︶ 

 

講
演
会 

﹁
特
別
展
の
思
い
出
あ
れ
こ
れ
﹂ 

鈴
木
幸
子
氏
︵
元
大
網
白
里
市
教
育
委
員
会
職
員
︶ 

十
月
十
八
日
︵
土
︶ 

 

文
学
歴
史
散
歩 

※
行
程
等
は
別
途
ご
案
内
し
ま
す 

十
一
月
上
旬 

 
 

 
 

町
民
文
化
祭
参
加 

一
月
十
七
日
︵
土
︶ 

 
新
年
会 

二
月
二
十
一
日(

土) 
 

講
演
会 

﹁
片
貝
の
生
ん
だ
文
化
人
中
西
月
華･

三
郎
父
子
の

生
涯
﹂ 

 
 

 

齊
藤 
功
氏 

三
月
二
十
一
日(

土) 
 

役
員
会 

  

編
集
後
記 

昨
年
十
二
月
に
引
き
続
き
︑
郷
土
研
通
信
第
十
六
号

を
お
届
け
し
ま
す
︒ 

今
回
も
︑
会
員
の
皆
様
方
か
ら
素
晴
ら
し
い
原
稿
の

数
々
を
お
寄
せ
頂
い
た
こ
と
で
︑
充
実
し
た
内
容
に
な

り
ま
し
た
︒ 

さ
て
︑
今
年
度
よ
り
毎
月
第
三
土
曜
日
の
会
合
を
毎

月
行
う
こ
と
に
致
し
ま
し
た
︵
但
し
八
月
と
十
二
月
は

休
会
で
す
︶︒
そ
れ
に
よ
り
︑
昨
年
度
は
年
四
回
行
っ
た

講
演
会
は
年
六
回
と
増
や
さ
れ
ま
す
︒
場
所
は
い
ず
れ

も
町
の
中
央
公
民
館
で
す
︒
ま
た
︑
十
一
月
に
予
定
さ

れ
て
い
る
町
民
文
化
祭
に
も
︑
例
年
通
り
郷
土
研
究
会

と
し
て
充
実
し
た
展
示
を
行
い
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
︒ 今

後
と
も
郷
土
研
究
会
を
ご
支
援
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

 
 

 
 

︵
安
達
和
夫
︶ 

 

（前編） 

（後編） 

本保弘文氏 


