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昭和50年代の小良ヶ浜漁港
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小
良
ヶ
浜
行
政
区
は
、
言
葉
づ
か
い
は
荒
い
が
、
気
持
ち
は
み
ん
な
つ
な
が
っ
て
い

て
、
ま
と
ま
り
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。
行
政
区
の
た
め
に
皆
さ
ん
協
力
し
て
く
れ
る

の
が
良
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
思
い
出
と
し
て
心
に
残
っ
て
い
る
行
政
区
対
抗
の

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
。
気
持
ち
は
勝
負
に
こ
だ
わ
っ
て
、
皆
さ
ん
協
力
し
て
ま
と
ま
っ

て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
行
政
区
内
に
あ
る
神
社
や
薬
師
堂
な
ど
に
対
し
て
は
皆
さ
ん
協
力
し
て
積
み

立
て
し
た
り
、
お
金
出
し
合
っ
て
寄
付
し
た
り
、
例
を
挙
げ
れ
ば
、
六
地
蔵
や
日
吉
神

社
、
東
堂
様
、
あ
と
県
道
の
慰
霊
碑
な
ど
。
大
切
な
も
の
は
ち
ゃ
ん
と
祀
っ
て
供
養
し

ま
し
ょ
う
と
い
う
考
え
を
皆
さ
ん
持
っ
て
い
ま
す
。

小
良
ヶ
浜
行
政
区
が
今
回
、
今
ま
で
の
歴
史
の
本
を
作
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と

き
に
、
私
が
一
番
頭
に
置
い
た
の
は
、
東
京
電
力
の
問
題
で
小
良
ヶ
浜
行
政
区
が
自
然

消
滅
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
回
の
東
京
電
力
の
事
故
で
小
良
ヶ
浜

の
歴
史
が
ぷ
つ
ん
と
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
な
る
の
は
一
番
寂
し
い
。
ぜ
ひ
と
も
昔
か
ら
の

小
良
ヶ
浜
行
政
区
を
知
っ
て
い
る
地
元
の
皆
さ
ん
に
協
力
願
っ
て
残
し
た
い
と
思
い
ま

し
た
。

や
は
り
、
先
祖
が
小
良
ヶ
浜
で
歩
ん
で
き
た
道
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
子
供
た
ち
や
孫

た
ち
に
「
小
良
ヶ
浜
行
政
区
と
い
う
も
の
は
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
あ
っ
た
ん
だ
」
と
つ

な
い
で
い
く
た
め
に
、
半
永
久
的
に
本
と
し
て
残
し
た
い
。
本
が
あ
る
限
り
は
、
小

良
ヶ
浜
の
歴
史
が
分
か
り
ま
す
か
ら
。

ぜ
ひ
こ
れ
か
ら
、
子
供
た
ち
や
孫
た
ち
に
「
私
の
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
お
じ
い

ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
こ
う
い
う
と
こ
に
い
た
よ
」
と
い
う
こ
と
を
誇
り
に
し
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
初
春

小
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かつては塩炊き釡が並んだ海岸線

昭和46年（1971）の小良ヶ浜漁港
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11

1
東
堂
山
塔

う
ち
の
近
く
の
三
叉
路
、
東
堂
さ
ん
に
皆
、

幣
束
を
あ
げ
て
い
た
。
秋
口
、
赤
飯
な
ん
か
も

あ
げ
た
。
秋
収
穫
終
わ
っ
て
そ
の
頃
。

（
大
岩
一
彦
さ
ん
聞
き
取
り
）

2
旧
墓
地
六
地
蔵
尊

お
墓
も
海
っ
端
で
う
ち
の
じ
い
様
が
区
長
の

時
に
浸
食
が
酷
い
の
で
移
そ
う
と
な
っ
た
。
相

当
古
い
、
小
さ
い
頃
に
肝
試
し
「
墓
石
の
裏
に

お
骨
見
て
く
る
か
」
今
は
あ
ら
か
た
共
同
墓
地

に
移
動
し
た
。
　
　（
関
根
亮
一
さ
ん
聞
き
取
り
）

3
作
業
所
（
跡
）

三
叉
路
の
と
こ
ろ
に
作
業
場
。
三
叉
路
の
北

の
方
、
作
業
所
、
下
は
土
間
コ
ン
ク
リ
ー
ト
二

階
建
、
二
階
は
な
ん
も
な
い
。
区
切
り
な
く
大

広
間
、
畳
引
い
た
。
行
政
区
の
会
合
や
っ
た
り
、

い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
た
。
選
挙
投
票
所
と
し
て

も
使
用
し
た
。
行
政
区
の
物
。

（
大
岩
一
彦
さ
ん
聞
き
取
り
）

4
火
葬
場

火
葬
場
は
土
手
に
、
窪
み
作
っ
て
そ
の
中
で

焼
い
た
。
窪
み
作
っ
て
る
だ
け
。
そ
こ
に
棺
箱

置
い
て
、
上
に
薪
と
か
な
ん
か
を
置
い
た
。
火

葬
す
る
と
こ
は
見
た
こ
と
な
い
。
多
分
棺
の
上

に
薪
と
か
そ
う
い
う
も
の
被
せ
て
焼
く
ん
だ
と

思
う
。
　
　
　
　
　（
大
友
正
昭
さ
ん
聞
き
取
り
）

5
水
神
・
6
風
神
・
7
雷
神

小
良
ヶ
浜
は
水
田
が
あ
る
が
、
天
水
田
が
多

く
日
照
り
に
弱
い
。
日
照
り
が
長
く
続
く
と
昭

和
初
期
ま
で
農
家
三
〇
戸
く
ら
い
で
庄
屋
が
先

頭
に
な
っ
て
雨
乞
い
を
し
た
。
蓑
着
て
笠
被
っ

て
、
焚
き
火
。
小
良
ヶ
浜
の
上
の
道
路
沿
い
に

水
神
・
風
神
・
雷
神
の
三
社
が
あ
り
、
そ
の
前

に
集
ま
っ
て
雨
乞
い
を
し
た
。「
♪
ほ
ー
い
ほ

い

沖
の
方
か
ら

黒
い
雲
が

出
て
き
て

ほ
ー
い
」
そ
れ
に
掛
け
声
合
わ
せ
て
「
♪
ざ
あ

ざ
あ
と
降
っ
て
こ
い

ほ
ー
い
ほ
い
」
と
。

（
大
友
正
昭
さ
ん
聞
き
取
り
）

8
赤
坂
神
社

年
に
一
回
の
赤
坂
の
祭
り
。
神
社
は
萱
ぶ
き

だ
っ
た
け
ど
こ
れ
を
直
し
て
修
築
し
て
俺
は
樽

神
輿
や
っ
た
。
そ
の
と
き
そ
れ
な
ら
神
社
皆
集

め
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
な
っ
て
。
山
王
様
も
持
っ

て
き
た
ん
だ
よ
な
。
あ
と
一
つ
持
っ
て
き
た
、

権
現
様
、
浜
か
ら
ち
ょ
っ
と
高
い
山
に
あ
る
。

あ
と
は
小
良
浜
で
は
田
の
神
様
、
水
神
様
な
ん

か
も
合
わ
せ
て
で
（
祠
が
）
五
つ
あ
る
の
か
な
。

五
つ
六
つ
あ
る
ん
だ
わ
。
堤
に
も
あ
る
し
水
神

様
っ
て
。
　
　
　
　（
佐
藤
乙
丸
さ
ん
聞
き
取
り
）

8 赤坂神社 6 風神 5 水神7 雷神

3 作業所（跡） 2 旧墓地六地蔵 1 東堂山塔

F福島県緑の文化財指定のヤブツバキ

第
一
二
章
「
廣
畑
義
雄
氏
の
事
績
」
参
照

9
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
案
内
板

01
赤
坂
神
社

赤
坂
神
社
由
緒

氏
子
役
員
変
遷
表

行
政
区
内
の
社
祠
ま
と
め

11
共
同
墓
地
内
の
案
内
板

F
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語られる小良ヶ浜  大岩一彦さん

େ
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ợ
地
Ҭ
の
活
動
の

ͳ
͠
Ụ

昔
は
境
川
の
手
前
の
浜
で
、
行
政
区
の
運
動
会
な
ん
か

や
っ
た
ん
だ
よ
。
昭
和
三
十
年
代
か
な
、
忘
れ
た
け
れ
ど

も
。
二
回
か
三
回
や
っ
た
よ
う
な
記
憶
あ
る
な
。
駆
け
足

と
か
、
あ
の
頃
パ
ン
食
い
競
争
な
ん
か
も
、
何
か
お
菓
子

か
何
か
出
て
や
っ
た
よ
う
な
記
憶
あ
る
ね
。

そ
れ
と
、
赤
坂
神
社
。
お
祭
り
と
い
う
か
芸
、
あ
そ
こ

で
南
側
に
舞
台
な
ん
か
作
っ
て
、
芸
能
祭
な
ん
か
や
っ
た

の
も
記
憶
に
あ
り
ま
す
。
青
年
団
と
か
婦
人
会
で
。

ợ
海
と
地
ܗ
の

ͳ
͠
Ụ

子
ど
も
の
頃
は
湾
洞
に
よ
く
行
き
ま
し
た
。
湾
洞
の
南

側
の
川
あ
る
か
ら
ね
。
橋
の
沢
っ
て
い
っ
て
。
あ
の
川
に
、

昔
は
う
な
ぎ
な
ん
か
あ
が
っ
た
ん
だ
よ
。
崖
に
な
っ
て
な

か
っ
た
か
ら
ね
。
砂
浜
で
な
だ
ら
か
に
流
れ
て
た
川
だ
っ

た
か
ら
、
あ
が
っ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
そ
れ
で
ね
、
川
の
記

憶
あ
る
。
川
遊
び
し
て
る
と
、
う
な
ぎ
の
稚
魚
が
チ
ョ
チ

ョ
チ
ョ
、
チ
ョ
チ
ョ
チ
ョ
川
あ
が
っ
て
い
っ
た
の
を
覚
え

て
い
ま
す
。
あ
の
頃
、
田
ん
ぼ
な
ん
か
基
盤
整
備
な
ん
か

し
て
な
い
か
ら
。
綺
麗
な
水
が
流
れ
て
た
ん
だ
ろ
う
ね
。

う
ち
の
姉
な
ん
か
も
ね
、
あ
そ
こ
で
夏
、
水
遊
び
し
た

ら
し
い
か
ら
。
水
の
流
れ
で
深
く
掘
れ
て
た
と
こ
ろ
あ
る

ん
だ
よ
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
遊
ん
だ
み
た
い
。
そ
ん

な
話
聞
き
ま
し
た
。

ợ
墓
地
と
இ
Ո
の

ͳ
͠
Ụ

俺
、
龍
台
寺
な
の
。
小
良
ヶ
浜
の
佐
藤
系
統
は
大
体
地

蔵
院
だ
ね
。
大
岩
、
関
根
の
一
部
は
龍
台
寺
。

そ
れ
で
ね
、
大
昔
は
小
良
ヶ
浜
の
お
墓
の
反
対
の
ほ
う

に
お
墓
あ
っ
た
っ
て
聞
い
た
ん
だ
よ
ね
。
道
路
挟
ん
で
反

対
側
、
だ
か
ら
北
側
か
。
何
か
小
良
ヶ
浜
の
集
会
所
の
古

文
書
み
た
い
な
の
に
な
か
っ
た
か
な
ん
だ
か
。
あ
っ
た
ら

し
い
ん
だ
よ
ね
。
う
ち
の
親
父
に
聞
い
て
た
な
。

ợ
௨
ֶ
࿏
と
地
໊
と
ό
ε
ఀ
の

ͳ
͠
Ụ

バ
ス
停
で
は
相
馬
小
良
浜
っ
て
い
う
と
こ
ろ
あ
っ
た
か

ら
ね
。
灯
台
入
り
口
と
か
な
、
関
根
商
店
の
辺
。
三
叉
路

に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
赤
坂
だ
っ
た
な
。
ず
っ
と
富
岡
の
ほ

う
に
向
か
っ
て
は
、
上う
え
ま
つ松

か
。
あ
そ
こ
は
な
ん
だ
。
深
谷

の
集
会
所
あ
る
辺
に
も
あ
っ
た
ん
だ
よ
な
バ
ス
停
が
。
あ

そ
こ
上
松
だ
っ
た
な
。
あ
と
ず
っ
と
行
っ
て
、
あ
と
住
宅

前
っ
て
い
う
の
も
あ
っ
た
よ
。
深
谷
に
入
っ
て
か
ら
。
長

屋
だ
け
ど
な
。
無
縁
故
住
宅
っ
て
言
っ
て
た
ん
だ
よ
。
た

だ
バ
ス
停
は
住
宅
前
っ
て
な
っ
て
た
け
ど
。

大
熊
分
、
坂
の
上
に
「
対
面
場
」（
バ
ス
停
）
あ
っ
た
。

た
だ
、
バ
ス
に
乗
っ
て
大
熊
町
の
ほ
う
に
は
出
た
こ
と
は

な
い
ん
だ
。
や
っ
ぱ
赤
坂
か
ら
町
ま
で
。

（
小
中
）
学
校
に
は
歩
い
た
り
、
バ
ス
来
た
と
き
は
バ
ス

で
行
っ
た
り
し
ま
し
た
ね
。
四
キ
ロ
あ
る
。
小
学
校
の
頃

は
バ
ス
で
通
っ
た
り
、
雨
の
時
は
バ
ス
だ
っ
た
ね
。
あ
と

天
気
の
い
い
時
は
歩
き
。
あ
と
中
学
生
ぐ
ら
い
に
な
っ
て

か
ら
は
も
う
自
転
車
だ
っ
た
ね
。

あ
の
道
路
、
深
谷
通
っ
て
、
満
開
に
出
て
、
富
岡
に
行

っ
た
よ
。
砂
利
道
だ
っ
た
な
あ
の
頃
。
そ
れ
で
ね
、
中
学

校
の
頃
だ
か
、
満
開
辺
り
常
磐
線
の
ガ
ー
ド
の
先
、
六
号

国
道
つ
く
っ
て
た
の
。
ガ
ー
ド
過
ぎ
て
か
ら
ず
っ
と
あ
そ

こ
岩
、
掘
削
し
て
た
か
ら
ね
。
そ
の
と
き
ね
、
左
側
通
っ

て
自
転
車
乗
ら
な
い
で
引
っ
張
っ
て
行
っ
て
。
後
ろ
の
荷

台
に
弁
当
つ
け
て
た
ん
だ
。
そ
こ
に
ダ
ン
プ
に
積
ん
で
た

岩
が
落
ち
た
ん
だ
。
ど
さ
ー
っ
と
。
自
転
車
の
荷
台
に
。

学
校
に
行
っ
て
お
昼
に
開
け
た
ら
ば
、
弁
当
が
潰
れ
て
た

の
。
そ
ん
な
記
憶
あ
る
。

思
い
出
の
場
所
、
満
開
。
満
開
は
、
小
浜
と
王
塚
の
ち

ょ
う
ど
中
間
。「
田
中
瓦
屋
」
か
ら
ち
ょ
っ
と
小
良
ヶ
浜

に
向
か
っ
て
き
て
、
町
営
住
宅
の
ち
ょ
っ
と
手
前
。
右
の

ほ
う
に
あ
が
っ
て
行
く
道
路
あ
っ
た
で
し
ょ
。
あ
そ
こ
に

「
満
開
」
っ
て
い
う
停
留
所
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
あ
の
頃
あ

の
道
路
ま
だ
あ
ん
な
拡
張
し
て
な
か
っ
た
か
ら
な
。

ợ
小
良
ヶ
浜
の
༗
໊
人
の

ͳ
͠
Ụ

小
良
ヶ
浜
で
有
名
な
の
は
杉
沢
太
一
さ
ん
だ
。
あ
と
は

ね
、
い
ろ
ん
な
物
知
り
っ
て
い
う
か
、
私
の
お
ば
さ
ん
の

関
根
千
代
さ
ん
。
お
ば
さ
ん
は
小
良
ヶ
浜
の
こ
と
な
ん
で

も
知
っ
て
る
ん
だ
よ
ね
。
あ
と
数
字
に
も
あ
か
る
い
し
、

書
く
の
も
ピ
カ
イ
チ
。
達
筆
だ
っ
た
ん
だ
な
。
俳
句
な
ん

か
も
や
っ
て
た
よ
ね
。

お
ば
さ
ん
は
ね
、
仕
事
で
も
な
ん
で
も
ね
、
男
勝
り
な

ん
だ
よ
ね
。
動
き
方
、
農
具
の
使
い
方
。
あ
と
書
く
こ
と
、

読
む
こ
と
、
な
ん
で
も
ピ
カ
イ
チ
だ
っ
た
な
。
お
ば
さ
ん

の
小
学
校
時
代
の
、
通
信
簿
が
う
ち
出
て
き
た
の
。
み
ん

な
優
良
だ
。
今
で
い
え
ば
オ
ー
ル
五
っ
て
や
つ
。

ợ
石
碑
・

の

ͳ
͠
Ụ

赤
坂
神
社
に
は
ね
、
金
毘
羅
神
社
も
あ
る
よ
ね
。
あ
と

馬
頭
観
音
か
。
あ
と
赤
坂
神
社
の
狛
犬
も
あ
る
よ
ね
。
鳥

居
の
そ
っ
ち
（
東
）
だ
と
思
っ
た
な
。
う
ん
。
そ
う
だ
な
。

あ
と
ね
、
う
ち
の
親
父
に
聞
い
て
た
ん
だ
け
ど
、
小
良

ヶ
浜
っ
て
い
う
の
は
他
の
部
落
よ
り
神
社
が
多
い
な
っ
て

言
っ
て
た
な
。
大
き
な
祠
は
な
い
け
ど
も
、
あ
る
ね
神
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མ
の

ͳ
͠
Ụ

あ
の
時
（
飛
行
艇
が
墜
落
し
た
時
）
は
田
植
の
と
き
ね
、

六
月
頃
で
し
ょ
う
。
そ
の
時
、
よ
く
私
ら
苗
取
り
な
ん
か

に
大
人
に
く
っ
つ
い
て
行
く
と
、
大
人
た
ち
が
ね
、
夜
、

霧
が
あ
っ
て
、（
飛
行
艇
が
墜
落
し
た
時
は
）
こ
う
い
う
時

だ
っ
た
ん
だ
よ
っ
て
よ
く
、
教
え
て
く
れ
た
の
。

も
う
み
ん
な
で
行
っ
て
、
船
と
い
う
か
、
飛
行
艇
が
ね
、

崖
に
ぶ
つ
か
っ
て
落
ち
た
ん
で
す
よ
ね
。
ま
た
す
ご
い
そ

の
と
き
の
、
か
わ
い
そ
う
だ
っ
た
と
言
っ
て
ね
。
ア
ッ
ツ

島
か
な
、
北
の
方
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
く
る
若
い
飛
行
士

と
い
う
か
、
将
校
さ
ん
達
二
十
二
、
三
歳
位
の
人
達
だ
っ

た
と
言
っ
た
よ
。（
墜
落
し
た
後
、
遺
体
を
）
昔
、
湾ワ
ン
ド洞

に

ね
、
ず
っ
と
並
べ
た
ん
だ
っ
て
。
凄
か
っ
た
よ
っ
て
、
よ

く
私
ら
よ
り
上
の
人
た
ち
が
教
え
て
く
れ
た
け
ど
ね
。

そ
し
て
、
後
年
に
な
っ
て
石
碑
を
建
て
た
ん
で
し
ょ
う
。

あ
れ
は
、
も
う
随
分
た
っ
て
か
ら
で
す
よ
ね
。
ど
う
し
て

も
、
あ
の
湾
洞
の
と
こ
、
あ
そ
こ
は
霧
が
深
く
て
、
崖
が

切
り
立
っ
て
い
て
ね
。
よ
く
船
な
ん
か
も
難
破
し
た
り
し

た
の
で
、
小
良
ヶ
浜
に
灯
台
建
て
た
ん
で
す
よ
ね
。

ợ
ኍ
ാ
ٛ
༤
ࢯ
の
ॻ
ಓ
क़
の

ͳ
͠
Ụ

（
夫
で
あ
っ
た
義
雄
氏
が
教
職
員
を
）
辞
め
て
か
ら
だ
か
ら
、

今
か
ら
三
〇
年
位
前
に
な
る
よ
ね
。
子
供
た
ち
は
学
校
か

ら
家
に
戻
ら
な
い
で
、
帰
っ
て
く
る
と
す
ぐ
ラ
ン
ド
セ
ル

背
負
っ
た
ま
ま
（
塾
に
）
来
た
よ
ね
。「
お
習
字
や
り
た
い

で
す
」
っ
て
。
習
字
道
具
と
か
置
き
っ
放
し
だ
っ
た
り
し

て
い
た
ん
で
。
塾
に
な
っ
て
い
た
の
が
物
置
の
二
階
だ
か

ら
、
も
う
み
ん
な
（
道
具
）
置
き
っ
放
し
で
し
た
。

あ
の
頃
は
、「
若
草
」
と
い
う
書
道
の
会
に
入
っ
て
い

て
夜
の
森
の
坂
本
雅
流
先
生
た
ち
と
一
緒
に
や
っ
て
い
た

ん
で
す
よ
ね
。
う
ち
は
小
良
ケ
浜
支
部
な
ん
て
い
っ
て
ね
。

そ
ん
な
大
層
な
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
。

ợ
ί

υ
ớ


Ờ
の
ࢥ
͍
ग़
Ụ

（
写
真
を
見
て
）「
こ
れ
は
田
ん
ぼ
」
今
フ
レ
コ
ン
が
い
っ

ぱ
い
置
い
て
あ
る
と
こ
、
あ
の
辺
を
み
ん
な
「
コ
ウ
ド
」、

「
コ
ウ
ド
」
と
よ
く
言
っ
た
ん
で
す
。（
農
作
業
の
際
に
）

コ
ウ
ド
の
ほ
う
に
行
っ
て
く
る
っ
て
よ
く
（
聞
い
て
ま
し

た
）。
耕
す
土
で
「
コ
ウ
ド
か
な
」。
ま
さ
か
…
…
。

（
写
真
を
見
て
）
こ
れ
、
広
い
土
っ
て
書
い
て
あ
る
。
コ

ウ
ド
っ
て
こ
れ
だ
。「
広
土
に
て
」
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

あ
と
、
田
植
終
わ
る
と
、
よ
く
祠
に
ね
、
お
赤
飯
と
か
何

か
持
っ
て
行
っ
た
の
。
田
の
神
様
っ
て
広
土
の
と
こ
の
。

廣畑節子さん

道
路
に
沿
っ
て
山
上
が
っ
て
い
っ
て
、
入
っ
て
上
が
っ
て

い
く
と
こ
な
ん
だ
け
ど
風
神
、
雷
神
、
あ
と
水
神
様
が
三

つ
並
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
ね
。

稲
刈
り
が
終
わ
る
と
、
お
礼
参
り
と
い
っ
て
お
赤
飯
を
、

供
げ
て
い
く
ん
で
す
。
み
ん
な
昔
は
ね
。
田
の
神
様
は
大

事
だ
か
ら
な
ん
て
言
っ
て
ま
し
た
ね
。
子
供
ら
は
ね
、
田

ん
ぼ
に
田
植
に
連
れ
て
い
っ
た
り
さ
れ
る
と
さ
、
退
屈
で
、

あ
の
祠
の
上
の
方
に
登
っ
て
遊
ぶ
の
。
も
う
飽
き
る
と
田

ん
ぼ
の
上
の
方
に
登
っ
て
、
木
苺
採
っ
た
り
し
て
ね
。

ợ
࠭
浜
Ͱ
の
ӡ
動
ձ
の

ͳ
͠
Ụ

昔
は
夏
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
み
た
い
に
境
川
の
と
こ

ろ
か
ら
広
が
る
砂
浜
で
運
動
会
な
ん
か
も
ね
、
砂
浜
で
よ

く
や
っ
た
ん
で
す
よ
。（
今
よ
り
も
砂
浜
が
）
も
っ
と
す
ご

く
広
く
て
。
そ
し
て
、
関
根
商
店
さ
ん
が
ね
、
ア
イ
ス
キ

ャ
ン
デ
ィ
ー
屋
さ
ん
を
出
し
て
。
子
供
た
ち
の
レ
ク
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
ス
イ
カ
割
り
し
た
り
。
そ
れ
は
楽
し

み
だ
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

本
当
、
潮
が
引
く
と
あ
そ
こ
の
砂
浜
は
広
か
っ
た
ん
で

す
よ
。（
運
動
会
に
は
）
小
良
浜
の
子
供
た
ち
と
大
人
も
参

加
し
た
か
ら
。
大
人
も
交
ざ
っ
て
参
加
し
た
か
ら
、
あ
の

頃
で
は
ね
、
四
、
五
十
人
は
集
ま
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か

な
。
大
人
と
子
供
。
結
構
、
あ
の
頃
（
昭
和
四
十
年
代
）
子

供
た
ち
も
多
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
娘
が
生
ま
れ
た
頃
に

な
っ
た
ら
バ
ス
に
乗
る
人
あ
ん
ま
り
い
な
く
な
っ
た
け
ど
、

本
当
は
結
構
子
供
た
ち
も
多
く
て
、
子
供
の
夏
の
運
動
会

と
い
う
と
親
子
で
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
や
っ
た
か
ら
ね
。

子
供
会
の
行
事
み
た
い
に
ね
。

そ
れ
が
後
の
時
代
に
な
っ
て
だ
ん
だ
ん
砂
浜
が
な
く
な

っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
、
あ
そ
こ
ね
。
狭
く
な
っ
て
く
る

か
ら
ね
。
運
動
会
あ
そ
こ
や
め
て
、
違
う
と
こ
で
や
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
夏
休
み
の
お
楽
し
み
み
た
い
な
感
じ

で
し
た
よ
ね
。

そ
し
て
、
岩
場
が
ね
、
も
っ
と
ず
っ
と
（
先
に
）
出
て

い
た
ん
で
す
よ
ね
。
二
軒
く
ら
い
家
も
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。

猪
狩
重
信
さ
ん
と
い
う
人
と
ワ
タ
ナ
ベ
さ
ん
だ
か
、
二
軒

く
ら
い
家
が
あ
り
ま
し
た
。
岩
場
が
崩
れ
て
き
て
危
な
い

か
ら
み
ん
な
山
の
ほ
う
に
移
り
ま
し
た
。
崩
れ
る
と
い
っ

て
み
ん
な
引
っ
越
し
て
き
た
ん
で
す
け
ど
、
も
う
あ
そ
こ

の
通
り
は
結
構
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
岩
か
ら

真
っ
す
ぐ
上
が
る
よ
う
な
感
じ
で
ね
。

ợ
Ԙ
ਬ
͖
の

ͳ
͠
Ụ

私
ら
ね
、
中
学
生
の
頃
は
ね
、
塩
炊
き
と
い
っ
て
海
水

を
汲
ん
で
塩
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
家
で
は
オ
ヒ
デ
さ
ん

と
い
っ
て
、
人
を
頼
ん
で
海
水
を
汲
ん
で
き
て
ね
。
釡
が
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明
治
十
四
年
〜
昭
和
四
十
年
（
八
四
歳
で
没
）。

漁
協
組
合
長
を
五
一
年
間
務
め
、
小
良
ヶ
浜
漁
港
の
開
削

に
尽
力
。

三
瓶
一
見
氏
へ
の
聞
き
取
り
調
査
は
、
昭
和
三
十
年
代
に

行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
ま
す
。
調
査
の
経
緯
や
聞
き
手
が
誰
な

の
か
は
不
明
で
す
が
、
録
音
テ
ー
プ
の
コ
ピ
ー
が
富
岡
町
公

民
館
で
長
く
保
管
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
回
筆
耕
し
た
の
は
、

町
が
管
理
し
て
い
た
コ
ピ
ー
テ
ー
プ
の
音
声
で
す
。
筆
耕
に

当
た
り
、
聞
き
取
れ
な
い
箇
所
は
省
い
て
い
ま
す
。

（

―
：
聞
き
手
）

Ұ
ݟ

そ
れ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
の
も
小
さ
い
お
宮
が
あ
る

も
ん
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
参
拝
を
す
る
。
そ
れ
か

ら
今
度
ま
た
こ
こ
の
庶
務
社
は
太
田
の
八
幡
神
宮

が
こ
こ
の
氏
神
に
な
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。

上
郡
山
の
太
田
に
。
そ
こ
ん
と
こ
ろ
さ
今
度
お
参

り
で
、
ま
た
今
度
は
下
郡
の
四
十
八
社
、
漁
業
関

係
の
人
は
。

―
漁
業
関
係
の
や
つ
ね
。

Ұ
ݟ

え
え
。
お
参
り
に
行
っ
た
も
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は

十
五
日
の
日
で
す
ね
。

―
十
五
日
。

Ұ
ݟ

は
い
。

―
そ
れ
は
、
そ
の
旗
を
立
て
た
り
な
ん
か
し
て
く
る

わ
け
で
す
か
。
大
漁
旗
か
何
か
。

夕
方
三
時
頃
か
ら
草
刈
り
や
っ
ぺ
。
六
時
頃
無
事
に
帰
っ

て
き
て
、
物
置
の
下
で
焼
き
肉
や
る
ん
で
す
よ
、
土
曜
日

の
晩
あ
た
り
。
五
、
六
人
電
話
か
け
る
ん
だ
わ
。
お
い
、

今
日
は
や
る
ぞ
。
そ
う
す
る
と
、
み
ん
な
し
て
自
転
車
で

来
る
ん
だ
わ
い
。
九
時
頃
ま
で
ラ
ジ
オ
か
け
て
何
だ
か
ん

だ
し
ゃ
べ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
図
っ
て
。

Ұ
ݟ

そ
う
で
す
。

―
そ
の
四
十
八
社
に
行
く
と
き
は
何
か
前
祝
い
か
何

か
。

Ұ
ݟ

そ
れ
は
ね
、
大
漁
に
来
た
船
は
ね
、
そ
う
し
て
前

祝
い
だ
い
っ
て
、
ひ
さ
し
の
つ
い
た
と
こ
ろ
の
、

看
板
の
つ
い
た
と
こ
ろ
の
着
物
を
み
ん
な
勢
ぞ
ろ

い
で
着
た
も
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を
着
て
、
そ
う
し

て
旗
を
立
て
て
ね
、
そ
う
し
て
お
参
り
に
行
っ
た

も
ん
で
す
ね
。

―
や
っ
ぱ
り
そ
の
船
の
旗
を
立
て
て
い
く
ん
で
す
ね
。

Ұ
ݟ

え
え
、
そ
う
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
し
て
、
今
度

帰
り
に
は
富
岡
の
町
で
ご
ち
そ
う
を
食
っ
て
ね
、

そ
う
し
て
帰
っ
て
き
た
も
ん
で
す
よ
。

―
面
白
い
で
す
ね
。

Ұ
ݟ

は
い
。
の
ん
き
な
仕
事
し
た
も
ん
で
。

―
の
ん
き
な
時
代
な
ん
で
す
ね
。

Ұ
ݟ

は
い
。

―
あ
と
、
今
度
は
十
七
日
は
…
…
。

Ұ
ݟ

山
の
神
の
お
祝
い
で
す
ね
。
山
の
神
と
い
っ
て
広

土
の
と
こ
ろ
の
田
ん
ぼ
の
脇
に
石
の
お
宮
が
あ
る

ん
で
す
よ
。
そ
こ
さ
行
っ
て
お
参
り
し
た
も
ん
で

す
。
そ
ん
な
こ
と
で
す
。

―
そ
う
で
す
か
。
大
体
一
月
は
そ
ん
な
も
の
で
す
か
。

あ
と
。

Ұ
ݟ

十
五
日
に
は
お
正
月
を
送
っ
た
も
ん
で
す
ね
。

―
正
月
の
送
り
ね
。

Ұ
ݟ

松
飾
り
を
し
て
ね
。
そ
の
松
飾
り
を
今
度
み
ん
な

取
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
し
め
縄
か
ら
何
か
ら

全
部
取
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
で
す

ね
、
浜
へ
持
っ
て
い
っ
て
海
へ
流
し
た
も
ん
で
す

よ
。

―
続
い
て
で
す
ね
、
二
月
は
八
日
の
あ
た
り
で
す
か
。

Ұ
ݟ

二
月
八
日
に
は
ね
、
そ
の
と
き
に
は
今
の
そ
の
門

口
で
す
ね
、
入
れ
る
ほ
う
の
門
口
に
籠
を
ね
、
棒

と
籠
を
つ
る
し
て
、
そ
う
し
て
立
て
た
も
ん
で
す

ね
。
悪
魔
よ
け
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

―
鎌
を
立
て
る
と
い
う
の
は
。

Ұ
ݟ

そ
の
籠
に
こ
う
や
っ
て
鎌
を
別
に
。
そ
い
つ
は
ね
、

や
っ
ぱ
し
悪
魔
よ
け
で
す
ね
。

Ұ
ݟ

そ
れ
か
ら
、
今
度
漁
業
の
ほ
う
を
申
し
上
げ
て
い

る
と
、
こ
こ
で
は
漁
業
関
係
の
人
は
、
漁
業
関
係

の
人
は
で
す
ね
、
正
月
の
二
日
に
は
出
初
め
を
し

て
、
そ
う
し
て
今
度
そ
れ
で
終
わ
り
。
今
度
三
日

以
後
は
ね
、
ウ
タ
セ
船
と
い
っ
て
、
ギ
ス
船
で
も

ウ
タ
セ
船
で
も
い
い
で
す
。
そ
い
つ
で
船
を
沖
へ
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第
一
章

小
良
ヶ
浜
と
͍
͏
地
Ҭ
と
ߦ

۠

Ổ
門
馬
健

富
岡
町
の
北
東
に
位
置
す
る
小
良
ヶ
浜
は
、
町
内
で
も
比
較
的

古
い
記
録
が
残
っ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。『
富
岡
町
史
』
一
巻
で

は
、
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
の
文
献
に
す
で
に
小
良
ヶ
浜
に
比

定
で
き
る
地
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

過
去
の
史
料
か
ら
人
口
規
模
を
み
る
と
、
江
戸
時
代
の
記
録
で

は
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
に
は
七
二
戸
三
四
六
人
（『
町
史
』
別

巻
四
〇
九
頁
）。
明
治
十
七
年
（
一
八
八
四
）
に
は
四
七
戸
三
九
七
人

（『
町
史
』
別
巻
四
六
九
頁
）。
い
ず
れ
も
大
字
小
良
ヶ
浜
の
範
囲
で
あ

る
が
、
江
戸
時
代
後
半
に
飢
饉
に
よ
る
人
口
減
が
あ
っ
た
こ
と
を

町
史
で
は
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
厳
密
な
数
字
は
判
然
と
し
な
い
。

二
〇
一
一
年
二
月
末
時
点
で
の
小
良
ヶ
浜
行
政
区
の
住
民
数
は

一
三
四
世
帯
三
五
九
人
。
深
谷
行
政
区
と
字
市
の
沢
を
含
め
た
大

字
小
良
ヶ
浜
で
は
三
二
八
世
帯
一
、〇
四
四
人
の
規
模
で
あ
っ
た
。

全
町
避
難
か
ら
十
一
年
が
過
ぎ
た
現
在
、
地
域
は
震
災
前
の
姿

か
ら
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
協
力
い
た
だ
け
る
範
囲
の

聞
き
取
り
な
ど
か
ら
、
小
良
ヶ
浜
の
人
び
と
の
営
み
の
一
端
が
見

常磐自動車道
J R常磐線

国道6号

夜ノ森駅
小良ヶ浜
行政区

大字小良ヶ浜

深谷
行政区

富
岡
駅

常磐富岡 IC

字市の沢

小
良
ヶ
浜
の
位
置



歴史編  第二章　小良ヶ浜・小良浜争論

に
関
し
て
は
、「
小
良
ヶ
浜
区
有
文
書
」
に
よ
り
明
治
期
ま

で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
熱
意
や
名
誉
評
価
、
役
員

へ
の
羨
望
な
ど
は
聞
き
取
り
か
ら
し
か
得
ら
れ
な
い
情
報
で

あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
現
代
ま
で
続
い
た
土
葬
文
化
や
葬
送
儀
礼
、

戦
時
中
の
飛
行
艇
事
故
の
目
撃
談
、
昭
和
ま
で
あ
っ
た
雨
乞

い
の
歌
と
儀
式
な
ど
、
小
良
ヶ
浜
固
有
の
文
化
と
も
い
え
る

証
言
が
得
ら
れ
て
い
る
。（
中
略
）
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
地
域
で
の
暮
ら
し
・
習
俗
の
再
生
産
が
断
絶
し
、
当

面
避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
な
い
見
込
み
の
文
化
を
継
承
す
る

た
め
に
も
、「
耳
を
傾
け
る
」
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
思
う
。

「
小
良
ヶ
浜
区
有
文
書
」
は
、
明
治
〜
昭
和
の
小
良
ヶ
浜
の
人

び
と
の
日
常
を
鮮
や
か
に
再
現
し
て
く
れ
る
良
質
な
史
料
群
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
史
料
群
が
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
自
体
に
、
行

政
区
と
し
て
の
自
治
意
識
、
ま
と
ま
り
の
強
さ
が
表
れ
て
い
よ
う
。

こ
の
ま
と
ま
り
の
強
さ
は
、
震
災
後
も
続
い
て
い
る
と
い
う
。

*1

*2

他
方
で
、
震
災
以
前
は
「
隣
近
所
」
や
「
親
戚
同
士
」
な
ど
、
人

と
人
の
つ
な
が
り
が
「
当
た
り
前
」
だ
っ
た
た
め
に
、
全
町
避
難

に
よ
る
住
民
の
離
散
は
大
き
な
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
た
と
も
い
う
。

女
性
団
体
は
避
難
先
で
集
ま
れ
る
メ
ン
バ
ー
で
旅
行
に
行
く
な
ど

交
流
を
維
持
、
行
政
区
と
し
て
は
毎
年
総
会
を
開
き
、
区
に
ま
つ

わ
る
情
報
と
近
況
の
交
換
を
行
う
な
ど
工
夫
と
努
力
を
重
ね
て
き

た
。
し
か
し
高
齢
者
同
士
や
遠
隔
地
で
生
活
す
る
住
民
同
士
に
と

っ
て
、
一
堂
に
会
す
る
こ
と
は
や
は
り
難
し
い
と
い
う
。

「
小
良
ヶ
浜
区
有
文
書
」
は
明
治
時
代
か
ら
地
域
に
伝
わ
る
小

良
ヶ
浜
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
え
る
。「
小
良
ヶ
浜
地
域

と
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
」「
小
良
ヶ
浜
の
人
び
と
は
ど
の
よ

う
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
か
」
な
ど
、
先
人
が
積
み
重
ね
て
き
た

歴
史
、
培
っ
て
き
た
文
化
、
小
良
ヶ
浜
の
地
域
性
を
伝
え
て
い
く

た
め
に
、「
区
有
文
書
」
の
保
存
・
継
承
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

特
に
今
を
生
き
る
人
び
と
の
貴
重
な
声
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
記
録

し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

第
二
章

小
良
ヶ
浜
・
小
良
浜
૪


Ổ
井
上
拓
巳

東
ն
Γ
ߤ
࿏
の
த
の
小
良
ヶ
浜

太
平
洋
に
面
す
る
小
良
ヶ
浜
は
、
漁
業
や
塩
業
な
ど
海
か
ら
の

恵
み
を
享
受
す
る
生
業
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
海
路
を
通
じ
て
、

太
平
洋
沿
岸
の
各
地
と
結
ば
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
主
に
小
良
ヶ

浜
を
め
ぐ
る
海
上
交
通
の
問
題
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

江
戸
時
代
の
日
本
で
は
、
海
上
交
通
が
飛
躍
的
に
発
展
し
た
。

幕
府
の
命
を
受
け
た
河
村
瑞
賢
が
東
廻
り
航
路
と
西
廻
り
航
路
に

お
け
る
海
運
を
整
備
し
た
こ
と
や
、
江
戸
と
大
坂
を
結
ぶ
航
路
で

活
躍
し
た
菱
垣
廻
船
や
樽
廻
船
、
ま
た
日
本
海
側
で
活
躍
し
た
北

前
船
の
存
在
は
特
に
有
名
で
あ
る
。

小
良
ヶ
浜
は
東
廻
り
航
路
に
面
し
て
お
り
、
小
良
ヶ
浜
沖
を
多

く
の
廻
船
が
通
航
し
て
い
た
。
廻
船
は
関
東
地
方
と
東
北
地
方
を

ま
た
に
か
け
て
、
多
く
の
物
資
を
輸
送
し
て
い
た
。
江
戸
時
代
を

通
じ
て
、
年
貢
米
輸
送
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
ほ
か
、
東
北
地
方

の
生
産
物
や
、
江
戸
・
上
方
な
ど
の
生
産
物
が
、
海
上
輸
送
さ
れ

て
い
た
。

ま
ず
、
小
良
ヶ
浜
が
面
す
る
東
廻
り
航
路
の
海
運
に
つ
い
て
、

そ
の
概
要
を
見
た
い
。
江
戸
時
代
以
前
か
ら
、
海
上
輸
送
は
行
わ

れ
て
い
た
も
の
の
、
全
国
的
な
海
運
に
組
み
込
ま
れ
る
の
は
江
戸

時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
幕
府
の
首
都
と
し
て
の
江
戸

が
発
展
し
、
大
き
な
人
口
を
抱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
要
因

*1

門
馬
健
「『
記
憶
資
料
』

の
保
全
活
動

全
町
避
難
か
ら

始
ま
っ
た
富
岡
町
の
聞
き
取
り

事
業
」（『BIO

C
IT

Y

』
八
五
号
、

ブ
ッ
ク
エ
ン
ド
、
二
〇
二
一
年
）。

*2

「
小
良
ヶ
浜
区
有
文
書
」

に
つ
い
て
は
、
西
村
慎
太
郎

「
近
代
福
島
県
富
岡
町
小
良
ヶ

浜
の
文
書
管
理

―
複
合
災

害
・
縁
故
地
・
区
有
文
書
」

（『
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
の
往

還
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
一
）
に

詳
し
い
。

小良ヶ浜●

石巻
●

荒浜●
原釡●

平潟●

那珂湊●

●
銚子

潮来
●

小湊
●

江戸●

浦賀●

●下田

図

東
廻
り
航
路
上
の
小
良
ヶ
浜
の
位
置
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へ
の
聞
き
取
り
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。

聞
き
取
り
結
果
を
も
と
に
江
戸
時
代
や
明
治
時
代
の
史
料
を
調
べ

た
結
果
、
大
熊
町
の
小
良
浜
と
の
協
力
関
係
な
ど
『
富
岡
町
史
』

に
描
か
れ
て
い
な
い
地
域
の
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

有
史
以
来
、
小
良
ヶ
浜
の
人
び
と
が
つ
な
い
で
き
た
製
塩
は
、

社
会
情
勢
の
変
化
な
ど
で
途
絶
え
て
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
聞
き
取
り
で
得
ら
れ
た
昭
和
の
製
塩
の
記
録
は
、
小
良
ヶ
浜

に
と
っ
て
貴
重
な
歴
史
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
五
章

ࡾ
ළ
Ұ
ݟ
ʹ
つ
͍
て

Ổ
西
村
慎
太
郎

三
瓶
一
見
に
つ
い
て
は
『
富
岡
町
史
』
に
そ
の
人
物
像
や
小
良

ヶ
浜
漁
港
開
港
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
（『
富
岡
町
史

一

通
史
編
』、
富
岡
町
、
一
九
八
八
年
、
五
三
八
頁
〜
五
四
四
頁
。『
富
岡
町

史

別
巻

続
編
・
追
録
編
』、
富
岡
町
、
一
九
八
九
年
、
五
一
頁
〜
五
二

頁
）。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
小
良
ヶ
浜

に
遺
さ
れ
て
、
東
日
本
大
震
災
と
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
事
故
以
降
の
富
岡
町
歴
史
・
文
化
等
保
存
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
（
歴
文
P
T
）
に
よ
っ
て
保
全
・
保
管
さ
れ
て
い
る
資
料
を

用
い
て
詳
述
し
て
み
た
い
。

三
瓶
一
見
は
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
十
二
月
十
八
日
に

父
・
豊
松
、
母
・
リ
ン
の
長
男
と
し
て
小
良
ヶ
浜
村
字
岩
ノ
作
に

誕
生
し
た
。
三
瓶
家
の
生
業
は
代
々
漁
業
と
塩
業
が
中
心
で
あ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
治
三
十
六
年
六
月
二
十
三
日
に
富
岡
浜
漁
業
組
合
設
立
総
会

が
行
わ
れ
、
一
見
は
設
置
発
起
人
の
ひ
と
り
に
名
を
連
ね
て
、
監

事
に
選
出
さ
れ
た
。
九
月
五
日
に
福
島
県
よ
り
設
置
の
認
可
が
下

り
た
が
、
設
立
総
会
で
は
理
事
兼
組
合
長
に
関
根
神
酒
蔵
が
就
任

し
て
い
る
も
の
の
、『
富
岡
町
史
』
に
は
明
治
三
十
六
年
に
一
見

が
組
合
長
に
就
任
し
た
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
早
い

時
期
に
一
見
が
組
合
長
を
継
承
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

明
治
四
十
五
年
三
月
三
十
日
の
富
岡
浜
漁
業
組
合
登
記
申
請
書
に

は
一
見
の
自
宅
（
字
岩
ノ
作
六
二
番
地
）
が
組
合
の
事
務
所
と
し
て

記
さ
れ
て
い
る
。
以
後
、
昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）
ま
で
五
二

年
に
わ
た
っ
て
組
合
長
を
務
め
た
。

ほ
ぼ
同
時
期
、
小
良
ヶ
浜
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い

た
の
は
縁
故
地
引
き
戻
し
で
あ
る
。
縁
故
地
引
き
戻
し
に
つ
い
て

は
第
六
章
の
「
近
代
の
林
業
と
縁
故
引
戻
地
」
の
項
で
詳
し
く
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
近
世
段
階
の
日
本
で
は
村
持
の
林
野
や
複
数
の
村
が

入
会
で
用
い
る
林
野
な
ど
が
あ
り
、
薪
炭
や
枯
れ
葉
な
ど
を
利
用

し
て
き
た
。
明
治
五
年
壬
申
地
券
の
中
で
村
持
や
入
会
地
の
林
野

は
「
公
有
地
」
と
し
て
定
め
ら
れ
た
が
、
地
租
改
正
公
布
の
過
程

ở
ࢀ
ߟ
จ
ݙ
・
࢙
ྉ
Ỡ

『
富
岡
町
史
』、『
大
熊
町
史
』、『
福
島
県
史
』、『
い
わ
き
市
史
』

「
事
務
摘
要
」、「
役
場
事
務
関
係
書
類
綴
」（『
小
良
ヶ
浜
区
有
文
書
』）
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い
た
め
、
新
し
く
設
置
さ
れ
た
組
合
と
目
さ
れ
る
。
第
三
に
、
昭

和
十
一
年
十
一
月
三
日
に
第
一
回
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
富
岡
町

振
興
委
員
に
も
就
任
し
て
い
る
（『
富
岡
産
業
時
報
』
二
九
号
、
昭
和

十
二
年
一
月
一
日
刊
行
）。
こ
の
委
員
会
は
渡
辺
実
町
長
を
会
長
と

し
た
も
の
で
、「
本
町
ノ
恒
久
的
振
興
・
発
展
上
、
町
是
ト
シ
テ

敢
行
ス
ベ
キ
点
」
を
諮
問
す
る
機
関
で
あ
る
。
一
見
は
産
業
部
委

員
と
な
っ
て
い
る
が
、『
富
岡
産
業
時
報
』
に
は
昭
和
十
二
年
一

月
七
日
開
催
の
第
三
回
委
員
会
ま
で
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お

そ
ら
く
「
富
岡
町
振
興
案
」（『
富
岡
産
業
時
報
』
増
刊
号
、
昭
和
十
二

年
二
月
一
日
発
行
）
作
成
の
た
め
に
結
成
さ
れ
た
組
織
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
一
見
が
建
設
を
進
め
た
小
良
ヶ
浜
漁
港
だ
が
、
漁
船
が

増
し
、
そ
の
係
留
な
ど
に
不
便
が
生
じ
た
た
め
、
昭
和
十
七
年
に

第
六
章

ۙ

の
ྛ
業
と
ԑ
ނ
Ҿ

地

Ổ
天
野
真
志

ྛ

Λ
Ί
͙
Δ
ม
ભ

日
本
に
は
広
大
な
森
林
が
存
在
す
る
。
平
成
二
十
九
年
（
二
〇

一
七
）
に
実
施
さ
れ
た
林
野
庁
の
調
査
に
よ
る
と
、
国
内
の
森
林

面
積
は
約
二
五
〇
五
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
り
、
国
土
面
積
の
お
よ

そ
七
割
を
占
め
る
。
こ
れ
ら
の
森
林
は
、
国
が
所
管
す
る
国
有
林
、

地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
公
有
林
、
さ
ら
に
個
人
や
社
寺
、
企

業
な
ど
の
所
有
地
で
あ
る
私
有
林
に
大
別
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た

森
林
の
管
理
形
態
に
つ
い
て
は
、
長
い
歴
史
経
過
の
な
か
で
変
容

し
て
き
た
。
特
に
近
代
以
降
、
そ
れ
ま
で
共
有
地
と
し
て
利
活
用

さ
れ
て
き
た
林
野
を
め
ぐ
り
、
各
地
で
様
々
な
運
動
が
展
開
し
た
。

福
島
県
内
で
も
明
治
期
以
降
林
野
を
め
ぐ
る
争
い
が
見
ら
れ
、
小

良
ヶ
浜
で
は
「
縁
故
地
引
戻
し
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
運
動
が
知
ら

れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、
近
代
に
お
け
る
林
野
の
あ
り
方
に
つ
い

て
概
観
し
、
小
良
ヶ
浜
地
域
の
縁
故
地
を
め
ぐ
る
動
向
を
み
て
み

た
い
。

*1

໌
࣏
ظ
の

地
੍

と
ྛ


江
戸
時
代
、
各
地
に
広
が
る
山
林
の
多
く
は
、
人
び
と
が
自
由

に
出
入
り
し
て
木
材
の
伐
採
や
薪
炭
の
採
取
が
許
さ
れ
、
草
山
で

も
秣
を
求
め
て
草
刈
り
が
行
わ
れ
て
い
た
。「
入
会
山
」
と
呼
ば

れ
た
こ
れ
ら
の
土
地
は
、
い
わ
ば
村
の
共
有
地
と
し
て
利
用
さ
れ
、

そ
こ
で
の
資
源
が
村
で
共
同
管
理
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
地
域

で
の
慣
行
は
、
明
治
に
な
る
と
大
き
な
転
換
が
迫
ら
れ
て
い
く
。

明
治
新
政
府
は
、
戊
辰
戦
争
が
収
束
す
る
な
か
で
政
治
・
社
会
の

改
編
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
が
、
そ
の
過
程
で
林
野

を
め
ぐ
る
制
度
改
変
も
推
進
し
て
い
く
。

明
治
期
の
林
野
は
、
国
と
府
県
、
さ
ら
に
は
地
域
と
の
間
で
複

雑
な
変
遷
を
た
ど
る
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
か
ら
政
府
は

「
官
林
」
を
設
定
し
、
か
つ
て
領
主
が
所
有
し
た
地
と
社
寺
が
管

理
し
て
い
た
林
野
の
一
部
を
官
有
地
と
し
て
管
理
を
進
め
る
。
し

か
し
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
入
る
と
、
政
府
で
は
官
林
の

*1

林
野
庁
「
森
林
・
林
業
統

計
要
覧2020

」（https://www.
rinya.m

aff.go.jp/j/kikaku/toukei/

attach/pdf/youran_m
okuzi2020-9.

pdf

、
最
終
閲
覧
二
〇
二
一
年
一
月

一
〇
日
）。

隧
道
の
拡
幅
を
行
っ
た
。
戦
後
、
昭
和
二
十
八
年
に
隧
道
を
壊
し

て
、
切
通
し
の
形
状
と
し
て
い
る
。
同
じ
年
、
一
見
は
五
〇
年
間

務
め
た
漁
業
組
合
長
を
退
職
し
た
。
翌
二
十
九
年
一
月
二
十
五
日
、

一
見
の
こ
と
を
顕
彰
す
る
た
め
、
漁
港
の
見
え
る
地
に
「
三
瓶
一

見
翁
之
碑
」
が
建
立
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
一
見
は
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
一
月
十
二
日
亡

く
な
っ
た
。
享
年
八
四
歳
で
あ
っ
た
。
戦
後
育
ち
の
富
岡
の
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
一
見
の
名
は
郷
土
の
歴
史
を
学
ぶ
教
科
書
に
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
今
な
お
馴
染
み
深
い
名
前
で
あ
ろ
う
。
と
み
お

か
ア
ー
カ
イ
ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は
、
三
瓶
一
見
が
用
い
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
釣
針
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
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*12
*13
*14

現
在
の
共
同
墓
地

内
に
も
廣
畑
義
雄
氏
の
筆
跡
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
同
墓

地
敷
地
内
に
所
在
す
る
薬
師
堂

前
に
は
、
薬
師
堂
周
辺
に
骨
壷

を
置
い
て
い
く
こ
と
、
造
花
を

道
内
に
入
れ
て
い
く
こ
と
を
禁

じ
て
い
る
。

ま
た
、
共
同
墓
地
の
敷
地
脇

を
通
る
道
路
沿
い
に
は
墓
参
り

の
際
の
ゴ
ミ
の
持
ち
帰
り
等
の

お
願
い
が
記
さ
れ
て
い
る
。

*15
*16
*17
*18
*19

ゴ
ミ
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
（
関
根
商
店
前
）

ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョン
使
用
の
案
内

小
良
ヶ
浜
行
政
区
の
関
根
商

店
前
ゴ
ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は

ゴ
ミ
の
出
し
方
に
つ
い
て
の
注

意
が
残
さ
れ
て
い
る
。
行
政
区

長
と
し
て
地
域
住
民
の
ル
ー
ル

の
遵
守
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

*19 *18

*15

*12*13*14

*17 *16

ừ
地
ཧ
Ử

福
島
県
の
太
平
洋
岸
の
ほ
ぼ
中
央
部
で
、
富
岡
駅
よ
り
バ
ス
で

十
五
分
、
国
道
六
号
線
よ
り
東
に
は
い
る
。
北
は
旧
相
馬
領
の
大

熊
町
熊
川
と
境
し
、
西
は
大
菅
、
南
は
小
浜
で
漁
村
と
し
て
発
達

し
て
き
た
。
阿
武
隈
山
地
東
麗
の
第
三
紀
層
、
凝
灰
岩
の
高
さ

五
〇
メ
ー
ト
ル
程
度
の
丘
陵
大
地
が
急
な
海
岸
線
を
な
し
、
小
良

ヶ
浜
燈
台
の
眺
望
は
優
れ
て
い
る
。

ừ
ྺ
࢙
Ử

部
落
の
起
源
は
不
明
で
あ
る
が
、
常
陸
風
土
記
に
「
陸
奥
国
石

城
郡
苦
麻
之
村
を
道
後
と
す
」
と
記
さ
れ
、
苦
麻
之
村
と
は
現
大

熊
町
熊
町
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
石
城
郡
に
属
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
後
、
磐
城
国
楢
葉
郡
と
い
う
が
江
戸
時
代
は
延
亨
四
年
ま
で

は
内
藤
氏
領
で
あ
っ
た
。
以
後
幕
府
直
轄
の
天
領
と
し
て
富
岡
町

と
同
一
の
施
政
下
に
あ
っ
た
が
、
天
保
七
年
よ
り
小
浜
部
落
と
共

に
棚
倉
藩
飛
地
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
若
干
の
異
論

が
あ
る
。
明
治
維
新
に
よ
り
棚
倉
県
と
な
り
、
明
治
四
年
磐
前
県

に
編
入
、
更
に
明
治
九
年
福
島
県
に
編
入
さ
れ
た
。
現
在
の
戸
数

は
少
な
い
が
、
天
明
の
飢
饉
前
は
大
き
な
部
落
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
る
。
同
二
十
二
年
ま
で
小
良
ヶ
浜
村
で
あ
っ
た
が
、
富
岡
村
に

編
入
、
同
三
十
三
年
富
岡
町
と
な
る
。

ừ
生
࢈
の
Ԋ
ֵ
Ử

大
熊
町
と
の
境
を
な
す
境
川
が
海
に
の
ぞ
む
地
は
、
昔
は
遠
浅

の
海
岸
で
あ
っ
た
。
漁
業
は
こ
こ
を
中
心
と
し
て
み
ら
れ
る
地
引

網
、
小
舟
に
よ
る
漁
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
明
治
期
に
入
り
、
鰹
漁

が
お
こ
な
わ
れ
る
に
従
い
、
良
港
を
求
め
る
声
が
起
り
、
大
正
六

年
頃
よ
り
三
瓶
一
見
を
中
心
と
し
て
部
落
民
よ
り
、
南
端
の
湾
頭

に
現
在
の
港
を
設
け
、
昭
和
六
年
に
完
成
し
た
。
し
か
し
大
型
漁

船
が
多
数
入
港
で
き
ず
、
交
通
の
不
便
な
こ
と
な
ど
か
ら
盛
ん
に

な
ら
ず
、
近
海
漁
業
の
み
で
あ
っ
た
。

（
出
典
：
福
島
県
史

第
二
四
巻
民
族
二

七
四
一
―
七
四
二
頁
）
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現在の小良ヶ浜漁港跡（令和2年（2020））


