
あ
鮎
か
つ
ぎ

歌
声
響
く

ね
も
じ
り
坂

　

江
戸
時
代
、相
模
川
の
鮎
を
運
ぶ
鮎
か
つ
ぎ

は
、溝
口
の
亀
屋
を
人
足
の
中
継
所
と
し
て
い
ま

し
た
。大
山
街
道
を
夜
中
に
走
っ
て
き
た
鮎
か

つ
ぎ
は
、朝
方
ね
も
じ
り
坂
に
さ
し
か
か
る
と

歌
っ
て
亀
屋
に
合
図
を
送
り
、近
所
の
人
々
は
歌

が
聞
こ
え
る
と
朝
の
支
度
を
始
め
た
そ
う
で
す
。

い
い
ち
め
ん

花
桃
花
咲
く

植
木
の
里

　

宮
前
は
、自
然
に
恵
ま
れ
、植
木
の
栽
培
や
農

産
物
の
生
産
が
盛
ん
で
し
た
。近
年
は
宅
地
化

が
進
ん
で
い
ま
す
が
、植
木
づ
く
り
の
農
家
が
多

く
、植
木
の
里
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。「
宮
前
植
木

の
里
め
ぐ
り
」は
、植
木
に
親
し
ん
で
も
ら
え
る

よ
う
に
と
設
置
さ
れ
た
散
歩
コ
ー
ス
で
す
。

う
ウ
キ
ウ
キ
と

心
も
弾
む

に
こ
に
こ
フ
リ
マ

　

梶
ヶ
谷
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
主
催
の
行
事
で

梶
ヶ
谷
小
学
校
在
学
生
の
保
護
者
や
地
域
の

方
か
ら
出
展
者
を
募
集
し
て
行
う
フ
リ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
す
。
子
ど
も
た
ち
を
含
め
会

員
相
互
、地
域
の
方
々
と
ふ
れ
あ
い
を
深
め

る
楽
し
い
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

え
円
墳
で

名
高
い

西
福
寺
古
墳

　

梶
ヶ
谷
第
3
児
童
公
園
内
に
あ
る
西
福
寺
古

墳
は
、6
世
紀
後
半
頃
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、昭
和
55
年
に
神
奈
川
県
の
史
跡
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
57
年
に
墳
丘
の
裾
部

か
ら
周
溝
を
中
心
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、周

溝
か
ら
多
量
の
埴
輪
片
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

る
ル
ビ
ー
色

花
咲
く
大
樹

サ
ル
ス
ベ
リ

　

泉
福
寺
の
境
内
に
あ
る
サ
ル
ス
ベ
リ
は
、

樹
齢
4
5
0
年
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、毎
年
、

深
紅
の
花
を
咲
か
せ
ま
す
。
ま
た
、ま
ち
の
樹

50
選
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

れ
歴
史
を
た
ど
り

歩
い
て
み
た
い
な

大
山
街
道

　

大
山
街
道
は
、江
戸
の
赤
坂
御
門
を
起
点
に

渋
谷
、瀬
田
を
経
て
、多
摩
川
を
二
子
で
渡
り
、

多
摩
丘
陵
、相
模
野
の
中
央
部
を
横
切
り
、咳
止

地
蔵
の
手
前
で
矢
倉
沢
往
還
と
分
か
れ
て
大
山

に
向
か
う
道
で
し
た
。
江
戸
時
代
中
期
以
後
、庶

民
の
大
山
詣
り
に
盛
ん
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

ろ
ロ
マ
ン
秘
め

横
穴
石
室

馬
絹
古
墳

　

馬
絹
古
墳
は
、昭
和
46
年
に
発
掘
さ
れ
ま
し

た
。
７
世
紀
後
半
頃
の
円
墳
で
、横
穴
式
石
室

は
市
内
最
大
の
規
模
で
あ
り
、県
の
史
跡
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
精
緻
な
築
造
技
術
や
石
室

内
の
装
飾
方
法
は
、古
代
朝
鮮
半
島
の
古
墳
の

影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

お
音
楽
室

ド
ラ
ム
を
楽
し
む

宮
崎
こ
文

　

宮
崎
台
駅
近
く
の
宮
崎
第
一
公
園
内
に
宮

崎
こ
ど
も
文
化
セ
ン
タ
ー
は
あ
り
ま
す
。
お

や
つ
作
り
や
工
作
、ゲ
ー
ム
大
会
な
ど
も
行

な
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、幼
児
ル
ー
ム
、集

会
室
、図
書
室
も
あ
り
、音
楽
室
に
は
ド
ラ
ム

が
置
い
て
あ
り
ま
す
。

や
山
一
面

桜
が
彩
る

第
一
公
園

　

梶
ケ
谷
第
一
公
園
は
、閑
静
な
住
宅
街
に

あ
る
広
い
公
園
で
す
。
公
園
内
広
場
奥
の
斜

面
地
に
約
2
8
0
本
の
桜
が
植
え
て
あ
り
、

花
見
の
季
節
に
は
大
勢
の
人
で
に
ぎ
わ
い
ま

す
。

ゆ
夕
映
え
の

銀
杏
並
木
の

庚
申
坂

　

昔
、こ
の
坂
の
近
く
に「
庚
申
堂
」が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、庚
申
坂
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
大
山
参
り
の
人
々
な
ど
が
庚
申
堂
に
立

ち
寄
り
、道
中
の
安
全
を
祈
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
現
在
は
、両
側
に
歩
道
が
あ
り
、

イ
チ
ョ
ウ
並
木
が
続
い
て
い
ま
す
。

よ
夜
も
眠
ら
ぬ

幹
線
道
路
の

２
４
６

　

東
京
都
千
代
田
区
を
起
点
と
し
、静
岡
県
沼
津

市
に
至
る
幹
線
道
路
で
す
。
古
く
は
矢
倉
沢
往

還
と
も
呼
ば
れ
、東
海
道
の
脇
道
と
し
て
各
地
の

特
産
物
を
江
戸
に
運
ぶ
商
業
ル
ー
ト
と
し
て
、ま

た
、江
戸
庶
民
の
大
山
参
り
の
信
仰
の
道
と
し

て
、そ
の
役
割
は
大
変
重
要
な
も
の
で
し
た
。

ら
ラ
ン
ド
セ
ル

背
負
っ
て
通
う

六
兵
衛
坂

　

江
戸
時
代
、大
山
街
道
か
ら
有
馬
根（
現
在

の
有
馬
）に
通
ず
る
近
道
が
な
か
っ
た
の
で
、

土
地
の
持
ち
主
で
あ
る
柴
原
六
兵
衛
さ
ん
が

土
地
を
提
供
し
、街
道
が
で
き
ま
し
た
。
六
兵

衛
さ
ん
の
名
前
に
ち
な
ん
で
、六
兵
衛
坂
と

し
て
語
り
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

り
陸
軍
の

跡
地
が
今
は

青
少
年
の
家

　

戦
時
中
、土
地
を
接
収
さ
れ
、陸
軍
の
東
部
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部
隊
の
将
校
集
会
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た

場
所
は
、現
在
は
、青
少
年
団
体
を
中
心
と
し

た
多
く
の
市
民
が
、宿
泊
を
通
じ
て
研
修
な

ど
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
川
崎
市
青
少
年
の

家
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
祭
り
だ
祭
り
だ

馬
絹
の
神
輿

練
り
歩
き

　

馬
絹
神
社
の
例
大
祭
は
、秋
の
収
穫
を
祝

う
お
祭
り
で
す
。
朝
早
く
か
ら
お
神
輿
が
街

を
練
り
歩
き
、境
内
の
急
勾
配
を
上
が
っ
て

宮
入
り
し
ま
す
。
神
楽
や
縁
日
で
、毎
年
に
ぎ

わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
。

み
み
つ
や
ぐ
ら

笑
顔
が
あ
ふ
れ
る

中
学
校

　

昭
和
22
年
に
開
校
し
た
宮
崎
中
学
校
の
校
章

は
、こ
の
地
域
の
名
産
で
あ
っ
た
栗
の
葉
を
三
つ
や

ぐ
ら
に
組
ん
で「
中
」の
字
を
配
し
た
物
で
、知
育
・

徳
育
・
体
育
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
り
、質
実
剛
健

に
し
て
、社
会
の
た
め
に
役
立
つ
人
間
に
成
長
し
て

も
ら
い
た
い
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

む
武
蔵
野
音
頭

宮
前
村
の

皆
の
お
ど
り

　

川
崎
市
青
少
年
の
家
の
敷
地
内
に「
武
蔵

野
音
頭
歌
碑
」が
あ
り
ま
す
。
戦
後
、宮
前
の

男
女
青
年
団
が
生
き
る
喜
び
を
歌
や
踊
り
に

託
し
、苦
難
の
時
代
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す

る
思
い
を
こ
め
て「
武
蔵
野
音
頭
」が
作
ら

れ
、歌
碑
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

め
廻
り
地
蔵

お
地
蔵
さ
ん
が

一
晩
泊
ま
る

　

廻
り
地
蔵
は
お
寺
か
ら
お
地
蔵
さ
ん
を
借
り

受
け
、家
か
ら
家
へ
と
送
り
渡
す
行
事
で
す
。
か

つ
て
は
、お
地
蔵
さ
ん
を
収
め
た
厨
子
を
人
が

背
負
い
、家
々
を
巡
っ
て
い
ま
し
た
。
家
に
着
く

と
お
地
蔵
さ
ん
は
縁
側
か
ら
迎
い
入
れ
ら
れ
、

座
敷
の
決
ま
っ
た
場
所
に
安
置
さ
れ
ま
し
た
。

も
桃
の
花

馬
絹
の
里
か
ら

春
を
告
げ

　

馬
絹
地
区
で
の
花
栽
培
の
歴
史
は
古
く
、

江
戸
時
代
中
期
に
始
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。

馬
絹
の
代
表
的
花
木
の
花
桃
は
、室（
む
ろ
）

促
成
栽
培
が
行
わ
れ
、一
足
早
く
地
域
に
春

を
告
げ
て
い
ま
す
。

は
花
た
ち
に

感
謝
を
込
め
て

花
供
養

　

泉
福
寺
で
は
、毎
年
8
月
17
日
に
、花
供
養

祭
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
花
卉
栽
培
が
急
速

に
盛
ん
に
な
っ
た
大
正
10
年
に
始
ま
っ
た
も

の
で
、「
花
に
感
謝
し
、花
の
霊
を
慰
め
る
」意

味
の
も
と
に
長
年
続
け
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。

ひ
一
人
で
は

怖
く
て
行
け
な
い

幽
霊
階
段

　

下
有
馬
不
動
尊
へ
上
る
階
段
は
、幽
霊
階

段
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
段
数
を
数
え
る

と
、登
り
と
下
り
で
段
数
が
違
う
か
ら
と
い

う
説
と
、階
段
の
あ
る
場
所
が
、う
っ
そ
う
と

し
て
い
て
幽
霊
が
出
そ
う
だ
か
ら
と
い
う
説

が
あ
り
ま
す
。

ふ
ふ
れ
あ
い
祭
り

地
域
と
子
ど
も
を

つ
な
い
で
い
る

　

宮
崎
小
学
校
で
秋
に
開
催
さ
れ
る
ふ
れ
あ

い
ま
つ
り
は
、子
ど
も
た
ち
、先
生
、保
護
者
、

地
域
の
方
々
が
集
い
、さ
ま
ざ
ま
な
ふ
れ
あ

い
を
目
的
に
行
わ
れ
る
お
祭
り
で
す
。

へ
壁
画
で

川
崎
の
街
を
描
い
た

金
山
ト
ン
ネ
ル

　

平
成
20
年
8
月
、宮
崎
中
学
校
の
生
徒
会

や
美
術
部
員
と
梶
ヶ
谷
小
学
校
の
児
童
が
、

梶
ヶ
谷
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
下
の
金
山
ト
ン

ネ
ル
を
少
し
で
も
明
る
く
し
よ
う
と「『
空
』

〜
か
わ
さ
き
の
街
〜
」を
テ
ー
マ
に
川
崎
の

街
を
描
き
ま
し
た
。

ほ
豊
作・家
内
安
全

を
願
う

下
有
馬
不
動
尊

　

下
有
馬
不
動
尊
の
階
段
下
に
は
、昔
は
滝

が
落
ち
て
い
て
、村
人
の
水
ご
り
場
が
あ
っ

た
そ
う
で
す
。
ま
た
境
内
に
は
大
き
な
ツ
バ

キ
の
木
が
数
本
あ
り
ま
す
。

な
長
坂
は

梶
ヶ
谷
へ
ぬ
け
る

長
い
坂

　

か
つ
て
宮
崎
中
学
校
と
虎
の
門
病
院
分
院

の
間
の
道
は
急
な
長
い
坂
だ
っ
た
の
で
、長

坂
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
戦
時
中
、陸

軍
の
駐
屯
に
よ
り
一
般
の
人
は
通
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、迂
回
し
て
作
ら
れ

た
の
が
現
在
の
長
坂
で
す
。

に
西
梶
小

光
あ
ふ
れ
る

丘
の
上

　

西
梶
ヶ
谷
小
学
校
は
、梶
ヶ
谷
第
一
公
園

の
隣
に
あ
り
、教
育
目
標
は
、す
な
お
で
思
い

や
り
の
あ
る
子
、最
後
ま
で
や
り
ぬ
く
子
、健

康
で
た
く
ま
し
い
子
、自
分
で
考
え
工
夫
す

る
子
で
す
。

ぬ
ぬ
く
ぬ
く
と

室
で
育
つ

お
花
た
ち

　

花
桃
は
馬
絹
の
代
表
的
な
花
木
で
す
。
つ
ぼ

み
の
硬
い
う
ち
に
枝
折
り
作
業
を
行
い
、枝
物

特
有
の
出
荷
姿
に
し
、そ
の
後
1
週
間
程
度
室

（
む
ろ
：
熱
源
を
入
れ
た
暗
室
）に
入
れ
、3
分

咲
き
程
度
で
出
荷
さ
れ
ま
す
。
か
つ
て
の
室

は
、地
下
に
横
穴
を
掘
っ
た
も
の
で
し
た
。

ね
ね
ぎ・栗・竹
の
子

宮
前
村
の

特
産
品

　

か
つ
て
、馬
絹
は
花
、有
馬
は
栗
、野
川
は

米
、梶
ヶ
谷
は
ね
ぎ
、土
橋
は
竹
の
子
と
そ
れ

ぞ
れ
村
の
名
産
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

は
武
蔵
野
音
頭
に
も
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

の
の
そ
の
そ
と

遊
び
歩
い
て
い
た
の
か

お
化
け
灯
籠

　

こ
の
灯
籠
は
、港
区
に
あ
っ
た
陸
軍
東
部
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部

隊
の
将
校
集
会
所
に
あ
り
、夜
に
な
る
と
六
本
木

あ
た
り
に
出
る
と
い
う
噂
が
立
ち
ま
し
た
。

1
9
4
2
年
に
部
隊
が
移
転
し
た
際
に
灯
篭
も
移

転
さ
れ
、動
け
な
い
よ
う
に
足
の
部
分
が
埋
め
ら

れ
た
と
も
、切
ら
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

た
楽
し
い
時
間

イ
ベ
ン
ト
い
っ
ぱ
い

梶
ヶ
谷
こ
文　

　

梶
ヶ
谷
こ
ど
も
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、高
津

区
梶
ヶ
谷
6
丁
目
に
あ
り
ま
す
。
図
書
室
、遊

戯
室
、乳
幼
児
ル
ー
ム
な
ど
が
あ
り
、毎
月
、

お
や
つ
作
り
や
工
作
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ

ベ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。

ち
地
域
の

治
安
を
守
る

馬
絹
交
番

　

馬
絹
交
番
は
馬
絹
交
差
点
近
く
に
あ
り
ま

す
。
昭
和
11
年
2
月
に
設
置
さ
れ
、長
年
地
域

の
治
安
を
守
っ
て
き
て
い
ま
す
。

つ
つ
な
い
で
る

獅
子
舞
伝
統

梶
ヶ
谷
小

　

梶
ヶ
谷
小
学
校
で
は
、地
域
に
伝
わ
る「
し

し
舞
」を
４
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
継
承
し

て
い
ま
す
。
毎
年
、３
年
生
の
総
合
的
な
学
習

で
、４
年
生
か
ら
受
け
継
ぐ
と
い
う
流
れ
で

引
き
継
い
で
き
て
い
ま
す
。

て
伝
統
の

大
塚
太
鼓

鳴
り
響
く

　

大
塚
太
鼓
は
、宮
崎
中
学
校
や
大
塚
会
館

で
練
習
を
重
ね
、地
域
や
学
校
の
お
祭
り
な

ど
で
元
気
よ
い
響
き
を
聞
か
せ
て
く
れ
て
い

ま
す
。

と
ド
ジ
ョ
ウ
で

ナ
マ
ズ
が
捕
れ
て
た

矢
上
川

　

矢
上
川
は
、尻
手
黒
川
線
に
沿
っ
て
流
れ
、

南
加
瀬
で
鶴
見
川
と
合
流
し
て
い
ま
す
。
流

域
は
、田
園
都
市
線
を
中
心
と
す
る
大
規
模

な
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
っ
て
宅
地
化
が

急
激
に
進
み
ま
し
た
が
、昔
は
川
遊
び
や
魚

釣
り
が
で
き
た
そ
う
で
す
。

さ
西
福
寺

薄
桃
色
の

蓮
の
花

　

西
福
寺
は
、高
津
区
梶
ヶ
谷
に
あ
る
お
寺

で
す
。
境
内
に
は
、蓮
、ぼ
た
ん
、ひ
い
ら
ぎ
、

紫
陽
花
、銀
杏
な
ど
が
季
節
を
彩
り
ま
す
。
ま

た
、近
く
に
蓮
池
が
あ
り
、多
く
の
蓮
が
育
て

ら
れ
て
い
ま
す
。

し
じ
い
ち
ゃ
ん
も

パ
パ
も
通
っ
た

宮
崎
小

　

宮
崎
小
学
校
は
、平
成
25
年
に
は
、創
立

1
4
0
周
年
を
迎
え
ま
す
。
学
区
の
中
に
は
２

本
の
大
き
な
道
路
が
あ
り
、ど
ち
ら
も
終
日
た
く

さ
ん
の
車
が
通
っ
て
い
ま
す
が
、幹
線
道
路
か
ら

一
歩
入
る
と
多
く
の
公
園
が
あ
り
、丘
陵
の
斜
面

に
は
緑
も
多
く
落
ち
着
い
た
環
境
で
す
。

す
す
て
き
だ
な

地
域
の
祭
り
だ

あ
っ
た
か
ま
つ
り

　

宮
崎
中
学
校
地
域
教
育
会
議
と
宮
崎
中
学
校

が
協
力
し
て
、大
人
と
子
ど
も
が
ひ
と
つ
と
な

り
、お
祭
り
を
作
り
上
げ
、連
帯
感
や
達
成
感
を

感
じ
て
心
あ
っ
た
か
に
な
ろ
う
、人
と
人
と
の

ふ
れ
あ
い
で
、心
あ
っ
た
か
い
地
域
を
作
っ
て

い
こ
う
と
、開
催
さ
れ
て
い
る
お
祭
で
す
。

せ
泉
福
寺

七
百
年
の

大
銀
杏

　

泉
福
寺
に
は
、ま
ち
の
樹
50
選
に
も
指
定

さ
れ
て
い
る
、樹
齢
７
０
０
年
と
い
わ
れ
る

大
銀
杏
が
あ
り
ま
す
。
泉
福
寺
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
市
重
要
歴
史
記
念
物
の
泉
福
寺
薬
師

会
図
に
も
、す
で
に
こ
の
銀
杏
の
姿
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

そ
早
春
の

春
を
彩
る

桃
の
花

　

馬
絹
で
の
花
栽
培
の
歴
史
は
古
く
、江
戸
時

代
中
期
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
切
り
花
の
荷
造

り「
枝
折（
し
お
り
）技
術
」は
関
東
屈
指
と
さ

れ
て
お
り
、そ
の
姿
は
非
常
に
美
し
く
、芸
術

品
と
も
い
え
ま
す
。
馬
絹
の
花
桃
は
、か
わ
さ

き
農
産
物
ブ
ラ
ン
ド
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

か
か
わ
い
い
と

親
の
気
持
ち
が

子
育
て
地
蔵

　
「
笹
の
原
子
育
て
地
蔵
」は
、子
ど
も
の
授

か
ら
な
い
夫
婦
が
西
国
の
百
霊
場
を
巡
拝

し
、子
ど
も
を
授
か
っ
た
お
礼
に
と
地
蔵
尊

を
建
立
し
た
も
の
で
す
。
石
造
で
高
さ

1
2
9
㎝
、「
矢
田
型
地
蔵
菩
薩
像
」と
も
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。

き
機
関
砲

今
は
馬
絹

大
塚
供
養
塔

　

大
塚
供
養
塔
に
つ
い
て
は
、地
元
で
は
諸
説

あ
り
、古
墳
時
代
に
戦
い
で
敗
れ
た
死
者
を

葬
っ
た
古
墳
塚
で
は
な
い
か
と
も
、武
器
を
隠

し
た
塚
と
も
、物
見
の
塚
と
も
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、詳
し
く
は
不
明
で
す
。
頂
上
に
は「
馬

絹
大
塚
供
養
塔
」の
碑
文
が
あ
り
ま
す
。

く
グ
リ
ー
ン
カ
ー
ニ
バ
ル

親
子
が
ふ
れ
あ
う

お
祭
り
だ

　

グ
リ
ー
ン
カ
ー
ニ
バ
ル
は
、西
梶
ヶ
谷
小

学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
主
催
す
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

地
域
の
大
人
が
大
勢
で
、一
生
懸
命
遊
ん
で
、

子
ど
も
に
み
ん
な
で
遊
ぶ
楽
し
さ
を
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
企
画
さ
れ
て

い
ま
す
。

け
け
た
た
ま
し
く

貨
物
が
走
る

武
蔵
野
線

　

武
蔵
野
線
は
、鶴
見
駅
か
ら
西
船
橋
駅
を
結
ぶ

鉄
道
路
線
で
、鶴
見
か
ら
府
中
本
町
は
貨
物
線

で
宮
前
区
の
地
下
も
通
っ
て
い
ま
す
。
梶
ヶ
谷

貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
か
ら
は
、家
庭
か
ら
で
る

ご
み
が「
ク
リ
ー
ン
か
わ
さ
き
号
」で
浮
島
処
理

セ
ン
タ
ー
へ
向
け
て
運
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
こ
は

橘
樹
郡

宮
前
村

　

明
治
22
年
に
馬
絹
、有
馬
・
土
橋
・
梶
ヶ
谷
、

野
川
の
各
村
と
溝
口
村
の
飛
地
が
合
併
し
て
宮

前
村
が
で
き
ま
し
た
。
宮
前
村
の
命
名
は
、馬

絹
神
明
神
社
南
側
か
ら
梶
ヶ
谷
神
明
神
社
南
側

に
及
ぶ
馬
絹
字「
宮
ノ
前
」付
近
に
村
役
場
が

設
置
さ
れ
た
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

わ
笑
い
声

笑
顔
が
い
っ
ぱ
い

愛
児
園

　

川
崎
愛
児
園
は
、さ
ま
ざ
ま
な
家
庭
や
社

会
の
事
情
に
よ
っ
て
保
護
者
と
一
緒
に
生
活

で
き
な
い
児
童
が
集
団
生
活
を
送
る
大
き
な

家
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、こ
こ
で
共
に
学

び
、育
ち
あ
い
、元
の
家
庭
や
社
会
に
自
立
し

て
い
き
ま
す
。
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