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5
月
3
日
（
祝
日
）、
長
島
神

社
境
内
で
「
昭
和
の
縁
日
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

御
木
曳
き
本
番
の
日
は
道
が

せ
ま
く
、
山
車
が
通
れ
な
く
な

る
こ
と
か
ら
、
屋
台
が
出
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
子
供
た
ち
に
喜

ん
で
も
ら
い
、
祭
り
気
分
を
も

り
あ
げ
る
た
め
長
島
神
社
御
造

営
奉
賛
会
に
頼
ま
れ
行
っ
た
も

の
で
す
。

　

こ
の
日
は
、
町
内
や
近
隣
だ

け
で
な
く
、
祭
り
に
合
わ
せ
帰

省
し
て
い
た
家
族
連
れ
で
に
ぎ

わ
い
、
お
よ
そ
2
5
0
0
人
が

集
ま
り
ま
し
た
。
か
た
ぬ
き
や

ヨ
ー
ヨ
ー
、
か
ら
あ
げ
な
ど
は

昼
ご
ろ
ま
で
に
売
り
切
れ
て
し

ま
い
、
予
想
以
上
の
人
出
に
び
っ

く
り
。
漁
師
町
長
島
に
ち
な
ん

だ
ゲ
ー
ム
「
マ
ン
ボ
ウ
Ｄ
Ｅ
ぴ
ょ

ん
」
や
「
ビ
ン
チ
ョ
ウ
Ｄ
Ｅ
一

本
釣
り
」
な
ど
実
行
委
員
会
手

作
り
の
ゲ
ー
ム
に
子
供
た
ち
は

あ
き
る
こ
と
な
く
何
度
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
、
手
に
入
れ
た
景
品

を
う
れ
し
そ
う
に
抱
え
帰
っ
て

い
き
ま
し
た
。

　

売
上
金
の
一
部
は
東
日
本
大

震
災
の
義
援
金
と
し
て
送
ら
れ

ま
す
。
会
場
の
義
援
箱
に
も
こ

づ
か
い
の
一
部
を
入
れ
る
子
ど

も
た
ち
の
姿
が
み
ら
れ
震
災
へ

の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
え
ま

し
た
。

　

こ
の
縁
日
に
は
、
町
内
外
か

ら
60
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
来

て
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

マ
ン
ボ
ウ
に
ビ
ン
チ
ョ
ウ
？
手
作
り
の
ゲ
ー
ム
に
子
ど
も
た
ち
も
夢
中

長

島

神

社

御

造

営
　

長

島

神

社

御

造

営
　

魚まちガイド講座魚まちガイド講座

二
十
年
ぶ
り
の
御
木
曳
き
行
事
に
町
中
が
わ
い
た 

６月９日から毎週火曜
と 木 曜 の 全 6 回

場所：長島多目的会館 3階
時間：午後 7時半～

あなたも魚まちのガイ
ドをしてみませんか？
長島弁しか話せない人
も大歓迎です。

「お申し込み・お問い合わせ」
紀北町役場商工観光課
０５９７－３２－３９０５

※最終回は現地講座を行
います。（日時は未定）

『
熊
嶽(

ゆ
う
が
く)

さ
ん
の
火
渡
り
』

　
　
　
　
　
　
向
井　

清
隆

　

昭
和
６
年
12
月
某
日
。
街
路
灯
の
裸

電
球
が
点
灯
す
る
と
海
岸
通
り
が
何
や

ら
騒
が
し
く
な
っ
て
き
た
。

「
熊
嶽
さ
ん
が
火
渡
り
す
る
ら
し
い
ぞ
。」

「
ほ
ん
と
か
。」

　

す
で
に
赤
羽
川
の
河
口
近
く
の
砂
浜

で
は
、
弟
子
達
に
よ
っ
て
マ
キ
が
並
べ

ら
れ
、
一
斉
に
火
が
点
け
ら
れ
た
。
天

に
向
か
っ
て
勢
い
よ
く
燃
え
だ
し
た
炎

に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
、
二
郷
（
東
長
島
）

か
ら
西
（
西
長
島
）
か
ら
老
若
男
女
、

大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
き
た
。
や
が
て

河
口
と
堤
防
は
人
、
人
、
人
で
い
っ
ぱ

い
に
な
り
、
開
始
を
待
つ
ば
か
り
に

な
っ
た
。

「
や
る
か
。」

　

熊
嶽
は
弟
子
の
一
人
に
合
図
を
送
る

と
、
ゆ
っ
く
り
と
火
の
前
に
歩
み
出
た
。

九
字
を
き
り
、
何
や
ら
呪
文
を
唱
え
始

め
た
か
と
思
う
と
、
自
分
が
履
い
て
い

た
大
き
な
下
駄
を
無
造
作
に
脱
ぎ
捨

て
、
な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
く
、
火
の

中
に
入
っ
て
い
っ
た
。
一
歩
一
歩
ゆ
っ

く
り
と
踏
み
出
さ
れ
る
足
元
か
ら
沢
山

の
火
の
粉
が
舞
い
あ
が
っ
た
。
い
ま
ま

で
騒
々
し
か
っ
た
見
物
人
達
も
、
今
は

固
唾
を
の
ん
で
そ
の
様
子
を
見
守
っ
て

い
た
。

　

全
て
を
渡
り
終
え
る
と
、
な
ん
と
熊

嶽
は
、
見
物
人
に
向
か
っ
て
大
き
く
両

手
を
広
げ
な
ら
、

「
熱
い
、
熱
い
。」

と
大
声
で
叫
ん
だ
の
だ
。

　

小
さ
な
笑
い
声
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
上

り
、
や
が
て
全
体
が
大
き
な
笑
い
で
包

ま
れ
た
。
そ
れ
は
熊
嶽
へ
の
嘲
笑
の
笑

い
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
す

で
に
全
国
的
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
、
巨

万
の
富
を
得
て
い
た
熊
嶽
で
あ
っ
た

が
、
町
の
人
達
に
と
っ
て
は
昔
と
ち
っ

と
も
変
ら
な
い
破
天
荒
な
ま
ま
の
、
我

ら
が
『
熊
嶽
さ
ん
』
で
あ
る
こ
と
を
確

か
め
る
温
か
い
笑
い
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。

　

や
が
て
熊
嶽
は
弟
子
達
を
残
し
て
一

人
さ
っ
さ
と
、
松
本
の
別
邸
に
戻
っ
て

行
っ
た
。

（
当
時
の
目
撃
者
の
証
言
を
参
考
に
し
て
創
作
し

ま
し
た
。）　

▼
古
い
時
代
の
熊
野
街
道
は
、

長
島
や
二
郷
を
通
ら
ず
、
赤

羽
谷
へ
向
か
う
山
間
の
道
で

あ
っ
た
。
即
ち
、
大
内
山
・

栃
古
か
ら
ツ
ヅ
ラ
ト
峠
、
志

子
、
中
桐
・
前
山
、
嶋
地
峠
、

加
田
の
ル
ー
ト
で
あ
る
。▼
室

町
初
期
よ
り
、
赤
羽
谷
は
土

豪
・
奥
村
氏
の
根
拠
地
で
、

紀
北
地
方
の
中
心
で
あ
っ
た
。

こ
の
頃
の
長
島
浦
は
、
わ
ず

か
四
、
五
十
軒
の
漁
村
に
過

ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
。▼
長
島

発
展
の
礎
を
築
い
た
の
は
、

室
町
初
期
の
人
、
加
藤
甚
左

衛
門
尉
で
あ
る
ら
し
い
。
長

島
浦
を
本
拠
地
と
定
め
て
山

城
を
築
き
、
埋
立
地
・
新
町

に
商
家
を
集
め
て
町
並
み
を

整
備
し
た
の
で
あ
る
。▼
江
戸

時
代
、
長
島
浦
は
ま
す
ま
す

賑
わ
う
。
特
に
本
町
角
は
そ

の
中
心
と
な
っ
た
。
紀
州
藩

が
新
た
に
「
荷
坂
峠
ル
ー
ト
」

を
整
備
し
、
長
島
の
町
中
へ

引
き
入
れ
た
か
ら
だ
。▼
約
百

五
十
年
前
（
安
政
四
年
）、
こ

の
角
に
高
さ
１
㍍
余
り
の
石

柱
が
立
て
ら
れ
た
。
旅
人
の

道
し
る
べ
と
し
て
、
旅
館
の

女
将
・
嵐
屋
と
き
等
五
人
が

共
同
自
費
で
設
け
た
も
の
。

「
西
、
左
い
せ
道
。
北
、
右
く

ま
の
道
、
是
よ
り
那
智
山
に

二
十
四
里…

」
と
文
字
が
刻

ま
れ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
の

奉
仕
の
心
と
、
当
時
の
辻
の

ざ
わ
め
き
を
偲
ぶ
こ
と
が
出

来
る
道
標
で
あ
る
。

参
考
文
献
：『
長
島
町
史　

第

二
章
（
三
）・（
四
）』
よ
り

　

長
島
神
社
の
狛
犬
が
修
復
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
の
狛
犬
は
、
昭
和
10
年
に

浜
口
熊
嶽
さ
ん
が
奉
納
し
て
く

れ
た
も
の
で
す
。

　

地
元
の
方
は
知
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
が
、
右
の
狛
犬
の
口

が
大
き
く
欠
け
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
昭
和
22
年
に
大
楠
が
折

れ
て
破
損
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

子
供
の
頃
か
ら
い
つ
も
こ
の

口
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
ほ
ど
御
造
営
に
合
わ
せ
て

63
年
ぶ
り
に
元
の
狛
犬
に
戻
り

ま
し
た
。

　

５
月
４
日
と
５
日
、
長
島
神
社
の
御
木
曳
き
行

事
に
長
島
の
各
地
区
か
ら
７
台
の
山
車
が
出
て
、

町
を
練
り
歩
い
た
後
、
神
社
に
献
木
が
奉
納
さ
れ

ま
し
た
。
の
ぼ
り
や
提
灯
、
大
漁
旗
で
彩
ら
れ
た

町
を
音
頭
と
り
の
歌
声
と
氏
子
の
掛
け
声
が
響
き

渡
り
、
見
物
客
も
参
加
者
も
一
緒
に
な
っ
て
祭
り

気
分
に
酔
い
し
れ
ま
し
た
。

６３年ぶり…元の姿に

お し ら せ

長
島
神
社
で
「
昭
和
の
縁
日
」

長
島
神
社
で
「
昭
和
の
縁
日
」

ぼ
く
も
山
車
に
乗
っ
て

唄
い
た
い
ワ
ン

　

こ
の
本
町
道
標
は
、
郷
土
資
料

館
の
敷
地
内
に
保
管
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
５
年
前
に
元
の
場
所
に

移
さ
れ
ま
し
た
。

　

最
近
ま
で
、
二
つ
に
折
れ
た
跡

が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
28
年
の
船

だ
ん
じ
り
で
折
れ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
後
、
何
度
も
車

が
ぶ
つ
か
っ
た
か
ら
だ
と
も
聞
い

て
い
ま
す
。

　

昨
年
の
９
月
に
山
口
石
材
店
さ

ん
に
修
復
を
た
の
ん
だ
と
こ
ろ
無

償
で
な
お
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ

の
作
業
に
立
ち
会
っ
た
時
、
ノ
ミ

で
割
っ
た
石
の
中
央
に
つ
な
ぎ
の

鉄
の
棒
が
入
っ
て
い
る
の
が
み
つ

か
り
驚
き
ま
し
た
。
そ
の
修
復
も

数
十
年
前
に
山
口
石
材
店
さ
ん
が

し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。（
植
田
）


