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篠原地区歴史同好会／浜風会会報 No.２３ 

篠
原
地
区
は
、
海
岸
沿
い
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
も

あ
っ
て
、
海
中
か
ら
出
現
し
た
仏
様
が
多
数
、
地
域
の

お
寺
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
昔
か
ら
海
に
対
す
る

畏
敬
の
念
を
持
ち
続
け
、
そ
れ
を
崇
め
る
こ
と
で
心
の

安
ら
ぎ
を
求
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
昔
か
ら
津

波
な
ど
大
自
然
の
厳
し
い
試
練
に
遭
遇
し
て
き
た
表

れ
と
も
言
え
る
。 

今
後
予
想
さ
れ
る
「
巨
大
地
震
・
津
波
」
に
対

す
る
心
構
え
に
何
か
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
と
考

え
、
地
域
の
文
献
を
参
考
に
、
海
中
か
ら
出
現
し

た
と
さ
れ
る
仏
様
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。 

聖
し
ょ
う

観
世
音

か
ん
ぜ
お
ん

菩
薩
像

ぼ
さ
つ
ぞ
う 

― 

馬
郡
町 

如
意
寺 

馬
郡
観
音
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は

「
引
佐
山
大
悲
院
本
尊
観
世
音
跡
」
の
表
示
が
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
仏
様
は
引
佐
細
江

の
観
音
と
称
し
、定
朝
が
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）

諸
国
巡
行
の
折
、
引
佐
細
江
の
老
杉
の
下
で
、
一

心
不
乱
に
大
悲
十
句
の
経
文
を
唱
え
祈
り
続
け
た

と
こ
ろ
、
そ
の
老
杉
の
頂
に
忽
然
と
し
て
聖
観
世

音
菩
薩
が
出
現
し
た
こ
と
に
感
激
、
そ
の
老
杉
を

伐
っ
て
聖
観
世
音
菩
薩
を
彫
上
げ
、
引
佐
の
地
に

お
堂
を
建
て
安
置
し
た
。
と
こ
ろ
が
久
安
五
年
（
一

一
四
九
）
に
地
震
が
あ
り
、
山
崩
れ
や
洪
水
が
起

き
あ
た
り
一
面
大
海
に
な
っ
た
。
こ
の
時
に
菩
薩

の
霊
訓
に
よ
り
こ
の
地
に
移
し
、
粗
末
な
祠
を
造

り
安
置
し
た
と
か
、
平
安
時
代
の
こ
と
だ
。 

鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
『
東
関
紀
行
』
に
よ
れ

ば
、
筑
紫
の
国
の
人
が
祈
願
成
就
し
て
、
鎌
倉
か

ら
の
帰
途
に
御
堂
を
新
し
く
立
替
え
ら
れ
た
そ
う
で
、

江
戸
時
代
に
は
『
東
海
道
名
所
図
絵
』
に
も
載
せ
ら
れ

そ
の
ご
利
益
の
程
が
、
大
般
若
経
六
百
巻
を
寄
贈
さ
れ

る
程
、
祈
願
が
叶
う
観
音
様
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。 

釈
迦
牟
尼
仏
像

し
ゃ
か
む
に
ぶ
つ
ぞ
う 

― 

馬
郡
町 

西
本
徳
寺 

 

街
道
か
ら
見
え
る
門
前
に
、
「
海
中
出
現
釈
迦
牟
尼

仏
安
置
」
の
大
き
な
石
碑
が
立
っ
て
い
る
。 

 

鎌
倉
時
代
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
馬
郡
海
岸
で
一

尺
二
寸
（
約
３６

cm
）
の
金
銅
の
仏
像
が
漁
師
の
網
に

か
か
っ
た
。
漁
師
は
「
あ
り
が
た
い
観
音
様
じ
ゃ
」
と

伏
し
拝
み
、
お
堂
を
建
て
て
お
祭
り
し
た
。 

 

や
が
て
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
九
月
に

通
り
か
か
っ
た
日
朝
上
人
が
法
華
経
を
読

ま
れ
た
際
、
こ
れ
は
お
釈
迦
様
だ
と
悟
り
、

村
人
達
に
お
釈
迦
様
の
お
告
げ
を
話
し
、
長

久
山
本
徳
寺
が
開
山
さ
れ
た
と
あ
る
。
そ
の

後
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
の
大
地
震
で
、

村
櫛
の
地
に
流
さ
れ
た
が
、
お
釈
迦
様
の
お

告
げ
で
馬
郡
の
地
に
戻
さ
れ
安
置
さ
れ
て
い
る
。 

延
命

え
ん
め
い

地
蔵

じ
ぞ
う

願げ
ん

王
に
ょ
う

菩
薩

ぼ
さ
つ

像ぞ
う 

― 

篠
原
町 

長
福
寺 

も
と
も
と
は
、
現
在
の
舞
阪
町
の
裏
に
あ
っ
た
長
里

郷
が
、
明
応
の
大
地
震
、
大
津
波
で
水
没
し
、
信
者
が

大
切
に
し
て
い
た
お
地
蔵
様
を
背
負
い
、
命
か
ら
が
ら

現
在
の
国
方
付
近
に
漂
着
し
、
新
し
い
里
を
作
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
現
在
地
蔵
堂
に
藪
地
蔵
と
し
て
安
置
さ

れ
、
子
育
て
地
蔵
と
し
て
知
れ
て
い
る
。 

聖
し
ょ
う

観
世
音

か
ん
ぜ
お
ん

菩
薩
像

ぼ
さ
つ
ぞ
う 

― 

篠
原
町 

保
泉
寺 

本
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
観
音
様
は
、
今
か
ら
四
百

八
十
年
く
ら
い
前
の
こ
と
。
今
の
柏
原
辺
り
に
あ
っ
た

東
池
で
あ
る
時
、
釣
り
を
し
て
い
た
人
が
、
一
体
の
仏

像
を
ひ
っ
か
け
、
取
り
上
げ
た
の
が
起
源
と
さ
れ
て
い

る
。
あ
る
人
が
言
う
に
は
「
大
津
波
の
時
に
南
海
よ
り

流
れ
寄
り
、
東
池
に
沈
ん
だ
の
だ
ろ
う
」
と
。
八
月
十

日
が
例
祭
日
で
「
十
日
観
音
様
」
と
言
わ
れ
て
崇
敬
さ

れ
、
昭
和
四
十
年
代
ま
で
賑
わ
っ
て
い
た
。 

参
考
文
献 

わ
が
ま
ち
文
化
誌
『
浜
風
と
街
道
』 

平成２５年度主な活動 

★ 山下孝先生講座 

①「引札／広告の走り」 

②「ミャンマーの遺跡」 

★本年のテーマ 

・地域の子供達にわかり易く 

★ 主な自由研究 

・分間延絵図に記載の篠原 

・海にまつわる仏様 

・天空への信仰について 

・「水野南北」について 

・篠原の誇れる所を探そう 

・江戸時代の旅巡礼記 

・田んぼの開拓を探る 

・神社の鳥居について 

・浜堤防の移り変わり 等 

★ バス旅行／小旅行 

・6月 20日：岡崎～豊川 

・郷土の偉人記念館巡り 

浜風会/入会募集中 

毎月第１,３木曜日 

西本徳寺にある石碑 
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篠
原
小
学
校
開
校
百
年
記
念
事
業
と
し
て
発
行
さ

れ
た
『
波
の
音
百
年
』
（
昭
和
四
十
九
年
十
一
月
二
十

日
発
行
）
の
中
に
篠
原
小
学
校
の
沿
革
を
簡
単
に
ま
と

め
た
表
が
あ
る
。
表
の
中
に
「
昭
和
九
年
二
月
（
一
九

三
四
）
伊
勢
神
宮
参
拝
旅
行
第
一
回
実
施
す
。
（
尋
常

科
六
年
生
全
員
）
」
と
い
う
行
事
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
行
事
は
以
後
、
続
け
て
行
わ
れ
、
戦
争
が
激
し

さ
を
増
す
昭
和
十
七
年
ま
で
実
施
さ
れ
た
。
順
調
に
六

年
生
が
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
年
次
も
あ
り
、
高

等
科
に
な
っ
て
か
ら
実
施
し
た
学
年
も
あ
っ
た
が
、
こ

の
間
の
児
童
生
徒
は
伊
勢
神
宮
へ
の
参
拝
に
行
っ
た

の
で
あ
る
。 

最
終
実
施
年
度
の
昭
和
十
七
年
に
六
年
生
で
あ
っ

た
私
（
鈴
木
義
雄
）
は
一
泊
二
日
と
い
う
初
め
て
の
遠

出
に
な
る
参
拝
旅
行
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

旅
行
実
施
の
理
由 

な
ぜ
昭
和
九
年
か
ら
参
拝
旅
行
が
行
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
と
想
像
し
て
み
る
。
昭
和
八
年
に
第
四
期
の
国

定
教
科
書
改
訂
が
あ
り
、
国
体
尊
厳
を
説
く
内
容
が
取

り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
影
響
で
参
拝
の

実
現
に
至
っ
た
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
、
当
時
の
陸
路
交
通
機
関
は
鉄
道
（
蒸
気
機

関
車
）
が
主
で
、
所
要
時
間
は
現
在
の
二
倍
近
く
も
か

か
る
。
関
西
方
面
か
ら
関
東
地
域
ま
で
の
限
ら
れ
た
範

囲
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
私
の
友
人
は
東

京
杉
並
区
の
小
学
校
の
出
身
で
あ
る
が
、
伊
勢
神
宮
だ

け
で
な
く
、
二
泊
三
日
で
橿
原
神
宮
ま
で
参
拝
し
た
こ

と
を
最
近
に
な
っ
て
聞
き
非
常
に
び
っ
く
り
し
た
。
同

じ
府
県
で
も
地
域
に
よ
り
、
実
施
の
度
合
い
は
差
が
あ

っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。 

参
拝
の
記
憶 

参
拝
旅
行
の
内
容
は
、
幼
か
っ
た
せ
い
か
あ
ま

り
記
憶
は
残
っ
て
い
な
い
。
二
、
三
の
記
憶
を
辿

っ
て
み
る
と 

・ 

列
車
は
亀
山
を
経
由
し
て
伊
勢
へ
向
か
っ

た
。
車
窓
か
ら
見
た
秋
の
風
景
は
茶
色
の
多

い
景
色
で
、
篠
原
地
区
の
海
と
白
砂
青
松
の

明
る
い
色
彩
を
見
慣
れ
て
い
る
目
か
ら
み

る
と
異
様
な
感
じ
を
も
っ
た
。 

・ 

伊
勢
の
旅
館
で
就
寝
時
、
枕
を
投
合
っ
た
り
、

ふ
ざ
け
あ
っ
た
り
し
た
。 

・ 

早
朝
に
二
見
浦
の
海
岸
を
散
歩
し
た
。
外
宮

へ
も
参
拝
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
社
な
ど
の

様
子
の
記
憶
は
な
い
。 

・ 

手
元
に
あ
る
六
年
一
組
の
一
枚
の
記
念
写

真
は
、
宇
治
橋
の
た
も
と
の
静
か
な
雰
囲
気

の
中
で
撮
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
参
拝
前
後

の
記
憶
は
定
か
で
な
い
。 

以
上
の
よ
う
な
あ
っ
さ
り
し
た
記
憶
し
か
な

い
が
、
何
よ
り
も
貴
重
な
思
い
出
は
、
担
任
（
鈴

木
勝
司
先
生･

･･

後
に
戦
死
さ
れ
た
）
を
中
心
に

し
た
一
枚
の
記
念
写
真
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。 

後
年
、
伊
勢
神
宮
へ
は
別
宮
を
含
め
て
何
回
か
訪
れ
、

認
識
を
新
た
に
し
て
き
た
。
本
年
は
式
年
遷
宮
と
い
う

二
十
年
に
一
度
の
貴
重
な
年
で
あ
る
の
で
、
昔
の
旅
を

思
い
出
し
て
紹
介
し
た
。 

昭和 17 年参宮旅行 
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八
阪
神
社
の
境
内
に
戦
争
記
念
碑
が
四
基
建
て
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
石
碑
に
つ
い
て
、
建
立
か
ら
現

在
ま
で
の
経
緯
を
追
っ
て
見
た
い
。
碑
は
次
の
通
り
で

あ
る
。 

・ 

「
征
清
記
念
之
碑
」 

日
清
戦
争
に
従
軍
し
た 

二
十
六
人
を
記
す 

・ 

「
昭
忠
之
碑
」 

日
清
戦
争
で
戦
死
し
た
六
人
を 

詳
し
く
記
す  
明
治
二
十
九
年
建
立 

・ 

「
日
露
戦
役
記
念
」 

四
人
の
戦
死
者
と 

百
三
十
五
人
の
従
軍
者
を
記
す 

明
治
四
十
三
年
建
立 

・ 

「
自
大
正
三
年
至
大
正
九
年
戦
役
記
念
碑
」 

第
一
次
世
界
大
戦
従
軍
者
六
十
一
人 

を
記
す 

 
 

昭
和
七
年
建
立 

    
 

         

篠
原
小
学
校
百

年
記
念
誌
『
波
の
音

百
年
』
の
明
治
四
十

四
年
の
記
念
写
真

の
後
方
に
、
三
基
の

石
碑
が
見
え
る
。
そ

の
形
か
ら
、
こ
の
年

以
前
に
建
て
ら
れ

た
戦
争
記
念
碑
で

あ
る
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
時
の
小
学

校
は
字
三
分
一
で
、

今
で
は
元
学
校
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。 

 

明
治
時
代
に
は
戦
死
者
の
慰
霊
碑
と
従
軍
者
の
顕

彰
の
た
め
の
戦
勝
記
念
碑
を
、
個
別
に
建
て
る
傾
向
が

あ
っ
た
の
で
、
「
昭
忠
之
碑
」
と
「
征
清
記
念
之
碑
」

は
同
時
に
建
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
日

露
戦
役
記
念
」
碑
は
こ
の
両
方
を
兼
ね
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
平
和
な
村
か
ら
多
く
の
従
軍
者
を
出
し
、
戦

死
者
が
出
た
こ
と
は
村
民
に
大
き
な
衝
撃
と
な
っ
た

も
の
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
碑
は
一
村
に
は
立
派
過
ぎ
る

程
大
き
く
、
「
日
露
戦
役
記
念
」
碑
の
題
額
は
、
時
の

元
帥
陸
軍
大
将
大
山
巌
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
国
や
軍

の
後
押
し
の
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
と
感
ず
る
。 

 

小
学
校
は
昭
和
の
始
め
に
現
在
地
に
移
転
を
し
た
。

こ
れ
ら
の
碑
も
現
在
の
「
忠
魂
碑
」
の
あ
る
と
こ
ろ
に

移
転
し
た
。
そ
の
後
昭
和
七
年
、
戦
争
記
念
碑
一

基
と
「
忠
魂
碑
」
が
建
て
ら
れ
た
。
景
観
は
「
忠

魂
碑
」
を
囲
む
よ
う
に
後
ろ
に
戦
争
記
念
碑
四
基

が
あ
っ
た
こ
と
が
残
っ
て
い
る
礎
石
跡
か
ら
見

え
て
く
る
。
奉
安
殿
と
共
に
重
要
な
施
設
で
あ
っ

た
と
想
像
で
き
る
。 

 

昭
和
二
十
年
に
終
戦
と
な
り
、
軍
事
色
が
一
掃

さ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。
篠
原
小
学
校
昭
和
二
十

二
年
七
月
二
十
六
日
の
記
録
に
「
忠
魂
碑
除
去
作

業
」
と
あ
る
。
全
て
の
碑
が
撤
去
さ
れ
西
神
明
神

社
に
運
ば
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
荷
車
で
運
ん

だ
と
い
う
人
は
、
「
こ
ん
な
も
の
が
こ
の
ま
ま
建

っ
て
い
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
思
っ
た
」
と
言
っ

て
い
た
そ
う
だ
。 

 

昭
和
二
十
七
年
講
和
条
約
の
発
効
か
ら
忠
魂
碑
等

の
再
建
の
気
運
が
全
国
的
に
起
こ
り
、
昭
和
二
十
九
年

に
忠
魂
碑
が
再
建
さ
れ
、
四
基
の
戦
争
記
念
碑
は
昭
和

三
十
二
年
に
元
在
郷
軍
人
会
や
石
碑
刻
名
者
代
表
に

よ
り
、
八
阪
神
社
に
再
建
さ
れ
た
。「
日
露
戦
役
記
念
」

碑
の
裏
面
に
埋
め
込
ま
れ
た
金
属
プ
レ
ー
ト
に
は
、
再

建
世
話
人
七
人
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
る
。 

 

時
代
の
変
化
と
共
に
場
所
を
変
え
て
き
た
四
基
の

戦
争
記
念
碑
、
現
在
の
場
所
が
最
も
長
く
五
十
六
年
に

も
な
る
。
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
負
の
遺
産
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
、
記
念
物
と
し
て
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。 

八阪神社境内にある戦争記念碑 
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松露
しょうろ

はつぼい村の名物だった？ 

 江戸時代の浮世草子作者、俳諧師としても有名

な井原西鶴の、現在で言えようか旅行案内図のよ

うな『一
ひと

目玉
め た ま

鉾
ほこ

』に、この地域のことが載ってい

る。以下はその該当部分を抜粋したものである。 

“ ○ 濱
はま

まつ 

～ひだりかたはかぎりなく大海波
だいかいなみ

あらし爰を

遠江灘
とふとうみなだ

といふ也、是より松原の砂
すな

道つゞきて物淋
さび

しき所なり若林
わかばやし

の郷
ごう

赤塚
あかつか

篠
しの

はら新田
しんでん

すぎて右のか

たに入海
うみ

はるかに山きわに大沢
あふさわ

などいえる所あ

り、左のかたに蓮
はす

の咲
さ

ける長沼
ながぬま

有壺
つぼ

井村といへる

所有、松はやし中に里有、春秋は松露
しょうろ

をほりて童子
わ ら べ

賣
うり

ける名物也かし、馬
うま

のたくさんなる海道
かいどう

なり” 

この『一目玉鉾』は、元禄二年（1689）作で、

卷一から卷四まであり、北は蝦夷
え ぞ

千島
ち し ま

から、南は

長崎県對馬
つ し ま

までと、歩き書き残したものである。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

会
員 

鈴
木
幹
久 

火
の
玉 

い
つ
頃
だ
ろ
う
「
火
の
玉
」
を
見
な
く
な
っ
た
の

は
。「
火
の
玉
」
の
話
を
聞
か
な
く
な
っ
た
の
は
。
私

が
子
供
の
頃
は
、
夕
食
後
の
一
家
団
ら
ん
で
、
就
寝

時
の
布
団
の
中
で
、「
ね
え
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
話
し
て
」

と
せ
が
ん
だ
も
の
で
し
た
。「
家
の
人
が
亡
く
な
る
と
、

火
の
玉
が
フ
ワ
フ
ワ
と
そ
の
家
か
ら
出
て
行
く
ん
だ

よ
」
と
か
「
わ
し
が
若
い
頃
、
用
が
あ
っ
て
浜
に
行

っ
た
。
帰
り
は
薄
暗
く
な
っ
て
い
た
。
ふ
と
松
林
の

向
こ
う
を
見
る
と
、
何
か
明
る
い
も
の
が
、
フ
ワ
フ

ワ
と
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
来
た
。
近
く
に
来
る
と
火

の
玉
だ
っ
た
。
わ
し
は
持
っ
て
い
た
担
い
棒
を
構
え

た
」
。「
そ
れ
で
ど
う
し
た
の
」
。「
火
の
玉
は
わ
し
の

少
し
前
で
向
き
を
変
え
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ

た
。
わ
し
は
足
が
ガ
タ
ガ
タ
ふ
る
え
、
と
ん
で
家
に

帰
っ
た
」
そ
ん
な
話
を
聞
く
と
、
怖
く
て
布
団
の
中

に
も
ぐ
り
こ
ん
だ
も
の
で
し
た
。
最
近
「
火
の
玉
」

の
話
を
聞
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
ど
こ
へ
行
っ
た
の

で
し
ょ
う
。 

き
つ
ね
山 

 

昔
話
を
も
う
一
つ
。
篠
原
町
太
田
の
線
路
北
に
、

昔
こ
じ
ん
ま
り
し
た
小
山
と
森
が
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
小
山
を
、
地
元
で
は
「
き
つ
ね
山
」
と
か
「
い
も

り
塚
」
と
か
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
こ
ん
な

昔
話
が
あ
り
ま
す
。 

「
き
つ
ね
山
に
は
狸
が
住
み
着
い
て
い
て
、
時
々
人

を
化
か
し
に
出
た
そ
う
な
。
近
く
を
通
る
汽
車
に
も

悪
さ
を
し
た
。
狸
は
若
い
娘
に
化
け
、
着
物
姿
で
線

路
を
歩
い
て
い
た
。
汽
車
の
運
転
手
は
、
び
っ
く
り

し
て
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
。
と
こ
ろ
が
回
り
を
見

て
も
何
も
な
い
。『
ま
た
や
ら
れ
た
！
』
よ
く
騙
さ
れ

た
も
ん
だ
。
そ
の
た
ん
び
汽
車
が
止
ま
っ
た
。
あ
る

と
き
、
狸
は
ち
ょ
っ
と
気
を
緩
め
て
線
路
上
で
寝
て

し
ま
っ
た
。『
ゴ
オ
ー
』
狸
が
気
が
付
い
た
と
き
汽
車

は
目
の
前
に
。
慌
て
て
逃
げ
た
が
大
事
な
大
事
な
タ

○
タ
○
を
轢
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
、
急
い
で

柳
本
先
生
ん
と
こ
行
っ
て
診
て
も
ら
っ
た
そ
う
な
。

そ
れ
以
来
、
狸
は
悪
さ
を
せ
ん
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
」 

 

こ
の
昔
話
で
は
、
き
つ
ね
山
に
住
ん
で
い
た

の
は
、
何
故
か
狸
に
な
っ
て
い
ま
す
。
柳
本
先

生
と
い
う
の
は
柳
本
満
之
助
先
生
。
医
者
だ
け

で
な
く
、
歌
人
、
柳

本
城
西
と
し
て
も

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

余
談
で
す
が
近
く

の
篠
原
小
学
校
に

歌
碑
が
あ
り
ま
す
。

「
吾
が
甥
と
一
緒

の
志
願
兵
な
り
き 

ソ
ロ
モ
ン
の
海
に

潜
き
て
還
ら
ず
」
何

か
の
機
会
に
訪
ね

て
下
さ
い
。 

歴史メモ１３ 

松露：春海浜の松林の砂中に育つキノコの一種 

出典：『定本井原西鶴 第九卷 絵入一目玉鉾 三』 


