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篠原地区歴史同好会／浜風会会報 No.２５ 

今
年
も
七
月
六
日
（
日
）
に
建
速
須
佐
之
男
命

た
け
は
や
す
さ
の
を
の
み
こ
と

を
祀

る
八
阪
神
社
で
、
お
天
王
様
が
行
わ
れ
る
。 

 

八
阪
神
社
の
由
緒
（
神
社
名
鑑
の
記
事
よ
り
） 

当
神
社
は
、
元
は
牛
頭

ご

ず

天
王
社

て
ん
の
う
し
ゃ

と
称
し
、
東
海
道
舞 

澤
駅
（
現
在
の
舞
阪
町
）
の
西
北
数
町
浜
名
湖
に
接
臨

し
た
高
台
に
鎮
座
し
、
従
古
よ
り
神
霊
の
著
し
い

神
社
と
崇
敬
奉
祀
さ
れ
て
い
た
。 

明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
の
大
地
震
に
よ
っ
て

発
生
し
た
津
波
に
よ
り
水
没
の
憂
き
目
に
あ
っ

た
が
、
平
素
よ
り
怠
慢
な
く
奉
仕
し
て
い
た
社
司

牛
守
藤
太
夫
外
数
名
が
高
波
逆
波
の
中
を
命
懸

け
で
大
神
の
ご
神
体
を
捧
持
し
、
辛
く
も
流
木
に

掴
ま
っ
て
現
在
地
に
漂
流
し
た
こ
と
か
ら
当
地

に
社
殿
を
新
営
し
た
。 

悪
疫
撲
滅
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
れ
ば
霊
験
あ

り
と
称
え
ら
れ
、
社
地
は
将
軍
家
代
々
、
御
代
官

所
よ
り
永
代
除
地
の
当
村
御
免
状
を
下
付
さ
れ 

て
い
た
。
明
治
二
年
、
神
仏
混
淆

こ
ん
こ
う

禁
止
の
布
告
に 

よ
り
、
牛
頭
天
王
社
の
社
名
を
八
阪
神
社
と
改
称

し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

疫
病
撲
滅
の
神
と
し
て
頼
ら
れ
て
き
た 

八
阪
神
社
の
境
内
に
浜
松
市
大
工
町
か
ら
寄

付
さ
れ
た
鳥
居
や
灯
籠
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は

「
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）、
大
工
町
に
悪
疫
伝

播
し
全
町
あ
げ
て
本
神
社
に
祈
願
し
、
悪
病
撲
滅

し
た
る
・
・
同
二
年
初
夏
本
社
雨
覆
一
棟
石
灯
籠
一
対

の
寄
付
あ
り
」
の
古
文
書
や
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）

に
建
て
ら
れ
た
鳥
居
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。 

情
報
の
乏
し
い
当
時
に
あ
っ
て
、
流
行
り
病
を
い
っ

そ
う
恐
怖
に
感
じ
、
地
元
だ
け
で
な
く
広
い
地
域
の
人

達
に
頼
り
に
さ
れ
て
い
た
様
子
を
偲
ば
せ
る
。 

海
外
と
の
交
流
が
盛
ん
な
現
在
に
あ
っ
て
、
思
わ
ぬ

感
染
症
が
突
然
流
行
っ
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う

し
た
流
行
り
病
に
、
現
在
に
あ
っ
て
も
油
断
し
て
は
な

ら
な
い
。
日
頃
よ
り
気
を
つ
け
て
い
き
た
い
も
の
だ
。 

例
祭
日
に
は
茅 ち

の

輪 わ

神
事

し

ん

じ

や
豊
栄

と
よ
さ
か

舞
の
ま
い 

鈴
木
達
範
宮
司
は
氏
子
の
協
力
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
い
っ
そ
う
賑
や
か
な
縁
日
に
な
る
よ
う
に
と
、
新

し
い
試
み
を
し
て
い
る
。 

茅
輪
神
事
は
「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
と
も
言
わ
れ
、
平

成
二
十
五
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。 

茅 ち

と
は
茅 ち

萱 が
や

・
菅 す

げ

・
薄

す
す
き

な
ど
の
総
称
で
、
こ
の
輪 

を
く
ぐ
り
越
え
て
罪
や
け
が
れ
を
取
り
除
き
、
心
身
が

清
ら
か
に
な
る
よ
う
お
祈
り
す
る
。 

 

須
佐
之
男
命
が
旅
の
途
中
、
蘇
民
将
来

そ
み
ん
し
ょ
う
ら
い

に
厚
い
も
て 

な
し
を
受
け
た
お
返
し
に
、
後
に
「
も
し
悪
い
病
気
が

流
行
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
茅
の
輪
を
作
っ
て
腰
に

つ
け
て
い
れ
ば
、
病
気
に
か
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
と

お
教
え
に
な
っ
た
故
事
に
基
づ
き
、
「
蘇
民
将
来
」
と

唱
え
な
が
ら
茅
の
輪
く
ぐ
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

豊
栄
舞
は
、
平
成
二
十
ニ
年
か
ら
、
仲
村
、
札
木
、

出
口
そ
し
て
田
畑
の
氏
子
か
ら
小
学
校
四
年
～
六
年

の
代
表
各
二
名
、
合
計
八
名
の
子
女
に
よ
り
、
五
穀
豊

穣
と
家
の
繁
栄
を
願
っ
て
奉
納
さ
れ
る
と
同
時
に
、
参

拝
者
に
見
せ
て
い
る
。
境
内
に
花
が
咲
い
た
よ
う
な
優

雅
な
舞
で
あ
る
。 

そ
の
他
ふ
れ
あ
い
市
、
撤
饌

て
つ
せ
ん

餅 も
ち

の
授
与
、
氏
子
の
福

引
券
の
抽
選
会
等
行
わ
れ
て
い
る
。 

一
家
の
無
病
を
祈
り
な
が
ら
、
夏
の
縁
日
の
楽
し
さ

を
味
わ
っ
て
み
て
下
さ
い
。 

 

（
鈴
木
照
義
） 

浜風会/入会募集中 

毎月第１,３木曜日 

茅の輪くぐり 
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江
間
泰
弘
氏
（
坪
井
町
）
所
蔵
の
尺
時
計
の
時
刻
表

示
板
が
二
枚
あ
る
。
浜
松
市
博
物
館
の
ご
教
示
に
よ
り

時
刻
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

江
戸
時
代
の
時
刻
は
現
在
と
異
な
り
、
昼
夜
の
長
さ
に

応
じ
て
配
分
す
る
不
定
時
法
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

尺
時
計
の
本
体
そ
の
も
の
は
江
間
家
に
存
在
は
し

て
い
な
い
が
、
細
長
い
四
角
の
箱
と
上
部
に
機
械
装
置

が
あ
り
、
柱
に
取
り
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
箱
に
は
時

刻
を
示
す
目
盛
表
示
板
が
取
り
付
け
ら
れ
、
機
械
部
か

ら
錘
が
一
定
の
速
さ
で
下
っ
て
い
き
、
錘
の
位
置
か
ら

時
刻
を
読
み
取
る
も
の
で
あ
る
。 

 

江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
一
般
に
も
使
用
さ
れ
だ

し
て
い
る
が
、
目
盛
表
示
板
は
季
節
に
よ
り
取
替
え
る

必
要
が
あ
っ
た
。
季
節
に
よ
り
昼
夜
の
長
さ
が
変
化
し

て
く
る
の
で
各
節
気
に
対
応
し
て
取
替
え
を
し
た
。 

 

日
没
後
の
薄
明
が
終
わ
る
頃
（
暮
れ
六
ツ
）
、
錘
は

最
上
位
の
酉
の
位
置
に
あ
り
、
戌
、
亥
を
経
て
子
の
位

置
（
真
夜
中
＝
九
ツ
）
に
く
る
。
更
に
丑
、
寅
を
経
て

薄
明
が
始
ま
る
頃
は
卯
の
刻
（
明
け
六
ツ
）
と
な
る
。 

 

昼
間
は
太
陽
の
位
置
か
ら
概
略
の
時
刻
が
分
か
る

の
で
、
使
用
の
度
合
は
減
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

時
刻
を
示
す
十
二
支
間
の
間
隔
は
夏
至
の
頃
の
夜

は
非
常
に
短
く
、
昼
は
長
い
。
冬
至
の
頃
は
そ
の
逆
と

な
る
。 

 

二
枚
の
表
示
板
の
中
で
、
一
つ
は
片
面
だ
け
で
十
一

月
中
（
旧
暦
で
冬
至
）
と
あ
る
。
他
は
五
六
月
節
（
旧

暦
で
小
暑
、
立
秋
）
を
示
し
、
裏
面
に
は
五
月
中
（
旧

暦
で
夏
至
）
の
目
盛
が
あ
る
。
板
の
表
裏
を
利
用
す
れ

ば
板
の
数
は
少
な
く
て
す
む
。
保
存
さ
れ
た
二
枚
は
偶

然
な
の
か
、
使
用
の
頻
度
に
よ
る
も
の
か
興
味
が
も
た

れ
る
。
四
つ
の
節
気
の
目
盛
か
ら
、
昼
夜
の
長
さ
の
変

化
が
お
よ
そ
読
み
取
れ
る
。 

こ
の
目
盛
表
示
板
は
漆
の
黒
塗
り
で
金
泥
で
描
か

れ
縦
二
十
ニ
ｃｍ
、
横
二
・
七
ｃｍ
の
小
さ
な
板
で
あ
る
。

丁
寧
に
保
存
さ
れ
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。 

江
間
家
で

ど
う
し
て
時
計
を
所
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。 

 

江
間
家
は
江
戸
時
代
後
期
の
坪
井
村
の
年
貢
関
係

の
書
類
の
中
に
、
名
主
徳
右
衛
門
と
し
て
し
ば
し
ば
登

場
し
て
い
る
。
村
の
組
頭
や
百
姓
代
と
と
も
に
任
を
負

い
な
が
ら
、
舞
坂
宿
加
宿
の
村
と
し
て
も
馬
郡
村
と
い

っ
し
ょ
に
宿
の
運
営
の
業
務
に
あ
た
っ
て
き
た
。 

 

当
番
日
に
は
舞
坂
宿
に
出
掛
け
、
問
屋
場
で
通
行
者

に
必
要
な
人
馬
継
ぎ
立
て
の
業
務
等
に
あ
た
っ
て
い

た
。
早
朝
か
ら
の
勤
務
の
た
め
、
時
刻
の
把
握
に
時
計

は
必
需
品
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
て
み
た
。 

 

な
お
、
時
刻
表
示
板
は
こ
の
地
域
特
有
の
も
の
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
東
海
道
の
江
戸
～
京
都
間
で
は
江

戸
が
最
北
で
、
篠
原
～
舞
坂
間
が
最
南
に
位
置
す
る
が
、

緯
度
差
は
一
度
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
北
緯
三
十
五

度
線
を
ほ
ぼ
東
西
に
行
き
交
う
東
海
道
筋
で
は
、
十
分

に
使
用
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 （

鈴
木
義
雄
） 

  

江
間
家
に
あ
る
表
示
板
の
写
し
絵 

尺
時
計
本
体
模
式
図
（
現
物
は
江
間
家
に
は

な
い
が
、
浜
松
博
物
館
発
行
資
料
よ
り
） 

錘 
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篠
原
小
学
校
か
ら
、
「
地
域
の
歴
史
の
こ
と
に
関
し

て
子
供
達
に
案
内
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
お
話
を
い
た

だ
い
て
以
来
、
浜
風
会
と
し
て
そ
の
要
望
に
い
く
ら
か

で
も
応
え
て
い
こ
う
と
、
毎
年
取
組
ん
で
い
ま
す
。 

そ
の
関
係
す
る
経
過
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
ま
す
。 

浜
風
会
の
目
的 

浜
風
会
は
、
昭
和
六
十
二
年
「
篠
育
会
」
家
庭
教
育

を
考
え
る
会
で
取
り
上
げ
た
、
「
ふ
る
さ
と
掘
り
起
し

運
動
」
に
端
を
発
し
て
い
る
。 

子
供
達
に
地
域
の
こ
と
を
教
え
て
い
く
こ
と
も
目

標
の
一
つ
と
し
て
い
る
の
で
、
当
然
の
務
め
で
あ
る
。 

小
学
校
に
「
郷
土
資
料
室
」
設
置 

「
郷
土
資
料
室
」
は
平
成

三
年
、「
ミ
ニ
ふ
る
さ
と
創
生

事
業
」
で
篠
原
小
学
校
の
空

き
教
室
を
借
用
し
、
地
域
の

皆
さ
ん
か
ら
提
供
い
た
だ
い

た
貴
重
な
資
料
を
展
示
す
る
。

当
時
「
ふ
る
さ
と
資
料
室
」

と
し
て
開
設
し
た
。
「
あ
ゆ

み
」
、
「
せ
い
か
つ
」
、
「
し
ご

と
」
と
「
ま
な
び
」
に
分
け

展
示
開
始
し
た
。 

そ
の
後
平
成
二
十
二
年
耐

震
工
事
の
た
め
、
補
強
壁
の

設
置
を
機
会
に
展
示
内
容
を

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
以
来
、

よ
り
見
易
く
且
つ
毎
年
内
容
を
更
新
し
、
馴
染
み
の
あ

る
も
の
に
し
て
い
る
。
「
郷
土
資
料
室
」
は
誰
で
も
、

い
つ
で
も
見
学
出
来
る
の
で
、
職
員
室
で
鍵
を
借
り
、

一
度
覗
い
て
み
て
下
さ
い
。
大
人
の
人
で
も
、
実
際
住

ん
で
い
る
篠
原
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い
発
見
が

あ
る
筈
で
あ
る
。
（
写
真
参
照
） 

 

地
域
探
検
ク
ラ
ブ 

 

小
学
校
四
年
生
以
上
を
対
象
に
「
地
域
探
検
ク
ラ
ブ
」

が
あ
る
。
だ
い
た
い
午
後
の
二
時
半
ご
ろ
よ
り
一
時
間

を
使
い
、
探
検
出
来
る
範
囲
で
歩
い
て
案
内
し
て
回
る
。 

昨
年
度
は
五
回
、
上
記
の
「
郷
土
資
料
室
」
を
皮
切

り
に
、
立
場
跡
、
一
里

塚
跡
、
高
札
場
跡
な
ど
、

昔
の
東
海
道
に
関
係
す

る
史
蹟
や
美
人
塚
、
亀

の
供
養
塔
な
ど
言
い
伝

え
や
お
宮
、
お
寺
な
ど

案
内
し
た
。
多
く
は
旧

跡
な
の
で
彼

ら
の
実
感
は

今
一
つ
で
あ

る
が
、
案
内

に
心
掛
け
て

い
る
こ
と
は
、

現
状
が
ど
う

し
て
こ
う
な

っ
て
い
る
の
か
つ
い
て
も
、
わ
か
っ
て
も
ら
お
う
と
い

う
こ
と
だ
。
こ
の
地
域
を
知
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
く

れ
た
ら
嬉
し
い
。 

総
合
学
習
で
地
域
の
こ
と
を 

二
十
五
年
度
の
小
学
校
三
年
生
の
総
合
学
習
の
中

で
、
〝
篠
原
の
自
慢
を
見
つ
け
よ
う
〟
が
取
り
上
げ
ら

れ
、
そ
の
参
考
の
た
め
、
篠
原
地
域
の
こ
と
を
説
明
す

る
機
会
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
「
郷
土
資
料
室
」
で
、

予
備
知
識
を
得
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
グ
ル
ー
プ
を
作
っ

て
気
に
な
る
所
を
見
学
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
後

日
グ
ル
ー
プ
で
篠
原
の
自
慢
を
、
ま
と
め
上
げ
発
表
し

合
っ
た
。 

誰
で
も
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
好
き
に
な
り
た
い

と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
正
し

く
知
り
、
そ
こ
に
愛
着
を
持
て
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

そ
う
な
れ
ば
篠
原
の
こ
と
が
人
に
話
せ
る
よ
う
に
な

り
、
篠
原
の
自
慢
が
き
っ
と
見
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

（
山
下
勝
彦
） 

平成２６年度主な活動 

★ 山下孝先生講座 

①「もう一つの伊勢」 

②「蘇民将来の広がり」 

★本年のテーマ 

・現在の変化も把握し表す 

★ 主な自由研究 

・尺時計の表示板より 

・八阪神社、お天王様 

・篠原の偉人を知ろう 

・南部土地改良区の記録 

・伊能忠敬の遠州路測量から 

・メガソーラー立ち上がる 

・篠原に鈴木姓何故多いか 

・篠原の祭りの変遷 等 

★ バス旅行／小旅行 

・6月１９日： 

伊勢参りともう一つの伊勢 

小学校にある郷土資料室展示風景 
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アンバリ（網針） 

 あん針という物が、小学校の郷土資料室に、

寄贈され保管されているので、調べてみた。 

 網結
あみすき

針
ばり

、アミバリ、アバリともいい、網を編

んだり、修繕したりする際に使う。形状は、船

形をして扁平。先端近くに透かしがあり、後縁

部にはへこみがあり、互いに糸を掛けるように

工夫われている。この形は世界的にみても同型

の物が広まっている。材質は竹または木が多か

ったが、近年はプラスチック製が殆どである。 

 宮城県の里浜貝塚から、土器や貝、魚や獣の

骨、漁𢭐具、装飾品などが多数発掘されている。 

その中に、鹿角製の網針（全長 10.7cm）が出

土して注目を集めた。しかも形状が、今日一般

に使われている網針とほぼ同型であることは驚

きであった。福井県の鳥浜遺跡からは網類の遺

物が、愛媛県の舟ヶ谷遺跡からは、結節をもつ

漁網が出土している。これらのことから、縄文

晩期（3,000～2,300年前）には、網針を使用

して網が編まれ、網漁が行われていたことが実

証された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎県の壱岐郷土博物館には、樫材で作られ

た全長 114.5cm、幅 12.5cmの大きな網針が

所蔵されている。解説には「目とり針（鯨あみ

用）とあり、鯨取り用の網をあむ目おこし針で、

約 300年前から明治の頃まで使っていた」と記

されている。         （鈴木幹久） 

 

前
浜
海
岸
と
言
え
ば
浜
風
、
浜
砂
等
が
す
ぐ
に
思
い

出
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
特
に
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ

る
こ
と
を
あ
げ
て
み
ま
す
。 

浜
野
球
の
こ
と 

私
の
小
、
中
学
生
の
時
に
は
馬
郡
部
落
の
諸
先
輩
達

と
の
春
、
秋
の
休
日
に
野
球
を
し
た
こ
と
で
す
。 

 

前
浜
の
網
小
屋
や
舟
小
屋
の
南
側
海
岸
と
の
約
１００

ｍ
以
上
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
砂

浜
が
野
球
場
に
な
り
ま
し
た
。
足
で
浜
砂
に
線
を
引
い

て
素
晴
ら
し
い
馬
郡
球
場
の
出
来
上
が
り
で
す
。
選
手

約
20
名
に
よ
る
も
の
で
す
。
時
間
の
経
つ
の
も
忘
れ

太
陽
が
西
に
沈
む
ま
で
、
暗
く
な
る
ま
で
野
球
が
で
き

ま
し
た
。
因
み
に
グ
ラ
ブ
や
バ
ッ
ト
等
道
具
は
み
な
の

持
ち
寄
り
で
し
た
。 

 

地
引
網
の
こ
と 

 

ま
た
前
浜
で
の
地
引
網
で
は
、
入
っ
た
魚
を
逃
げ
な

い
よ
う
に
「
網
で
魚
を
巻
け
」
と
言
わ
れ
、
舟
よ
り
飛

び
込
ん
で
魚
に
網
を
巻
き
付
け
て
舟
に
あ
げ
た
こ
と

を
今
で
は
良
い
思
い
出
で
す
。
そ
の
際
に
海
中
で
目
を

合
わ
せ
た
魚
の
こ
と
を
今
で
も
思
い
出
し
ま
す
。
あ
の

時
の
魚
は
ど
う
な
っ
た
の
か
？ 

 

伊
勢
湾
台
風
の
こ
と 

 

伊
勢
湾
台
風
は
昼
間
の
台
風
で
し
た
。
先
輩
と
台
風

を
前
浜
に
見
に
行
こ
う
と
、
皆
で
見
に
行
き
ま
し
た
。

怖
い
も
の
知
ら
ず
で
し
た
。
し
か
し
台
風
で
波
が
堤
に

あ
が
っ
て
き
た
の
で
、
皆
で
逃
げ
て
帰
り
ま
し
た
。
今

思
う
と
、
よ
く
助
か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。 

 

今
後
の
願
い 

 

網
小
屋
、
舟
小
屋
の
有
っ
た
堤
の
あ
た
り
は
、
現
在

浜
名
バ
イ
パ
ス
に
な
っ
て
お
り
、
車
が
連
日
ひ
っ
き
り

な
し
走
っ
て
い
ま
す
。
何
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
昔

の
人
達
に
、
出
来
る
こ
と
な
ら
見
せ
て
や
り
た
い
も
の

で
す
。 

 

現
在
は
津
波
対
策
で
バ
イ
パ
ス
と
遠
州
灘
と
の
間

に
新
し
い
防
潮
堤
を
作
る
計
画
が
進
行
し
て
い
る
今

日
こ
の
頃
で
す
。
ま
た
松
林
は
松
く
い
虫
に
荒
ら
さ
れ

て
み
じ
め
な
状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
ど

の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
か
心
配
で
す
。 

今
後
共
住
民
の
安
心
、
安

全
が
守
ら
れ
ま
す
こ
と
を
祈

っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

（
刑
部
傳
志
） 

歴史メモ１６ 

宮城県里浜貝塚出土の網針 


