
う
ら
へ

　
ト
ン
ゴ
シ
の
お
崎
の
鼻
に
、
こ
ん
な
話
も
あ
る
。

　
道
が
東
光
寺
の
方
に
曲
が
っ
た
所
の
上
に
大
き
な
松
の
木

が
あ
っ
て
、
そ
の
下
の
円
い
石
を
誰
か
が
祀
っ
て
い
る
。

　
あ
る
夕
暮
れ
、
ど
こ
か
の
お
ば
あ
さ
ん
が
町
で
買
物
を
し

て
の
帰
り
に
、
赤
ん
坊
を
だ
い
た
母
親
に
出
あ
っ
た
。「
す

み
ま
せ
ん
が
忘
れ
物
を
し
た
の
で
急
い
で
取
り
に
帰
っ
て
来

ま
す
。
し
ば
ら
く
赤
ん
坊
を
だ
っ
こ
し
て
い
て
く
だ
さ
い
ま

せ
ん
か
」
と
の
こ
と
。
か
わ
い
い
赤
ち
ゃ
ん
の
こ
と
だ
し
、

だ
っ
こ
し
て
あ
げ
ま
し
た
。
す
ぐ
来
ま
す
か
ら
と
い
っ
た
の

に
、
暗
く
な
っ
て
も
帰
っ
て
こ
ず
、
赤
ん
坊
は
お
な
か
が
す

い
た
ら
し
く
、
オ
ギ
ャ
ー
オ
ギ
ャ
ー
と
泣
き
出
し
て
、
い
く

ら
あ
や
し
て
も
泣
き
や
み
ま
せ
ん
。

　
夜
中
に
な
っ
て
も
捨
て
て
帰
る
の
は
か
わ
い
そ
う
だ
し
、

土
手
に
腰
か
け
て
い
る
う
ち
に
眠
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
夜
が
明
け
て
み
る
と
大
き
な
石
を
だ
っ
こ
し
て
い
て
、
町

か
ら
買
っ
て
来
て
い
た
御
馳
走
は
ふ
ろ
し
き
だ
け
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
気
の
毒
な
お
ば
あ
さ
ん
。
今
あ
る
円
い
石
は
そ

の
時
の
赤
ん
坊
で
し
ょ
う
か
。（

採
話:

家
床
地
区
　
永
友
千
秋
）

「石になった赤ちゃん」
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「たかなべ伝・伝Returns」の発行には、まいづるカード会のご協力を頂いています。

10 月１日は〝高鍋町町民の日〞です。

　

こ
れ
ま
で
、
４
回
に
渡
っ
て
発

行
し
て
き
た
「
た
か
な
べ
伝
・
伝

Ｒ
ｅ
ｔ
ｕ
ｒ
ｎ
ｓ
」
で
す
が
、
右

上
に
「
か
ん
か
ん
仏
」
と
い
う
２

体
の
キ
ャ
ラ
が
い
た
の
に
お
気
づ

き
で
し
た
か
？

　

こ
の
キ
ャ
ラ
は
、
高
鍋
町
の
舞

鶴
公
園
に
あ
る
「
か
ん
か
ん
仏
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
寒
山
・
拾
得

象
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
ま
す
。

巻
物
を
持
つ
「
寒
山
」
と
、
ほ
う

き
を
持
つ
「
拾
得
」
は
、
中
国
唐

代
の
高
僧
で
、
文
殊
菩
薩
、
普
賢

菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
も
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

寒 山
かんざん じっとく

拾 得

（寒山・拾得の石仏）

定
期
的
に
発
行
し
ま
す

保
存
し
て
ね
！

高
鍋
町
の
舞
鶴
公
園
・
二
の
丸
の
東
側

に
ひ
っ
そ
り
と
傷
の
入
っ
た
石
像
が
二

体
立
っ
て
い
て
、
み
ん
な
に
は

｢

か
ん
か
ん
仏｣

と
言
わ
れ
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

中
国
に
お
け
る

民
間
信
仰
の

道
教
神
と
考
え
ら
れ
、

も
と
も
と
は
、

宮
崎
県
串
間
市

（
江
戸
時
代
は
高
鍋
藩
領
）

に
あ
っ
た
も
の
を
、

江
戸
藩
邸
に
移
し
、

明
治
時
代
に
な
っ
て

神
奈
川
県
藤
沢
市
の

別
邸
に
、

更
に
現
在
の

高
鍋
城
内
に

移
し
ま
し
た
。

高
鍋
町
の
舞
鶴
公
園
・
二
の
丸
の
東
側

に
ひ
っ
そ
り
と
傷
の
入
っ
た
石
像
が
二

体
立
っ
て
い
て
、
み
ん
な
に
は

｢

か
ん
か
ん
仏｣

と
言
わ
れ
て

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

中
国
に
お
け
る

民
間
信
仰
の

道
教
神
と
考
え
ら
れ
、

も
と
も
と
は
、

宮
崎
県
串
間
市

（
江
戸
時
代
は
高
鍋
藩
領
）

に
あ
っ
た
も
の
を
、

江
戸
藩
邸
に
移
し
、

明
治
時
代
に
な
っ
て

神
奈
川
県
藤
沢
市
の

別
邸
に
、

更
に
現
在
の

高
鍋
城
内
に

移
し
ま
し
た
。

「
か
ん
か
ん
仏
」
が
江
戸
藩
邸
に
あ
っ

た
頃
、

毎
夜
邸
内
を

歩
き
回
る
怪
し
い

者
が
い
た
の
で
、

宿
直
の
藩
士
が

妖
怪
の
仕
業
と
考
え
、

あ
る
夜
待
ち
伏
せ

「
か
ん
か
ん
仏
」
が
江
戸
藩
邸
に
あ
っ

た
頃
、

毎
夜
邸
内
を

歩
き
回
る
怪
し
い

者
が
い
た
の
で
、

宿
直
の
藩
士
が

妖
怪
の
仕
業
と
考
え
、

あ
る
夜
待
ち
伏
せ

現
れ
た
妖
怪
と

立
ち
回
り
と
な
り
、

一
刀
切
り
付
け
ま
し
た
。

手
応
え
が
あ
り
、

姿
は
消
え
失
せ

ま
し
た
が
、

戦
っ
た
藩
士
も
、

そ
の
立
ち
回
り
で

傷
を
負
っ
て
し
ま
い

現
れ
た
妖
怪
と

立
ち
回
り
と
な
り
、

一
刀
切
り
付
け
ま
し
た
。

手
応
え
が
あ
り
、

姿
は
消
え
失
せ

ま
し
た
が
、

戦
っ
た
藩
士
も
、

そ
の
立
ち
回
り
で

傷
を
負
っ
て
し
ま
い

高
熱
を
発
し
ま
し

た
が
、
幸
い
に
も

一
命
は
と
り
と
め

ま
し
た
。

高
熱
を
発
し
ま
し

た
が
、
幸
い
に
も

一
命
は
と
り
と
め

ま
し
た
。

翌
日
、
藩
士
の
傷
は

消
え
て
お
り

身
代
わ
り
に
な
っ
た
の
か
、

邸
内
の

「
か
ん
か
ん
仏
」

石
仏
に
刀
傷
が

残
っ
て
い
た
の

で
し
た
。

翌
日
、
藩
士
の
傷
は

消
え
て
お
り

身
代
わ
り
に
な
っ
た
の
か
、

邸
内
の

「
か
ん
か
ん
仏
」

石
仏
に
刀
傷
が

残
っ
て
い
た
の

で
し
た
。

そ
の
後
、
歩
き
回
る
者
は
い
な
く
な

り
、
秋
月
家
に
『
何
か
あ
る
と
、
こ

の
傷
が
は
っ
き
り
出
て
夜
泣
き
し
て

知
ら
せ
る
』
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

凶
兆
を
知
ら
せ
身
代
わ
り
に
な
っ
て

く
れ
、
た
い
そ
う
ご
利
益
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
お
り
、
年
中
お
供
え
物
が

絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、
歩
き
回
る
者
は
い
な
く
な

り
、
秋
月
家
に
『
何
か
あ
る
と
、
こ

の
傷
が
は
っ
き
り
出
て
夜
泣
き
し
て

知
ら
せ
る
』
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

凶
兆
を
知
ら
せ
身
代
わ
り
に
な
っ
て

く
れ
、
た
い
そ
う
ご
利
益
が
あ
る
と

言
わ
れ
て
お
り
、
年
中
お
供
え
物
が

絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

今
だ
！

キ
ラ
ン

串
間

高
鍋
町

江
戸

神
奈
川

重い
なー

文殊菩薩

普賢菩薩

ふ
　げ
ん

ぼ
　
さ
つ

も
ん
じ
ゅ
ぼ

さ
つ


