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●
毎
月
1日
・
16日

発
行

歴
史
散
歩

●
市
財
政
収
入
の
一
部
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
表
紙
に
広
告
を
掲
載

　
し
て
い
ま
す
。
掲
載
し
て
い
る
広
告
内
容
に
つ
い
て
は
、
津
市
が
保
証
し
て

　
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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新
指
定
の
文
化
財

専
修
寺
太
鼓
門
の
太
鼓
附
鉄
鋲

入
江
和
歌
囃
子

　

３
月
28
日
、
新
た
に
２
件
の
文
化
財
が
津
市
指
定

文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、津
市
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
た「
専
修
寺
太
鼓
門
の
太
鼓　

附
鉄
鋲
」。こ
の
太
鼓

は
、か
つ
て
専
修
寺
の
太
鼓
門
に
吊
り
下
げ
ら
れ
、人
々

に
時
刻
を
知

ら
せ
る「
時

の
太
鼓
」と

し
て
打
ち
鳴

ら
さ
れ
て
い

ま
し
た
。直

径
１
ｍ
を
超

え
る
大
型
の

太
鼓
で
、享

保
14（
１
７

２
９
）年
の

製
作
銘
と
、

胴
内
部
に
記

さ
れ
た
名
前

や
修
理
年
な

ど
か
ら
、製

作
年
や
作
者

が
判
明
し
た

貴
重
な
も
の

で
す
。

　

平
成
22
年
に
修
理
さ
れ
た
こ
の
太
鼓
は
、
現
在
、

専
修
寺
の
大
玄
関
に
置
か
れ
、
太
鼓
に
付
随
し
た
も

の
と
し
て
指
定
さ
れ
た
鉄
鋲
は
、
修
理
前
ま
で
太
鼓

の
皮
を
留
め
て
い
た
も
の
で
、
現
在
は
別
に
保
管
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
は
、
津
市
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
た｢

入
江
和
歌
囃
子｣

。
こ
ち
ら
は
、
毎
年
10
月

に
行
わ
れ
る
津
ま
つ
り
で
、
紺
色
の
腹
掛
と
股
引

き
、
白
地
に
紅
色
縁
の
法
被
を
着
て
、
藤
方
の
津
八

幡
宮
か
ら
山
車
を
引
き
、
旧
津
城
下
の
各
所
を
練
り

歩
い
て
祭
り
を
盛
り
上
げ
ま
す
。踊
り
手
は
、ひ
ょ
っ
と

こ
の
面
に
黄
色
い
頬
か
む
り
を
し
、
腰
に
た
ば
こ
入

れ
と
竹
で
編

ん
だ
籠
を
付

け
、
踊
り
に

合
わ
せ
て
、

釣
り
ざ
お
や

き
せ
る
、
バ

レ
ン
を
使
い

ま
す
。

　

こ
の
入
江

和
歌
囃
子
は
、

江
戸
時
代
か

ら
行
わ
れ
て

い
た
津
八
幡

宮
祭
礼
の
入
江
町（
現
大
門
）の
出
し
物
と
し
て
、

明
治
時
代
中
期
に
つ
く
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
で
、
そ

の
後
、
昭
和
41
年
に
結
成
し
た
「
津
民
芸
保
存
会
」

に
受
け
継
が
れ
ま
し
た
。
津
八
幡
宮
祭
礼
は
、
明
治

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
華
や
か
に
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
戦
災
に
よ
っ
て
山
車
な
ど
が
焼
失
し
た
後
、

昭
和
43
年
か
ら
は｢

津
ま
つ
り
」
と
名
を
変
え
て
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
津
ま
つ
り
に
参
加
す

る
多
く
の
出
し
物
の
中
で
、
入
江
和
歌
囃
子
は
古
く

か
ら
あ
る
地
域
の
文
化
の
一
つ
と
し
て
、
世
代
を
超

え
て
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
指
定
で
、
津
市
内
の
指
定
文
化
財
は
合
計

４
０
０
件
と
な
り
ま
し
た
。

つ
け
た
り
て
つ
び
ょ
う

い
り
え　
　

わ　
　

か　
　
ば
や
し


