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旧
阿
久
比
村
役
場
を
探
し
に
友
人
と
二

人
で
出
掛
け
た
。
宮
津
地
区
の
西
森
下
地

内
で
、
宮
津
橋
東
付
近
に
現
存
し
て
い
る

ら
し
い
の
で
、
近
く
に
住
む
人
に
訪
ね
な

が
ら
目
的
地
へ
向
か
う
。

「『
役
場
が
あ
っ
た
げ
な
』
と
、
話
は
聞

い
と
る
。
昔
、
庄
屋
さ
ん
た
ち
が
お
っ
た

あ
の
辺
だ
。
宮
津
橋
拡
張
で
建
物
は
取
り

壊
さ
れ
た
が
、
近
く
に
駐
在
所
も
あ
っ
た

な
あ
」
と
長
老
は
言
う
。

旧
阿
久
比
村
役
場
は
、
明
治
三
十
九
年

に
東
阿
久
比
村
、
上
阿
久
比
村
、
阿
久
比

村
の
三
村
が
合
併
し
た
と
き
の
村
役
場
で
、

大
正
十
五
年
に
阿
久
比
神
社
南
へ
庁
舎
が

移
転
す
る
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

役
場
は
昭
和
三
十
四
年
現
在
地
に
移
転
す

る
。県

道
南
粕
谷
半
田
線
か
ら
西
に
向
か
う

細
道
を
歩
く
。
目
の
前
に
、
黒
塗
り
の
高

い
塀
。
そ
の
奥
に
は
日
本
建
築
の
住
居
と

蔵
が
並
ぶ
民
家
。
後
方
に
、
宮
津
団
地
の

各
棟
が
立
ち
並
ぶ
光
景
が
目
に
映
る
。

長
老
が
教
え
て
く
れ
た
場
所
に
着
く
。

雑
木
林
か
ら
は
猛
暑
の
終
わ
り
を
告
げ
る

か
の
よ
う
に
ツ
ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
の
鳴
き
声
。

畑
仕
事
を
す
る
男
性
に
声
を
掛
け
る
。

「
昔
の
村
役
場
を
探
し
て
い
る
ん
で
す

が
」。「
わ
し
が
今
、
住
ん
ど
る
、
こ
こ
だ�

が�
」。「
こ
こ
で
す
か
？
」

旧
役
場
は
民
家
と
な
っ
て
い
た
。
平
家

建
て
の
古
い
建
物
で
、
漆
喰
が
塗
ら
れ
た

壁
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
は
げ
て
、
土
壁
が

む
き
出
し
の
部
分
も
あ
る
。
役
場
で
あ
っ

た
と
は
、
言
わ
れ
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら

な
い
。
周
辺
の
建
物
の
雰
囲
気
か
ら
、
長

老
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
一
昔
前
は

人
々
が
集
ま
る
に
ぎ
や
か
な
場
所
で
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

話
し
て
く
れ
た
男
性
は
八
十
歳
。
西
向

き
に
入
り
口
が
あ
っ
た
と
説
明
を
受
け
る
。

家
に
残
っ
て
い
た
当
時
の
写
真
を
見
た
こ

と
が
あ
る
と
言
う
。

「
村
長
は
、
鼻
の
下
に
長
い
立
派
な
ひ

げ
を
は
や
し
と
っ
た
。
か
す
り
の
着
物
を

着
た
女
性
の
事
務
員
が
三
人
〜
四
人
い
て
、

床
を
引
き
ず
る
よ
う
な
長
い
髪
の
毛
だ
っ

た
よ
う
な
気
が
す
る
」

私
た
ち
の
先
輩
職
員
の
話
だ
。
少
な
い

職
員
で
い
く
つ
も
の
仕
事
を
こ
な
し
て
い

た
よ
う
だ
。

「
あ
ん
た
ら
役
場
で
頑
張
っ
て
、
え
え

仕
事
や
っ
て
く
れ
や
」
と
男
性
か
ら
エ
ー

ル
を
送
ら
れ
る
。
身
の
引
き
締
ま
る
思
い

で
、
旧
阿
久
比
村
役
場
を
後
に
し
た
。
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