
の
所
が
あ
る
。
右
側
が
福
寿
醤
油
で
、
そ
れ
ら
し

い
雰
囲
気
が
醸
さ
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
醤
油
の
香
り
が
漂
っ

て
く
る
。
創
業
文
政
九
年(

１
８
２
６)

、
間
も
無

く
二
百
年
を
迎
え
よ
う
か
と
い
う
老
舗
で
あ
る
。

江
戸
期
か
ら
の
風
情
は
、
店
舗
が
ト
タ
ン
を
か

ぶ
せ
て
は
い
て
も
茅
葺
き
に
本
瓦
の
下
屋
を
巡

ら
し
た
典
型
的
な
阿
波
の
民
家
形
式
。
松
山
平

野
の
タ
イ
プ

と
少
し
違
う

の
は
、
屋
根
が

少
し
起む

く

り
と

い
う
カ
ー
ブ

曲
線
を
描
く

こ
と
。
四
国
と

言
え
ど
も
土

地
土
地
で
微

妙
に
建
築
文

化
が
異
な
る
。
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伊予絣の創始と
縞売りの女たち

かすり

しま

福寿醤油に
“鳴門鯛”の撫養街道

む　  や

の
受
講
者
で
あ
る
Ｍ
さ
ん
か
ら
先
ご
ろ
興
味
深

い
モ
ノ
を
頂
い
た
。
写
真
の
堅
牢
そ
う
な
算そ

ろ
ば
ん盤

で
あ
る
。
氏
の
話
に
よ
れ
ば
、
何
で
も
徳
島
へ
の

ツ
ア
ー
が
あ
り
、
そ
の
立
ち
寄
り
先
で
丁
度
在

庫
を
廃
棄
す
る
場
面
と
遭
遇
し
了
解
の
上
で
も

ら
っ
て
き
た
の
だ
と
言
う
。
私
は
算
盤
が
出
来

る
器
用
さ
は
残
念
か
な
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い

が
、
何
年
振
り
か
で
手
に
し
た
懐
か
し
さ
と
、
職

人
の
気
真
面
目
な
作
り
込
み
が
気
に
入
っ
て
い

る
。
裏
面
に
は
福
寿
醤
油
の
文
字
。
場
所
は
鳴
門

鯛
と
い
う
有
名
な
造
り
酒
屋
の
近
く
だ
と
の
こ

と
。
こ
れ
は
行
か
ず
ば
な
る
ま
い
。

　

こ
こ
は
徳
島
県
の
撫
養
街
道
。
四
国
の
東
の

玄
関
口
で
あ
る
撫
養
岡
崎
港
（
鳴
門
市
）
か
ら

西
へ
吉
野
川
北
岸
を
並
走
す
る
形
で
伸
び
る
旧

街
道
で
、
三
好
市
池
田
町
ま
で
の
十
七
里
余
り

(

67
・
３
㎞)

、
洲
津
の
渡
し
で
吉
野
川
を
渡
り

伊
予
街
道
に
つ
な
が
る
。

　

そ
の
中
の
鳴
門
市
大
麻
町
辺
り
、
両
側
を
白

壁
と
黒
板
で
挟
ま
れ
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
佇
ま
い

　

今
回
は
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
話
を
進
め
る

こ
と
に
な
る
。
私
が
主
宰
す
る
講
座
に
「
八
幡
浜

タ
ウ
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
講
座
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
地
域
の
魅
力
を
何

と
か
伝
え
よ
う
と
始
め
た
も
の
だ
が
、
そ
の
甲

斐
あ
っ
て
平
成
13
年
に
は
「
八
幡
濱
み
て
み
ん

會
」
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
も
発
足
し

た
。
現
在
は
パ
ー
ト
Ⅱ
講
座

の
段
階
と
な
っ
て
い
て
、
そ

土佐泊～撫養・無賃の渡し

岡崎港にて撫養街道、大谷界隈

算
そろばん

盤

262015.7



今
も
ア
チ
コ
チ
に
醸
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

中
で
も
、
こ
う
し
て
現
業
が
元
気
で
新
た
な
価

値
を
生
み
始
め
、
情
報
と
し
て
も
モ
ノ
と
し
て

も
国
際
的
に
交
流
や
物
流
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
や
は
り
文
化
も
ソ
ロ
バ

ン
勘
定
は
大
事
で
あ
る
。

優
雅
な
酒

に
な
る
よ

う
に
と
い

う
こ
と
で

奥

が

深

い
。
仕
込

み
蔵
の
妻

壁
に
は
そ

れ
を
表
し

た
鏝
絵
飾

り
も
見
ら

れ
、
元
気

の
良
さ
そ
う
な
鯛
が
渦
潮
の
上
で
跳
ね
て
い
る
。

　

最
近
は
日
本
酒
の
復
権
ブ
ー
ム
で
も
あ
り
、

国
際
的
な
観
光
の
側
面
や
、
根
強
い
ワ
イ
ン
の

ブ
ラ
ン
ド
性
に
も
刺
激
さ
れ
、
同
じ
醸
造
酒
と

し
て
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら

れ
る
。
こ
ち
ら
の
蔵
元
で
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
進

出
を
足
掛
か
り
に
、
現
在
で
は
ア
メ
リ
カ
国
内

13
州
で
飲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
か
ら
驚
か
さ
れ

る
。
現
在
の
オ
ー
ナ
ー
は
十
代
目
で
女
性
、
そ
う

し
た
若
い
感
性
も
こ
れ
か
ら
の
展
開
に
は
欠
か

せ
な
い
要
素
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
、
先
ほ
ど
の

福
寿
酒
造
は
八
代
目
だ
が
同
じ
松
浦
さ
ん
で
お

隣
同
士
、
同
じ
醸
造
業
と
い
う
こ
と
で
「
Ｋ
Ｕ
Ｒ

Ａ
＆
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ａ
見
学
会
」
と
い
う
タ
イ
ア
ッ
プ

企
画
も
あ
り
、
面
白
い
展
開
を
見
せ
て
い
る
。

　

こ
の
撫
養
街
道
は
、
ア
ナ
ロ
グ
だ
っ
た
時
代

に
人
モ
ノ
金
が
動
き
、
か
な
り
栄
え
た
風
情
が

バックナンバー　http://www.ecpr.or.jp/products-my-town-backnumber/“MY TOWN”うぉっちんぐ

　

と
も
か

く
か
の
算

盤
は
、
こ

ち
ら
の
醸

造
元
が
か

つ
て
お
得

意
さ
ん(

取

引
先)

に
粋

な
宣
伝
材

料
と
し
て

渡
し
て
い

た
も
の
で

あ
る
。
そ

の
名
も
問

屋
算
盤
、
兵
庫
県
小
野
市
で
作
ら
れ
た
も
の
。
因

み
に
算
盤
に
は
雲
州(

島
根
県)

と
播
州(

兵
庫

県)

の
二
大
産
地
が
あ
る
。
ま
た
、
福
寿
醤
油
の

容
器
に
は
地
元
の
大
谷
焼
が
使
わ
れ
、
地
産
地

消
で
経
済
が
回
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
り
、
直

ぐ
近
く
に
は
登
り
窯(

国
登
録
有
形)

も
残
さ
れ

て
い
る
。

　

道
路
向
か
い
に
は
本
家
松
浦
酒
造
場
が
あ
り

“
鳴
門
鯛
”
の
銘
柄
で
知
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
の
創

業
は
も
っ
と
古
く
、
文
化
元(

１
８
０
４)

年
だ

か
ら
ナ
ン
と
二
百
年
を
有
に
越
え
る
。
二
代
目

松
浦
直
蔵
由
往
に
よ
り
始
ま
り
、
酒
銘
の
鳴
門

鯛
は
、
明
治
19
年
に
五
代
九
平
と
当
時
の
県
令

に
よ
る
命
名
と
の
こ
と
。
鳴
門
海
峡
の
急
潮
に

も
ま
れ
た
美
味
な
鯛
の
味
に
あ
や
か
り
、
淡
麗

福寿醤油の店舗

鳴門鯛の鏝絵

福寿醤油

大谷焼登り窯
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