
　

コ
ロ
ナ
禍
、
世
間
で
は
疫
病
を
鎮

め
る
妖
怪
ア
マ
ビ
エ
が
に
わ
か
に
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
遥
か
昔
よ
り

疫
病
は
繰
り
返
し
人
類
を
脅
か
し
て

き
ま
し
た
。

　

さ
て
、
右
の
土
器
を
よ
く
見
て
下

さ
い
。
顔
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
分

か
り
易
く
す
る
た
め
隣
に
イ
ラ
ス
ト

を
載
せ
ま
し
た
。
こ
の
顔
は
何
の
顔

だ
と
思
い
ま
す
か
？
妖
怪
で
も
、
い

た
ず
ら
描
き
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。�

～
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
収
束
の
願
い
を
込
め
て
～

こ
の
顔
は
何
の
顔
？

　

太
い
眉
、
大
き
な
目
、
荒
々
し
い

あ
ご
髭
。
墨
で
土
器
に
描
か
れ
た
こ

の
顔
は
、「
禍

わ
ざ
わ
いを

引
き
起
こ
す
疫や

く
し
ん神

」

の
顔
で
す
。

　

こ
の
土
器
は
人じ

ん
め
ん
ぼ
く
し
ょ
ど
き

面
墨
書
土
器
（
三

島
市
指
定
文
化
財
）
と
い
い
、
三
島

市
安
久
に
あ
る
箱
根
田
遺
跡
で
発
見

さ
れ
ま
し
た
。
今
か
ら
千
二
百
年
前

の
平
安
時
代
の
遺
跡
で
す
。

　

日
本
各
地
に
あ
る
遺
跡
の
う
ち
、

人
面
墨
書
土
器
が
発
見
さ
れ
る
遺
跡

は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
央
で
は
都

の
あ
っ
た
平
城
京
や
平
安
京
、
地
方

で
は
国
府
や
郡ぐ

ん
が衙

な
ど
国
の
施
設
に

関
係
す
る
遺
跡
で
、
出
土
場
所
も
溝

や
河
川
跡
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

箱
根
田
遺
跡
か
ら
も
溝
跡
と
古
代

伊
豆
国
に
関
連
す
る
倉
庫
跡
が
見
つ

か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
遺
跡
は
、
駿

河
湾
か
ら
狩
野
川
、
さ
ら
に
大
場
川

を
遡
っ
て
三
嶋
大
社
東
側
に
あ
っ
た

と
推
定
さ
れ
る
伊
豆
国
府
に
向
か
う

水
運
ル
ー
ト
の
入
口
に
位
置
し
、
川

の
港
「
津
」
と
し
て
の
機
能
が
あ
り

ま
し
た
。

　

医
学
的
知
識
の
乏
し
い
当
時
の

人
々
は
、
疫
病
な
ど
の
禍
は
、
真
っ

暗
闇
の
深
夜
に
外
部
か
ら
疫
神
が
集

落
の
中
に
入
り
込
み
、
悪
さ
を
し
て

暴
れ
ま
わ
る
こ
と
が
原
因
と
考
え
ま

し
た
。

　

そ
の
た
め
、
国
府
や
集
落
の
入
口

付
近
の
水
辺
で
人
面
墨
書
土
器
に
酒

や
ご
馳
走
を
入
れ
て
疫
神
を
も
て
な

し
、
住
ん
で
い
る
地
域
に
疫
神
が
入

っ
て
こ
な
い
よ
う
、
疫
神
退
散
を
願

う
祭さ

い
し祀
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
当
時
の
人
々
は
、
自
分
に
禍

ご
と
が
起
こ
る
の
は
、
日
常
生
活
の

中
で
い
ろ
い
ろ
な
罪
や
穢け

が

れ
が
溜
ま

っ
て
い
く
こ
と
が
原
因
の
ひ
と
つ
だ

と
考
え
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
身
代
わ
り
と
な
る
人ひ

と
が
た形
を

作
り
、
こ
の
人
形
で
体
を
撫
で
、
ふ

ぅ
ー
と
息
を
吹
き
込
む
こ
と
で
自
分

に
溜
ま
っ
て
い
る
罪
や
穢
れ
を
人
形

に
移
し
、
自
身
は
再
び
穢
れ
の
な
い

状
態
に
戻
す
「
祓は

ら
え」

の
儀
式
を
行
い

ま
し
た
。
そ
し
て
溝
や
水
辺
で
穢
れ

を
移
し
た
人
形
を「
水
に
流
す
祭
祀
」

を
し
ま
し
た
。

　

こ
の
祓
の
儀
式
は
、
現
在
も
半

年
の
節
目
で
あ
る
六
月
三
十
日
の

夏な
ご
し
の
は
ら
え

越
の
祓
や
十
二
月
三
十
一
日
の

年と
し
こ
し
の
お
お
は
ら
え

越
し
の
大
祓
と
し
て
三
嶋
大
社
な

ど
の
神
社
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

医
学
の
進
ん
だ
現
代
に
お
い
て

も
、
冬
季
に
な
る
と
流
行
す
る
季
節

性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
２
０
２
０
年

の
新
型
肺
炎SA

RS

、
そ
し
て
今
年

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
は

私
た
ち
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
と
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
し
て
や
平
安
時
代

で
は
、
そ
の
恐
怖
は
な
お
さ
ら
の
こ

と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　

箱
根
田
遺
跡
の
人
面
墨
書
土
器
か

ら
は
疫
病
退
散
の
切
実
な
思
い
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
楽
寿
園
の
中
に
あ

る
郷
土
資
料
館
三
階
に
展
示
し
て
い

ま
す
の
で
、
コ
ロ
ナ
禍
が
落
ち
つ
い

た
頃
に
、
ぜ
ひ
足
を
運
び
、
ご
覧
に

な
っ
て
下
さ
い
。

▲「箱根田遺跡（安久）で発見された
　人面墨書土器（右）と人面のイラスト（左）

三 島 の 歴 史 を 知 る
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私
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

は
と
て
も
元
気
で
す
。
家
の
庭
で
遊
ん
だ

り
、
お
で
か
け
を
た
く
さ
ん
し
た
り
す
る

の
が
と
て
も
楽
し
み
で
す
。

　
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
ゴ
ル
フ
を
や
っ
て

い
て
た
ま
に
家
の
庭
で
教
え
て
く
れ
た
り

し
ま
す
。
よ
く
、
庭
の
手
入
れ
を
や
っ
て

く
れ
る
の
で
庭
が
と
て
も
き
れ
い
で
す
。

　
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
山
登
り
や
ゴ
ル
フ
、

お
花
を
育
て
る
こ
と
が
好
き
で
、
富
士
山

に
い
っ
し
ょ
に
登
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
明
る
く
元
気
な
お
じ
い

ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
い
て
ほ
し
い

で
す
。

わ
た
し
の

お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

当
番
　
い
し
か
わ
　
あ
ゆ  

さ
ん

　「伊
豆
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク
」
が
世
界

ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定
さ
れ
て
か
ら
二

年
経
ち
ま
し
た
。

　
ジ
オ
パ
ー
ク
と
聞
く
と
多
く
の
人

は
特
異
な
地
形
や
地
質
が
織
り
な
す

大
自
然
を
連
想
し
ま
す
。
し
か
し
、

ジ
オ
パ
ー
ク
の
構
成
資
産
は
、
地
域

の
「
歴
史
・
文
化
・
産
業
」
と
「
地

形
・
地
質
」
が
同
等
に
重
要
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
ジ

オ
の
視
点
で
三
島
宿
の
生
い
立
ち
を

紹
介
し
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
三
島
宿
が
繁
栄
し
た

の
は
、
東
海
道
最
大
の
障
害
物
で
あ

る
箱
根
火
山
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

こ
の
箱
根
火
山
の
存
在
で
三
島
宿
独

自
の
文
化
や
歴
史
が
育
ま
れ
ま
し

た
。

　

ま
た
、
約
七
万
年
前
の
箱
根
火
山

の
火
砕
流
は
山
麓
部
に
平
坦
な
地
形

を
作
り
、
縄
文
時
代
人
の
居
住
地
と

な
り
ま
し
た
。
現
在
で
は
再
開
発
さ

れ
、
何
万
人
も
の
三
島
市
民
が
住
ん

企
画
展

三
島
宿
の
ジ
オ
と
歴
史

写
真
と
マ
ン
ガ
で
見
る

で
い
ま
す
。
そ
の
表
層
に
は
、
富
士

火
山
の
火
山
灰
が
厚
く
積
も
り
、「
箱

根
西
麓
三
島
野
菜
」
と
呼
ば
れ
る
特

産
物
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

　

三
島
宿
を
育
ん
だ
も
う
一
つ
は
富

士
火
山
で
す
。
約
一
万
年
前
に
富
士

火
山
よ
り
流
出
し
た「
三
島
溶
岩
流
」

は
現
在
の
三
島
市
街
地
を
埋
め
立
て

ま
し
た
。
今
も
楽
寿
園
よ
り
北
側
の

各
所
に
露
出
し
て
い
ま
す
。

　　

ゴ
ツ
ゴ
ツ
の
溶
岩
露
出
地
は
、
居

住
・
耕
作
に
適
さ
ず
、
古
墳
時
代
以

降
は
主
に
墓
域
と
し
て
利
用
さ
れ
、

江
戸
時
代
に
は
、
楽
寿
園
と
そ
の
周

辺
に
た
く
さ
ん
の
寺
院
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
し
て
現
代
に
至
り
、
こ
の
硬

い
地
盤
と
豊
富
な
地
下
水
な
ど
が
評

価
さ
れ
、
利
用
価
値
が
大
き
く
変
化

し
ま
し
た
。

　

約
二
千
九
百
年
前
、
富
士
山
東
斜

面
が
大
崩
壊
し
、
巨
大
土
石
流
「
御

殿
場
泥
流
」
が
発
生
し
、
三
島
市
域

の
南
半
を
埋
め
立
て
、
や
や
南
に
傾

く
平
ら
な
土
地
を
作
り
ま
し
た
。
弥

生
時
代
以
降
、
人
々
は
こ
の
平
坦
地

に
住
み
、
三
島
溶
岩
末
端
か
ら
湧
き

だ
す
水
を
水
田
・
生
活
用
水
に
活
用

し
、「
三
島
宿
」を
成
立
さ
せ
ま
し
た
。

火
山
の
恵
み
を
享
受
し
、
発
展
し
て

き
た
三
島
宿
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て

い
る
ジ
オ
ポ
イ
ン
ト
十
カ
所
を
、
静

岡
県
地
学
会
東
部
支
部
の
協
力
で
選

び
ま
し
た
。
三
島
宿
の
歴
史
は
楽
し

い
マ
ン
ガ
で
紹
介
し
ま
す
。

　

今
年
は
小
浜
池
の
水
位
も
高
く
な

り
そ
う
で
す
。
同
時
に
ぜ
ひ
ご
鑑
賞

く
だ
さ
い
。

▲三嶋大社の大鳥居
　マンガで描きました

郷土資料館（楽寿園内）☎ 971・8228
７月 11 日から企画展「三島宿のジオと歴史　―写真とマンガで見る―」を開催します。
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▲三嶋大社の大鳥居
　小豆島産の花崗岩製です
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