
　
佐
原
駅
か
ら
南
へ
５
０
０
m
ほ
ど

行
く
と
、
大
き
な
鳥
居
と
１
２
８
段

あ
る
長
い
石
段
が
姿
を
現
し
ま
す
。

　
こ
の
石
段
の
途
中
に
は
、
金
比
羅

神
社
や
稲
荷
社
な
ど
と
い
っ
た
境
内

末
社
が
鎮
座
し
ま
す
。
ま
た
天
明
３

（
１
７
８
３
）年
、
周
り
に
竹
が
生
え

て
い
な
い
と
こ
ろ
に
２
本
の
竹
が
突

然
生
え
て
き
た
こ
と
を
瑞ず
い

祥し
ょ
う

と
し
て

歌
が
詠
ま
れ
た
い
わ
れ
を
誌
し
た
雙ふ
た

生も
と
竹た
け
碑
や
、
郷
土
の
俳
人
の
句
碑
な

ど
が
並
び
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
中
を
登
っ
た
上
に
鎮
座

し
て
い
る
の
が
、
佐
原
新
宿
鎮
守
、

諏
訪
神
社
で
す
。

　
社
伝
に
よ
れ
ば
、
元
は
伊
能
村
に

鎮
座
し
て
い
ま
し
た
が
、
天
正
14

（
１
５
８
６
）年
に
佐
原
新
宿
の
開
発

に
際
し
て
、
現
在
の
諏
訪
山
に
奉
遷

さ
れ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
こ
の
諏
訪
山
上
か
ら
の
眺
望
は
、

『
下し
も

総う
さ

名め
い

勝し
ょ
う

図ず

絵え

』（
香
取
遺
産
ｖ

ｏ
ｌ
．２
１
１
に
て
紹
介
）で
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
お
り
「
此
社
景
色
最
佳

シ
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
当
社
に
は
、
当
時
三
大
家
に

も
数
え
ら
れ
た
国
学
者
、
小お

山や
ま
田だ

与と
も

清き
よ
が
文
政
３（
１
８
２
０
）年
、
鹿
島

詣
で
の
途
中
、
佐
原
に
滞
在
し
た
際

に
訪
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
道
中
を
記

し
た
「
鹿
島
日
記
」
に
「
こ
ゝ
よ
り

ハ
刀
根
川
を
打
こ
し
。板イ
タ

来コ

。鹿
嶋
。

な
ど
眼マ
ナ
コの

中
に
こ
も
り
て
み
ゆ
」
と

諏
訪
神
社
か
ら
の
見
晴
ら
し
の
よ
さ

に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。

　
与
清
は
、
境
内
の
雙
生
竹
や
、
伐

ら
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
一
夜
の
う

ち
に
向
き
を
変
え
た
「
か
た
よ
り
の

樅も
み
」
、
同
じ
く
一
夜
に
し
て
場
所
を

動
い
た
「
す
れ
あ
ひ
の
松
」
に
つ
い

て
「
く
す
し
き（
神
秘
的
な
）こ
と
ど

も
な
り
」
と
し
て
、
雙
生
竹
の
前
に

あ
っ
た
坊（
僧
の
詰
所
）に
て
歌
を
詠

ん
で
い
ま

す
。

　
な
お
、

神
社
境
内

に
坊
が
あ

る
の
は
、

当
時
、
別

当
寺
と
し

て
諏
訪
神

社
を
荘し
ょ
う

厳ご
ん

寺じ

が
管
理

し
て
い
た

た
め
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
佐
原
滞
在
の
時
の
縁
に
よ
る

も
の
か
、
与
清
は
訪
問
の
翌
年
に
建

て
ら
れ
た
雙
生
竹
碑
の
碑
文
を
作
っ

て
い
ま
す
。

　
佐
原
の
歴
史
の
中
に
お
い
て
、
文

化
、
景
観
の
重
要
な
一
角
を
占
め
る

神
社
で
す
。
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佐
原
諏
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神
社
と
諏
訪
山
の
景
観

香
取
遺
産
vol.
216

諏訪神社鳥居・階段

諏訪神社拝殿佐原諏方神社ヨリ香取か浦眺望（川名登編『宮
負定雄　下総名勝図絵』国書刊行会より転載）

雙生竹碑

香取の今昔 ――写真が語るいま・むかし

歴史を紡ぐ佐原の大祭夏祭り
今年度新しくなった八日市場地区の鯉の山車飾り。
気持ちを込めて町内全員で作り上げる鯉は、その時代によって表情が変わります。
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令和6年
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