
　

代
々
宮
大
工
を
務
め
る
岡
野
家

に
、
古
い
屋
台
の
図
面
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。「
嘉
永
元
申
八
月
写
」「
㊇

分
」
と
あ
る
八
日
市
場
の
屋
台
の

図
面
を
写
し
た
も
の（
写
真
１
左
）、

「
嘉
永
元
申
八
月
改
」「
セ
組
分
」
と

あ
る
関
戸
の
屋
台
を
実
測
し
た
も
の

（
写
真
１
右
）、「
舩ふ

な

戸ど

町
分　

嘉
永

二
酉　
古
屋
代
改
ル
」
と
あ
る
舩
戸

の
屋
台
を
実
測
し
た
も
の（
写
真
２
）

で
す（
嘉
永
元
年
は
西
暦
１
８
４
８

年
、
嘉
永
２
年
は
西
暦
１
８
４
９
年

で
す
）。
八
日
市
場
の
も
の
は
天
保
11

（
１
８
４
０
）年
に
新
調
さ
れ
た
柱
間

を
全
て
彫
物
で
装
飾
す

る
総そ

う

彫ほ
り

物も
の

の
屋
台（
香

取
遺
産
ｖ
ｏ
ｌ
．
１
８

２
「
お
か
め
さ
ん
は
文

化
元
年
生
ま
れ
！
」
に

関
連
し
た
記
事
が
あ
り

ま
す
。）の
形
が
分
か
る

も
の
で
、
今
の
も
の
と

ほ
ぼ
同
じ
形
を
し
て
い

ま
す
。
一
方
、
関
戸
と

舩
戸
の
図
面
か
ら
は
、

大お
お

天て
ん

井じ
ょ
う

と
中ち

ゅ
う

天て
ん

井じ
ょ
う

の

高こ
う

欄ら
ん

は
今
の
も
の
よ
り

一
段
低
く
、
中
天
井
は

平ひ
ら

桁げ
た

と
架ほ

こ

木ぎ

か
ら
な
る

擬ぎ

宝ぼ

珠し

高
欄
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
舩
戸
の
図
面
を
詳

し
く
見
て
い
く
と
、
車

（
ハ
ン
マ
・
車
輪
）の
大

き
さ
は
約
80
㎝
で
幅
は

約
20
㎝
。
土
台
の
上
か
ら
大
天
井
の

架
木
ま
で
は
約
3
ｍ
50
㎝
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
嘉
永
期（
１
８
４
８
～
１
８
５
４
）

は
、
寺
宿
、
田
宿
、
仁
井
宿
、
上

中
宿
と
漆う

る
し

塗ぬ
り

総そ
う

彫ほ
り

物も
の

の
屋
台
が
相

次
い
で
新
調
さ
れ
る
時
期
で
す
。
そ

れ
ま
で
の
古
い
型
式
の
屋
台
を
廃
し

て
い
く
過
渡
期
に
あ
た
る
と
み
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
関
戸
と
舩
戸
の
図

面
は
、
現
在
の
形
に
な
る
前
の
姿
を

示
し
て
お
り
、
特
に
舩
戸
の
も
の
は

「
古
屋
代
」
と
古
い
こ
と
を
強
調
し

て
記
し
て
い
る
こ
と
や
、「
代
」
の

字
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
や

だ
い
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
関
戸
も
舩
戸
も
そ
の
後

に
屋
台
を
新
調
し
た
こ
と
が
確
認
で

き
て
い
な
い
こ
と
、
関
戸
の
彫
物
は

石
川
藤
吉
に
よ
る
嘉
永
期
の
作
で
あ

り
、
舩
戸
の
彫
物
は
嘉
永
３（
１
８

５
０
）年
に
寺
宿
の
彫
物
を
手
掛
け

た
石
川
常
次
郎
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
屋
台
は
図
面
が
と
ら
れ
た

以
降
に
総
彫
物
へ
と
改
修
し
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
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vol.
220写真1

嘉永元年の屋台図面
左が八日市場町、右が関戸町

写真2
嘉永2年の舩戸町の屋台図面

※
文
中「
舩
戸
」は
現「
船
戸
」

香取の今昔 ――写真が語るいま・むかし

大正最後の年の旧佐原小学校。
建物は変わってしまったが、今は児童クラブとして活用されており、
子どもたちの声が響いている。

大正15年

令和6年
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