
　

こ
の
ご
ろ
は
、
遠
方
の
人
と
の
通
信
に

は
、
安
く
手
軽
で
素
早
く
伝
え
る
こ
と
が

で
き
る
パ
ソ
コ
ン
・
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル

を
利
用
す
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
そ
ん
な
折
、
手
書
き
の
葉
書
や

手
紙
を
い
た
だ
く
と
、
そ
の
文
字
か
ら
相

手
の
人
が
ら
や
ペ
ン
を
持
っ
た
時
の
心
の

動
き
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は

メ
ー
ル
で
は
な
か
な
か
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
し
ゃ
れ
た
絵
や
写
真

が
印
刷
さ
れ
た
絵
は
が
き
は
、
文
字
を
書

く
ス
ペ
ー
ス
が
少
な
く
て
も
、
相
手
に
対

し
て
さ
り
げ
な
く
気
の
利
い
た
と
こ
ろ
が

良
い
で
す
ね
。

　

さ
て
日
本
で
は
、 

１
８
７
３
（
明
治

６
）
年
の
逓て

い

信し
ん

省
に
よ
る
官
製
は
が
き

の
発
行
に
始
ま
り
、
１
９
０
０
（
明
治

33
）年
の
私
製
は
が
き
発
行
許
可
を
経
て
、 

１
９
０
４
（
明
治
37
）
年
に
始
ま
る
日
露

戦
争
を
契
機
に
、
空
前
の
絵
は
が
き
ブ
ー

ム
が
到
来
し
ま
す
。
田
原
市
で
も
例
に
漏

れ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
絵
は
が
き
が
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
主
に
大
正
時
代
か
ら
戦
前
の

観
光
ブ
ー
ム
に
乗
っ
か
っ
て
作
ら
れ
た
も

の
が
多
く
、
ほ
か
に
も
建
設
記
念
の
も
の

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

現
在
知
ら
れ
る
田
原
市
の
絵
は
が
き

は
12
種
類
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
異

色
は
、
昭
和
５
年
に
㊤
商
店
海
産
部
が
作

成
し
た
「
赤
羽
根
海
岸
」
の
絵
は
が
き
で

す
。
計
７
枚
の
う
ち
５
枚
は
地
引
網
の
様

子
で
、
今
で
は
観
光
以
外
で
は
行
な
わ
れ

な
く
な
っ
た
表
浜
の
産
業
が
わ
か
る
貴
重

な
資
料
と
い
え
ま
す
。
豊
か
な
海
に
生
き

た
人
た
ち
の
生
き
様
が
伝
わ
り
ま
す
。
ま

た
、
赤
羽
根
港
が
で
き
る
前
の
池
尻
川
に

か
か
る
橋
は
、
丁
寧
な
石
組
み
と
木
で
作

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
周
辺

の
松
林
、
橋
を
渡
る
バ
ス
の
姿
も
レ
ト
ロ

で
い
い
感
じ
で
す
。
こ
ん
な
絵
は
が
き
が

届
い
た
ら
ど
ん
な
に
素
敵
で
し
ょ
う
。

　

現
在
も
観
光
地
や
博
物
館
・
美
術
館
で

は
、
絵
は
が
き
と
一い

っ

筆ぴ
つ

箋せ
ん

が
人
気
商
品
だ

そ
う
で
す
。（
増
山
）
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絵
は
が
き

●赤羽根海岸での地引網の様子『赤羽根海岸 御絵はがき』

●今はもう見られない池尻川の橋『赤羽根海岸 御絵はがき』

●郷愁漂う田原電車停留所『田原名所絵葉書（河合写真館）』

●左から『県社巴江神社絵葉書（県社巴江神社社務所）』『改築記
念絵はがき（吉胡神明社氏子惣代）』『田原名所絵葉書（田原観光
会）』『崋山先生 記念絵はがき（大塚写真館）』




