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Pick up
▶市長・議長から
　新年のごあいさつ

ま
ち
の
魅
力
再
発
見漕

出
式

【COCOAR2】
アプリをダウンロードし
表紙にスマートフォンを
かざしてください。
詳細は16ページ

広報かみすが
動き出すAR

大漁旗を掲げ正月の乗
の

り初
ぞ

めを待つ漁船。新年の風物詩である漕
こい

出
で

式
しき

は、
漁師の仕事始めにあたります。海上から手子后神社や川口神社（銚子市）を望
み、お神酒やお米をまいて船を清め、一年の操業の安全と大漁を祈願しま
す。1月初旬の縁起の良い日に、今年も執り行なわれる漕出式を紹介します。

新
年
に
海
の
安
全
と
豊
漁
を
祈
願

特 集



新
年
に
安
全
と
大
漁
を
願
っ
て

　

大
自
然
を
相
手
に
す
る
漁
業
。
そ
の

昔
、
手
漕
ぎ
の
和
船
で
漁
を
し
て
い
た
こ

ろ
、
漁
師
の
仕
事
は
危
険
と
隣
り
合
わ
せ

で
し
た
。
そ
の
た
め
、
漁
の
安
全
や
豊
漁

を
願
っ
て
縁
起
担
ぎ
を
す
る
風
習
が
、
今

も
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が

新
年
に
行
な
わ
れ
る
漕
出
式
で
す
。
こ
れ

は
「
乗の

り
初ぞ

め
」
と
も
呼
ば
れ
、
漁
師
の

仕
事
始
め
に
あ
た
る
も
の
。
1
月
5
日
か

ら
7
日
ご
ろ
の
良
い
日
を
選
ん
で
行
な
わ

れ
る
の
が
習
わ
し
で
す
。

　
漕
出
式
の
準
備
は
年
末
に
始
ま
り
、
そ

の
年
の
最
後
の
漁
を
無
事
終
え
る
と
、
船

を
掃
除
し
大
漁
旗
や
若
松
を
飾
り
ま
す
。

そ
し
て
年
が
明
け
る
と
、
漁
師
た
ち
は
手

子
后
神
社
に
参
拝
し
ま
す
。

　
漕
出
式
の
朝
、
一
番
先
に
港
を
出
る
こ

と
を
「
ナ
マ
キ
リ
」
と
い
い
ま
す
。
ナ
マ

キ
リ
船
は
運
が
強
す
ぎ
て
事
故
な
ど
の
災

い
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
さ
れ
、
ど
の
漁
師

も
先
を
譲
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め

く
じ
引
き
で
決
め
る
よ
う
に
な
り
、
最
近

で
は
順
番
に
務
め
て
い
ま
す
。
そ
の
ナ
マ

キ
リ
船
を
先
頭
に
、
ま
き
網
船
団
が
連

な
っ
て
出
港
。
新
春
の
海
に
、
色
鮮
や
か

な
大
漁
旗
が
は
た
め
き
ま
す
。

　
船
が
向
か
う
の
は
、
銚
子
市
の
川
口
神

川口神社（銚子市） 手子后神社 漕出式の朝

　
漁
師
町
な
ら
で
は
の
新
年
の
風
物
詩
と
い
え
ば

「
漕こ

出い
で

式し
き

」。
波
崎
漁
港
に
大
漁
旗
を
掲
げ
た
漁
船
が

集
結
し
、
次
々
と
出
港
し
て
い
く
姿
は
壮
観
の
一
言

で
す
。
今
回
は
漕
出
式
を
中
心
に
、
知
る
ほ
ど
に
興

味
が
ふ
く
ら
む
神
栖
市
の
漁
業
に
迫
り
ま
す
。

漕
出
式

新
年
に
海
の
安
全
と
豊
漁
を
祈
願

特 集
ま
ち
の
魅
力
再
発
見
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社
。
海
の
上
か
ら
神
社
を
仰
ぎ
な
が
ら
、

船
に
祀
ら
れ
た
御お

船ふ
な

様さ
ま

や
船み

よ
し首

に
お
神
酒

や
お
米
を
ま
い
て
船
を
清
め
、
取
り
舵
回

り（
左
回
り
）に
旋
回
し
な
が
ら
今
年
一
年

の
操
業
の
安
全
と
豊
漁
を
祈
願
。
そ
の
ま

ま
初
漁
に
出
る
船
も
あ
れ
ば
、
港
に
戻
る

船
も
あ
り
ま
す
。

代
々
伝
わ
る
流
儀
を
守
る
小
型
船

　
ま
き
網
船
団
に
続
い
て
、
小
型
船
が
海

へ
と
繰
り
出
し
ま
す
。
漕
出
式
の
手
順
は

ほ
ぼ
同
じ
で
す
が
、
小
型
船
に
は
そ
れ
ぞ

れ
の
家
に
伝
わ
る
流
儀
が
あ
る
と
の
こ
と
。

そ
こ
で
、
小
浜
史
久
さ
ん
・
幸
江
さ
ん
夫

妻
に
詳
し
く
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
小

浜
さ
ん
は
祖
父
の
代
か
ら
続
く
漁
師
の
3

代
目
。
第
一
小
浜
丸
を
は
じ
め
3
隻
の
小

型
船
を
所
有
し
、
ヒ
ラ
メ
、
カ
レ
イ
、
伊

勢
エ
ビ
、
カ
ツ
オ
、
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
な
ど

の
漁
を
し
て
い
ま
す
。

　
「
漕
出
式
は
物
心
つ
い
た
頃
か
ら
見
て

き
ま
し
た
よ
。

18
歳
で
漁
師
に

な
り
、
翌
年
の

正
月
に
親
父
に

教
え
て
も
ら
い

な
が
ら
初
め
て

漕
出
式
に
出
ま

し
た
。
毎
年
や

小浜さん夫妻

波崎漁港を出港するまき網船団

海上での儀式を執り行ない波崎漁港へ戻る まき網漁船の船首 船が川口神社近くの海上へ向かう
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に
3
回
旋
回
し
ま
す
」
と
小
浜
さ
ん
。
回

る
方
向
や
お
供
え
物
な
ど
、
船
に
よ
っ
て

細
か
い
違
い
は
あ
る
よ
う
で
す
が
、
代
々

受
け
継
が
れ
て
き
た
方
法
を
大
切
に
守
っ

て
い
ま
す
。

実
は
個
性
豊
か
な
大
漁
旗

　

大
漁
旗
を
掲
げ
た
漁
船
が
見
ら
れ
る
の

は
、
漁
で
獲
物
が
多
い
と
き
の
ほ
か
に
は
漕

出
式
や
手
子
后
神
社
の
鎮
守
祭
、
大
潮
祭

な
ど
、
ご
く
限
ら
れ
た
と
き
だ
け
で
す
。
大

漁
旗
と
い
う
と
、
め
で
た
さ
が
あ
ふ
れ
る
大

胆
で
色
彩
豊
か
な
図
柄
が
思
い
浮
か
び
ま

す
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
も
の

な
の
か
小
浜
さ
ん
夫
妻
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。

　
「
大
漁
旗
は
新
船
の
進
水
式
に
お
祝
い

と
し
て
贈
ら
れ
る
も
の
で
、
う
ち
は
親
戚

が
多
く
付
き
合
い
が
広
い
の
で
何
十
枚
も

い
た
だ
き
ま
す
。
船
の
大
き
さ
に
よ
っ
て

サ
イ
ズ
は
決
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
色
や
柄

は
自
由
。
恵
比
寿
様
、
宝
船
、
鯛
な
ど
縁

起
の
良
い
図
柄
が
多
く
、
ほ
か
に
は
マ
グ

ロ
や
伊
勢
エ
ビ
、
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は

人
魚
と
か
も
あ
り
ま
す
よ
。
カ
ラ
フ
ル
な

も
の
だ
け
で
な
く
近
頃
は
一
色
の
大
漁
旗

も
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
目
立
ち
ま
す
ね
」

　
潮
風
や
海
水
を
浴
び
て
傷
ん
だ
ら
、
別

の
大
漁
旗
を
出
し
て
飾
り
ま
す
。
そ
れ
で

も
全
部
は
飾
り
き
れ
ま
せ
ん
が
、
新
船
の

る
の
が
当
た
り
前
だ
か
ら
、
特
別
な
行
事

と
い
う
意
識
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も

や
は
り
漕
出
式
を
や
る
と
、
今
年
も
一
年

が
始
ま
る
ん
だ
な
、
と
い
う
気
持
ち
に
な

り
ま
す
ね
」
と
話
す
小
浜
さ
ん
。

　
漕
出
式
の
準
備
を
支
え
て
き
た
の
は
妻

の
幸
江
さ
ん
で
す
。「
嫁
い
で
き
た
時
か

ら
、
年
末
に
は
毎
年
30
キ
ロ
の
も
ち
米
を

炊
い
て
お
供
え
餅
を
た
く
さ
ん
作
り
ま
す
。

お
正
月
用
の
若
松
を
準
備
す
る
の
も
私
の

役
目
。
一
夜
飾
り
を
嫌
う
の
で
、
12
月
30

日
ま
で
に
準
備
を
整
え
て
船
に
お
供
え
し

て
も
ら
い
、
新
年
を
迎
え
ま
す
」

　
い
よ
い
よ
漕
出
式
の
日
、
波
崎
漁
港
を

出
て
か
ら
の
動
き
が
、
ま
き
網
船
団
と
は

異
な
り
ま
す
。「
川
口
神
社
へ
向
か
う
前

に
、
利
根
川
の
明
神
下
で
漕
出
の
儀
式
を

し
ま
す
。
海
水
を
す
く
っ
て
船
の
柱
に
か

け
、
次
に
お
神
酒
を
か
け
て
清
め
る
。
そ

し
て
、
う
ち
で
は
手
子
后
神
社
の
前
で
右

回
り
に
3
回
旋
回
し
、
次
に
川
口
神
社
前

で
も
同
じ
よ
う
に
お
清
め
を
し
て
左
回
り

祝
い
に
大
漁
旗
を
贈
り
合
う
風
習
は
受
け

継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
漕
出
式
は
、
個
性

あ
ふ
れ
る
大
漁
旗
を
一
度
に
見
ら
れ
る
絶

好
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

漁
師
の
願
い
と
技
術
の
進
歩

　

手
子
后
神
社
の
鎮
守
祭（
旧
暦
2
月
1

日
）に
は
出
漁
し
な
い
、
不
漁
が
続
く
と

間ま
ん

直な
お

し
と
い
う
縁
起
直
し
の
酒
宴
を
開
く

…
…
。
漁
師
町
に
は
、
海
難
を
逃
れ
る
た

め
の
た
く
さ
ん
の
風
習
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
一
方
で
、
昔
に
比
べ
漁
業
は
と
て
も
安

全
な
も
の
に
な
っ
た
と
小
浜
さ
ん
夫
妻
は

言
い
ま
す
。

　
「
風
の
強
さ
や
風
向
き
な
ど
、
ピ
ン
ポ

イ
ン
ト
で
正
確
に
予
報
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
、
何
時
ま
で
安
全
に
漁
が
で

き
る
か
わ
か
る
し
、
海
が
荒
れ
る
な
ら
無

理
し
て
漁
に
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

漁
船
の
ハ
イ
テ
ク
化
が
進
ん
で
、
う
ち
の

船
が
何
ノ
ッ
ト
で
ど
の
コ
ー
ス
を
進
み
、

今
ど
こ
で
漁
を
し
て
い
る
の
か
、
全
部
わ

か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
の
進
歩
に
支
え
ら
れ
、

漁
業
の
安
全
が
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
あ
る
波
崎
漁
港

　
波
崎
漁
港
の
起
源
は
江
戸
時
代
中
期
ま

で
遡
り
、
利
根
川
河
岸
に
自
然
発
生
し
た

「大漁旗を掲げて手子后神社と川口神社に向かい、漕出の儀式をする」と語る小浜さん
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と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
説
に
よ
る
と
、

魚
を
追
っ
て
北
上
し
て
き
た
紀
州
漁
師
の

影
響
で
、
波
崎
や
銚
子
の
漁
業
が
発
展
。

1
6
7
2
年
に
銚
子
の
飯
沼
村
で
干ほ

し

鰯か

場ば

の
税
金
が
値
上
が
り
し
た
た
め
、
怒
っ
た

漁
師
が
大
挙
し
て
波
崎
に
引
っ
越
し
、
大

き
な
漁
村
に
な
っ
た
と
伝
わ
り
ま
す
。

　
明
治
時
代
中
頃
に
は
、
イ
ワ
シ
や
サ
バ

を
効
率
よ
く
と
る
こ
と
の
で
き
る
漁
法
を

導
入
。
大
正
期
に
漁
船
の
動
力
化
が
進
む

と
、
漁
場
は
仙
台
沖
ま
で
拡
大
し
ま
し
た
。

　
波
崎
漁
港
は
、
昭
和
8
年
ご
ろ
か
ら
岸

壁
な
ど
の
整
備
が
進
み
、
昭
和
26
年
か
ら

約
20
年
に
わ
た
る
整
備
事
業
で
、
ほ
ぼ
現

在
の
姿
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
昭
和
60
年

に
波
崎
新
漁
港
が
開
港
。
漁
業
の
近
代
化

が
進
み
、
日
本
を
代
表
す
る
大
中
型
ま
き

網
漁
業
基
地
へ
と
成
長
し
ま
し
た
。

未
来
へ
の
希
望
が
持
て
る
漁
業
に

　
漁
業
の
現
状
に
つ
い
て
、
は
さ
き
漁
業

協
同
組
合
総
務
部
長
の
宮
本
聡
さ
ん
は
次

の
よ
う
に
語
り
ま
す
。

　
「
海
で
は
25
年
か
ら
30
年
の
周
期
で
魚

種
交
代
が
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
は

さ
き
漁
協
に
所
属
す
る
ま
き
網
船
団
は
、

サ
バ
、
イ
ワ
シ
、
ア
ジ
な
ど
を
と
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
現
在
は
主
に
サ
バ
の
漁
獲

が
好
調
で
す
。
最
近
イ
ワ
シ
も
増
え
て
き

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
ア
ジ
は
不
漁
で
す
。

近
年
、
サ
ン
マ
の
不
漁
が
騒
が
れ
て
い
ま

す
が
、
自
然

相
手
で
あ
り
、

漁
場
は
い
つ

も
同
じ
と
は

限
り
ま
せ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な

要
因
が
漁
獲
量
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
、
未
来
へ
の
希
望
が
も
て
る

要
素
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
安
定
し
た

漁
業
に
向
け
て
資
源
管
理
を
行
な
い
、
乱

獲
を
防
い
で
い
る
こ
と
。
レ
ー
ダ
ー
や
ソ

ナ
ー
な
ど
最
新
技
術
の
導
入
に
よ
り
効
率

的
な
操
業
が
で
き
る
こ
と
。
若
い
後
継
者

が
い
る
こ
と
で
す
。
ま
た
、
組
合
と
し
て

は
、
漁
業
を
支
え
る
国
の
補
助
事
業
を
活

用
し
、
も
う
か
る
漁
業
、
が
ん
ば
る
漁
業

へ
向
け
て
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。」

　
加
え
て
、
新
し
い
取
り
組
み
に
挑
む
漁

師
が
い
ま
す
。
小
浜
さ
ん
も
そ
の
一
人
で
、

新
鮮
な
魚
を
直
接
契
約
し
て
販
売
す
る

「
自
家
出
荷
」
を
実
施
。「
伊
勢
エ
ビ
を
丁

寧
に
選
別
し
た
り
、
い
け
す
で
ヒ
ラ
メ
を

生
か
し
て
お
い
た
り
し
て
、
市
場
ニ
ー
ズ

全国有数の漁獲量を誇る波崎漁港

宮本さん

を
見
極
め
て
豊
洲
市
場
な
ど
へ
出
荷
し
ま

す
。
魚
を
と
る
楽
し
み
に
売
る
楽
し
み
が

加
わ
り
ま
し
た
」
と
、
小
浜
さ
ん
は
明
る

い
表
情
を
見
せ
ま
す
。

　
神
栖
市
の
漁
業
の
最
大
の
魅
力
は
、
黒

潮
と
親
潮
が
ぶ
つ
か
る
沖
合
に
良
好
な
漁

場
が
広
が
る
こ
と
。
は
さ
き
漁
協
に
所
属

す
る
ま
き
網
漁
業
船
団
の
漁
獲
量
は
、
全

国
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
を
誇
り
ま
す
。
ま
た
沿

岸
漁
業
も
盛
ん
で
、
ヒ
ラ
メ
、
カ
レ
イ
、

ホ
ウ
ボ
ウ
、
伊
勢
エ
ビ
な
ど
魚
介
の
宝
庫
。

　
今
も
昔
も
こ
れ
か
ら
も
豊
か
な
海
の
恵

み
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な

い
財
産
で
す
。

漕出式特集
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