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佐
田
の
七
不
思
議
の
一
つ
と
し
て 

地
域
の
歴
史
と
民
俗
を
伝
承

美
浜
町
佐
田
地
区
に
伝
わ
る
民
話
、「
河

童
の
詫
び
証
文
」
が
２
０
２
１
年
12
月
ア
ニ

メ
化
さ
れ
、
話
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
河
童
の
詫
び
証
文
」
は
、
佐
田
地
区
を

流
れ
る
金か

な

瀬せ

川
の
河
口
が
舞
台
。
お
じ
い
さ

ん
が
牛
を
洗
っ
て
い
る
と
、
水
の
中
か
ら
河

童
が
現
れ
て
牛
の
「
尻し

り

子こ

玉だ
ま

」
を
抜
こ
う
と

し
た
の
で
縄
で
縛
り
、
二
度
と
悪
さ
を
し
な

い
と
い
う
証
文
を
書
か
せ
ま
し
た
。
す
る
と

翌
朝
、
お
じ
い
さ
ん
の
家
の
前
に
一
枚
の
証

文
と
魚
が
置
か
れ
て
い
て
…
と
い
う
ス
ト
ー

リ
ー
で
す
。

地
元
有
志
で
つ
く
る
佐
田
伝
統
文
化
保
存

会
の
顧
問
を
務
め
る
金
田
久
璋
さ
ん
は
、「
河

童
の
詫
び
証
文
の
民
話
は
全
国
各
地
に
あ

り
、
少
し
ず
つ
内
容
が
違
い
ま
す
。
福
井
県

内
で
は
佐
田
地
区
の
話
が
代
表
的
な
も
の
に

な
り
ま
す
。
佐
田
の
海
は
浅
瀬
か
ら
急
に
深

く
な
る
の
で
、
河
童
に
悪
さ
を
さ
れ
る
と
い

う
民
話
を
語
り
継
ぐ
こ
と
で
海
の
危
険
性
を

子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
き
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」
と
話
し
ま
す
。

佐
田
地
区
に
は
詫
び
証
文
の
他
、
河
童
相

撲
と
い
う
民
話
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
同
保

存
会
で
は
こ
れ
ら
の
民
話
や
地
域
で
語
り
継

が
れ
て
い
る
逸
話
を
「
佐
田
の
七
不
思
議
」

と
し
て
編
さ
ん
。
地
域
の
歴
史
を
伝
承
・
発

信
し
て
い
ま
す
。

「
海
ノ
民
話
の
ま
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

の
一
環
と
し
て
県
内
初
の
ア
ニ
メ
化

「
河
童
の
詫
び
証
文
」
の
ア
ニ
メ
化
は
、

日
本
財
団
が
推
進
す
る
「
海
ノ
民
話
の
ま
ち

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
一
環
と
し
て
実
現
し
ま

し
た
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
２
０
２
０
年

度
ま
で
に
全
国
各
地
に
伝
わ
る
17
の
民
話

を
ア
ニ
メ
化
し
て
い
ま
す
。「
河
童
の
詫
び

証
文
」
は
、
２
０
２
１
年
度
の
ア
ニ
メ
化
事

業
に
採
択
さ
れ
、
同
事
業
で
の
ア
ニ
メ
化
は

県
内
初
と
な
り
ま
す
。
ア
ニ
メ
監
督
・
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
ら
と
の
打
ち
合
わ
せ
に
は
、
金

田
顧
問
を
は
じ
め
と
す
る
同
保
存
会
の
メ
ン

バ
ー
も
参
加
。
地
元
の
方
言
や
朝
日
の
登
る

方
角
な
ど
、
地
元
住
民
の
視
点
か
ら
助
言
を

行
い
ま
し
た
。

ア
ニ
メ
は
２
０
２
１
年
７
月
か
ら
制
作
を

開
始
し
、
12
月
に
完
成
。
１
月
26
日
に
は
美

浜
町
役
場
で
関
係
者
向

け
の
試
写
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
鑑
賞
し
た
美
浜

町
長
は
「
子
ど
も
た
ち

が
民
話
に
触
れ
る
機

会
と
な
る
い
い
作
品
を

作
っ
て
い
た
だ
い
た
」

と
コ
メ
ン
ト
。
評
判
は

上
々
で
す
。

ア
ニ
メ
化
を
機
に
地
域
お
こ
し

の
ア
イ
デ
ア
も
活
発
に

ア
ニ
メ
は
２
０
２
２
年
３
月
８
日
に
美
浜

東
小
学
校
で
上
映
し
、
３
月
20
日
か
ら
は
動

画
投
稿
サ
イ
ト
「
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
」
で
の
公

開
も
予
定
し
て
い
ま
す
。
同
保
存
会
の
事
務

局
長
を
務
め
る
町
野
芳
信
さ
ん
は
、「
今
後

は
ア
ニ
メ
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
町
内
会
や
県
内
の
イ

ベ
ン
ト
な
ど
に
配
布
・
貸
出
し
し
、
地
域
の

Ｐ
Ｒ
に
活
用
し
た
い
で
す
。
北
陸
新
幹
線
開

業
後
の
敦
賀
駅
や
美
浜
町
に
オ
ー
プ
ン
予
定

の
道
の
駅
で
の
上
映
も
考
え
て
い
ま
す
」
と
、

ア
ニ
メ
を
活
用
し
た
地
域
お
こ
し
に
意
欲
的

で
す
。
ま
た
、
ア
ニ
メ
に
関
連
し
た
商
品
開

発
や
河
口
付
近
が
見
渡
せ
る
ス
ポ
ッ
ト
の
整

備
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
イ
ベ
ン
ト
へ
の

展
開
な
ど
も
構
想
中
。
多
彩
な
ア
イ
デ
ア
が

ど
の
よ
う
に
形
に
な
る
の
か
、
今
後
の
動
き

に
も
注
目
し
た
い
で
す
。

「河童の詫び証文」の舞台と伝わる金瀬川河口を案内
してくださった佐田伝統文化保存会の金田顧問。日
本地名研究所の所長でもあり、民俗学に造詣が深い。

ドローンで空撮した金瀬川河口付近。金瀬川か
ら清流が注ぐ海岸沿いは、海水浴場としても親
しまれています。

「美浜のむかしばなし」（1982 年／
美浜町教育委員会発行）にも「河童
の詫び証文」の話が収録されてい
ます。

1 月 26 日の関係者向け試写の様子。美
浜町町長や佐田伝統文化保存会の皆さ
んたちで鑑賞しました。

河
童
の
昔
ば
な
し
を

河
童
の
昔
ば
な
し
を
ア
ニ
メ
化

ア
ニ
メ
化

美
浜
町
佐
田

に
伝
わ
る
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