
����������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

��������������������������������� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	

「
景
観
法
」
と
い
う
す
っ
き
り

と
し
た
名
前
の
法
律
が
制
定
さ

れ
、
わ
が
国
も
本
格
的
に
景
観
の

改
善
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
景
観
と
は
、
家
の
窓
か
ら

の
眺
め
な
ど
い
ろ
ん
な
視
点
か
ら

の
議
論
が
可
能
で
す
が
、
都
市
景

観
、
地
域
景
観
と
い
っ
た
場
合
に

は
、
道
路
か
ら
の
眺
め
の
善
し
あ

し
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
残
念

な
が
ら
、
わ
が
国
の
道
路
の
沿
道

景
観
は
、
西
欧
諸
国
な
ど
と
比
べ

て
決
し
て
美
し
い
も
の
と
は
言
え

な
い
の
が
現
状
で
す
。

路
側
に
林
立
す
る
看
板
を
初

め
、
沿
道
建
築
物
の
色
彩
や
形
状

の
統
一
感
の
な
い
け
ば
け
ば
し
い

風
景
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
や
歩
行
者

の
精
神
状
態
に
悪
い
影
響
を
与
え

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し

て
い
ま
す
。
環
境
心
理
学
と
い
う

学
問
分
野
が
あ
り
ま
す
。
原
色
を

使
っ
た
部
屋
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た

り
す
る
と
、
気
分
が
悪
く
な
っ
た

り
す
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
周

辺
環
境
の
も
と
で
過
ご
し
て
い
る

か
は
、
人
の
心
理
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま

す
。山

の
恵
み
や
植
物
の
実
り
の
お

か
げ
で
暮
ら
し
て
く
る
こ
と
が
で

き
た
わ
れ
わ
れ
は
、
緑
の
風
景
に

接
し
て
い
る
と
、
安
心
感
や
落
ち

着
き
が
出
て
く
る
よ
う
に
脳
が
設

計
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
街
路
樹
な
ど
の
沿
道

林
が
成
長
し
て
い
た
り
、
遠
景
が

緑
豊
か
で
あ
る
こ
と
は
、
地
球
環

境
問
題
な
ど
と
大
げ
さ
な
構
え
方

を
し
な
く
て
も
、
安
全
に
運
転
で

き
た
り
、
楽
し
く
自
転
車
に
乗
っ

た
り
、
気
持
ち
よ
く
歩
い
た
り
で

き
る
環
境
を
提
供
し
て
い
る
効
果

が
大
き
い
と
考
え
ま
す
。

藤
原
正
彦
氏
の
「
国
家
の
品

格
」
は
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り

ま
し
た
が
、
こ
の
な
か
に
、
優
れ

た
数
学
者
は
幼
年
期
に
美
し
い
環

境
の
な
か
で
育
っ
て
い
る
と
い
う

共
通
点
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
ま

す
。
幸
い
に
も
、
こ
の
国
は
、
乾

燥
化
に
悩
む
国
と
は
異
な
り
、
ほ

と
ん
ど
の
地
域
で
自
然
に
任
せ
て

お
く
と
草
が
生
え
、
林
や
森
に
変

わ
っ
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
美
し

く
な
る
素
質
に
恵
ま
れ
た
国
な
の

で
す
。

江
戸
時
代
や
明
治
時
代
に
日
本

に
や
っ
て
き
た
外
国
人
は
口
を
そ

ろ
え
て
、
こ
の
国
の
手
入
れ
さ
れ

た
美
し
さ
を
称
賛
し
て
い
き
ま
し

た
。
そ
の
国
に
生
ま
れ
育
っ
た
わ

れ
わ
れ
が
、
次
の
世
代
に
よ
り
緑

豊
か
な
美
し
い
環
境
を
残
し
て
い

か
な
け
れ
ば
、
世
代
と
し
て
の
面

目
が
立
た
な
い
と
考
え
ま
す
。

儲
け
主
義
を
前
面
に
押
し
出
し

た
看
板
に
取
り
囲
ま
れ
た
醜
悪
で

無
秩
序
な
姿
か
ら
、
心
豊
か
に
し

て
く
れ
る
緑
に
包
ま
れ
た
道
路
景

観
を
育
て
て
い
く
努
力
を
続
け
た

い
も
の
で
す
。

佐
賀
県
唐
津
市
か
ら
長
崎

県
の
平
戸
へ
西
に
向
か
う
。

海
に
沿
っ
た
観
光
ル
ー
ト
の

ほ
ぼ
中
間
、
途
中
か
ら
国
道

２
０
４
号
バ
イ
パ
ス
を
行
く

と
、
源
平
合
戦
で
勇
名
を
は

せ
た
松
浦
水
軍
発
祥
の
地
で

こ
の
駅
に
ぶ
つ
か
る
。

漁
協
、
農
協
、
商
工
会
議

所
な
ど
が
出
資
し
て
松
浦
物

産
株
式
会
社
を
つ
く
り
、
２

０
０
５
年
４
月
に
駅
を
オ
ー

プ
ン
し
た
。
物
販
と
情
報
ス

ペ
ー
ス
「
海
の
ふ
る
さ
と

館
」
（
約
７
５
０
平
方
㍍
）

は
松
浦
市
内
・
市
外
ほ
ぼ
半

々
の
客
で
１
年
を
通
し
て
に

ぎ
わ
う
。
市
が
全
国
有
数
の

水
揚
げ
を
誇
る
魚
（
ア
ジ
、

サ
バ
、
フ
グ
、
ハ
マ
チ
）
や

い
り
こ
、
か
ま
ぼ
こ
、
メ
ロ

ン
、
ぶ
ど
う
と
い
っ
た
新
鮮

な
農
水
産
物
に
買
い
物
の
手

が
伸
び
て
い
く
。

「
こ
れ
ト
イ
レ
な
の
？
」。

思
わ
ず
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま

ち
ょ
う

ず

あ
ん

う
ほ
ど
だ
。
「
手
水
庵
」
と

刻
ま
れ
た
石
の
門
標
は
料
亭

に
で
も
入
る
か
の
よ
う
。「
７

０
０
０
万
円
か
け
ま
し
た
。

使
い
や
す
い
雰
囲
気
づ
く
り

で
す
」
と
館
支
配
人（
駅
長
）

の
上
田
知
明
さ
ん
。

こ
れ
に
限
ら
ず
、
利
用
者

の
目
線
を
意
識
し
た
「
マ
ー

ケ
ッ
ト
イ
ン
」
戦
略
が
随
所

に
の
ぞ
く
。
売
る
方
か
ら
考

え
る
（
プ
ロ
ダ
ク
ト
ア
ウ

ト
）
の
で
は
な
く
、
消
費
者

の
ニ
ー
ズ
を
つ
か
み
、
展
開

す
る
手
法
だ
。
例
え
ば
、
現

在
約
５
０
０
人
い
る
出
荷
者

へ
回
転
率
の
高
い
品
種
・
品

目
情
報
を
開
示
し
、
類
似
商

品
の
開
発
強
化
を
促
す
。

イ
ン
ス
タ
ン
ト
ば
や
り
を

脱
し
、
手
間
を
か
け
て
―
を

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、「
お

ば
ち
ゃ
ん
軍
団
」
約
６０
人
が

働
く
「
お
魚
食
堂
」
も
ア
イ

デ
ア
の
一
つ
。
旬
の
食
材
を

使
っ
た
味
付
け
薄
め
の
手
作

り
弁
当
（
８
０
０
円
）
は
好

評
で
、
昨
年
１
月
に
旅
行
誌

で
「
九
州
№
１
」
と
評
価
さ

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
売
り
上

げ
は
倍
増
し
、
い
ま
多
い
日

に
は
１
日
５
０
０
食
も
出

る
。と

い
う
わ
け
で
、
売
り
上

げ
は
▽
０５
年
度
２
億
３
０
０

０
万
円
▽
０６
年
度
３
億
３
０

０
０
万
円
▽
０７
年
度
３
億
８

０
０
０
万
円
と
右
肩
上
が

り
。
０８
年
度
は
４
億
円
を
目

標
に
据
え
る
。

工
夫
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
外
部
組
織
と
し
て

「
道
の
駅
出
荷
者
協
議
会
」

を
つ
く
り
、
商
品
を
研
究
す

る
。
直
営
農
場
化
を
進
め
、

約
１
２
０
人
が
鹿
児
島
県
へ

希
少
種
の
熱
帯
果
樹
パ
ッ
シ

ョ
ン
フ
ル
ー
ツ
や
ア
テ
モ
ヤ

の
調
査
に
で
か
け
、
テ
ス
ト

栽
培
中
だ
。

駅
立
ち
上
げ
段
階
か
ら
民

間
の
立
場
で
関
わ
っ
て
き
た

上
田
さ
ん
は
「
小
売
業
（
第

３
次
産
業
）
は
商
品
の
売
値

を
店
側
が
つ
け
る
。
第
１
次

産
業
は
セ
リ
で
決
め
、
売
れ

残
る
リ
ス
ク
も
負
う
。
だ
か

ら
第
１
次
産
業
従
事
者
の
所

得
は
低
い
。
こ
れ
を
根
底
か

ら
変
え
な
い
と
元
気
は
出
な

い
」
と
、
さ
ら
に
効
率
の
よ

い
経
営
を
模
索
し
て
い
る
。

京
都
府
宇
治
市
を
流
れ
る
宇
治

川
は
古
今
和
歌
集
に
詠
ま
れ
、
源

氏
物
語
・
宇
治
十
帖
や
源
平
宇
治

川
合
戦
の
舞
台
と
な
っ

た
。こ

こ
に
架
か
る
宇
治

橋
に
は
上
流
に
張
り
出

し
て
い
る
ス
ペ
ー
ス
が

あ
る
。
橋
の
守
り
神
・

橋
姫
を
祭
る
た
め
で

「
三
の
間
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
。
豊
臣
秀
吉
は

茶
会
に
使
う
水
を
こ
こ

か
ら
汲
ん
だ
こ
と
が
あ

り
、
い
ま
で
も
例
年
１０

月
の
宇
治
茶
ま
つ
り
に
は
「
三
の
間
」

か
ら
古
式
通
り
水
を
く
み
上
げ
て
い

る
。最

初
の
宇
治
橋
は
６
４
６
（
大
化

２
）
年
、
奈
良
元
興
寺
の
僧
道
登

が
架
け
た
と
さ
れ
、
大
津
「
瀬
田

の
唐
橋
」
、
京
都
「
山
崎
橋
」
と

と
も
に
日
本
三
古
橋
に

数
え
ら
れ
て
い
る
。
水

害
や
戦
火
に
遭
い
た
び

た
び
流
失
し
て
お
り
、

現
在
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
橋
（
府
道
京
都

宇
治
線
）
は
桧
造
り
の

高
欄
、
擬
宝
珠
な
ど
外

観
に
工
夫
を
凝
ら
し
木

橋
の
よ
う
な
優
美
な
姿

を
し
て
い
る
。

橋
近
く
の
放
生
院
常

光
寺
（
通
称
橋
寺
）
境
内
に
ひ
っ
そ
り

建
っ
て
い
る
宇
治
橋
断
碑
（
天
平
年
間

に
作
ら
れ
た
碑
で
重
文
）
が
宇
治
橋
の

い
わ
れ
を
い
ま
に
伝
え
て
い
る
。

②

大石久和

宇
治
橋

「三の間」のある宇治橋の歴史

緑
の
道
路
景
観
で
心
豊
か
に

長崎県・玄海灘への出口、伊万里湾をわたる潮風が鼻をく

すぐる。志佐漁港と隣り合わせで建つ「松浦海のふるさと

館」。中規模ながら、アイデアといい建物といい、ユニーク

な道の駅の一つだろう。

道
の
駅
「
松
浦
海
の
ふ
る
さ
と
館
」

「
お
魚
食
堂
」大
人
気

手
作
り
弁
当
５００
食
も

出
荷
者
協
議
会
で
商
品
を
研
究
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