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ア
ユ
が
勢
い
づ
く
季
節
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。
俳
句
に
お
い
て
も
「
鮎
」
は

夏
の
季
語
で
す
。
そ
の
一
方
、
稚
魚
の

う
ち
は
体
が
透
き
通
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

「
氷ひ
う
お魚
」
と
呼
ば
れ
、
こ
ち
ら
は
冬
の
季
語

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
若
鮎
」
と
い

え
ば
春
の
季
語
で
あ
り
、
産
卵
期
の
ア
ユ

を
指
す
「
落
ち
鮎
」
は
秋
の
季
語
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
ア
ユ
は
四
季
を
通
じ
て
親
し

ま
れ
る
魚
な
の
で
す
。

　

清
流
高
津
川
の
名
物
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
出
身
地

で
あ
る
滋
賀
県
東
部
を
流
れ
る
犬
上
川
に

も
ア
ユ
が
泳
い
で
い
ま
す
。
母
校
の
小
学

校
の
校
歌
に
は
「
ぼ
く
も
わ
た
し
も
若
あ

ゆ
子
あ
ゆ
、
ピ
チ
ピ
チ
跳
ね
よ
う
み
な
前

向
き
に
」
と
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま

す
。

　

昔
か
ら
「
琵
琶
湖
の
ア
ユ
は
外
に
出
て

大
き
く
な
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
琵
琶
湖

に
い
る
と
体
長
が
せ
い
ぜ
い
10
セ
ン
チ
の

ア
ユ
が
、
他
県
の
川
に
放
流
さ
れ
る
と
2

〜
3
倍
に
成
長
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い

こ
と
を
指
し
、
し
ば
し
ば
、
近
江
商
人
な

ど
こ
の
地
の
出
身
者
が
地
元
に
留
ま
る
よ

り
む
し
ろ
京
阪
や
関
東
、
さ
ら
に
は
海
外

に
進
出
し
て
活
躍
し
た
こ
と
の
た
と
え
と

さ
れ
ま
し
た
。
20
年
前
に
益
田
に
向
け
て

郷
里
を
発
と
う
と
す
る
、
当
時
ま
だ
二
十

代
だ
っ
た
私
へ
の
餞
は
な
む
けに
、
こ
の
言
葉
を
掛

け
て
励
ま
し
て
下
さ
っ
た
方
の
思
い
や
り

は
今
も
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

平
成
26
年
10
月
、
益
田
市
は
合
併
十
周

年
を
記
念
し
て
、「
市
の
魚
」
の
選
定
を
行

い
ま
し
た
。
ス
イ
セ
ン
（
市
の
花
）、
ケ
ヤ

キ
（
市
の
木
）
に
並
ぶ
新
た
な
シ
ン
ボ
ル

を
市
民
の
皆
様
か
ら
公
募
し
た
結
果
、
圧

倒
的
に
多
く
の
支
持
が
寄
せ
ら
れ
た
の
が

ア
ユ
で
し
た
。
ま
た
、
平
成
27
年
６
月
策

定
の
「
教
育
に
関
す
る
大
綱
」
で
は
、
将

来
地
元
に
帰
っ
て
活
躍
す
る
人
材
を
ア
ユ

に
な
ぞ
ら
え
、
教
育
の
目
指
す
方
向
を
示

し
た
と
こ
ろ
で
す
。
現
在
、
市
役
所
西
側

出
入
口
の
脇
に
は
、
益
田
ロ
ー
タ
リ
ー
ク

ラ
ブ
さ
ん
か
ら
贈
ら
れ
た
ア
ユ
の
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
先
、

玄
関
の
真
向
か
い
に
防
災
街
区
公
園
が
完

成
す
れ
ば
、
い
ず
れ
そ
の
付
近
に
移
設
さ

れ
る
見
通
し
で
す
。

　

3
年
続
い
た
ア
ユ
の
不
漁
も
昨
年
は
持

ち
直
し
た
よ
う
で
す
。
関
係
機
関
と
連
携

し
、
地
域
の
特
産
品
の
復
活
に
さ
ら
に
努

め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

益
田
市
と
益
田
市
教
育
委
員
会
は
、全

国
に
誇
る
こ
と
の
で
き
る
市
の
歴
史
文

化
を
後
世
に
伝
え
、
活
用
し
て
い
く
た

め
、文
化
財
の
保
護
と
活
用
の
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
と
な
る「
益
田
市
歴
史
文
化
基
本

構
想
」
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
（『
第
五
次
益
田
市
総
合
振
興
計
画
後

期
基
本
計
画
』
平
成
28
年
3
月
）。

　

こ
の
構
想
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
、
国
・

県
・
市
が
特
に
重
要
で
あ
る
と
認
め
、
類

型
に
従
っ
て
指
定
す
る
狭
義
の
文
化
財

だ
け
で
は
な
く
、指
定
に
は
至
ら
な
い
も

の
や
従
来
の
類
型
に
当
て
は
ま
ら
な
い

も
の
も
広
く
文
化
財
と
し
て
捉
え
て
い

く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
は
、そ

れ
ら
を「
相
互
に
関
連
性
の
あ
る
一
定
の

ま
と
ま
り
」
と
し
て
捉
え
、ス
ト
ー
リ
ー

を
組
み
立
て
、文
化
財
の
魅
力
を
高
め
る

と
と
も
に
、魅
力
的
な
形
で
わ
か
り
や
す

く
価
値
を
伝
え
る
た
め
に
、関
連
文
化
財

群
を
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

本
連
載
で
は
、「
益
田
市
歴
史
文
化
基

本
構
想
」策
定
の
過
程
で
見
え
て
き
た
市

の
歴
史
文
化
の
特
徴
と
し
て
の
関
連
文

化
財
群
の
テ
ー
マ
案
を
紹
介
し
ま
す
。

　

そ
の
第
一
は
歴
史
文
化
の
基
礎
で
あ

り
、全
国
の
中
で
も
卓
越
し
た
す
ば
ら
し

い
自
然
と
景
観
を
テ
ー
マ
と
し
た「
雄
大

な
自
然
と
人
の
営
み
が
生
み
出
し
た
景

観
」
で
す
。

　

益
田
市
は
、
眼
前
に
広
が
る
日
本
海
、

雄
大
な
山
々
（
恐お
そ
ら
か
ん
ざ
ん

羅
漢
山
、大だ
い
じ
ん神

ヶが
た
け嶽

な

ど
）、
そ
し
て
清
流
日
本
一
の
高
津
川
、

匹
見
川
や
益
田
川
な
ど
の
河
川
が
お
り

な
す
複
雑
な
地
形
の
中
に
、す
ば
ら
し
い

自
然
景
観
や
天
然
記
念
物
が
存
在
し
ま

す
。
美
し
い
海
岸
線（
土
田
、三
里
ヶ
浜
、

持
石
、
飯
浦
の
各
海
岸
や
唐か
ら
お
と音

の
蛇じ
ゃ
が
ん岩

、

鑪た
た
ら
ざ
き

崎
な
ど
）、
西
中
国
山
地
国
定
公
園
に

も
指
定
さ
れ
て
い
る
匹
見
峡
や
双
そ
う
せ
ん
き
ょ
う

川
峡

な
ど
の
渓
谷
、栃
原
の
高こ
う
や野

槇ま
き

や
若
杉
の

天
然
杉
、金
谷
の
城
山
桜
な
ど
の
巨
樹
が

あ
り
、こ
れ
ら
は
見
る
人
の
心
を
奪
い
ま

す
。

　

そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
自
然
と
長
い
歴

史
の
中
で
、
人
々
が
営
ん
で
き
た
景
観

に
も
見
る
べ
き
も
の
が
多
い
で
す
。
津

田
、
木
部
や
飯
浦
な
ど
の
湊
町
の
景
観
、

中な
か
が
う
ち

垣
内
・
大お
お
か
ぐ
ら

神
楽
の
棚
田
や
三み
か
ず
ら葛

・
澄
川

な
ど
の
農
村
・
山
村
景
観
、
益
田
の
七
尾

城
下
や
高
津
柿
本
神
社
の
門
前
町
な
ど

の
ま
ち
並
み
景
観
、各
地
に
見
ら
れ
る
赤

瓦
の
景
観
な
ど
は
、益
田
な
ら
で
は
の
景

観
で
あ
り
、
郷
愁
を
か
き
立
て
ま
す
。

益田市の歴史文化の特色（全7回）

第1回  歴史文化基本構想と「雄大な自然と人の営みが生み出した景観」
【問い合わせ先】
 市文化財課　☎ 31-0623

大神ヶ嶽（益田市指定史跡および名勝）の立岩。
益田市匹見町紙

し そ

祖（三坂地内）。標高 1,170 ｍ
の大神ヶ嶽は古来修験道の聖地として信仰の
対象でもありました。
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7
月
23
日
は
「
市
民
防
災
の
日
」
で
す
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
益
田
市
に
と
っ
て
未

曾
有
の
大
災
害
だ
っ
た
「
昭
和
58
年
7
月

豪
雨
非
常
災
害
」
の
発
生
の
日
に
ち
な
む

も
の
で
す
。

　

こ
の
年
の
梅
雨
末
期
、
山
陰
西
部
一
帯

を
集
中
豪
雨
が
襲
い
ま
し
た
。
益
田
市
内

に
お
い
て
は
、
7
月
22
日
夜
か
ら
23
日
朝

ま
で
の
12
時
間
に
4
4
8
ミ
リ
、
特
に
23

日
の
朝
6
時
か
ら
7
時
に
か
け
て
は
時
間

雨
量
93
ミ
リ
と
い
う
猛
烈
な
雨
と
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
益
田
川
が
氾
濫
し
、

市
内
中
心
部
の
広
い
範
囲
が
水
浸
し
と
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
山
崩
れ
や
崖
崩
れ
が

多
発
し
、
麓
の
集
落
に
大
量
の
土
砂
が
押

し
寄
せ
ま
し
た
。

　

被
害
は
甚
大
で
し
た
。
益
田
市
内
に

限
っ
て
も
、
死
者
・
行
方
不
明
者
40
名
、
住

家
の
全
半
壊
1
8
7
3
戸
、
被
災
総
額
は

8
4
1
億
円
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
度
々
水
害
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
こ
の
地

域
に
お
い
て
も
、
記
録
に
残
る
も
の
と
し

て
は
過
去
最
大
の
惨
事
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
益
田
市
お
よ
び
島
根
県
は
復

旧
に
全
力
を
あ
げ
る
一
方
で
、
こ
の
災
害

を
教
訓
と
し
て
防
災
面
の
見
直
し
を
進
め

ま
し
た
。
特
に
社
会
資
本
整
備
に
つ
い
て

は
、
計
画
中
だ
っ
た
益
田
川
ダ
ム
の
構
造

や
規
模
を
大
幅
に
変
更
し
、
ま
た
同
じ
く

被
害
の
大
き
か
っ
た
三
隅
川
の
支
流
に
矢

原
川
ダ
ム
の
建
設
を
計
画
す
る
な
ど
、
治

水
対
策
の
強
化
を
図
り
ま
し
た
。

　
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
今
や
忘
れ

る
間
も
な
く
ど
こ
か
に
次
の
災
害
が
訪
れ

る
と
い
う
有
り
様
で
す
。
ま
た
、
近
年
の

地
球
温
暖
化
に
よ
る
気
候
変
動
は
、
経
験

則
に
も
と
づ
く
「
想
定
」
が
意
味
を
失
う

か
の
よ
う
な
極
端
な
気
象
現
象
を
も
た
ら

し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
記
憶
に

新
し
い
平
成
25
年
夏
の
豪
雨
の
直
後
、
気

象
警
報
の
新
し
い
区
分
と
し
て
加
え
ら
れ

た
「
特
別
警
報
」
が
島
根
県
内
で
初
め
て

出
さ
れ
た
の
は
、
昨
年
の
や
は
り
7
月
の

こ
と
で
し
た
。

　

自
然
の
猛
威
に
事
欠
か
な
い
日
本
列
島

の
中
で
は
、
こ
の
益
田
は
比
較
的
安
全
な

地
域
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
絶
対
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
も
消
防

本
部
や
各
地
区
の
消
防
団
、
自
主
防
災
組

織
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
防
災
支
援
セ
ン
タ
ー
な

ど
と
連
携
し
、
防
災
に
不
断
の
努
力
を
注

ぎ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
般
に
西
日
本
の
植
生
は
照
し
ょ
う
よ
う
じ
ゅ
り
ん

葉
樹
林

帯た
い

に
分
類
さ
れ
ま
す
が
、
標
高
の
高
い

匹
見
に
は
今
も
昔
も
落ら
く
よ
う葉

広こ
う
よ
う葉

樹じ
ゅ
り
ん
た
い

林
帯

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
前
者
よ
り
も
後

者
の
方
が
、
ド
ン
グ
リ
類
な
ど
食
用
に

で
き
る
木
の
実
が
豊
富
で
あ
り
、
そ
れ

を
求
め
て
小
動
物
が
集
ま
る
な
ど
縄
文

時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
匹
見
は
生
活

し
や
す
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

匹
見
の
歴
史
は
縄
文
時
代
よ
り
前
の

後
期
旧
石
器
時
代
（
お
よ
そ
3
万
5
千

年
前
か
ら
1
万
2
千
年
前
ま
で
）
に
さ

か
の
ぼ
り
ま
す
。
最
古
の
遺
跡
は
約
2

万
年
前
の
新し
ん

槙ま
き

原は
ら

遺
跡（
道
川
）で
、
県

内
の
同
時
代
を
代
表
す
る
遺
跡
と
し

て
、
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

続
く
縄
文
時
代
（
お
よ
そ
1
万
5
千

年
前
か
ら
2
4
0
0
年
前
ま
で
）
に
な

る
と
遺
跡
数
が
増
加
し
ま
す
。
上
ノ
原
、

神じ
ん
で田

、
ヨ
レ
、
イ
セ（
匹
見
）、
水み
ず
た田

ノ

上
、石い
し
が
つ
ぼ

ヶ
坪
、中
ノ
坪
（
紙し
そ祖
）、蔵く
ら
や
し
き

屋
敷

田だ

、
田た
な
か
の
し
り

中
ノ
尻
、
上う
え
な
や

家
屋（
道
川
）、
ア

ガ
リ
、
山
崎
、
田た
や
の
は
ら

屋
ノ
原（
澄
川
）、
沖

ノ
原
、
芝（
広
瀬
）、
広
戸（
石
谷
）な
ど

場
所
や
性
格
、時
期
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に

富
ん
で
お
り
、縄
文
時
代
の
匹
見
の
人
々

の
生
活
の
様
子
を
知
る
上
で
、大
変
貴
重

な
事
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
配は
い
せ
き石

遺
構
が

あ
っ
た
り
、
出
土
品
に
は
広
島
県
冠か
ん
む
り
や
ま山

産
安
山
岩
の
ほ
か
、
大
分
県
姫ひ
め

島し
ま

産
黒

曜
石
で
作
ら
れ
た
石
器
（
イ
セ
・
ヨ
レ

遺
跡
な
ど
）、
新
潟
県
糸い
と
い
が
わ

魚
川
産
の
翡ひ
す
い翠

製
棗な
つ
め

玉だ
ま（

水
田
ノ
上
Ａ
遺
跡
）、
九
州
系

の
並な
み
き木
・
阿あ
だ
か高
式
土
器
（
石
ヶ
坪
遺
跡
）

な
ど
、
広
い
地
域
と
の
交
流
を
う
か
が

わ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
り
、
そ
の
見
ど

こ
ろ
は
多
く
、
匹
見
を
「
西
日
本
の
縄

文
銀
座
」
な
ど
と
呼
ぶ
人
も
い
ま
す
。

益田市の歴史文化の特色（全7回）

第2回　匹見の落葉広葉樹林帯と縄文遺跡群
【問い合わせ先】
 市文化財課　☎ 31-0623

新槙原遺跡出土の石器

石ヶ坪遺跡出土の並木・阿高式土器
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1
9
6
4
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、

戦
後
の
復
興
か
ら
高
度
経
済
成
長
に
移
行

し
て
い
た
日
本
に
と
っ
て
、
先
進
国
へ
の

仲
間
入
り
を
世
界
に
告
げ
る
好
機
と
さ
れ

ま
し
た
。
2
0
2
0
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
2
年
後
に
控
え

た
今
、
先
の
五
輪
が
も
た
ら
し
た
変
化
と

イ
ン
パ
ク
ト
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

最
大
の
変
化
は
都
内
の
公
共
交
通
網
の

発
達
と
い
え
ま
す
。
開
催
の
2
年
前
か
ら

供
用
が
始
ま
っ
た
首
都
高
速
道
路
は
羽
田

空
港
か
ら
都
心
を
経
て
本
会
場
や
選
手
村

に
至
る
区
間
が
最
優
先
で
整
備
さ
れ
ま
し

た
。
地
下
鉄
網
も
新
規
路
線
の
相
次
ぐ
開

通
で
急
速
に
充
実
し
ま
し
た
。
空
港
と
浜

松
町
を
結
ぶ
東
京
モ
ノ
レ
ー
ル
の
開
業
は

五
輪
開
会
の
23
日
前
で
し
た
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
開
会
9
日
前
に
運
転

を
開
始
し
東
京
―
名
古
屋
―
大
阪
の
三

大
都
市
圏
を
つ
な
い
だ
東
海
道
新
幹
線
は
、

世
界
初
の
高
速
鉄
道
で
し
た
。
難
題
だ
っ

た
高
速
走
行
時
の
振
動
の
抑
制
は
、
か
つ

て
世
界
最
強
の
戦
闘
機
と
さ
れ
た
零
戦
の

技
術
転
用
の
賜
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

東
京
五
輪
で
初
め
て
公
式
計
時
を
担
っ

た
国
産
時
計
メ
ー
カ
ー
は
、
従
来
の
機
械

式
に
比
べ
格
段
に
正
確
な
ク
オ
ー
ツ
式
を

世
界
に
先
駆
け
て
採
用
し
、
大
会
を
通
じ

て
計
時
エ
ラ
ー
ゼ
ロ
と
い
う
快
挙
を
達
成

し
ま
し
た
。
競
技
記
録
の
集
計
も
、
そ
れ

ま
で
は
ま
と
め
て
デ
ー
タ
入
力
す
る
バ
ッ

チ
処
理
で
行
わ
れ
、
確
定
に
数
箇
月
を
要

し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
画
期
的
な

リ
ア
ル
タ
イ
ム
処
理
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ

れ
た
こ
と
で
、
国
別
メ
ダ
ル
獲
得
数
な
ど

も
即
座
に
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ほ

か
、
競
技
最
終
日
の
閉
会
式
で
は
早
く
も

公
式
記
録
本
が
完
成
し
て
い
ま
し
た
。

　

海
外
へ
の
衛
星
生
中
継
が
初
め
て
実

施
さ
れ
る
一
方
、
国
内
で
は
テ
レ
ビ
が

一
気
に
普
及
し
ま
し
た
。
ま
だ
大
半
が

白
黒
テ
レ
ビ
な
が
ら
、
五
輪
開
催
決
定
の

1
9
5
9
年
に
24
％
だ
っ
た
世
帯
普
及
率

が
5
年
後
の
開
催
年
に
は
88
％
に
跳
ね
上

が
り
ま
し
た
。
お
茶
の
間
で
家
族
そ
ろ
っ

て
競
技
を
観
戦
し
た
い
と
い
う
大
衆
の
願

望
を
映
す
か
の
よ
う
な
急
伸
ぶ
り
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
京
五
輪
は
多
く
の
社

会
資
本
整
備
、
技
術
革
新
、
モ
ノ
の
普
及

を
伴
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
は

生
活
文
化
に
も
幅
広
く
及
び
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
紙
数
の
関
係
に
よ
り

次
号
に
て
述
べ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

　

弥
生
時
代
以
降
、
稲
作
が
広
ま
り
、

人
々
が
定
住
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
ま

と
ま
っ
た
集
団
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
そ
し
て
そ
の
指
導
者
が
豪ご
う
ぞ
く族
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。
益
田
平
野
に
は
有

力
な
勢
力
が
い
た
よ
う
で
、
乙お
と
よ
し吉

・
下

本
郷
か
ら
鎌
手
あ
た
り
ま
で
の
連
続
し

た
台
地
上
に
、
彼
ら
の
首
長
の
墓
と
考

え
ら
れ
る
古
墳
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
古
い
も
の
が
四よ
つ
づ
か
や
ま

塚
山
古

墳
群
（
下
本
郷
町
）
で
、
団
地
造
成
時

に
、前
期
古
墳
（
４
世
紀
）
を
象
徴
す
る

三さ
ん
か
く角

縁ぶ
ち

神し
ん

獣じ
ゅ
う

鏡き
ょ
うが

発
見
さ
れ
ま
し
た
。

続
く
４
世
紀
後
半
築
造
の
大お
お
も
と元

古
墳
群

（
県
史
跡
・
遠
田
町
）
は
、
１
号
墳
が
全

長
86
ｍ
の
前
方
後
円
墳
で
、
現
時
点
で

は
石
見
地
方
最
大
の
古
墳
で
す
。

　

国
の
史
跡
と
な
っ
て
い
る
5
世
紀
築

造
の
ス
ク
モ
塚
古
墳（
久
城
町
）は
、古
墳

時
代
中
期
を
代
表
す
る
大
型
古
墳
で
す
。

造
り
出
し
付
円
墳（
直
径
57
ｍ
）と
す
る

説
と
前
方
後
円
墳（
全
長
1
0
0
ｍ
）

と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
県
内
で
も
屈
指
の
大
き
さ
を

誇
り
ま
す
。

　

6
世
紀
築
造
の
小こ
ま
る
や
ま

丸
山
古
墳
（
市

史
跡
・
乙
吉
町
）
は
全
長
52
ｍ
の
前

方
後
円
墳
で
、
周
囲
に
溝
と
外
堤
を

備
え
た
石
見
地
方
唯
一
の
形
態
を
し

て
い
ま
す
。

　

6
〜
7
世
紀
に
は
鵜う

の
鼻は
な

に
相
次
い

で
古
墳
が
造
ら
れ
、
か
つ
て
50
基
以
上

の
小
円
墳
（
直
径
10
ｍ
以
下
）
が
あ
り

ま
し
た
が
、
現
在
で
も
約
30
基
の
古
墳

が
残
っ
て
い
ま
す（
鵜
の
鼻
古
墳
群〈
県

史
跡
・
遠
田
町
〉）。

　

こ
れ
ら
の
古
墳
は
い
ず
れ
も
海
が
見

え
る
と
こ
ろ
に
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
大
元
1
号
墳
は
海
側
の
地じ
や
ま山

斜
面
を

利
用
し
て
造
ら
れ
、
海
側
の
古
墳
側
面

の
葺ふ

き
石
を
よ
り
丁
寧
に
積
ん
で
お

り
、
海
か
ら
見
て
大
き
く
、
立
派
に
見

え
る
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
古
墳
が
日

本
海
を
意
識
し
て
、
あ
る
い
は
日
本
海

か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
造
ら

れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

古
墳
を
造
っ
た
勢
力
が
、
日
本
海
と
の

関
わ
り
が
深
か
っ
た
可
能
性
を
示
し
て

い
ま
す
。

益田市の歴史文化の特色（全7回）

第3回　海から仰ぎ見る巨大古墳群 【問い合わせ先】市文化財課　☎ 31-0623

史跡　スクモ塚古墳（写真は島根県
埋蔵文化財調査センター提供）



5  広報ますだ　平成30　2018年　9月号

vol. 72

　

前
回
の
東
京
五
輪
の
遺
産
と
し
て
は
、

ハ
ー
ド
面
の
充
実
の
ほ
か
、
ソ
フ
ト
面
で

の
進
化
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

　

抜
本
的
な
革
新
が
求
め
ら
れ
た
の
は
調

理
の
分
野
で
し
た
。
食
文
化
の
一
様
で
な

い
1
万
人
以
上
の
選
手
・
関
係
者
に
対
し

日
に
3
度
食
事
を
供
給
す
る
こ
と
自
体
、

こ
れ
ま
で
経
験
の
な
い
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
、
食
品
冷
凍
技

術
の
研
究
・
改
良
を
重
ね
る
一
方
、
全
国

か
ら
選
抜
さ
れ
た
一
流
の
料
理
人
に
よ
る

チ
ー
ム
を
編
成
し
た
上
で
調
理
工
程
を
細

か
く
分
業
す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
互
い

に
秘
伝
と
し
て
い
た
レ
シ
ピ
と
調
理
法
を

共
有
し
徹
底
的
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
ま
し

た
。
こ
う
し
て
、
高
い
品
質
を
維
持
し
な
が

ら
大
量
か
つ
多
品
種
の
料
理
を
短
時
間
で

仕
上
げ
る
手
法
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

季
節
感
や
繊
細
美
を
重
ん
じ
る
和
の
伝

統
に
最
先
端
の
国
際
性
と
機
能
性
が
加
わ

る
こ
と
で
、
日
本
の
食
は
め
ざ
ま
し
い
飛

躍
を
遂
げ
ま
し
た
。
事
実
、
今
や
日
本
は
ミ

シ
ュ
ラ
ン
ガ
イ
ド
に
よ
る
三
ツ
星
レ
ス
ト

ラ
ン
の
数
で
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
グ
ル

メ
大
国
な
の
で
す
。

　

ま
た
、
単
純
明
快
な
絵
文
字
に
よ
る
施

設
の
案
内
誘
導
や
競
技
種
目
の
表
示
を
可

能
と
す
る
「
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
」
の
本
格
運
用

も
東
京
五
輪
か
ら
で
し
た
。
外
国
語
に
対

応
で
き
る
人
材
が
不
足
し
て
い
た
日
本
で
、

国
際
大
会
を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
に
導

入
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
簡
便
さ
か

ら
今
で
は
「
世
界
共
通
言
語
」
と
し
て
定
着

し
て
い
ま
す
。
私
が
重
ね
重
ね
感
嘆
す
る

の
は
、
ト
イ
レ
の
表
示
で
す
。
用
途
を
あ
か

ら
さ
ま
に
示
す
の
で
は
な
く
、
青
と
赤
の

シ
ル
エ
ッ
ト
を
並
べ
て
男
女
別
々
の
空
間

と
類
推
さ
せ
る
着
想
は
実
に
エ
レ
ガ
ン
ト

で
す
。

　

1
9
6
4
年
の
東
京
五
輪
は
、そ
の
19
年

前
の
敗
戦
か
ら
の
完
全
復
活
を
告
げ
る
も

の
で
し
た
。
次
の
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
2
0
2
0
に

お
い
て
は
、も
は
や
全
面
的
な
都
市
改
造

は
望
む
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
然
と

の
共
生
、
多
様
性
の
尊
重
、
Ａ
Ｉ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ

の
活
用
な
ど
、
理
想
の
未
来
を
体
現
す
る

大
会
運
営
は
可
能
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
発

災
か
ら
9
年
と
な
る
東
日
本
大
震
災
か
ら

の
復
興
を
象
徴
す
る
と
同
時
に
、
バ
ブ
ル

崩
壊
後
30
年
の
閉
塞
感
を
払
拭
し
、
再
び

世
界
を
リ
ー
ド
す
る
国
と
し
て
注
目
さ
れ

る
機
会
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

　

日
本
の
古
代
国
家
が
、中
国
に
な
ら
っ

て
律り
つ
り
ょ
う令

と
い
う
法
律
に
よ
る
統
治
制
度

を
導
入
す
る
と
、全
国
に
70
弱
の
国く
に

が
設

置
さ
れ
、現
在
の
島
根
県
西
部
は
石い
わ
み
の見

国く
に

と
な
り
ま
し
た
。

　

各
国
は
複
数
の
郡
で
構
成
さ
れ
、現
在

の
益
田
市
に
相
当
す
る
地
域
は
美み
の
ぐ
ん

濃
郡

と
さ
れ
ま
し
た
が
、当
初
は
現
在
の
鹿か
の
あ
し足

郡ぐ
ん（

津
和
野
町
と
吉
賀
町
）も
含
む
、か
な

り
巨
大
な
郡
で
し
た
。
そ
れ
は
、
現
在

の
益
田
市
域
に
か
な
り
巨
大
な
豪
族
が

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。鹿
足
郡
は

承じ
ょ
う
わ和

10（
8
4
3
）年
に
美
濃
郡
か
ら
分

割
し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
と
き
分

割
さ
れ
た
郡
の
境
界
が
大お
お
ざ
か
い境（

安や
す
ど
み富

町ち
ょ
う・

横
田
町
）
で
あ
る
と
い
い
ま
す
（
郡
域
は

後
に
変
遷
し
ま
す
）。

　

仁に
ん
じ
ゅ寿

4（
8
5
4
）年
、美
濃
郡
で
醴れ
い

泉せ
ん

（
甘
い
味
の
す
る
水
）が
出
て
、と
て
も
め

で
た
い
こ
と
と
し
て
斉さ
い
こ
う衡

元
年
に
改か
い
げ
ん元

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
醴
泉
が
養よ
う
ろ
う老
滝の
た
き（
美

都
町
宇
津
川
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

元
が
ん
ぎ
ょ
う慶

5（
8
8
1
）年
、美
濃
郡
都つ
も
ご
う

茂
郷

丸ま
る
や
ま山

で
銅
が
産
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

が
昭
和
62
（
1
9
8
7
）
年
の
閉
山
ま
で

１
千
年
以
上
の
歴
史
を
誇
る
都
茂
鉱
山

の
始
ま
り
で
す
。
東ひ
が
し
せ
ん
ど
う

仙
道
に
は
、古
代
の

官か
ん
が衙

（
役
所
）
跡
と
推
測
さ
れ
る
酒さ
か
や屋

原ば
ら

遺
跡
や
役
人
の
居
住
集
落
跡
と
考
え
ら

れ
る
下し
も
つ
も
ば
ら

都
茂
原
遺
跡
が
あ
り
ま
す
が
、こ

れ
ら
も
都
茂
鉱
山
と
の
関
係
が
推
測
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、安
富
町
の
中な
か
し
ょ
う
じ

小
路
遺
跡
な
ど

が
古
代
官
衙
跡
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

延え
ん
ち
ょ
う長

5（
9
2
7
）年
に
編
纂
さ
れ
た

「
延え
ん
ぎ
し
き

喜
式
」
に
は
、
諸
国
の
神
社
の
名

前
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
見
え
る

神
社
を
「
式し
き
な
い
し
ゃ

内
社
」
と
い
い
ま
す
。
美

濃
郡
五
座
と
し
て
、
菅す
か

野の
の

天あ
め
の

財た
か
ら

若わ
か

子こ
の

命み
こ
と神

社
、
佐さ
ひ
め
の
や
ま

毘
売
山
神
社
（
乙お
と
こ
ち
ょ
う

子
町
）、

染し
み
は羽

天あ
ま
い
し
か
つ
の
み
こ
と

石
勝
命
神
社
（
染そ
め
ば
ち
ょ
う

羽
町
、
染そ
め
は羽

天あ
め
の
い
わ
か
つ

石
勝
神
社
）、
櫛く
し
し
ろ代

賀か
ひ
め
の姫

命み
こ
と神

社
（
久

城
町
、
櫛
代
賀
姫
神
社
）、
小
お
の
の
あ
め
の
お
お
み
か
み

野
天
大
神

之の
た
そ
あ
ず
わ
ご
の
み
こ
と

多
初
阿
豆
委
居
命
神
社（
読
み
は
一
部

推
定
）が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
菅
野
…

に
比
定
さ
れ
る
神
社
は
不
明
で
す
。小
野

…
は
戸
田
町
の
小
野
神
社
と
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、近
年
は
横
田
町
の
豊
田
神
社

と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、佐
毘
売

山
神
社
は
都
茂
鉱
山
の
技
術
者
が
信
仰

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
文
化
財
や
神
社
か
ら
古
代
の

益
田
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

益田市の歴史文化の特色（全7回）

  第4回　1000年の歴史を誇る都茂鉱山と古代官衙群・式内社
【問い合わせ先】
  市文化財課　☎ 31-0623

式内社の一つ、佐毘売山神社
（現在の読みは「さひめやまじんじゃ」）
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今
か
ら
8
0
0
〜
4
0
0
年
前
の
益

田
で
は
、領
主
益
田
氏
が
幕
府
や
周
辺
の

大
名
か
ら
も
重
視
さ
れ
る
活
躍
を
見
せ
、

そ
の
遺
産
が
現
在
も
益
田
に
は
息
づ
い

て
い
ま
す
。

　

益
田
氏
の
居
館
三み
や
け宅

御お

ど

い
土
居
と
居
城

七
尾
城
の
遺
跡
は
そ
ろ
っ
て
良
好
な
状

態
で
残
り
、
あ
わ
せ
て
益
田
氏
城
じ
ょ
う
か
ん館

跡あ
と

と
し
て
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。益

田
地
区
に
は
、
当
時
、
益
田
氏
の
城
下
が

広
が
り
、現
在
も
そ
の
名
残
を
多
く
と
ど

め
て
い
ま
す
。
重
要
文
化
財
の
万ま
ん
ぷ
く
じ

福
寺

本
堂
、
染そ
め
は羽

天あ
め
の
い
わ
か
つ

石
勝
神
社
本
殿
を
は
じ

め
、医い
こ
う
じ

光
寺
総そ
う
も
ん門

な
ど
の
ゆ
か
り
の
寺
社

の
建
造
物
、ま
た
当
時
の
町
割
り
も
色
濃

く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、室
町
時
代
の

み
な
ら
ず
日
本
の
文
化
史
を
代
表
す
る

画
僧
・
雪せ
っ
し
ゅ
う舟と

の
関
わ
り
で
す
。
室
町
時

代
の
益
田
氏
当
主
兼か
ね
た
か堯

は
、雪
舟
を
益
田

に
招
き
、
雪
舟
は
兼
堯
の
肖
像
画
を
描

き
、
ま
た
庭
園
を
築
い
た
と
い
い
、
そ

れ
が
重
要
文
化
財
の
益
田
兼
堯
像
で
あ

り
、史
跡
お
よ
び
名
勝
の
万
福
寺
庭
園

と
医
光
寺
庭
園
で
す
。こ
の
2
つ
の
庭

園
は
山
口
市
の
常じ
ょ
う
え
い
じ

栄
寺
庭
園
、福
岡
県

添そ
え
だ
ま
ち

田
町
の
旧
亀か
め
い
し
ぼ
う

石
坊
庭
園
と
と
も
に

「
雪
舟
四
大
庭
園
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
益
田
市
内
に
は
、
中
世
の
時

代
の
山
城
や
古
文
書
、
仏
像
･
神
像
が

数
多
く
残
っ
て
お
り
、益
田
氏
だ
け
で
は

な
い
、中
世
益
田
の
多
面
的
な
様
相
も
次

第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。鎌

倉
時
代
の
益
田
氏
は
東
仙
道
を
本
拠
と

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、実
際
に

東
仙
道
土ど
い居

遺
跡
か
ら
は
南
北
朝
時
代

の
石
塔
群
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。高
津
川

下
流
域
に
は
荘
し
ょ
う
え
ん園

長な
が
の
の
し
ょ
う

野
庄
が
成
立
し
、横

田
町
や
本ほ
ん
ま
た
が

俣
賀
町
の
あ
た
り
に
は
内
田

氏
と
そ
の
一
族
俣
賀
氏
が
、安や
す
ど
み富

町
の
あ

た
り
に
は
安
富
氏
が
割
拠
し
、ゆ
か
り
の

寺
社
や
古
文
書
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
古
文
書
で
は
、「
紙し
ほ
ん本

墨ぼ
く

書し
ょ

原は
ら
や屋

家
文
書
」、「
梅う
め
づ津

文
書
」、「
原
は
ら
か
お
る馨

氏
所
蔵
増ま
し
の野

家
文
書
」、「
み
ょ
う
ぎ
じ

妙
義
寺
文
書
」

「
萬
福
寺
文
書
」
な
ど
、
全
国
的
に
見
て

も
貴
重
な
古
文
書
が
残
り
ま
す
。山
城
で

は
、
市
史
跡
の
横
山
城
跡
、
向
横
田
城

跡
、
碁ご
ば
ん盤

嶽だ
け

城
跡
、
小こ
ま
つ
お

松
尾
城
跡
、
叶
か
の
う
ま
つ松

城
跡
、
道
川
城
跡
、
四
ツ
山
城
跡
、
丸ま
る
も茂

城
跡
を
は
じ
め
と
し
て
約
90
の
山
城
跡

が
各
地
に
残
り
ま
す
。

【問い合わせ先】
  市文化財課　☎ 31-0623

紙本墨書益田兼堯像
（雪舟筆。重要文化財）

問い合わせ先：市立図書館  ☎ 22 -4222
ホームページ： http://www.library-masuda.jp

『古本よみの市』 開催のお知らせ

☆ 家庭で眠っている本をご寄贈ください ☆
寄贈いただいた本が『古本よみの市』のお持ち帰り本
になります。

【日 時】 11月12日㈪～16日㈮  10：00～15：00 
【場 所】市立市民学習センター　大ホール前ホワイエ

※ 直接持ち込んでください。ただし、利用に耐えられ
ないものや雑誌類はご遠慮ください。

～古本よみの市実行委員会～
【問い合わせ先】市立図書館（担当：辻）

【日 時】 11 月 17 日㈯・18 日㈰  10：00～15：00
【場 所】 市立市民学習センター
 大ホール前ホワイエ

※無料です。ご自由にお持ち帰りください。

10 月 27 日から 11 月 9 日は「読書週間」です。秋の
夜長にゆっくり読書はいかがですか。ぜひ図書館にお
立ち寄りください。

第 72回　読書週間
標語『ホッと一息　本と一息』

★ 閉館時間変更のお知らせ
    10月1日㈪ からは、19：00（午後7時）に閉館します。

篠田桃紅 / 著　幻冬舎（益田館所蔵）

『一〇五歳、死ねないのも困るのよ』

わたしのお気に入りの一冊

日本を代表する書道家・美術家であり、現在も活躍中の
篠田桃紅さんのエッセイ。結婚もせず、105 歳まで生き
続けている著者の幸福な人生の過ごし方、後悔しない生
き方など説得力のある言葉、そして自分の年とバランス
よく折り合って生きていく秘訣がつまった一冊です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図書館職員 

益田市の歴史文化の特色（全7回）

  第5回　益田氏と雪舟が作りあげた 「中世文化の薫るまち」
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郷
土
の
誇
る
世
界
的
医
学
者
・
秦
佐
八
郎

は
、
明
治
6
年
に
島
根
県
美
濃
郡
都
茂
村

（
現
在
の
益
田
市
美
都
町
都
茂
）
で
生
ま
れ

ま
し
た
。
生
家
の
山
根
家
は
裕
福
な
庄
屋

で
し
た
が
、
14
歳
の
と
き
、
代
々
村
医
者

だ
っ
た
親
戚
の
秦
家
の
養
子
と
な
り
ま
し

た
。
実
の
両
親
に
と
っ
て
、
幼
少
期
の
い
た

ず
ら
に
手
を
焼
き
な
が
ら
も
目
の
中
に
入

れ
て
も
痛
く
な
い
八
男
・
佐
八
郎
が
い
な
く

な
る
こ
と
は
、
言
い
知
れ
ぬ
寂
し
さ
が
あ

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
医
者
の
家
を
継
が
せ

る
こ
と
が
そ
の
才
能
を
最
大
限
に
活
か
す

道
と
考
え
た
の
で
す
。

　

18
歳
で
第
三
高
等
中
学
校
医
学
部
（
現

在
の
岡
山
大
学
医
学
部
）
に
入
学
す
る
と
、

同
級
生
は
お
ろ
か
教
授
た
ち
も
舌
を
巻
く

秀
才
ぶ
り
を
示
し
ま
す
。
佐
八
郎
の
試
験

答
案
を
採
点
し
て
い
た
担
任
が
、
自
分
も

知
ら
な
い
知
識
が
書
か
れ
て
い
た
の
を
不

審
に
思
い
、
図
書
館
で
調
べ
て
み
る
と
、

果
た
し
て
外
国
の
最
新
論
文
の
的
確
な
引

用
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
す
。
卒

業
後
は
岡
山
の
病
院
に
勤
務
し
ま
す
が
、

徐
々
に
研
究
者
と
し
て
の
前
途
を
嘱
望
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
岡
山
に
お
け
る
佐
八
郎
の

抜
群
の
成
績
と
評
判
は
、
秦
家
や
都
茂
村

の
人
々
に
と
っ
て
誇
り
で
あ
る
一
方
、
不

安
の
種
で
も
あ
り
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
得

た
村
医
者
の
跡
取
り
に
は
一
日
も
早
く
郷

里
で
診
察
に
あ
た
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の

が
本
音
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
折
し
も
養
父

が
早
逝
す
る
と
、
佐
八
郎
の
帰
郷
を
求
め

る
声
が
さ
ら
に
高
ま
り
ま
す
。
し
か
し
最

終
的
に
は
養
祖
父
自
ら
、
医
学
研
究
で
の

貢
献
こ
そ
家
や
郷
土
の
最
高
の
名
誉
と
し

て
研
究
の
道
に
進
む
こ
と
を
容
認
し
た
の

で
す
。
こ
の
寛
大
な
判
断
は
、
医
家
と
し
て

の
秦
家
の
断
絶
を
伴
う
も
の
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
25
歳
に
し
て
上
京
が
叶
い
、

北
里
柴
三
郎
が
所
長
を
務
め
る
伝
染
病
研

究
所
（
現
在
の
東
京
大
学
医
科
学
研
究
所
）

に
入
所
し
ま
し
た
。
同
僚
に
は
野
口
英
世

や
志
賀
潔
が
い
ま
し
た
。
入
所
の
翌
年
に

神
戸
で
、
そ
の
2
年
後
に
和
歌
山
で
、
死
亡

率
の
高
い
ペ
ス
ト
が
相
次
い
で
流
行
す
る

と
、
自
ら
現
地
入
り
し
治
療
と
予
防
に
あ

た
り
ま
し
た
。
そ
の
経
験
を
綴
っ
た
12
編

の
論
文
は
後
に
一
冊
の
本
に
ま
と
め
ら
れ
、

ペ
ス
ト
対
策
の
決
定
版
と
し
て
長
ら
く
重

宝
さ
れ
ま
し
た
。

　

危
険
を
恐
れ
ぬ
沈
着
な
仕
事
ぶ
り
は
、

佐
八
郎
の
評
価
を
大
い
に
高
め
、
次
の
新

天
地
へ
の
雄
飛
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

益
田
の
人
々
は
、縄じ
ょ
う
も
ん文の

昔
か
ら
日
本

海
に
舟
を
漕こ

ぎ
出
し
、国
内
外
の
様
々
な

地
域
と
交
流
・
交
易
を
展
開
し
て
い
ま
し

た
。

　

匹
見
の
縄
文
遺
跡
群
か
ら
は
、
大
分

県
姫ひ
め
し
ま島

産
の
黒こ
く
よ
う
せ
き

曜
石
製
の
鏃や
じ
り

や
新
潟
県

糸い
と
い
が
わ

魚
川
産
の
翡ひ
す
い
せ
い

翠
製
棗な
つ
め

玉だ
ま

な
ど
が
出
土

し
て
い
ま
す
。す
で
に
当
時
の
益
田
が
こ

れ
ら
の
地
域
と
交
易
に
よ
り
結
び
つ
い

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。沖お
き
て手

遺

跡
（
久
城
町
）
の
縄
文
時
代
晩
期
の
地
層

か
ら
は
、丸ま
る
き
ぶ
ね

木
舟
が
出
土
し
ま
し
た
。
こ

の
丸
木
舟
が
実
際
に
日
本
海
を
渡
っ
た

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、当
時
の
益
田
の

人
々
が
そ
の
手
段
を
持
っ
て
い
た
こ
と

は
確
か
で
す
。

　

豊
田
神
社（
横
田
町
）の
奥お
く

の
院
い
ん
し
ゃ
く
と
う

石
塔

寺じ

権ご
ん
げ
ん現

か
ら
出
土
し
た
陶と
う
せ
い製

経き
ょ
う

筒づ
つ

五ご
く
ち口

や
、
東
ひ
が
し
せ
ん
ど
う

仙
道
土ど
い居

遺
跡
（
美
都
町
仙
道
）

か
ら
出
土
し
た
四し
じ
こ

耳
壺
か
ら
は
、中
世
前

期
の
中
国
と
の
交
易
に
よ
る
結
び
つ
き

が
う
か
が
わ
れ
、こ
れ
ら
と
同
時
代
の
交

易
拠
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
沖
手

遺
跡
成
立
の
背
景
と
し
て
注
目
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、兵
庫
県
の
六ろ
っ
こ
う甲

や
福
井
県
の

日ひ
び
き引

な
ど
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
中
世
の

豊
富
な
石
造
物
は
、益
田
が
交
易
の
重
要

拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
縄
文
以
来
の
日
本
海
・
東
ア
ジ

ア
交
易
の
流
れ
を
汲
み
、益
田
が
大
き
く

繁
栄
し
た
の
が
中
世
益
田
氏
の
時
代
で

す
。
益
田
氏
は
研
究
者
か
ら
「
海
洋
領

主
的
性
格
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、日
本
の

中
世
の
港
町
の
遺
跡
を
代
表
す
る
中な
か
ず須

東ひ
が
し
は
ら

原
遺
跡（
中
須
町
）
が
発
見
さ
れ
ま

し
た
。
同
遺
跡
は
遺
構
・
出
土
品
と
も
に

全
国
屈
指
の
内
容
を
誇
り
ま
す
。益
田
氏

の
「
海
洋
領
主
的
性
格
」
は
、
益
田
の

人
々
の
積
極
的
な
交
流
・
交
易
に
支
え
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、そ
れ
ら
の
交
流
や
交
易
は
益

田
氏
が
去
っ
た
後
も
続
き
、西に
し
ま
わ廻

り
航
路

の
盛
況
の
中
で
、今
市
（
乙お
と
よ
し吉

町
）
が
繁

栄
し
た
ほ
か
、高
津
や
飯い
い
の
う
ら浦が

津
和
野
藩

の
重
要
な
港
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

益田市の歴史文化の特色（全7回）

  第6回　日本海に漕ぎ出した益田の人々
【問い合わせ先】
  市文化財課　☎ 31-0623

提
ちょうちん

灯と大
たいりょうき

漁旗をつけた櫂
かい

伝
て ん ま

馬船とご神船が、男衆のかけ声と
ともに高津川に漕ぎ出す船神事「ホーランエー」。豊漁 ･ 安全
祈願とも、北前船を迎える様子を再現したともいわれます。
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故
郷
を
離
れ
、
岡
山
で
医
学
の
基
礎
を
修
め
、

東
京
で
研
究
に
没
頭
し
、
神
戸
や
和
歌
山
で
実
地

の
感
染
症
対
策
に
当
た
っ
た
秦
佐
八
郎
は
、
30
代

半
ば
に
し
て
当
時
の
医
学
最
先
進
国
で
あ
る
ド

イ
ツ
に
留
学
し
ま
し
た
。

　

そ
の
さ
な
か
、
ペ
ス
ト
に
関
す
る
研
究
発
表
を

ベ
ル
リ
ン
で
行
な
っ
た
際
、
運
命
的
な
出
会
い
が

あ
り
ま
し
た
。
歩
み
寄
っ
て
き
た
見
知
ら
ぬ
老
紳

士
か
ら
不
意
に
「
長
年
の
ペ
ス
ト
研
究
の
間
、
危

険
は
な
か
っ
た
か
ね
」
と
尋
ね
ら
れ
、「
多
少
の

危
険
は
あ
り
ま
す
が
、
注
意
す
れ
ば
問
題
あ
り
ま

せ
ん
。
牢
屋
の
罪
人
に
や
ら
れ
る
よ
う
で
は
看
守

失
格
で
す
」
と
答
え
た
の
で
す
が
、
こ
の
豪
胆

で
自
信
に
満
ち
た
回
答
に
感
服
し
た
質
問
者
こ

そ
細
菌
学
の
大
家
パ
ウ
ル
・
エ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
博
士

だ
っ
た
の
で
す
。
相
当
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
梅

毒
の
研
究
に
臨
み
、
信
頼
で
き
る
片
腕
を
求
め
て

い
た
博
士
と
し
て
も
、
こ
れ
以
上
な
い
逸
材
を
掘

り
当
て
た
わ
け
で
す
。

　

新
し
い
特
効
薬
の
開
発
は
気
の
遠
く
な
る
よ

う
な
注
意
と
忍
耐
を
要
し
ま
し
た
。
様
々
な
薬
剤

の
配
分
を
毎
回
わ
ず
か
ず
つ
変
化
さ
せ
、
試
行
と

失
敗
を
際
限
な
く
繰
り
返
す
と
い
う
苦
行
の
末
、

明
治
43
年
4
月
、
つ
い
に
人
類
初
の
化
学
製
剤

「
サ
ル
バ
ル
サ
ン
6
0
6
号
」
が
完
成
し
ま
し
た
。

　
「
魔
法
の
弾
丸
」
と
呼
ば
れ
た
サ
ル
バ
ル
サ
ン

は
単
に
梅
毒
を
治
す
だ
け
で
な
く
、
医
学
全
体
を

大
き
く
前
進
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
人
類
に
と
っ

て
長
ら
く
有
効
な
治
療
の
手
立
て
が
な
か
っ
た

感
染
症
に
対
し
、
化
学
物
質
の
持
つ
特
殊
な
毒
性

を
利
用
し
て
病
原
体
の
増
殖
を
抑
え
る
化
学
療

法
は
ま
さ
に
画
期
的
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
同

様
の
手
法
で
多
く
の
科
学
者
に
よ
り
次
々
と
新

し
い
化
学
薬
品
が
発
見
さ
れ
、
地
球
上
の
多
く
の

病
気
が
克
服
さ
れ
ま
し
た
。

　

秦
佐
八
郎
の
生
涯
は
転
機
の
連
続
で
し
た
が
、

誠
実
な
人
柄
も
手
伝
い
、
常
に
周
囲
か
ら
温
か
く

理
解
さ
れ
、
期
待
さ
れ
る
と
い
う
幸
運
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
報
い
よ
う
と
す
る
強
い

使
命
感
こ
そ
が
、
天
賦
の
才
能
を
開
花
さ
せ
、
つ

い
に
医
学
の
新
し
い
扉
を
開
く
に
至
ら
せ
た
超

人
的
努
力
の
源
泉
だ
っ
た
の
で
す
。

　

秦
佐
八
郎
は
昭
和
13
年
11
月
22
日
、
65
年
の
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
。
没
後
80
年
と
な
る
今
年
の
顕

彰
事
業
で
は
、
そ
の
偉
業
に
改
め
て
光
が
当
た
り

ま
す
。

　

益
田
市
内
で
は
、
神
楽
を
は
じ
め
、

地じ

芝し
ば
い居

、
囃は
や
し子

田だ（
田
植
え
囃
）、獅
子

舞
な
ど
、
個
性
豊
か
な
芸
能
が
民
衆
の

生
活
と
と
も
に
あ
り
、
そ
れ
は
現
在
も

人
々
の
暮
ら
し
と
と
も
に
息
づ
い
て
い

ま
す
。

　

島
根
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定

さ
れ
て
い
る
三み
か
ず
ら葛

神
楽
は
ゆ
っ
た
り
と

し
た
六
調
子
打
ち
切
り
と
い
う
形
式

で
、
石
見
地
方
の
六
調
子
系
の
祖
型
を

伝
承
し
て
い
ま
す
。

　

高
津
川
流
域
で
は
地
芝
居
も
盛
ん
で

し
た
。
中
垣
内
町
の
白
岩
神
社
の
廻
り

舞
台
は
県
内
に
お
い
て
も
例
が
少
な

く
、「
う
つ
う
た
一
座
」
の
舞
台
と
し
て

実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
含
め
、

貴
重
で
す
。

　

豊
作
を
願
う
神
事
か
ら
鑑
賞
芸
能
へ

と
派
生
し
た
囃
子
田
が
市
内
各
所
に
継

承
さ
れ
て
お
り
、
道
川
や
内
谷
の
も
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
は
違
う
も
の
の
、
古

い
型
を
残
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
土と
さ佐

本ほ
ん
た
う
え

田
植
哥う
た

草そ
う
し紙

は
、
中
国
山
地
の
田
植

歌
の
古
い
形
を
記
録
し
た
も
の
と
し
て

注
目
さ
れ
ま
す
。

　

獅
子
舞
も
古
い
獅
子
頭
が
各
地
に
残

さ
れ
て
お
り
、
各
地
の
神
社
で
興
行
さ

れ
て
い
た
と
見
ら
れ
ま
す
。

　

益
田
糸
操
り
人
形
は
明
治
時
代
に
益

田
に
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
が
、
四よ

つ
目め

と
呼
ば
れ
る
手
板
を
使
う
操
演
方
法
が

古
い
形
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
さ
れ
、

近
年
は
海
外
公
演
を
成
功
さ
せ
る
な

ど
、
注
目
が
高
ま
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
芸
能
は
、
歴
史
上
の
も
の

で
は
な
く
、
現
在
も
市
民
の
生
活
の
娯

楽
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
こ
と
が
何
よ

り
も
貴
重
で
す
。

※ 

本
連
載
お
よ
び
特
集
で
は
紹
介
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
祈

り
と
弔
い
を
テ
ー
マ
に
し
た
関
連
文

化
財
を
設
定
す
る
予
定
で
す
。

※ 

1
月
号
か
ら
は
、「
益
田
市
の
文
化
財

の
紹
介
」
を
掲
載
し
ま
す
。

益田糸操り人形の公演の様子

　

6
月
号
の
「
市
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は
」
に
お

い
て
、
市
役
所
西
側
出
入
口
脇
に
設
置
さ
れ
た
ア

ユ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、「
益
田
ロ
ー
タ

リ
ー
ク
ラ
ブ
さ
ん
か
ら
贈
ら
れ
た
」
と
し
た
説
明

は
誤
り
で
し
た
。
正
し
く
は
「
国
際
ロ
ー
タ
リ
ー

第
2
6
9
0
地
区（
2
0
1
4
―
2
0
1
5
年
度

ガ
バ
ナ
ー
松
本
祐
二
：
益
田
西
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ

ブ
所
属
）
様
か
ら
地
区
大
会
記
念
事
業
と
し
て
贈

ら
れ
た
」
で
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

益
田
市
の
歴
史
文
化
の
特
色
︵
全
7
回
︶

最
終
回

民
衆
の
生
活
と
と
も
に
あ
り
、

今
も
息
づ
く
益
田
の
芸
能

問 

市
文
化
財
課　

☎
31
・
0
6
2
3
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今
、 

見
え
て
き
た
益
田
市
の
歴
史
文
化
の
特
色

❖
益
田
市
歴
史
文
化
基
本
構
想

　

益
田
市
で
は
、
益
田
市
の
豊
か
な
歴
史
文

化
を
後
世
に
確
実
に
伝
え
、
活
用
し
て
い
く

た
め
の
基
本
方
針
と
な
る
益
田
市
歴
史
文

化
基
本
構
想
（
以
下
、「
構
想
」）
を
今
年

度
策
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た

め
、
平
成
23
年
度
か
ら
皆
さ
ん
の
協
力
を
得

て
、
市
内
の
歴
史
・
文
化
・
自
然
に
関
す
る

様
々
な
遺
産
を
把
握
す
る
調
査
を
進
め
て

き
ま
し
た
。
ま
た
、
益
田
市
歴
史
を
活
か
し

た
ま
ち
づ
く
り
検
討
委
員
会
に
お
い
て
構

想
の
内
容
を
検
討
し
て
き
ま
し
た
。

❖
益
田
市
の
歴
史
文
化
の
特
色

　

構
想
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、
益
田
市
の
歴

史
文
化
の
特
色
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
考
え
て
き
ま
し
た
。

　

益
田
市
は
歌
聖
・
人
麿
、
画
聖
・
雪
舟
そ

れ
ぞ
れ
の
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、
近
年
は
中

世
の
領
主
益
田
氏
も
大
き
く
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
美
都
の
都
茂

鉱
山
は
国
内
の
鉱
山
で
最
も
長
い
と
言
え

る
歴
史
を
持
ち
、
匹
見
の
縄
文
遺
跡
群
は
西

日
本
随
一
の
内
容
を
誇
り
ま
す
。

　

歴
史
以
外
に
も
、
西
中
国
山
地
、
清
流
高

津
川
・
匹
見
川
、
日
本
海
の
美
し
い
自
然
は

全
国
屈
指
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
長
い
歴
史

の
中
で
人
々
に
よ
っ
て
連
綿
と
育
ま
れ
て

き
た
文
化
的
な
景
観
に
も
す
ば
ら
し
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　

構
想
で
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
文
化
の
特

色
を
、
い
く
つ
か
の
魅
力
的
な
物
語
に
ま
と

め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
こ
れ
ま
で
『
広

報
ま
す
だ
』
の
連
載
「
益
田
市
の
歴
史
文
化

の
特
色
」（
平
成
30
年
6
月
号
〜
）
で
も
紹

介
し
て
き
ま
し
た
が
、
本
特
集
で
は
江
戸
時

代
以
降
の
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

雪舟が築いた万福寺庭園（史跡および名勝）

高津川と飯田吊橋

現時点で石見最大の前方後円墳・大元１号墳（県史跡）都茂鉱山の大
おお

間
ま ぶ

歩跡

表匹見峡・小
お さ よ

沙夜淵
ぶち

裏匹見峡

集 
特 
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一
方
、
戸
田
の
柿
本
神
社
は
7
2
4
年
の

人
麿
没
後
に
こ
の
地
に
創
建
さ
れ
た
と
い

い
、
代
々
綾あ
や
べ部
氏
が
宮
司
と
し
て
社
殿
を

守
っ
て
き
た
と
い
い
ま
す
。
人
麿
の
母
は
こ

の
綾
部
氏
の
娘
だ
と
、
こ
の
柿
本
神
社
の
由

緒
は
伝
え
て
い
ま
す
。

　

人
麿
の
生
誕
伝
承
は
、
全
国
的
に
見
て

も
他
に
な
い
も
の
で
す
。
現
在
の
本
殿
は
、

1
8
2
2
年
に
亀
井
玆こ
れ
な
お尚
に
よ
り
創
建
さ

れ
、
あ
わ
せ
て
人ひ
と
ま
ろ麿
童ど
う
じ
ぞ
う

子
像
が
寄
進
さ
れ
ま

し
た
。
周
辺
に
は
御ご
び
ょ
う
じ
ょ

廟
所（
遺い
は
つ髪
塚づ
か

）、
足あ
し
が
た形

石い
し

、
伝で
ん
し
ょ
う
い
わ

承
岩
な
ど
人
麿
の
伝
承
に
関
わ
る
文

化
遺
産
が
伝
わ
り
ま
す
。

❖ 
幕
府
領
・
津
和
野
藩
領
・
浜
田
藩

領
の
境
界
の
地

　

江
戸
時
代
の
益
田
は
、
江
戸
幕
府
の
直
轄

領
、
津
和
野
藩
の
領
地
、
浜
田
藩
の
領
地
に

分
割
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
は
複
雑
に
入
り

組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
各
領
域
を
つ
な
ぐ
街
道
と
し

て
、
沿
岸
部
の
山
陰
道
と
山
間
部
の
津
和
野

奥お
く
す
じ筋
往お
う
か
ん還
を
は
じ
め
、
沿
岸
部
と
山
間
部
を

つ
な
ぐ
街
道
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
街
道
の
痕
跡
と
し
て
、
各
地
に
石
畳
の
跡

❖
柿
本
人
麿
の
伝
承
と
信
仰

　

益
田
市
に
は
、
万
葉
の
歌
聖
･
柿か
き
の
も
と本
人ひ
と

麿ま
ろ

が
こ
の
地
で
亡
く
な
っ
た
と
す
る
伝
承

が
あ
り
、
そ
の
死
去
地
と
し
て
有
力
視
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
戸と

だ田
を
生
誕
地
と
す

る
伝
承
も
あ
る
な
ど
、
人
麿
に
ま
つ
わ
る
伝

承
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
市
民
は
人
麿
を

「
ひ
と
ま
ろ
さ
ん
」
と
親
し
み
を
込
め
て
呼

ん
で
い
ま
す
。

　

人
麿
が
高
津
で
亡
く
な
っ
た
と
す
る
見

方
は
、
中
世
の
時
代
に
は
確
認
で
き
ま
す
。

中
央
の
著
名
な
文
化
人
が
「
た
か
つ
の
人

丸
」
に
歌
を
寄
せ
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。
こ

の
頃
の
社や
し
ろは
、
松
崎
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

1
6
8
1
年
、こ
の
社
は
津
和
野
藩
主
亀

井
玆こ
れ
ち
か親
に
よ
り
現
在
の
高
津
柿
本
神
社
の

地
に
移
転
再
建
さ
れ
ま
す
。
現
在
の
本
殿
は

1
7
1
2
年
に
建
造
さ
れ
ま
し
た
。全
国
の

人
麿
を
祀
る
神
社
の
本
社
と
言
わ
れ
ま
す
。

や
藩
の
境
を
示
す
藩は
ん
き
ょ
う
せ
き

境
石
が
残
る
ほ
か
、
美

濃
地
町
に
は
一
里
塚
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
境
界
の
地
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

幕
末
の
石せ
き
し
ゅ
う
ぐ
ち

州
口
の
戦
い
で
は
、
多
田
町
の
扇

原
の
関
門
は
戦
場
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
の
時
代
、
様
々
な
人
々
の
活
躍

に
よ
り
産
業
が
大
き
く
発
展
し
ま
し
た
。
高

津
の
沖
田
で
は
、
長な
が
み
ね嶺
嘉か

左ざ

衛え
も
ん門
が
蟠ば
ん
り
ゅ
う
こ

竜
湖

疎そ
す
い水
を
開
通
さ
せ
、
荒
地
の
開
発
に
成
功
し

ま
す
。
遠
田
の
国く
に
さ
き東
治じ

へ

え
兵
衛
は
、
い
草
の
栽

培
と
畳
表
の
製
造
を
導
入
し
、
特
産
品
と
し

て
根
付
か
せ
ま
し
た
。
他
に
も
、
喜き

あ

み
阿
弥
焼や
き

や
白し
ら
が
み上
焼や
き

、
石
せ
き
し
ゅ
う
が
わ
ら

州
瓦
な
ど
の
窯
業
、
山
間
部

で
も
鉱
山
開
発
や
た
た
ら
製
鉄
、
林
業
な

ど
、
様
々
な
産
業
が
発
展
し
ま
し
た
。

人麿出生地の伝承を持つ戸田の柿本神社

蟠竜湖疎水。岩盤を約200mくり
抜く大変な工事でした。

松崎に人麿を祀る神社が
あったことを示す松崎の碑。

石州口の戦いの戦端が開かれた扇原の関門

飯浦と津和野藩の鉱山を結ぶ街
道の痕跡を示す美濃の一里塚。

 特集 ❖ 今、 見えてきた益田市の歴史文化の特色 ❖
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❖ 

豊
富
な
山
林
資
源
と

　
　
清
流
高
津
川
・
匹
見
川
の
恵
み

　

市
域
の
約
85
％
、
美
都
や
匹
見
で
は
約

95
％
を
占
め
る
林
野
は
、
豊
か
な
恵
み
を
も

た
ら
し
、
か
つ
て
は
１
万
人
以
上
の
人
々
が

山
林
資
源
を
糧
に
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

た
た
ら
製
鉄
は
、
大
量
の
木
炭
が
必
要
な

こ
と
か
ら
、
山
中
に
多
く
の
た
た
ら
場
が
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
た
た
ら
場
で
働
く
人
た
ち

が
信
仰
し
た
金か
な
や
ご

屋
子
神し
ん

の
祈き
と
う
し
ょ

祷
書
も
残
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
匹
見
は
木き

じ

し
地
師
や
杣そ
ま
び
と人
の
里
と
し

て
繁
栄
し
ま
し
た
。
木
地
師
は
轆ろ
く
ろ
し

轤
師
と
も

い
い
、
轆
轤
を
用
い
て
椀
や
盆
な
ど
の
木
地

の
器
を
作
り
ま
し
た
。
匹
見
に
は
木
地
師
の

墓
や
轆
轤
な
ど
の
道
具
、
権
利
を
主
張
す
る

た
め
の
文
書
な
ど
、
木
地
師
に
関
す
る
文
化

遺
産
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

❖ 

戦
争
・
災
害
・
過
疎
と
向
き
合
っ

た
歴
史

　

近
代
以
降
、
益
田
も
様
々
な
苦
難
に
直
面

し
ま
す
。

　

戦
争
で
は
益
田
の
人
々
も
出
征
し
、
尊
い

命
を
落
と
し
ま
し
た
。
戦
争
で
亡
く
な
っ
た

人
々
の
慰い
れ
い霊
碑ひ

が
市
内
各
所
に
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。
東
仙
道
や
真
砂
か
ら
満
州
開
拓

団
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
が
、
敗
戦
に
よ
り
開

拓
地
を
失
い
、
大
変
な
危
険
を
冒
し
て
帰
国

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

高
津
川
･
匹
見
川
や
益
田
川
は
、
多
く
の

恩
恵
を
与
え
て
き
た
反
面
、
歴
史
上
、
幾
度

も
水
害
を
引
き
起
こ
し
て
き
ま
し
た
。
近
代

以
降
で
は
特
に
、
昭
和
18
年
、
47
年
、
58
年

に
大
規
模
な
水
害
が
発
生
し
、
い
ず
れ
も
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
昭
和
38
年
の
豪
雪
で
は
、
山
間
部

の
集
落
が
長
期
間
孤
立
す
る
状
態
に
陥
り

ま
し
た
（
38
豪
雪
）。

　

そ
し
て
、
人
々
は
、
こ
れ
ら
の
山
林
を
源

流
と
す
る
高
津
川･

匹
見
川
や
益
田
川
な
ど

の
河
川
か
ら
も
、
多
く
の
恩
恵
に
与
あ
ず
か

っ
て
き

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
鮎
や
わ
さ
び
と
い
っ
た

特
産
品
は
も
ち
ろ
ん
、
用
水
や
水
運
の
点
で

も
重
要
な
意
味
を
持
ち
ま
し
た
。
横
田
町
の

剣け
ん
さ
き先
で
取
水
さ
れ
た
匹
見
川
の
水
は
、
水
神

の
森
で
三
方
向
に
分
か
れ
、
横
田
町
と
安
富

町
の
多
く
の
農
地
を
潤
し
て
い
ま
す
。

　

昭
和
30
年
代
後
半
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

革
命
や
、
生
活
様
式
の
欧
米
化
な
ど
に
よ
っ

て
、
炭
焼
き
や
林
業
な
ど
の
山
間
地
産
業
が

不
振
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
38
豪
雪
が
追

い
打
ち
を
か
け
た
か
の
よ
う
に
、
匹
見
で
は

人
口
減
少
が
急
速
に
進
み
ま
し
た
。
地
域
に

よ
っ
て
は
挙き
ょ
か家

離り
そ
ん村

が
相
次
ぎ
、
50
％
近
い

減
少
率
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
苦
境
に
あ
っ
て
、
当
時
の
大

谷
武た
け
よ
し嘉
匹
見
町
長
は
「
過か

そ疎
」
の
問
題
を
積

極
的
に
発
信
し
た
ほ
か
、
多
く
の
人
々
が

「
村
お
こ
し
」
に
真
剣
に
取
組
み
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
振
り
返
る
と
、
益
田
の
歴
史

文
化
の
豊
か
さ
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
と

と
も
に
、
現
在
の
益
田
を
輝
か
せ
る
ヒ
ン
ト

を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
近
代
以
降
の
苦

難
も
、
人
口
減
少
社
会
に
突
入
し
、
災
害
が

頻
発
す
る
現
代
日
本
に
と
っ
て
得
が
た
い

経
験
と
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
す
。

木地師がその権利を主張するために
用いた小川家木地屋文書（市古文書）

匹見のわさび田。かつて「東の静岡、
西の島根」と名を馳せていました。

横田中学校の校庭に隣接する水神の森

東仙道開拓団の碑。開拓団の経緯
や団員の名が刻まれています。

益田川災害復旧竣工記念碑。水害から
復旧工事までの概要が記されています。
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