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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。
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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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