
ふ
る
さ
と
の
こ
と
を
知
り
た
い
。
と
い
う

思
い
に
駆
ら
れ
た
と
き
、
ま
ず
手
に
取
っ
て

み
る
の
が
自
治
体
史
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

市
民
の
み
な
さ
ま
の
思
い
を
手
助
け
で
き
る

本
と
し
て
『
佐
伯
市
史
』
の
編
さ
ん
は
始

ま
っ
て
い
ま
す
。

現
在
の
佐
伯
市
は
平
成
一
七
年
の
大
合
併

で
成
立
し
ま
し
た
が
、
大
昔
に
は
海
部
に
住

ま
う
人
た
ち
の
大
き
な
ま
と
ま
り
と
し
て
、

現
在
の
よ
う
な
範
囲
が
存
在
し
て
い
た
の
で

は
と
も
思
え
ま
す
。
そ
れ
が
、
時
代
時
代
の

政
治
に
よ
っ
て
行
政
単
位
と
し
て
細
分
化
さ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
今
、
再
び
海
部
に
住
ま

う
人
た
ち
の
集
合
体
と
し
て
現
在
の
佐
伯
市

に
再
生
さ
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
回
、
佐
伯
の
先
史
で
は
「
さ
い
き
」
と
い

市
史
編
さ
ん
だ
よ
り

う
表
現
で
「
い
に
し
え
の
海
部
」
に
住
ま
う

人
々
の
大
き
な
生
活
空
間
を
考
察
し
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
佐
伯
に
は
美
し
い
海
だ
け
で

は
な
く
、
尺
間
山
や
傾
山
な
ど
豊
か
な
自
然

環
境
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
中
世

の
佐
伯
の
人
々
の
暮
ら
し
と
思
い
に
つ
い
て
、

自
然
環
境
と
の
関
わ
り
か
ら
も
見
て
い
き
ま

す
。当

時
の
人
々
の
思
い
を
現
在
に
蘇
ら
せ
、

さ
ら
に
そ
の
思
い
を
次
の
時
代
に
つ
な
げ
て

い
く
の
も
自
治
体
史
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な

役
割
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
今
回
の
『
佐
伯
市
史
』
で
は
、

「
い
に
し
え
の
海
部
」
に
生
き
た
人
々
の
姿

と
彼
ら
の
思
い
を
今
に
蘇
ら
せ
る
こ
と
を
ね

ら
い
の
一
つ
に
掲
げ
、
調
査
・
執
筆
・
編
さ

ん
を
重
ね
て
い
き
ま
す
。

（
三
重
野
誠
氏
・
大
分
県
立
先
哲
史
料
館
館
長
）

先史・古代・中世部会
部会⾧ 三重野誠 氏

≪ 発 行 ≫
佐伯市教育委員会
社会教育課
市史編さん係

先史・古代・中世部会の様子

去
る
２
月
４
日
に
佐
伯
市
史
編
さ
ん

の
自
然
部
会
長
を
務
め
て
こ
ら
れ
た
真

柴
茂
彦
先
生
の
訃
報
が
届
き
ま
し
た
。

入
院
や
手
術
等
を
受
け
ら
れ
て
い
た
の

で
、
先
生
の
健
康
を
心
配
し
て
お
り
ま

し
た
が
、
野
外
調
査
な
ど
に
ご
一
緒
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
時
は
、
元
気
な
様
子

で
し
た
の
で
、
思
い
が
け
な
い
ご
逝
去

の
報
に
驚
き
落
胆
い
た
し
ま
し
た
。

真
柴
先
生
と
は
自
然
環
境
調
査
で
よ

く
ご
一
緒
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

私
の
分
野
は
野
性
鳥
類
で
す
が
、
先
生

は
陸
生
の
植
物
を
中
心
に
、
海
藻
や
海

岸
動
物
な
ど
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
い

ま
し
た
。
大
分
県
が
実
施
し
て
い
た
県

内
の
国
立
公
園
や
県
立
公
園
の
自
然
環

境
学
術
調
査
で
は
１
９
９
４
年
度
の
深

島
・
屋
形
島
か
ら
ご
一
緒
し
、
そ
の
後
、

佐
賀
関
半
島
、
鶴
見
半
島
、
国
東
半
島

な
ど
の
調
査
に
あ
た
り
ま
し
た
。
２
０

０
９
年
か
ら
２
０
１
８
年
ま
で
９
年
間

行
わ
れ
た
佐
伯
市
自
然
環
境
調
査
で
は

深
島
な
ど
の
島
嶼
（
と
う
し
ょ
）
か
ら

藤
河
内
渓
谷
な
ど
の
山
間
部
ま
で
何
度

も
ご
一
緒
し
ま
し
た
。
米
水
津
地
区
の

向
陽
小
学
校
と
色
宮
小
学
校
は
、
毎
年

６
年
生
が
沖
黒
島
の
探
検
に
行
っ
て
お

り
、
２
０
１
３
年
か
ら
毎
年
、
真
柴
先

生
と
一
緒
に
生
徒
を
引
率
し
て
島
に
上

陸
し
て
き
ま
し
た
。
先
生
は
沖
黒
島
に

自
生
す
る
ビ
ロ
ウ
は
日
本
の
北
限
で
あ

沖黒島で観察指導される
真柴先生

る
こ
と
や
タ
ブ
や
シ
イ
な
ど
の
植
物
の

話
を
さ
れ
、
私
は
島
で
繁
殖
す
る
オ
オ

ミ
ズ
ナ
ギ
ド
リ
や
カ
ワ
ウ
の
話
を
生
徒

た
ち
に
し
ま
し
た
。

真
柴
先
生
は
、
自
然
観
察
を
通
し
て

地
域
の
人
た
ち
や
小
中
学
校
の
生
徒
た

ち
に
、
自
然
の
接
し
方
や
自
然
の
大
切

さ
を
指
導
さ
れ
、
ま
た
各
地
の
自
然
環

境
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
多
く
の
調
査

報
告
書
や
町
史
、
村
史
、
自
然
の
書
籍

を
執
筆
さ
れ
ま
し
た
。
大
分
県
南
部
の

佐
伯
市
を
拠
点
と
し
て
、
自
然
関
係
に

大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
た
真
柴
茂
彦
先

生
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と
共
に
、

先
生
の
自
然
を
大
切
に
思
う
心
を
受
け

継
ぎ
、
ま
た
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
改
め
て
思
っ
て
お
り
ま
す
。

（
市
史
編
さ
ん
自
然
部
会
長

武
石
宣
彰
氏

寄
稿
） 真柴茂彦先生
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八
坂
神
社

疫
神
斎
に
つ
い
て

市 史 編 さ ん だ よ り 2021年(令和3年)8月1日【第5号】

三
月
一
四
日
（
日
）
、
弥
生
切

畑
の
八
坂
神
社
に
て
第
二
四
〇
回

の
疫
神
斎
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

疫
神
斎
と
は
、
江
戸
時
代
の
天

明
年
間
（
一
七
八
一
～
八
八
）
か

ら
続
け
ら
れ
て
い
る
お
祭
り
で
、

「
こ
の
世
に
、
災
い
す
る
す
べ
て

の
疫
病
神
を
疫
神
塚
に
封
じ
込
み
、

こ
れ
を
焼
き
払
う
行
事
」
（
弥
生

町
誌
）
の
こ
と
で
す
。

当
日
は
、
市
史
編
さ
ん
民
俗
・

文
化
財
部
会
の
、
段
上
達
雄
教
授

（
別
府
大
学
）
と
谷
部
真
吾
准
教

授
（
山
口
大
学
）
も
八
坂
神
社
を

訪
れ
、
佐
伯
神
楽
や
湯
立
神
楽
の

奉
納
、
疫
神
塚
の
焼
き
払
い
な
ど

を
視
察
さ
れ
ま
し
た
。

佐
伯
市
で
疫
神
斎
を
行
っ
て
い

る
の
は
、
弥
生
の
八
坂
神
社
の
み

で
、
段
上
教
授
に
よ
る
と
、
全
国

的
に
み
て
も
珍
し
い
行
事
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。

今
の
世
の
中
に
災
い
を
も
た
ら

し
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

感
染
症
も
、
こ
の
お
祭
り
に
よ
り

終
息
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

【疫神塚と疫神祓いの様子】【お祓いを受けている谷部准教授】

市
史
編
さ
ん
係
で
は
、
古
い

資
料
な
ど
を
探
し
て
い
ま
す
。

引
越
し
や
家
の
整
理
・
片
付
け

の
際
、
古
い
道
具
や
写
真
・
書

類
な
ど
見
つ
か
り
ま
し
た
ら
、

ぜ
ひ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
冠
婚
葬
祭
や
年
中
行

事
な
ど
で
、
昔
か
ら
行
わ
れ
て

い
る
し
き
た
り
、
風
習
に
つ
い

て
も
調
べ
て
い
ま
す
。

何
か
ご
存
じ
で
し
た
ら
、
情

報
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

皆
様
方
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

【問い合わせ・連絡先】
佐伯市教育委員会
社会教育課 市史編さん係
☎ ２２－４０９５
✉ hennsan@city.saiki.lg.jp

本
匠
上
津
川
の
溪
谷
に
あ
り
ま
す
。
い

つ
頃
作
ら
れ
た
か
は
不
明
で
す
が
、
こ
の

地
を
訪
れ
た
弘
法
大
師
が
、
風
呂
に
浸

か
っ
て
長
旅
の
疲
れ
を
癒
し
た
と
い
う
伝

説
も
あ
り
ま
す
。

渓
谷
脇
の
石
の
窪
み
を
浴
槽
に
代
え
て

川
水
を
引
き
、
焼
い
た
石
を
投
げ
入
れ
て

水
を
温
め
て
い
ま
し
た
。

薬
草
で
あ
る
セ
キ
シ
ョ
ウ
等
を
浸
す
こ

と
で
、
薬
湯
と
し
て
の
効
能
が
あ
り
、
万

病
に
効
く
と
い
わ
れ
、
昭
和
の
初
め
頃
ま

で
近
隣
の
地
区
の
方
々
に
利
用
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

県
下
に
は
い
く
つ
か
の
石
風
呂
が
残
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
多
く
は
蒸
し
風
呂

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
湯
舟
型
は
き
わ
め

て
珍
し
い
も
の
で
す
。
保
存
状
態
も
よ
く

貴
重
な
文
化
財
と
い
え
ま
す
。

昭和39年の春まつり舞踊隊（大手前の警察署前）

や
く
し
ん
さ
い


