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歴
史
や
文
化
を
今
に
伝
え
る
　
　
　

夢
街
道
ル
ネ
サ
ン
ス
認
定
地
区

　

比
婆
い
ざ
な
み
街
道
の
南
東
に
位
置
す

る
東
城
町
は
、
岡
山
県
新
見
市
に
向
か
う

備
中
新
見
路
と
、
福
山
市
へ
向
か
う
東
城

路
の
交
差
す
る
場
所
に
あ
る
城
下
町
で
、

山
間
部
の
鉄
や
米
、
沿
岸
部
の
海
産
物
や

塩
な
ど
の
物
資
の
集
積
地
と
し
て
、
ま
た

宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
町
で
す
。

　
「
往
時
の
繁
栄
ぶ
り
を
し
の
ば
せ
る
街

並
み
に
に
ぎ
わ
い
を
」
と
、
ま
ち
づ
く
り

団
体
が
中
心
と
な
り
「
何
度
で
も
訪
れ
た

く
な
る
ま
ち
」
を
目
指
し
、
活
動
を
続
け

て
い
ま
す
。
こ
の
活
動
が
認
め
ら
れ
、
平

成
21
年
度
に
は
、
歴

史
や
文
化
を
今
に
伝

え
る
中
国
地
方
の
街

道
と
し
て
「
夢
街
道

ル
ネ
サ
ン
ス
認
定
地

区
」に「
街
道
東
城
路
」

が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

見
ど
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
！

　

街
道
東
城
路
沿
い
に
は
、
県
史
跡

「
五ご

ほ
ん
が
た
け

品
嶽
城
跡
」
や
県
天
然
記
念
物
で
あ

り
、
川
床
の
小
礫れ

き

が
形
作
る
「
東
城
川
の

甌お
う
け
つ穴
」
な
ど
の
文
化
財
を
は
じ
め
、
由
緒

　

街
道
沿
線
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

資
源
を
シ
リ
ー
ズ
で
お
伝
え
す
る
「
比

婆
い
ざ
な
み
街
道
物
語
」。

　

今
回
は
、
比
婆
い
ざ
な
み
街
道
の
始

点
（
終
点
）
と
な
る
、
東
城
町
の
「
街

道
東
城
路
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
！

物語 第11話

あ
る
古
い
寺
や
神
社
、
町
屋
が
現
代
の
ま

ち
な
み
に
溶
け
込
み
、
歴
史
的
な
建
造
物

な
ど
の
見
ど
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

中
で
も
、
欄
間
や
格
子
に
特
徴
的
な
細

工
な
ど
が
施
さ
れ
た
東
城
を
代
表
す
る
大

規
模
町
屋
の
「
三
楽
荘
（
旧
保
澤
家
住
宅・

明
治
24
年
建
築
な
ど
）」
や
、
当
時
と
し

て
は
珍
し
い
西
洋
の
教
会
建
築
様
式
を
模

し
、
ア
ー
チ
窓
な
ど
洋
風
の
装
飾
な
ど
を

備
え
た
「
ヤ
マ
モ
ト
ロ
ッ
ク
マ
シ
ン
（
旧
山

本
鉄
工
所
・
昭
和
９
年
建
築
な
ど
）」
は

ぜ
ひ
訪
れ
た
い
場
所
で
す
。
ど
ち
ら
も
往

時
を
し
の
ば
せ
る
貴
重
な
建
造
物
で
あ

り
、
国
登
録
有
形
文
化
財
で
す
。

　

ま
た
、
地
域
住
民
が
主
体
と
な
り
、「
東

城
ま
ち
な
み
春
ま
つ
り
」「
東
城
ま
ち
な

み
ぶ
ら
り
散
歩
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」「
お
通
り
」

な
ど
、
四
季
折
々
に
町
並
み
を
活
用
し
た

イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
い
し
い
も
の
も
い
っ
ぱ
い
！

　

街
道
東
城
路
周
辺
に
は
、銘
菓
や
地
酒・

酢
な
ど
の
老
舗
も
あ
り
、
お
い
し
い
も
の

が
た
く
さ
ん
あ
り
、
お
土
産
に
は
困
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
古
民
家
を
改
装
し
た
趣
あ

る
カ
フ
ェ
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
の
も
お
す

す
め
で
す
。

　

歴
史
や
文
化
が
残
る
美
し
い
町
並
み
を

眺
め
、お
い
し
い
も
の
を
味
わ
い
な
が
ら
、「
街

道
東
城
路
」
を
散
策
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

このコーナーでは、
農業のちょっとしたこつを、
市の営農指導員から
お知らせします。
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野
菜
畑
は
多
種
類
の
野
菜
を
高
い
頻

度
で
作
付
け
す
る
場
合
が
多
い
の
で
、

そ
の
土
は
相
当
過
酷
に
使
わ
れ
て
い
る

と
見
て
い
い
で
し
ょ
う
。｢
地
力｣

す
な

わ
ち
土
地
の
生
産
力
は
大
変
消
耗
し
や

す
い
の
で
す
。

　

こ
の
地
力
を
常
に
補
い
、
増
強
し
、

野
菜
作
り
に
適
し
た
性
質
に
改
良
し
て

や
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

⑴
野
菜
作
り
に
適
し
た
土
壌

①
水
は
け
が
良
く
、
適
度
の
空
気
を
含

ん
で
い
る

②
水
持
ち
（
保
水
力
）
が
あ
る

③
土
壌
の
酸
度
（
ｐ
Ｈ
）
が
適
正

④
病
原
菌
や
害
虫
が
い
な
い

⑤
肥
料
分
に
富
む

　

①
～
④
は
適
切
な
耕
起（
畑
起
こ
し
）

と
良
質
な
堆
肥
の
施
用
に
よ
っ
て
達
成

で
き
る
も
の
で
す
。
⑤
は
施
肥
に
頼
り

ま
す
。

⑵
耕
起
は
冬
が
最
適
で
す

　

そ
れ
は
、
越
冬
野
菜
や
ト
ン
ネ
ル
栽

培
物
を
除
け
ば
、
こ
の
時
期
の
野
菜
畑

は
冬
休
み
で
空
き
地
が
多
く
、
耕
せ
る

面
積
割
合
が
広
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
に

加
え
て
、
掘
り
起
こ
し
た
土
壌
は
厳
し

い
寒
気
に
さ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
風
化

営
農
指
導
員
の

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
ア
ド
バ
イ
ス

営
農
指
導
員
　
若わ
か
や
ま山

　
　
譲
ゆ
ず
る

さ
れ
、
病
原
菌
や
害
虫
、
雑
草
な
ど
の

密
度
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

す
。

⑶
耕
起
す
る
方
法

　

畑
全
体
に
、
良
質
な
堆
肥
（
よ
く
発

酵
し
て
い
る
も
の
）
を
10
ア
ー
ル
当
た

り
２
～
３
ト
ン
程
度
、
石
灰
資
材
（
苦

土
石
灰
）
を
10
ア
ー
ル
当
た
り
１
５
０

～
２
０
０
キ
ロ
程
度
散
布
し
て
、
20
～

30
セ
ン
チ
の
深
さ
に
耕
し
ま
す
。

　

耕
起
し
た
後
は
、
土
の
表
面
の
凹
凸

を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、寒
気
や
雨
（
雪
）

風
に
さ
ら
し
、
風
化
を
促
す
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

⑷
冬
場
に
堆
肥
を
作
り
ま
し
ょ
う

　

冬
場
に
落
ち
葉
、
枯
れ
草
、
オ
ガ
ク

ズ
牛
糞
な
ど
を
積
み
上
げ
て
、
良
質
な

堆
肥
を
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
作
る
よ

う
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
春

に
な
っ
た
ら
こ
れ
を
畑
全
面
に
散
布

し
、
も
う
一
度
耕
起
し
、
堆
肥
を
土
に

混
入
し
て
お
き
ま
す
。

⑸
ま
と
め

　

冬
場
に
、
こ
の
よ
う
な
土
づ
く
り
を

心
掛
け
て
い
く
と
、
土
壌
は
次
第
に
膨

軟
（
柔
ら
か
い
）
と
な
り
、
空
気
や
水

を
適
度
に
含
み
、
余
分
な
水
分
を
排
出

し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
野
菜
の
根
は
健

全
に
育
ち
、
良
品
多
収
の
し
っ
か
り
し

た
基
礎
固
め
が
で
き
ま
す
。

野
菜
畑
は
冬
場
に
し
っ
か
り
　
　

土
づ
く
り
!!
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