
�
市
教
育
委
員
会
は
、
県
の
補

助
を
受
け
て
、
県
天
然
記
念
物

の

｢

上
高
野
山

か
み

た
か

の

や
ま

の
乳ち

ち

下さ

が
り
イ

チ
ョ
ウ｣

や

｢

小
奴
可
の
要
害

よ
う
が
い

桜ざ
く
ら｣

、
県
史
跡

｢

亀か
め

井い

尻じ
り

窯
跡

か
ま
あ
と｣

の
文
化
財
保
存
事
業
に
取
り
組

み
ま
す
。

上
高
野
山
の
乳
下
が
り

イ
チ
ョ
ウ

イ
チ
ョ
ウ
は
長
寿
の
木
と
し

て
知
ら
れ
ま
す
が
、
高
野
町
新

市
の
天
満
神
社

(

天
神
さ
ん)

の
境
内
に
生
育
す
る

｢

上
高
野

山
の
乳
下
が
り
イ
チ
ョ
ウ｣

は
、

広
島
県
内
で
最
大
の
イ
チ
ョ
ウ

で
す
。
根
回
り
周
囲
10
・
１
ｍ
、

胸
高
幹
囲
９
・
６
ｍ
で
、
樹
高

は
約
18
ｍ
あ
り
、
樹
齢
は
千
年

に
近
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
満
神
社
は
、
７
２
９
年
の

創
建
と
も
い
わ
れ
、
１
３
２
５

年
に
蔀

し
と
み

山や
ま

城
主
の
山
内
通
資

み
ち
す
け

が

京
都
の
北
野
天
満
宮
を
勧
請
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
樹

齢
が
千
年
に
近
い
と
す
る
想
定

が
正
し
け
れ
ば
、
高
野
や
比
和
、

口
和
の
一
部
と
庄
原
の
西
半
分

(

概
ね
旧

｢

恵え

蘇そ

郡ぐ
ん｣
の
範
囲)

が

｢

地
毘
荘

じ
び
の
し
ょ
う｣

と
呼
ば
れ
て
い

た
平
安
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
、

こ
の
木
は
す
で
に
植
え
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
も

な
っ
て
き
ま
す
。

イ
チ
ョ
ウ
は
裸ら

子し

植
物
で
あ

り
雄
株
と
雌
株
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
木
は
雌
株
な
の
で
秋
に
は

実
が
な
り
ま
す
。
数
百
年
の
間
、

こ
の
木
が
も
た
ら
す
大
量
の
銀

杏
の
お
陰
で
、
い
っ
た
い
ど
れ

だ
け
の
人
々
が
恵
み
を
受
け
て

き
た
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
イ
チ
ョ
ウ
が
、
平
成
17

年
度
の
雪
害
や
、
近
年
の
見
学

者
の
増
加
に
よ
る｢

踏
圧

と
う
あ
つ

被
害｣

に
よ
っ
て
樹
勢
が
急
速
に
衰
え

て
い
ま
す
。
放
置
す
れ
ば
枯
死

す
る
恐
れ
が
あ
り
、
こ
の
た
び

神
社
の
関
係
者
が
中
心
と
な
っ

て
樹
勢
回
復
事
業
に
着
手
し
ま

し
た
。

小
奴
可
の
要
害
桜

東
城
町
の

｢

小
奴
可
の
要
害

桜｣

は
、
中
世
の
山
城
跡

｢

亀

山
城
跡｣

(

市
史
跡)

の
一
角

に
生
育
す
る
、
根
回
り
周
囲
６

ｍ
、
目
通
り
幹
囲
５
・
06
ｍ
、

樹
高
約
32
ｍ
の
、
県
内
第
２
位

の
エ
ド
ヒ
ガ
ン
で
す
。

亀
山
城
跡
は
、｢

備
後
古
城

記｣
｢

西せ
い

備び

名め
い

区く｣
｢

備び

陽よ
う

六ろ
く

郡ぐ
ん

志し｣

な
ど
の
書
物
に
、
奴ぬ

可か

入
に
ゅ
う

道ど
う

西
寂

さ
い
じ
ゃ
く

の
居
城
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
旧

｢

奴ぬ

可か

郡ぐ
ん｣

(
西
城
、
東
城)

の
う
ち
、

東
城
町
域
は
中
世
に

｢

奴
可
東

条｣

と
呼
ば
れ
、
平
氏
と
関
わ

り
深
い
荘
園
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
西
寂
は
、

『

平
家
物
語』

の
登
場
人
物
と

し
て
知
ら
れ
、
１
１
８
０
年
に

源
頼
朝
が
挙
兵
す
る
と
、
対
抗

す
る
平
家
方
に
呼
応
し
て
伊
予

国
へ
渡
り
、
高
縄
山
城

た
か
な
わ
や
ま
じ
ょ
う

で
河こ

う

野の

通
清

み
ち
き
よ

を
討
っ
た
経
緯
が
語
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
桜
が
生
育
す
る
高
台
も
、

亀
山
城
を
構
成
す
る
防
御
施
設

｢

郭
く
る
わ｣

の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
地
元
の
人
か
ら

｢

要
害

桜｣

の
名
で
親
し
ま
れ
て
き
ま

し
た
。

し
か
し
、
平
成
18
年
豪
雨
の

被
害
に
よ
り
根
元
の
土
が
一
部

崩
落
し
、
心
配
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
た
び
所
有
者
と
小
奴

可
自
治
振
興
区
が
中
心
と
な
っ

て
、
法
面
の
修
復
工
事
に
取
り

組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

亀
井
尻
窯
跡

国
営
備
北
丘
陵
公
園
へ
の
入

口
と
な
る
上
原
町
熊
野
口
交
差

点
に
面
し
た
丘
陵
は
、
古
く
か

ら｢

宝
塔
崎｣

の
地
名
が
残
り
、

江
戸
時
代
の
終
わ
り
に
編
纂
さ

れ
た

『

芸げ
い

藩は
ん

通つ
う

志し』

に
も

｢

廃は
い

東
光
寺

と
う
こ
う

じ

(

中
略)

上か
み

原は
ら

村む
ら

に
あ

り｣

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
40
年
に
廃
東
光
寺
の
推

定
地
で
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た

際
、
寺
院
の
直
接
的
な
遺
構
は

見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

寺
院
用
の
瓦
を
焼
い
た
奈
良
時

代
の
瓦が

窯よ
う

跡あ
と

が
見
つ
か
り
ま
し

た
。
窯
内
か
ら
は
、
備
後
北
部

の
古
代
寺
院
で
特
徴
的
に
用
い

ら
れ
た

｢

水
切
り｣

(

逆
三
角

状
突
起)

の
つ
く
複ふ

く

弁べ
ん

蓮れ
ん

華げ

文も
ん

軒の
き

丸ま
る

瓦
が
わ
ら

な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。

瓦
窯
跡
は
、
県
史
跡
に
指
定

さ
れ
、
覆
屋

お
お
い
や

に
よ
っ
て
現
地
に

保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

近
年
、
覆
屋
の
屋
根
が
老
朽

化
し
て
雨
漏
り
が
ひ
ど
く
な
り
、

遺
跡
を
将
来
へ
保
存
す
る
た
め
、

屋
根
を
修
理
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
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