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まちの話題

　

み
の
か
さ
姿
の
ホ
ト
ホ
ト
役
に
水
を

か
け
て
厄
を
払
う
、
菅
福
地
区
の
伝
統

奇
習
行
事
「
ホ
ト
ホ
ト
」（
里
山
元
気
塾

主
催
）が
、２
月
９
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
厄
年
を
迎
え
る
人
の
家
庭

に
、
神
の
使
い
「
ホ
ト
ホ
ト
」
が
、
お

札
や
わ
ら
の
馬
、
し
め
縄
な
ど
の
縁
起

物
を
持
っ
て
訪
れ
、
家
の
人
か
ら
祝
儀

の
品
を
受
け
取
っ
て
帰
る
と
こ
ろ
に
水

を
か
け
る
と
厄
が
落
ち
る
と
い
う
も
の

で
、
古
く
か
ら
菅
福
地
区
に
伝
わ
る
伝

統
行
事
で
す
。

　

今
年
は
、
数
え
年
で
61
歳
を
迎
え
る

２
軒
の
家
庭
で
行
わ
れ
、「
ほ
と
ほ
と
～
、

ほ
と
ほ
と
～
」
と
言
っ
て
訪
れ
た
ホ
ト
ホ

ト
役
の
男
性
ら
に
、
家
族
な
ど
が
総
出

で
水
を
か
け
厄
を
落
と
し
て
い
ま
し
た
。

水かけ派手に厄流し。ホトホト役も一苦労町長を囲み笑顔を見せるスタッフの皆さん
　

2
月
26
日
、
町
観
光
協
会
（
小
谷
澄
男

会
長
）
が
、
平
成
30
年
度
の
日
野
町
観
光

物
産
館
金
持
神
社
札
所
お
よ
び
金
持
テ
ラ

ス
ひ
の
・
宝
く
じ
売
り
場
の
収
益
金
の
一

部
２
０
０
万
円
を
町
に
寄
付
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
小
谷
会
長
ら
協
会
役
員
や
ス

タ
ッ
フ
ら
が
町
役
場
を
訪
れ
、
﨏
田
町
長

に
寄
付
金
を
手
渡
し
ま
し
た
。

　
「
ま
ち
を
訪
れ
る
人
が
笑
顔
に
な
れ
る

よ
う
役
立
て
て
ほ
し
い
」
と
小
谷
会
長
。

﨏
田
町
長
も
「
皆
さ
ん
の
思
い
を
大
切
に

し
な
が
ら
、
観
光
振
興
に
活
用
し
た
い
」

と
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
て
い
ま
し
た
。

活
気
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
役
立
て
て

町
観
光
協
会
が
収
益
金
の
一
部
を
寄
付

地
域
で
愛
さ
れ
る
風
物
詩

菅
福
地
区
伝
統
奇
習
行
事
「
ホ
ト
ホ
ト
」

奥
日
野
の
製
鉄
技
術
が
幕
末
の
薩
摩
に
伝
わ
る

た
た
ら
フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
９

　

２
月
24
日
、
伯ほ
う
き
の
く
に

耆
国
た

た
ら
顕
彰
会
（
田
貝
英
雄

会
長
）
主
催
の
「
た
た
ら

フ
ォ
ー
ラ
ム
２
０
１
９
」

が
、
町
文
化
セ
ン
タ
ー
で

開
か
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
田
貝
会
長
に

よ
る
顕
彰
会
の
事
業
計

画
の
報
告
の
後
、
元
鳥
取

県
史
編
さ
ん
室
長
の
坂

本
敬
司
さ
ん
に
よ
る
基

調
講
演
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

坂
本
さ
ん
は
、
自
身
が

研
究
し
て
い
る
「
鳥
取
藩

家
老
日
記
」
な
ど
の
文
書

か
ら
、
江
戸
時
代
の
奥
日

野
の
鉄
山
師
や
当
時
の

鉄
の
流
通
事
情
な
ど
を

読
み
解
い
た
成
果
を
発

表
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
県
立
公
文

書
館
専
門
員
の
池
本
美

緒
さ
ん
に
よ
る
「
鋼

は
が
ね

師
、

薩さ
つ
ま摩
へ
行
く
」
と
題
し
た

講
演
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

池
本
さ
ん
は
、
江
戸

後
期
に
、
日
野
郡
の

「
村む

ら
げ下
」（
た
た
ら
操
業

の
総
責
任
者
）
が
薩
摩

（
鹿
児
島
）
へ
派
遣
さ
れ

た
際
の
、
鳥
取
・
薩
摩

両
藩
の
記
録
を
も
と
に

発
表
。
日
野
郡
の
良
質

な
鋼
を
作
る
技
術
が
遠

く
九
州
ま
で
も
た
ら
さ

れ
、
日
本
最
初
の
洋
式

産
業
群
「
集
成
館
」
の

成
立
に
も
寄
与
し
た
の

で
は
な
い
か
と
の
説
を

述
べ
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
顕
彰

会
事
務
局
長
の
藤
原
洋

一
さ
ん
が
、
根
雨
の
鉄
山

師
・
手
嶋
家
が
経
営
し
て

い
た
た
た
ら

4

4

4

跡
の
調
査

報
告
を
行
う
な
ど
、
往
時

の
隆
盛
の
軌
跡
を
た
ど

る
、
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内

容
と
な
り
ま
し
た
。

毎年、日南町と交互に開催されているフォーラム
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お気に入りの札を見つけるのも楽しみのひとつ
　

各
家
庭
で
正
月
に
楽
し
ま
れ
て
い
た
百

人
一
首
に
親
し
ん
で
も
ら
お
う
と
、
奥
日

野
ガ
イ
ド
倶
楽
部
（
佐
々
木
彬
夫
会
長
）

主
催
の
百
人
一
首
か
る
た
会
が
、
古
民
家

「
沙
々
樹
」（
舟
場
）
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

今
年
で
２
回
目
の
か
る
た
会
に
は
、
前

回
よ
り
も
多
い
16
人
が
町
内
外
か
ら
参
加

し
、
二
人
一
組
で
チ
ー
ム
を
組
ん
で
の
対

戦
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
競
技
か
る
た
を
し
て
い
る

人
や
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
経
験
し
た
こ
と

の
あ
る
人
な
ど
さ
ま
ざ
ま
。
全
く
の
初
心

者
で
も
、
慣
れ
て
く
る
と
札
を
取
っ
て
歓

声
を
上
げ
た
り
と
、
思
い
思
い
に
百
人
一

首
の
世
界
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

古
の
和
歌
の
世
界
に
ふ
れ
る

古
民
家
「
沙
々
樹
」
で
百
人
一
首
か
る
た
大
会

第 68 回

協力：日野町歴史民俗資料館友の会

　
皆
さ
ん
は
、
奥
日
野
の
「
河
井

村
」
を
ご
存
知
で
す
か
？

　
知
っ
て
い
な
く
て
も
無
理
は
あ

り
ま
せ
ん
。「
河
井
村
」
と
は
、

鎌
倉
時
代
の
日
野
郡
の
有
力
武

士
、「
日
野
氏
」
の
所
領
だ
っ
た

と
い
わ
れ
る
、
今
で
は
存
在
し
な

い
村
だ
か
ら
で
す
。

　
１
２
７
２
（
文
永
９
）
年
の
備

中
平
川
家
文
書
に
、「
伯
耆
国
日

野
東
条
内
河
井
村
下
原
口
・
田
野

原
・
小
倉
」
と
あ
り
、
日
野
重
長

の
遺
領
と
し
て
、
息
子
・
刑
部
乙

丸
に
与
え
る
よ
う
に
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
さ
て
、
そ
の
河
井
村
が
ど
こ
に

あ
っ
た
の
か
。
実
は
は
っ
き
り
と

は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。し
か
し
、

先
ほ
ど
の
文
書
中
の
地
名
に
似

た
も
の
を
探
し
て
み
る
と
、
福
長

に
「
下し

モ
ノ
原
口
」、
中
菅
に
は

「
小お

ぐ
ら
ば
ら

倉
原
」、
上
菅
に
「
御お

蔵く
ら

前
」、

日
南
町
生
山
に｢

田
ノ
原
」
な
ど

が
あ
り
、
黒
坂
か
ら
日
南
町
に
か

け
て
の
日
野
川
水
系
沿
い
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
あ
り

ま
す
。

　
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
、
地
域
に
残

る
「
小こ

あ
ざ字

」
の
名
前
は
、
地
域
の

歴
史
の
証
人
で
も
あ
る
の
で
す
。

ま
ぼ
ろ
し
の「
河
井
村
」？ 

～
地
名
が
語
る 

日
野
の
歴
史
⑫
～

　

奥
日
野
の
た
た
ら
を
象
徴

す
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
遺
跡

と
し
て
都
合
山
が
あ
る
。
場

所
は
、
上
菅
集
落
の
北
端
か

ら
花
口
へ
向
か
う
旧
街
道
の

山
中
に
な
る
。
こ
の
道
沿
い

に
は
多
く
の
た
た
ら
跡
が
集

積
し
て
い
る
が
、
集
落
か
ら

３
０
分
ほ
ど

歩
い
た
最

大
の
遺
跡

が
、
近
藤
家

の
操
業
し
た

都
合
山
で

あ
る
。
近
隣

の
人
向
山
か

ら
明
治
22

年
に
移
転

し
た
都
合

山
は
、
明
治

32
年
に
菅

福
山
に
移

転
す
る
ま
で

の
10
年
間

操
業
し
て
い

る
。

　

都
合
山
が
特
に
有
名
に

な
っ
た
の
は
、
東
京
帝
国
大

学
の
俵
国
一
先
生
が
明
治
31

年
に
操
業
当
時
の
様
子
を
調

査
し
、
記
録
に
残
さ
れ
た
点

に
あ
る
。
そ
の
調
査
論
文
は

の
ち
に
ド
イ
ツ
で
発
表
さ
れ
、

「
古
来
の
砂
鉄
精
錬
法
」（
日

野
町
図
書
館
蔵
）
と
し
て

本
に
さ
れ
、
現
在
で
も
た

た
ら
研
究
の
銘
著
と
な
っ

て
い
る
。

　

こ
の
場
所
の
建
築
物
は

解
体
さ
れ
菅
福
山
に
移

転
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
後
、
再
開
発
も
さ
れ

ず
当
時
の
ま
ま
の
地
形
で

良
く
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、

昭
和
初
期
ま
で
こ
の
山
内

に
は
集
落
が
残
っ
て
い
た
と

も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

平
成
20
年
に
は
島
根
県
の

角
田
徳
幸
先
生
が
発
掘
調
査

を
さ
れ
、
高
殿
、
炉
、
大
鍛

冶
場
な
ど
の
詳
細
な
地
下
構

造
が
分
か
っ
た
。
こ
の
と
き

の
調
査
報
告
書
も
ま
た
本
に

な
り
、
た
た
ら
の
楽
校
で
も

販
売
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
遺
跡
は
、
地
元
の
人

た
ち
が
大
事
に
守
り
続
け
て

き
た
遺
跡
だ
が
、
植
林
さ
れ

た
樹
木
が
成
長
し
て
石
垣
な

ど
が
倒
壊
す
る
恐
れ
も
あ
っ

た
。
そ
こ
で
平
成
27
年
に
日

野
町
が
取
得
し
、
保
存
作
業

が
な
さ
れ
た
の
は
賢
明
な
判

断
で
あ
っ
た
と
思
う
。た
め
池
、

金
屋
子
、
銅
場
、
高
殿
、
本

小
屋
、
大
鍛
冶
、
砂
鉄
洗
い

場
、
集
落
跡
な
ど
す
べ
て
の

地
形
が
残
っ
て
お
り
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
操
業
当
時
の
様

子
を
描
い
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン

を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

近
藤
家
は
、
製
鉄
炉
の

近
く
に
鉄
加
工
の
た
め
の
大

鍛
冶
な
ど
の
加
工
施
設
を
持

ち
、
粗
鉄
生
産
か
ら
製
品

化
ま
で
を
一
元
的
に
行
う
こ

と
に
よ
っ
て
輸
送
コ
ス
ト
な

ど
を
削
減
し
効
率
化
を
図
っ

た
。
そ
う
し
た
奥
出
雲
な
ど

の
鉄
師
と
の
違
い
を
顕
著
に

見
る
こ
と
の
で
き
る
遺
跡
で

も
あ
る
。

文＝伯耆国たたら顕彰会
　　副会長　佐々木幸人 の里たたら

第 10 回  

「都合山」
たたらマイスターが、あなたを奥日野たたらの世界にい
ざないます―。

▼あなたの声や地域・職場での話題をお寄せください。★役場企画政策課まで（電話 72‐０３３２）


