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時
に
私
た
ち
の
記
憶
と
そ
の
土
地
の
情

景
と
を
強
く
ひ
も
付
け
、
い
つ
ま
で
も
心

に
残
り
続
け
る
山
。
現
在
の
下
米
田
町
に

生
ま
れ
、
こ
こ
で
少
年
時
代
を
過
ご
し
た

津つ

田だ

左そ

右う

吉き
ち（
１
８
７
３
～
１
９
６
１
年
）

に
と
っ
て
も
、
生
家
周
辺
の
山
々
は
そ
の

よ
う
な
身
近
な
存
在
で
し
た
。

　

日
本
思
想
史
や
古
代
史
を
中
心
に
数
々

の
著
作
を
世
に
出
し
た
歴
史
学
者
の
津
田

で
す
が
、
晩
年
に
は
小
さ
い
頃
を
「
子
ど

も
の
時
の
お
も
ひ
で
」
と
し
て
易
し
い
文

章
で
つ
づ
っ
て
い
ま
す
。
自
ら
の
故
郷
の

様
子
を
都
会
と
比
べ
て
「
や
ま
が
」
と
称

し
、
日
常
に
溶
け
込
む
山
の
姿
を
想
起
す

る
中
で
、
特
に
馴
染
み
深
か
っ
た
の
が
、

生
家
の
北
側（
現
加
茂
郡
川
辺
町
）に
そ
び

え
て
い
た
愛
宕
山
で
し
ょ
う
。

　
「
子
ど
も
の
時
の
お
も
ひ
で
」に
よ
る
と

津
田
少
年
は
、
春
に
は
こ
の
山
頂
か
ら
南

方
の
麦
畑
に
混
じ
る
菜
の
花
の
景
色
を
楽

し
み
、
秋
に
は
家
族
に
連
れ
ら
れ
て
キ
ノ

コ
狩
り
に
出
か
け
て
い
た
よ
う
で
す
。
ま

た
母
校
の
文
明
小
学
校
は
、
開
校
当
初
は

そ
の
麓
に
あ
り
、
学
校
行
事
で
は
全
児
童

で
中
腹
の
加
茂
神
社
に
お
参
り
を
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
以
前
「
誰
か
の
城
が
あ
っ

た
と
い
う
話
を
聞
い
た
」
と
回
想
し
て
い

る
の
は
、
米
田
一
帯
を
治
め
て
い
た
肥
田

氏
が
室
町
時
代
末
期
に
築
城
し
た
米
田
城

の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
今
は
礎
石
や
堀
の

跡
の
み
が
往
時
を
し
の
ば
せ
ま
す
。

　

山
裾
が
の
び
や
か
な
稜
り
ょ
う

線せ
ん

を
描
く
様

子
を
津
田
は
「
フ
ジ（
富
士
）山
の
よ
う
な

形
」
と
例
え
て
い
ま
す
が
、
今
で
も
こ
の

山
は「
米
田
富
士
」の
別
名
で
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。
１
９
６
０（
昭
和
35
）年
、
市
名

誉
市
民
の
推す
い

戴た
い

式
に
お
い
て
88
歳
に
な
っ

た
津
田
は「
故
郷
の
山
や
川
は
変
わ
ら
ぬ

が
、
八
十
年
の
才
月
は
人
の
世
を
大
き
く

変
え
た
。」と
述
べ
た
そ
う
で
す
。

　

長
い
歴
史
を
人
よ
り
も
深
く
見
つ
め
て

き
た
津
田
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
目
に
映
る

変
わ
ら
な
い
山
の
形
は
、
心
か
ら
懐
か
し

く
安
ら
ぐ
光
景
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

みのかもの山、望む山 第 2 回

この地域にあって身近に親しまれている山や、はるかに望む山々について、まつわる歴史や文化を紹介します。

問文化の森   ☎28-1110

▲�1960（昭和35）年頃の津田左右吉の生家。�
右奥には愛宕山が見える
　／美濃加茂市民ミュージアム所蔵

▲下米田町東栃井の上空から北東方面を望む。右手奥に見えるのが愛宕山
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・�「
こ
ど
も
の
時
の
お
も
ひ
で（
津
田
左
右
吉『
お
も
ひ
だ
す
ま
ゝ
』

所
収
／
岩
波
書
店
：
１
９
４
９
年
）」

・�『
展
示
図
録
「
子
ど
も
の
時
の
お
も
ひ
で
」
を
読
み
と
く
展
―
津

田
左
右
吉
生
誕
１
５
０
年
―（
美
濃
加
茂
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
：

２
０
２
３
年
）』
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「
人
は
城
、
人
は
石
垣
、
人
は
掘
、
情
け

は
味
方
、
仇あ
だ

は
敵
な
り
」こ
れ
は
武た

け

田だ

信し
ん

玄げ
ん

の
名
言
の
ひ
と
つ
で
、「
立
派
な
城
を
築
く

よ
り
、
国
を
支
え
る
人
を
大
切
に
し
よ
う
」

と
い
う
意
味
だ
と
、
私
は
捉
え
て
い
ま
す
。

　
新
庁
舎
建
設
は
私
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な

仕
事
で
す
。
市
役
所
庁
舎
は
、
市
民
生
活
を

支
え
る
職
員
が
働
く
場
所
で
あ
り
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
所
で
す
。
そ
の
２

つ
の
機
能
を
果
た
す
も
の
が
、
こ
れ
か
ら
の

未
来
に
ど
の
よ
う
な
カ
タ
チ
で
あ
る
べ
き
な

の
か
を
市
民
の
皆
さ
ん
と
道
筋（
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
）に
沿
っ
て
、
先
を
読
み
、
情
報
を

集
め
、
議
論
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
市
役
所
職
員
に
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
や
Ａ

Ｉ
に
負
け
な
い
よ
う
な〝
一
人
一
人
の
市
民
・

現
場
を
大
切
に
す
る
姿
勢
〟、〝
縦
割
り
を
超

え
、情
熱
を
持
っ
て
仕
事
と
向
き
合
う
姿
勢
〟

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
ま
で
の

よ
う
な
机
に
縛
ら
れ
た
姿
で
は
な
く
、〝
い

つ
で
も
ど
こ
で
も
市
民
生
活
の
身
近
で
仕
事

が
で
き
る
環
境
〟が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活

用
す
る
こ
と
で
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
既
に

多
く
の
企
業
が
実
践
し
て
い
ま
す
。

　
今
ま
で
の
よ
う
な
市
役
所
の
窓
口
に
平
日

の
昼
間
に
来
て
、
順
番
を
待
っ
て
市
民
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
時
代
は
、
終
わ
ら
せ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る

手
続
き
や
身
近
な
施
設
で
市
役
所
と
同
じ

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
体
制
づ
く
り
な

ど
、
皆
さ
ん
の
大
切
な
時
間
を
無
駄
に
し
な

い
こ
と
の
追
求
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
当
た
り
前
だ
と
感
じ
て
い
た
市

役
所
の
イ
メ
ー
ジ
を
刷
新
し
、
新
た
な
美
濃

加
茂
市
の
イ
メ
ー
ジ
を
市
民
の
皆
さ
ん
と
共

有
で
き
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。
限
ら
れ
た

予
算
の
中
で
、
お
城
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
余

裕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
立
派
な
市
役
所
に
捉
わ

れ
る
こ
と
な
く
、
市
民
の
皆
さ
ん
一
人
一
人

の
生
活
を
豊
か
に
で
き
る
行
政
運
営
を
後
世

に
つ
な
い
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

未
来
を〝
読
〟む
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　現在の庁舎とは別の場所
にあった、1954年（昭和
29年）の市制施行当時の庁
舎の写真です。
　新庁舎ロードマップで示
したこれからの進め方を矢
印で表現し、旧庁舎の写真
とあわせてデザインしまし
た。
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