
【美山と林業】  

山
づ
く
り
は
ふ
る
さ
と
づ
く
兄
 
 

ひ
と
は
山
を
育
て
守
る
。
山
は
ひ
と
に
木
材
を
授
け
る
。
 
 

日
ご
ろ
、
山
に
た
ず
さ
わ
る
森
林
組
合
の
お
ふ
た
り
に
 
 

たいへんだけど  

続けていけるのは、  
自慢の山やからかなあ。  

．［美山町森林組合］  

坂幹剛（51）  

け
ど
、
 
 

深
い
の
は
、
 
 

や
な
。
も
 
 

思
い
出
す
の
は
、
五
大
豪
雪
 
 

っ
た
。
県
外
 
 

そ
ゝ
垂
木
の
風
景
が
映
 
 
 

多くわ人の日に焼き付いてい■る  」
い
数
の
木
が
折
れ
て
、
 
 

ふ
曹
九
と
山
と
の
会
話
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
林
業
に
つ
い
て
、
 
 

の
宣
伝
に
な
る
と
は
。
 
 

鞄
で
も
そ
れ
で
、
足
 
 

ろ
た
ん
や
。
と
い
う
の
 
 

鼎
か
ら
い
く
つ
も
の
新
 
 

て
報
道
し
て
い
た
ん
や
 
 

い
っ
て
も
五
六
豪
雪
 
 

思
っ
た
ん
や
ろ
う
な
 
 

あ
。
「
福
井
の
美
山
 
 

に
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
 
 

広
大
な
土
地
が
あ
 
 

り
、
こ
ん
な
大
径
 
 

木
が
あ
る
の
か
ー
」
 
 

と
。
こ
れ
を
機
会
 
 

に
、
足
羽
杉
ブ
ラ
 
 

ン
ド
が
生
ま
れ
た
ん
 
 

や
か
ら
不
思
議
な
 
 

も
ん
や
わ
。
 
 

人
た
ち
が
み
ん
な
 
 

っ
て
、
最
も
印
象
 
 ‖

え
る
存
在
で
も
あ
る
。
森
林
は
洪
水
な
ど
 
 
 

の
水
害
を
防
ぎ
、
水
を
き
れ
い
に
し
て
く
 
 

れ
る
。
そ
ん
な
山
に
た
ず
さ
わ
れ
る
こ
と
 
 

は
、
本
当
に
誇
り
に
思
う
。
だ
か
ら
、
続
 
 
 

け
て
い
け
る
の
か
も
し
れ
ん
な
あ
。
 
 

ら
、
木
を
切
っ
た
り
草
を
刈
っ
た
り
す
る
 
 

作
業
は
重
労
働
。
し
か
も
、
杉
や
檎
は
育
 
 
 

つ
ま
で
に
時
間
と
お
金
が
か
か
る
。
そ
れ
 
 
 

で
も
、
み
ん
な
山
を
守
る
た
め
に
頑
張
っ
 
 
 

て
き
た
。
山
は
、
自
分
ら
の
生
き
る
場
所
 
 
 

で
も
あ
る
け
れ
ど
、
下
流
の
市
や
町
を
支
 
 

た
い
へ
ん
や
け
ど
、
 
 

自
分
ら
の
仕
事
が
 
 

誇
り
や
な
。
 
 

山
は
傾
斜
が
急
や
か
 
 

き印が押された。厳しい  
基準をクリアした証で  

あり、高い価値を語る。  kq。′．壬ブラ／．ごには焼  
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十－一子「二‾二二二‾享  

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
成
し
遂
げ
た
時
、
 
 

や
り
が
い
感
じ
る
ん
で
す
よ
ね
。
 
 

日
ご
ろ
の
仕
事
の
内
容
と
し
て
は
、
伐
 
 

採
か
ら
搬
出
、
運
搬
、
仕
分
け
な
ど
。
 
 

か
ん
た
ん
に
は
い
か
な
い
仕
事
な
の
で
、
 
 

先
輩
た
ち
の
仕
事
ぶ
り
を
見
な
が
ら
常
に
 
 

勉
強
す
る
毎
日
が
続
い
て
い
ま
す
ね
。
作
 
 

業
は
三
～
四
人
の
チ
ー
ム
で
行
い
ま
す
。
 
 

け
っ
こ
う
危
険
な
仕
事
で
も
あ
る
の
で
、
 
 

み
ん
な
で
成
し
遂
げ
た
時
に
は
、
本
当
に
 
 

や
り
が
い
を
感
じ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
技
術
 
 

レ
ベ
ル
を
上
げ
て
、
も
っ
と
も
っ
と
い
い
 
 

○
 
l
 
 
 

で
へ
か
 
 
 

と
山
し
 
 

を
こ
を
ど
 
 

木
る
人
も
 
 

l
 
 

し
 
 

l
 
 

■
L
▼
 
 

て
い
び
 
 

育
若
呼
 
 

主に森林所有者（組合員）により組  

織される協同組合。森林所有者の地  

位向上、森林の保持培養、森林生産  

力の増進を目的としています。森林  

の手入れ、住宅資材となる木の伐採  

から製材加工・販売、森林保険の  

取扱いなどを行っている。   

［美山森林組合の歩み］  

［美山町森林組合］  

職員小林裕一  
（蔵作出身）  

●昭和40年12月   

下早坂・芦見・羽生・上味見・下味見・   

上宇坂の各森林組合が合併し、美山森   

林組合を設立。  

●昭和55年12月   

美山町林業センターの整備に伴い、同   

センター内に組合事務所及び機械保   

管庫・研修室を建設。  

●平成2年4月   

過疎地域むらおこし事業により、杉の   

モデルハウス（ログハウス）を建設。  

●平成2年10月   

円柱加工施設及び加圧注入及び加圧   

注入式防虫防腐施設を建言新家働。  

●平成10年9月   

加圧注入式防虫防腐加工施設の改設   
及び増設。  

争・■－－一一・・－－－ご≡F∴∴：＝一－■－ナ・■－1こj＝＝＝一r■ヤーーーモ  

地
元
の
若
い
人
た
ち
を
、
 
 

ふ
り
向
か
せ
る
よ
う
な
仕
事
を
。
 
 
 

遠
目
か
ら
見
る
と
、
き
れ
い
な
森
な
ん
 
 

で
す
け
ど
、
中
に
入
る
と
、
そ
う
で
も
な
 
 

い
ん
で
す
。
間
伐
が
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
 
 

い
か
ら
、
木
々
が
乱
雑
に
生
え
て
い
る
と
 
 

こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
よ
。
ど
れ
だ
け
時
間
 
 

が
か
か
る
か
わ
か
ら
な
い
で
す
が
、
な
ん
 
 

仕
事
が
し
た
い
。
そ
れ
に
、
国
産
材
を
 
 

使
っ
て
で
き
る
も
の
を
探
求
し
て
い
き
た
 
 

い
で
す
ね
。
 
 

l■ll「  

と
か
整
備
し
て
、
い
い
木
を
つ
く
つ
て
い
 
 

き
た
い
。
そ
れ
が
最
終
的
に
、
い
い
山
を
 
 

つ
く
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
か
ら
ね
。
 
 

い
い
山
が
で
き
れ
ば
、
き
っ
と
地
元
の
若
 
 

い
人
た
ち
も
、
故
郷
に
関
心
を
も
っ
て
く
 
 

れ
る
と
思
う
ん
で
す
。
 
 

自
 
 

古
く
か
ら
山
と
関
わ
っ
て
き
た
、
 
 

美
山
町
の
歴
史
。
 
 
 

美
山
は
杉
の
生
育
に
最
適
な
気
候
風
土
 
 

を
持
ち
、
古
く
か
ら
植
林
・
造
林
が
さ
か
 
 

ん
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
豊
富
な
山
林
 
 

か
ら
は
、
良
質
の
薪
、
木
炭
が
産
出
さ
 
 

れ
、
近
世
で
は
福
井
港
や
大
野
藩
の
燃
料
 
 

を
ま
か
な
っ
て
き
た
歴
史
も
あ
り
ま
す
。
 
 

五
六
豪
雪
を
機
に
知
れ
渡
っ
た
、
 
 

足
羽
杉
の
ブ
ラ
ン
ド
。
 
 
 

昭
和
五
十
五
年
十
二
月
か
ら
五
十
六
年
 
 

二
月
に
か
け
て
襲
っ
た
記
 
 

録
的
豪
雪
は
、
山
間
部
で
 
 

は
積
雪
が
三
〇
〇
C
m
超
。
 
 

豪
雪
で
の
被
害
は
、
美
山
 
 

の
広
大
な
敷
地
で
悠
々
と
 
 

育
つ
足
羽
杉
の
存
在
を
日
 
 

本
中
に
知
ら
し
め
る
き
っ
 
 

か
け
と
も
な
り
、
こ
れ
を
 
 

機
に
、
足
羽
杉
を
ブ
ラ
ン
 
 

新
加
工
や
環
境
開
発
な
ど
、
 
 

時
代
に
合
わ
せ
た
活
動
。
 
 
 

年
号
が
平
成
に
変
わ
る
と
、
森
林
組
合
 
 

で
は
、
全
国
に
先
駆
け
て
、
杉
の
間
伐
材
 
 

を
利
用
し
て
ロ
グ
ハ
ウ
ス
や
ベ
ン
チ
、
棚
な
 
 

ど
の
材
料
と
な
る
丸
太
材
の
加
工
施
設
を
 
 

建
設
、
販
売
を
開
始
す
る
。
ま
た
、
早
い
 
 

時
期
か
ら
環
境
活
動
に
も
尽
力
。
間
伐
材
 
 

を
活
用
し
て
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
 
 

バ
イ
オ
マ
ス
な
ど
、
林
業
の
持
つ
可
能
性
 
 

は
、
ま
だ
ま
だ
広
が
る
ば
か
り
で
す
。
 
 
 

ド
化
。
徹
底
し
た
管
理
が
施
さ
れ
ま
し
た
。
 
 

足
羽
杉
は
、
市
場
に
お
い
て
、
長
い
年
月
 
 

を
経
て
色
つ
や
が
増
し
て
い
く
高
品
質
な
 
 

素
材
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
 
 



【河内の赤かぶら】  

8
5
0
年
以
上
の
長
い
歴
史
を
持
つ
伝
統
野
菜
「
河
内
赤
か
ぶ
ら
」
．
 
 

時
代
の
波
に
も
ま
れ
な
が
ら
も
し
っ
か
り
と
受
け
継
が
れ
て
兼
た
軸
伝
の
味
わ
い
で
す
。
 
 

そ
の
深
紅
の
実
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を
、
生
産
組
合
の
方
々
に
お
た
ず
ね
し
ま
し
た
．
 
 

伝
統
の
味
は
、
古
 
 

． 

」
、
、
 
 

赤
か
ぶ
作
り
に
た
ず
さ
わ
 
 

り
は
じ
め
た
の
は
、
二
〇
才
 
 

く
ら
い
の
頃
か
な
。
親
が
や
 
 

っ
て
い
る
の
を
手
伝
っ
て
い
 
 

た
の
が
最
初
だ
ね
。
八
月
上
 
 

旬
の
一
番
暑
い
季
節
に
野
焼
 
 

き
を
す
る
の
は
本
当
に
重
労
 
 

℃
 
 

ま
て
 
 

ぬ
け
 
 

死
続
 
 

守
ら
な
い
と
」
と
思
っ
た
 
 

の
姿
を
見
て
い
て
 
 

いきたいね。  
［河内赤かぶら生産組合］  

組合長西川 書成一（64）  
（河内）  

働
や
し
、
あ
の
山
の
急
斜
面
で
の
伸
業
は
 
 

大
変
や
。
で
も
、
こ
れ
、
と
っ
て
も
義
時
 
 

し
い
ん
や
で
。
み
そ
汁
に
す
る
と
赤
く
染
 
 

ま
る
ん
や
け
ど
、
こ
れ
が
格
別
。
暴
食
 
 

ぺ
て
各
よ
。
こ
の
味
は
、
こ
こ
で
L
か
生
 
 

ま
れ
な
い
し
、
こ
の
歪
で
し
か
作
凱
な
 
 

い
。
守
？
て
い
か
な
■
い
と
、
つ
て
思
う
。
 
 

死
ぬ
ま
で
続
い
き
た
い
ね
。
 
 

棚
納
経
詐
う
○
 
 

茸
収
穫
た
赤
か
ぶ
は
、
そ
の
ほ
と
 
 

ん
ど
真
野
由
七
間
朝
市
で
売
っ
て
い
た
 
 

ん
だ
け
ど
、
七
間
が
真
っ
赤
に
染
ま
る
ぐ
 
 

ら
い
の
量
が
藩
に
並
ん
で
い
た
ね
。
朝
、
 
 
 

急傾斜で行われる載塙。「足腰は若  
いもんに昂けんね」と、西川さん。  

三
時
か
ら
四
 
 

時
頃
に
、
赤
 
 

か
垂
艶
 
 

ん
だ
も
ん
だ
中
 
 

一
人
で
四
十
 
 

玉
垣
ぐ
ら
い
の
 
 

赤
か
ぶ
を
背
板
 
 

の
だ
っ
た
気
が
す
る
。
今
、
栽
培
農
家
は
 
 

約
一
〇
軒
ほ
ど
。
後
を
継
い
で
く
れ
る
力
 
 

が
心
か
ら
ほ
し
い
ね
。
 
 

も
平
気
で
こ
な
 
 

し
て
た
。
村
が
 
 

一
つ
に
な
っ
て
 
 

栽
培
し
て
い
た
 
 

と
い
う
感
じ
だ
 
 

っ
た
ね
。
赤
か
 
 

ぶ
の
存
在
自
体
 
 

が
、
村
そ
の
も
 
 

で
か
つ
い
で
、
 
 

男
だ
け
じ
ゃ
な
 
 
■
 
 

く
て
、
女
の
人
一
 
 

重
用
 
 

－
1
 
 

J．－】長芭．．．H．〈 し川  

昭和7年のかぶら売り風景（大野市篠座にて）  
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十ニデ∵∴トキニ  

嫁
に
入
っ
た
時
、
 
 

皆
が
お
姑
さ
ん
に
習
っ
た
ん
だ
。
 
 
 

こ
の
河
内
で
は
、
普
段
の
料
理
に
赤
か
 
 

ぶ
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
お
嫁
 
 

さ
ん
は
み
ん
な
、
お
姑
さ
ん
に
口
伝
え
で
 
 

そ
の
家
独
特
の
赤
か
ぶ
の
料
理
を
教
わ
っ
 
 

た
ん
だ
よ
。
そ
う
や
っ
て
、
ふ
る
さ
と
の
 
 

昧
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
ん
だ
ね
。
で
も
、
 
 

や
た
ら
漬
け
と
か
ぬ
か
漬
け
な
ど
し
だ
い
 
 

に
消
え
て
い
っ
た
料
理
も
あ
る
。
特
に
や
 
 

た
ら
漬
け
は
、
今
で
は
お
寺
の
報
恩
講
ぐ
 
 

お姑さんから  

受け継いだ、  
大切なもの。  
［河内赤かぶら生産組合］  

女性グループ梅田敏子（77）  
（河内）   

平家の伝説  

〈起源〉平家の落人が河内集落に住み付  

き、平家の象徴である赤色のかぶらを村  

人に伝えたとされます。   

［特産品 と し て の育成］  

●昭和51年  

焼畑栽培だけでなく平地での畑作栽培を行う  

ため、生産組合を設立。  

●昭和60年頃  

水田園芸としての取り組み棉討開始。  

●昭和62頃  

優良な種子の確保を図るため、生産組合が採  

種し、栽培農家に配布。  

●平成7年より  

加工品の販売を、七間朝市に加え、県内ス  

ーパーマーケットでも開始。  

●平成12年より  

女性グループが、伝承される加工法をベース  

に研究。商品の販売を開始。  

も
っ
と
た
く
さ
ん
の
人
に
 
 

味
わ
っ
て
ほ
し
い
。
 
 

ら
い
で
し
か
食
べ
ら
れ
な
い
。
野
菜
の
伝
 
 

統
は
食
べ
方
と
と
も
に
残
っ
て
い
く
も
の
。
 
 

な
ん
と
か
残
し
て
い
き
た
い
ね
。
 
 

今
、
赤
か
ぶ
を
酢
 
 

漬
け
に
加
工
し
て
販
 
 

売
し
て
る
ん
だ
け
ど
、
 
 

た
く
さ
ん
の
人
に
 
 

「
お
い
し
い
」
 
っ
て
 
 

言
っ
て
も
ら
っ
て
い
 
 

ま
す
よ
。
大
事
な
の
 
 

は
、
味
が
し
っ
か
り
 
 

と
し
み
込
む
妄
つ
に
、
 
 

二
十
日
ぐ
ら
い
漬
け
 
 

て
お
く
こ
と
か
な
。
 
 

皮
を
一
緒
に
漬
け
る
 
 

か
ら
真
っ
赤
に
染
ま
 
 

承－■・保存］  」足腰．j 伝統野 菜   

●平成元年頃  

上味見小学校において赤かぶら栽培を支援。  

収穫された赤かぶは、昔ながらの七間朝市で  

の売り方を、子供自らが販売体験する。  

●平成3年頃  

消費者団体「ふくい・木と建築の会」に区有  

林を提供し、同会主催の「焼き畑農業体験  

会」を支援。同会員と区民の交流の場とな  

る収穫祭も開催。  

●平成8年頃  

消費者対象の「赤かぶらの里満喫ツアー」を  

開催。赤かぶらの収穫や加工などの体験に加  

え、赤かぶらの由来を学んでもらった。参加  

者からは大好評を博しています。  

っ
て
き
れ
い
だ
よ
。
肉
質
が
固
く
て
ほ
ろ
 
 

辛
い
と
こ
ろ
が
、
酒
の
肴
に
ぴ
っ
た
り
。
 
 

自
慢
の
昧
、
も
っ
と
多
く
の
人
に
食
べ
て
 
 

も
ら
い
た
い
ね
。
絶
対
、
喜
ん
で
も
ら
え
 
 

る
自
信
が
あ
る
か
ら
。
 
 

水う先いすると赤さが際立つ。梅  
田さんは、「昔は渓流水で洗っ  
たんだよ。」と語る。  

芯まで赤く染まること  
から、縁起物としても  
重宝される。  

．
一
．
肝
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【美山と豪雪】  

なだれの現場（福井新聞提供）  
下
校
中
の
先
生
と
 
 

児
童
を
襲
っ
た
雪
崩
 
 

昭
和
三
十
人
年
（
一
九
六
三
年
）
、
福
 
 

井
県
全
域
に
多
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
 
 

三
人
豪
雪
は
、
百
年
に
一
度
の
大
雪
と
も
 
 

言
わ
れ
ま
し
た
。
 
 

一
月
二
十
六
日
、
芦
見
地
区
の
龍
谷
 
 

と
大
谷
の
間
で
起
こ
っ
た
雪
崩
は
、
悲
劇
 
 

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
 
 
 

午
後
二
時
三
十
五
分
頃
、
高
さ
約
三
 
 

〇
〇
m
の
地
点
か
ら
、
突
然
滑
り
落
ち
て
 
 

き
た
幅
約
五
〇
m
の
雪
崩
が
、
芦
見
小
学
 
 

校
か
ら
下
校
中
の
児
童
八
名
と
中
山
法
水
 
 

美
山
を
襲
っ
た
豪
雪
の
記
憶
 
 

山
々
に
固
ま
れ
た
美
山
町
は
、
県
内
で
も
雪
の
多
い
と
こ
ろ
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
 
 

中
で
も
、
≡
八
豪
雪
、
五
大
豪
雪
で
は
、
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
 
 

教
頭
を
襲
い
ま
し
た
。
地
．
冗
住
民
百
人
 
 

の
救
助
で
、
夜
ま
で
に
、
児
童
五
名
の
 
 

生
存
を
確
認
。
そ
の
後
、
福
井
署
の
救
 
 

助
隊
、
県
警
特
別
機
動
隊
、
滋
賀
県
 
 

今
津
の
陸
上
自
衛
隊
も
駆
け
つ
け
ま
し
 
 

た
が
、
中
山
教
頭
、
安
野
輝
夫
君
、
 
 

≡
八
豪
雪
 
 

芦
見
地
区
に
深
い
悲
し
 
 

み
を
も
た
ら
し
た
こ
の
大
雪
 
 

は
、
一
月
に
入
っ
て
か
ら
、
 
 

間
断
な
く
降
り
積
も
り
、
積
 
 

．
↓
．
．
一
－
T
 
 

■
 
 

発
見
さ
れ
ま
し
た
。
 
 

前
川
修
一
君
、
宮
越
不
次
男
君
の
四
名
 
 

は
、
二
〇
時
間
後
に
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
 
 

し
．
L
H
 
 
 
ヽ
 
 
 

和
・
 
 
 

」
 
 
 

l  

雪に埋もれ2階から出入りする町民   

追
悼
演
奏
会
 
 
 

悲
劇
を
乗
り
越
え
 
 

雪
崩
事
故
か
ら
二
年
後
、
今
だ
に
悲
し
 
 

み
か
ら
立
ち
直
れ
な
い
児
童
の
笑
顔
を
取
 
 

り
戻
そ
う
と
、
芦
見
小
学
校
の
田
井
校
長
 
 

が
、
全
児
童
に
よ
る
合
奏
団
を
組
織
し
ま
 
 

く
に
も
の
ぼ
り
（
参
考
／
当
時
の
労
働
者
 
 

平
均
月
給
額
約
二
万
五
〇
〇
〇
円
）
、
損
 
 

壊
し
た
膨
大
な
数
の
木
々
に
林
道
の
破
損
、
 
 

炭
窯
の
陥
没
な
ど
、
林
業
に
も
深
刻
な
ダ
 
 

メ
ー
ジ
を
与
え
ま
し
た
。
 
 

雪
量
は
、
最
大
で
三
m
五
十
五
m
を
記
録
 
 

し
ま
し
た
。
 
 
 

越美北線に  

こ
の
異
常
な
積
雪
 
 

で
、
交
通
機
関
が
マ
 
 

ヒ
。
生
活
物
資
の
調
達
 
 

が
困
難
に
な
っ
た
地
区
 
 

の
住
民
は
、
極
度
の
不
 
 

安
に
陥
り
ま
し
た
。
全
 
 

半
壊
し
た
建
物
の
被
害
 
 

額
は
、
四
〇
〇
万
円
近
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し
た
。
希
望
を
見
出
し
た
児
童
た
ち
は
練
 
 

習
に
も
熱
が
入
り
、
三
カ
月
後
に
は
十
数
 
 

曲
を
マ
ス
タ
ー
す
る
ま
で
に
成
長
。
三
回
 
 

忌
で
は
、
亡
き
友
を
偲
び
、
思
い
出
の
曲
 
 

「
あ
す
な
ろ
の
歌
」
を
捧
げ
ま
し
た
。
 
 
 

同
年
二
月
に
は
、
そ
の
活
動
を
お
聞
き
 
 

に
な
っ
た
三
笠
宮
さ
ま
か
ら
、
「
全
校
音
 
 

楽
で
悲
し
み
を
こ
ら
え
、
立
ち
上
が
っ
た
 
 

皆
さ
ん
の
話
を
聞
き
た
い
」
と
の
お
言
葉
 
 

も
あ
り
、
歌
と
今
日
ま
で
の
経
緯
を
録
音
 
 

し
た
テ
ー
プ
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
 
 

一
打
リ
ム
1
一
－
「
ロ
∵
Ⅵ
H
・
〓
】
・
ヨ
一
打
れ
．
 
 

‘
一
・
も
巨
り
⊥
n
′
■
・
・
l
一
申
b
．
〓
■
‘
U
－
．
 
H
㌍
訂
州
毎
打
一
識
別
泄
輯
 
 

先
生
と
児
童
三
人
不
明
 
 

窮
策
五
人
は
救
助
さ
れ
る
 
 

下校中の九人のむ囲閤  

軋
雌
加
盟
■
旭
甜
軸
 
 

瀾
棺
楓
騒
 
 元気だったころの児童3人   

‖
■
1
■
′
小
川
■
㌧
J
‖
＿
】
 
 

山
中
一
■
1
ル
．
■
l
L
■
 
 

・
■
一
・
‖
L
L
」
．
．
■
．
一
‖
■
 
 

▼
T
」
．
‖
妻
‘
 
 

■
．
■
ヽ
L
l
爪
L
．
「
’
■
 
 

．
よ
・
■
▲
・
■
■
，
・
し
】
 
 

さ
ら
に
一
遺
体
 
 

地
元
民
救
援
隊
に
手
合
わ
す
 
 

イ
．
タ
・
ユ
・
－
 
 

慰
霊
碑
と
共
に
伝
え
た
い
 
 

繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
悲
劇
 
 

－
－
－
篭
谷
地
区
高
瀬
 
詳
 
さ
ん
 
 

菊
江
さ
ん
 
 

芦
見
の
雪
崩
跡
に
は
、
同
年
九
月
に
慰
 
 
 

霊
碑
が
建
立
さ
れ
、
四
十
年
以
上
経
っ
た
 
 
 

今
も
、
高
瀬
さ
ん
と
奥
さ
ん
の
菊
江
さ
ん
 
 
 

が
世
話
を
し
て
い
ま
す
。
 
 
 

菊
江
さ
ん
が
嫁
い
で
来
た
の
は
、
豪
雪
 
 

仙
 
の
翌
年
。
「
こ
こ
で
惨
事
が
あ
っ
た
と
は
 
 

‖
 
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
事
故
に
胸
を
痛
め
 
 

て
世
話
を
し
て
い
た
義
母
か
ら
、
想
い
と
 
 

一
一
 

芦
見
は
、
 
 

一
美
山
で
も
ひ
と
際
雪
が
積
も
る
所
で
、
事
 
 
 

一
故
が
あ
っ
た
日
は
四
m
を
超
え
て
い
た
ん
 
 

∴
 
 

〟
 
じ
や
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
 
 

t
h
1
．
 
 

．
1
，
蓋
ユ
⊥
L
㌍
‖
出
川
引
 
L
章
∴
†
蔓
t
▼
 
 

銅
舵
t
l
l
竜
山
■
＝
蛸
H
鮎
H
糾
▲
∬
鞘
l
；
踊
 
 

〓
室
丁
目
■
y
＿
H
一
ヨ
ヨ
■
 
 

一
H
「
止
↑
．
r
上
．
■
■
．
■
山
‖
‖
l
㌧
r
●
‡
h
L
r
l
「
山
．
．
■
 
 

u
r
l
上
「
コ
■
・
一
ヽ
■
■
i
．
▼
嘗
一
l
 
 

草
亡
■
l
i
‖
．
コ
い
t
］
 
 

t
＝
．
r
．
1
ヽ
．
 
 
 

・
1
ユ
¶
●
＿
l
T
・
－
J
■
り
†
ハ
【
．
H
J
▲
．
 
 

t
r
T
J
＝
け
い
■
‖
‖
＿
■
¶
・
■
J
l
土
い
■
 
 

・
J
・
巧
 
 
一
F
日
ソ
♪
章
′
て
h
 
 

－
∴
∵
1
コ
コ
㍍
「
I
‖
1
T
J
・
へ
与
√
工
T
■
 
 

＝
汀
ユ
寸
－
一
叫
‖
ワ
■
－
∵
■
↑
■
†
一
丘
7
J
・
√
・
上
 
 

一
■
■
r
・
叫
小
量
■
■
一
」
■
■
．
●
■
±
「
－
 
 

ぅ
り
ヾ
■
曾
l
■
．
．
h
■
l
再
・
ノ
Ⅵ
■
了
▲
ノ
∵
一
日
 
 

t
・
1
＝
一
l
上
■
■
血
■
．
「
一
亘
叫
ヽ
 
 

】黄 土 の  ナグレ手」姐  

■  

で
雪
崩
が
あ
っ
た
け
ど
、
こ
の
場
所
は
全
 
 

く
予
想
で
き
な
か
っ
た
ね
。
助
か
っ
た
五
 
 

人
が
発
見
さ
れ
た
の
は
一
m
の
深
さ
で
、
 
 

亡
く
な
っ
た
四
人
は
、
山
の
道
端
を
挟
ん
 
 

だ
向
か
い
の
川
の
底
近
く
ま
で
流
さ
れ
て
 
 

い
ま
し
た
。
現
場
付
近
で
は
、
ふ
た
抱
え
 
 

も
あ
る
大
木
が
倒
さ
れ
、
自
然
の
恐
ろ
し
 
 

さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
知
ら
さ
れ
ま
し
た
」
と
、
 
 

忘
れ
ら
れ
な
い
悲
劇
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
 
 

た
。
 
 
 

芦
見
小
学
校
が
統
廃
合
さ
れ
る
ま
で
は
、
 
 

毎
年
、
全
校
児
童
が
掃
除
に
訪
れ
、
現
在
 
 

は
地
元
の
子
供
会
が
主
体
と
な
り
、
年
に
 
 

一
度
法
要
を
営
ん
で
い
ま
す
。
 
 
 

「
二
度
と
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
 
 

に
も
、
碑
と
共
に
雪
の
怖
さ
を
次
代
に
伝
 
 

え
る
の
が
使
命
」
と
、
高
瀬
さ
ん
夫
婦
は
 
 

慰
霊
碑
を
守
り
ま
す
。
 
 

高瀬詳さんと菊江さん  

t
‥
‥
‥
〓
愚
困
患
澤
‥
〕
 
 

断
続
的
に
降
る
ド
カ
雪
に
 
 

陸
の
孤
島
と
化
し
た
地
区
も
 
 
 

五
六
豪
雪
は
、
猛
烈
な
寒
波
に
、
三
た
 
 

び
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
五
十
五
年
 
 

（
一
九
八
〇
年
）
十
二
月
二
十
八
目
の
一
目
 
 

の
降
雪
量
は
八
十
C
m
、
年
が
明
け
た
五
日
 
 

に
は
八
十
二
C
m
と
、
三
人
 
 

豪
雪
を
超
え
る
記
録
的
な
 
 

ド
カ
雪
で
し
た
。
 
 
 

こ
の
雪
で
、
杉
等
の
立
 
 

木
が
大
量
に
祈
れ
、
山
一
 
 

面
が
白
く
な
る
ほ
ど
の
甚
 
 

大
な
森
林
被
害
に
見
舞
わ
 
 

れ
た
。
又
、
芦
見
地
区
、
 
 

上
味
見
地
区
、
赤
谷
、
河
 
 

内
、
神
当
部
の
三
一
九
戸
が
孤
立
。
一
時
 
 

は
開
通
し
た
と
思
わ
れ
た
道
も
、
断
続
的
 
 

に
降
り
積
も
る
雪
で
、
ま
た
も
陸
の
孤
島
 
 

へ
逆
戻
り
。
家
畜
に
と
っ
て
も
、
道
路
の
 
 

寸
断
は
死
活
問
題
で
す
。
皿
谷
区
の
酪
農
 
 

家
は
、
牛
四
十
頭
の
エ
サ
が
無
く
な
り
、
 
 

「
こ
の
ま
ま
で
は
死
ん
で
し
ま
、
ユ
と
、
町
 
 

豪
雪
対
策
本
部
に
助
け
を
求
め
ま
し
た
。
 
 

雪
崩
を
警
戒
し
な
が
ら
の
除
雪
は
は
か
ど
 
 

ら
ず
、
延
べ
半
月
も
の
間
、
閉
ざ
さ
れ
た
 
 

地
区
も
あ
り
ま
し
た
。
 
 
 



■  

【美山と豪雨】  

足
羽
川
流
域
を
襲
っ
た
未
曾
有
の
集
中
豪
雨
。
観
測
史
上
最
大
の
雨
は
 
 

緑
豊
か
な
美
山
を
一
瞬
に
し
て
泥
色
に
変
貌
さ
せ
ま
し
た
。
 
 

平
成
1
6
年
 
 

福
井
豪
雨
 
 

平
成
十
六
年
七
月
十
 
 

八
日
。
未
明
か
ら
激
し
 
 

く
降
り
始
め
た
雨
に
、
大
 
 

雨
・
洪
水
警
報
が
出
さ
 
 

れ
た
の
は
、
人
々
が
ま
だ
 
 

眠
り
に
就
い
て
い
る
と
き
 
 

で
し
た
。
 
 

一
時
間
あ
た
り
の
降
水
 
 

量
九
十
六
m
と
い
う
観
 
 

測
史
上
最
大
を
記
録
し
 
 

た
午
前
六
時
台
。
市
波
 
 

を
皮
切
り
に
、
各
地
で
濁
 
 

観測史上最大の豪雨  
氾濫する川に  
孤立する集落  

流
が
走
り
崖
崩
れ
や
土
石
流
が
発
生
。
町
 
 

内
を
流
れ
る
川
は
、
次
々
と
氾
濫
し
、
人
 
 

家
、
田
畑
、
■
道
路
等
を
襲
い
、
全
町
の
 
 

八
割
近
く
に
及
ぶ
千
百
世
帯
に
避
難
勧
告
 
 

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
 
 
 

午
前
十
時
■
に
は
、
町
内
の
足
羽
川
二
 
 

カ
所
が
決
壊
。
対
策
本
部
を
置
い
た
役
場
 
 

も
一
時
孤
立
し
ま
し
た
。
避
難
所
か
ら
さ
 
 

ら
に
避
難
を
過
ら
れ
る
集
落
も
相
次
ぎ
、
 
 

逃
げ
場
を
失
っ
た
住
民
の
中
に
は
、
屋
根
 
 

一国土交通省レーダー／雨量に   
みる福井周辺の集中豪雨  
（7月18日午前8暗時点）  

七
十
七
棟
、
一
部
破
損
二
十
五
棟
、
床
 
 

上
浸
水
一
四
六
棟
、
床
下
浸
水
一
七
人
 
 

棟
の
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
 
 
 

よ
う
や
く
大
雨
警
報
が
解
除
さ
れ
た
の
 
 

は
、
夜
の
十
一
時
近
く
。
町
内
全
て
の
避
 
 

難
勧
告
が
解
除
さ
れ
た
の
は
、
翌
日
の
昼
 
 

近
く
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
し
 
 

か
し
、
道
路
の
寸
断
に
よ
り
赤
谷
、
束
河
 
 

者
一
名
を
出
し
、
全
半
壊
 
■
一
■
．
－
 
 

の
上
で
ヘ
リ
コ
ブ
タ
ー
の
 
 

救
出
を
待
つ
事
態
に
…
。
 
 
 

わ
ず
か
十
数
時
間
の
間
 
 

に
、
例
年
に
降
る
七
月
の
 
 

平
均
降
水
量
を
上
回
る
二
 
 

八
五
m
m
を
降
ら
せ
た
雨
は
、
 
 

死
者
一
名
、
行
方
不
明
 
 

原
、
西
河
原
、
折
立
、
横
 
 

越
の
集
落
は
孤
立
し
た
ま
 
 

ま
。
そ
こ
に
は
元
の
美
山
 
 

の
姿
は
な
く
、
茫
然
自
失
 
 

の
町
民
が
残
さ
れ
ま
し
た
。
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［7月18日］  
■・■－■■・・－▼－■■－－－－－－－－－－▲・・■一・一■■－・■■■■l・■・■■■■主＝＝iづ■■■▲■  

2：34 福井県嶺北北部に大雨・洪水警報（気象台）  

3：08 奥越に大雨・洪水警報（気象台）  

5：32 役場職員に非常招集  

5：49 市波集落で崖崩れ通幸良市波道路冠水通行不能  

6：00 美山町災害対策本部を設置  

（観測史上最大時間雨量となる96mmを記録）  

6：03 西市布集落泥流により国道476号綿通行不能  

6：05 西市布集落・三万谷集落避難勧告  

6：30 奈良瀬地係～小和清水地係（上新橋付近）道路崩壊  

国道158号線通行不能  

6：50 神当部集落避難勧告   

〃 西河原集落県道土砂崩れ通行止め  
6：56 蔵作集落避難勧告  

7：00 蔵作集落住民避難完了  

7：05 小当見集落避難勧告  

7ニ15 折立集落・下析立集落避難勧告  

7：24 福井市前波町土砂崩れ国道158号線大野方面通行止め  

7二30 朝谷集落避難勧告  

7：40 上味見地区・下味見地区全戸避難勧告  

7：47 蔵作集落蔵作川氾濫、住宅浸水  

8：10 市波集落述皇難勧告  

8：20 大宮集落羽生川氾i監住宅浸水   

〃 蔵作集落消防署員により3名救助  

8：30 南野津文集落避難勧告上味見生涯教育施設 8名避難  

8：36 下宇坂地区・芦見地区・上手坂地区全戸避難勧告  

8：40 足羽川流域（全域）に避難勧告（再勧告）  

8：48 西河原集落で河川決壊  

8：53 上味見地区全戸で停電（上味見生涯教育施設へ避難）  

9：00 境寺集落羽生川氾濫により通行不可  

9：10 羽生地区全戸に自主避難を指示  

9：13 下吉山地係～琳ケロ地係間土砂崩れで全面通行止め  

9：15 朝答集落の事業所内に取り残された異性3名、女性  

1名救助  
9：23 小字坂島集落堤防から越水田畑が冠水  

9：25 ごっつおさん亭に63名が取り残される  

9：31三万谷集落数助依頼床上浸水4名孤立者救助  

9：40 下手坂小学校で炊き出し実施  

9：50 問戸川が氾濫冠水、泥水1．2m以上  

9：50 晶ケ瀬地係足羽川右岸決壊  

9二50 小和清水集落にて2名孤立（防災ヘリ救助依頼）  
9：59 役場が停電  

10：00境寺地係足羽川右岸が決壊   
ク 美山消防分署が停電  

10：10防災ヘリの要請（小和清水6名）  

10：30役場・美山消防分署内に浸水始まる  

10：35品ケ瀬地係、上新橋付近のJR線路崩壊  

10：38役場・中学校前の乗用車流され始める  

〃 三万谷集落住民が取り残され、水難救助要請  

10：50三万谷集落石川県防災ヘリにより住民5名救出  

10：55市町村応援協定による応援要請、国に緊急援助隊要請  

11：00【役場前の水位が最高となる1  

11：17三万谷集落住民20名を避難誘導 3名ヘリ搬送  

11：25品ケ瀬集落愛知県ヘリにより2名救助  

11：20福井県が災害対策本部を設置  

11：35吉田集落要救助者1名流される  

11：40三万谷集落 5名救助石川県防災ヘリ  

12：00小和清水集落 6名救出福井県防災ヘリ  

13：05 ごっつおさん亭に自衛隊ヘリ到着避難開始  

14：30 ごっつおさん亭に取り残された63名救出完了  

14：37下新橋橋脚付近で発見した要救助者をヘリで病院  

へ搬送  
14：40美山保育所が床上浸水  

14：50下宇坂小学校女性1名（妊婦）救急要請  

17：17神当部集落 男性1名福井市内病院へ鳥取防災ヘ  

リ搬送  
17：30羽生婦人会等から炊き出しのおにぎりが届く  

18：30役場内電力が仮篠旧  

19：00西河原ふれあい会館へ職員が安否確認・救援物貸輸送  

20：00防災協定締結している愛知県扶桑町から援助物資届〈  

22：58福井県嶺北部大雨筈幸拍牢除  

▲
阻
m
川
田
m
甲
 
 

ま
さ
か
の
足
羽
川
決
壊
 
 
 

河
川
の
決
壊
や
崩
壊
は
実
に
一
二
〇
カ
 
 

所
。
特
に
蔵
作
川
の
氾
檻
は
ひ
ど
く
、
集
 
 

落
の
ほ
と
ん
ど
が
激
流
に
飲
み
込
ま
れ
ま
 
 

し
た
。
三
万
谷
川
や
間
戸
川
の
氾
濫
も
、
 
 

集
落
を
直
撃
。
あ
た
り
一
面
掘
の
海
と
化
 
 

し
ま
し
た
。
足
羽
川
は
品
ケ
瀬
地
係
と
境
 
 

寺
地
係
で
決
壊
。
流
れ
が
カ
ー
ブ
す
る
と
 
 

こ
ろ
で
は
、
何
カ
所
も
堤
防
が
崩
れ
、
元
 
 

の
川
幅
が
分
か
ら
な
い
ほ
 
 

ど
に
削
り
取
ら
れ
た
と
こ
 
 

ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
 
 
 

水
位
が
低
下
し
た
河
 
 

川
に
残
っ
た
の
は
、
う
ず
 
 

た
か
く
積
ま
れ
た
太
い
丸
 
 

太
や
上
流
で
し
か
見
ら
れ
 
 

な
い
よ
う
な
大
き
な
岩
 
 

石
。
中
に
は
、
家
具
や
 
 

道
路
も
線
路
も
ズ
タ
ズ
タ
に
 
 
 

山
の
よ
う
に
堆
積
し
た
土
砂
と
ゴ
ミ
は
、
 
 

道
路
の
境
が
識
別
で
き
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
 
 

何
本
も
の
電
柱
が
な
ぎ
倒
さ
れ
、
杉
の
大
 
 

木
や
三
m
も
の
大
岩
が
道
路
や
家
の
庭
な
 
 

ど
に
転
が
り
込
ん
で
き
ま
し
た
。
道
路
は
 
 

土
砂
崩
れ
や
舗
装
面
の
損
壊
で
方
々
が
通
 
 

行
止
め
に
。
中
に
は
、
大
き
く
深
く
え
ぐ
 
 

り
と
ら
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
幹
 
 

線
道
路
で
さ
え
も
、
車
線
が
確
保
で
き
な
 
 

い
状
況
で
、
特
に
1
5
8
号
線
は
、
福
井
 
 

市
宿
布
町
と
美
山
町
小
和
清
水
と
の
間
が
 
 

数
日
間
に
渡
っ
て
通
行
不
能
。
町
民
の
足
 
 

に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
 
 
 

事
な
ど
も
。
流
れ
は
大
き
く
変
わ
り
、
茶
 
 

褐
色
に
濁
っ
た
水
は
、
元
の
透
明
さ
を
取
 
 

り
戻
す
ま
で
に
数
カ
月
を
要
し
ま
し
た
。
 
 

住
宅
の
被
害
 
 

泥
と
ゴ
ミ
に
ま
み
れ
た
家
々
 
 
 

住
宅
被
害
は
町
内
の
三
分
の
一
以
上
に
 
 

の
ほ
り
、
二
次
災
害
の
恐
れ
か
ら
、
復
旧
 
 

が
進
む
ま
で
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
 
 

た
住
民
も
い
ま
し
た
。
全
壊
、
半
壊
の
家
 
 

は
家
具
類
が
ほ
と
ん
ど
流
失
し
、
逆
に
家
 
 

の
中
に
は
泥
や
ゴ
ミ
が
堆
積
。
浸
水
に
と
 
 

ど
ま
っ
た
家
も
泥
水
に
か
き
回
さ
れ
、
家
 
 

具
や
家
電
製
品
が
全
滅
し
た
家
も
少
な
く
 
 

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
 
 
 

水
道
や
電
気
は
寸
断
さ
れ
、
電
話
も
不
 
 

通
に
。
回
復
に
は
数
日
か
ら
数
週
間
を
要
 
 

し
ま
し
た
。
 
 

1
R
越
美
北
線
は
七
本
の
鉄
橋
の
う
 
 

ち
、
五
本
が
流
失
。
レ
ー
ル
が
ち
ぎ
れ
、
 
 

屈
強
な
橋
脚
も
折
れ
、
無
残
な
姿
を
あ
ら
 
 

わ
に
し
ま
し
た
。
 
 

農
林
業
押
掛
首
 
 

相
は
水
没
、
山
地
に
も
打
撃
 
 
 

水
田
の
多
く
が
埋
没
や
冠
水
。
稲
穂
が
 
 

出
た
ば
か
り
と
あ
っ
て
、
農
業
従
事
者
に
 
 

は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
ま
し
た
。
 
 
 

山
地
や
林
道
の
崩
壊
も
ひ
ど
く
、
木
々
 
 

に
も
多
大
な
被
害
が
出
ま
し
た
。
農
業
用
 
 

施
設
、
林
業
施
設
の
被
害
は
数
に
し
て
七
 
 

百
余
り
。
所
得
面
に
も
大
き
な
打
撃
を
受
 
 

け
ま
し
た
。
 
 

【降雨記録 一統測史上最大～］  
【時間降水量】96mm  

（7月18日5暗10分～6暗10分）  

【積算降水量】285mm  

［福井豪雨災害被害概要（町内）1  
【避難状況】勧告旧村5地区／町内6地区  
【避難世帯数】1．100世帯／町内1．415世帯  

【避難人数】3．992人／町内5．250人  

【ボランティア】16．387人  

－
 
 
 

4：30 被害者安否確認  

5：34 析立集落石川県防災ヘリにより1名を病院へ搬送  

6：37 下宇坂小から上味見地区にヘリ物資搬送  

6：57 東河原集落滋賀県防災へり1名病院搬送  

9：40 東天田集落京都府防災ヘリ1名病院搬送  

11：00町内全域遊禁圧勧告解除  
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け
る
猛
暑
の
中
、
汗
と
泥
に
ま
み
れ
て
懸
 
 

命
に
作
業
に
当
た
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
姿
 
 

に
多
く
の
住
民
が
勇
気
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
 
 

町
民
を
勇
気
付
け
た
一
万
六
千
人
の
力
 
 
 

翌
日
か
ら
、
住
民
は
総
出
で
必
死
に
復
 
 

旧
作
業
に
取
り
組
み
は
じ
め
ま
し
た
。
し
 
 

か
し
泥
と
ゴ
ミ
で
埋
も
れ
た
我
が
家
に
「
ど
 
 

こ
か
ら
手
を
つ
け
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
 
 

い
」
と
、
被
災
者
は
立
ち
尽
く
し
た
も
の
 
 

で
す
。
 
 
 

そ
ん
な
美
山
町
の
窮
状
を
知
っ
て
、
県
 
 

内
外
か
ら
、
大
勢
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
や
 
 

っ
て
来
ま
し
た
。
日
増
し
に
そ
の
数
は
増
 
 

え
、
二
週
間
あ
ま
り
で
、
総
勢
一
万
六
千
 
 

人
を
超
え
ま
し
た
。
 
 
 

積
も
っ
た
土
砂
を
一
輪
車
 
 

で
何
往
復
も
し
、
床
下
に
溜
 
 

ま
っ
た
泥
は
バ
ケ
ツ
リ
レ
ー
で
 
 

運
び
出
し
ま
し
た
。
被
災
者
 
 

を
励
ま
し
な
が
ら
、
民
家
の
水
 
 

浸
し
に
な
っ
た
畳
や
家
具
の
排
 
 

出
に
も
あ
た
り
ま
し
た
。
ひ
っ
 
 

き
り
な
し
に
大
刑
チ
ト
ラ
ッ
ク
で
 
 

運
ば
れ
て
く
る
瓦
礫
の
分
別
 
 

は
、
悪
臭
に
耐
え
な
が
ら
の
作
 
 

業
で
し
た
。
 
 
 

太
陽
が
ギ
ラ
ギ
ラ
と
照
り
つ
 
 

復
興
と
災
害
に
強
い
美
山
 
 
 

豪
雨
か
ら
一
年
。
自
然
の
恐
ろ
し
さ
を
 
 

風
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
、
足
羽
川
上
 
 

新
橋
近
く
に
、
豪
雨
で
流
出
し
た
1
R
越
 
 

美
北
線
の
鉄
橋
の
橋
脚
と
レ
ー
ル
、
枕
木
 
 

を
使
っ
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
設
置
さ
れ
ま
 
 

し
た
。
 
 
 

パ
ネ
ル
展
や
義
援
ラ
イ
ブ
な
ど
数
々
の
 
 

メ
モ
リ
ア
ル
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
ま
し
 
 

た
。
そ
の
中
の
一
つ
が
、
木
ご
こ
ろ
文
化
 
 

ホ
ー
ル
で
上
演
さ
れ
た
、
劇
団
ふ
る
さ
と
 
 

キ
ャ
ラ
バ
ン
に
よ
る
豪
雨
メ
モ
リ
ア
ル
ミ
 
 

ュ
ー
ジ
カ
ル
 
「
橋
を
か
け
よ
う
」
。
町
民
 
 

劇
団
「
み
や
ま
木
ご
こ
ろ
一
座
」
 
の
子
ど
 
 

も
達
が
特
別
出
演
。
水
害
か
ら
立
ち
直
っ
 
 

た
「
元
気
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。
 
 
 

ま
た
、
同
規
模
の
豪
雨
を
想
定
し
た
防
 
 

災
訓
練
が
、
町
を
挙
げ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
 
 

土
砂
災
害
救
出
訓
練
か
ら
炊
き
出
し
訓
練
 
 

に
い
た
る
ま
で
、
自
分
た
ち
の
役
割
を
再
 
 

確
認
。
災
害
に
負
け
な
い
強
い
街
づ
く
り
 
 

へ
の
決
意
を
新
た
に
し
ま
し
た
 
 

由
 
 

激
流
と
の
戦
い
 
 

蔵
作
地
区
の
人
命
救
助
 
 

・
－
－
－
当
時
福
井
地
区
束
消
防
署
美
山
分
署
長
 
 

五
士
風
峰
雄
さ
ん
 
 

五
時
三
十
四
分
、
美
山
分
署
に
入
っ
 
 

た
福
井
水
害
の
第
一
報
は
蔵
作
川
の
氾
 
 

濫
で
し
た
。
消
防
士
三
名
が
す
ぐ
に
出
 
 

動
、
そ
の
中
の
一
人
が
、
当
時
分
署
長
 
 

を
務
め
て
い
た
五
十
嵐
さ
ん
で
し
た
。
 
 
 

通
常
の
ワ
イ
パ
ー
で
は
全
く
意
味
を
 
 

成
さ
な
い
ほ
ど
の
異
常
な
雨
の
降
り
方
 
 

で
、
既
に
冠
水
し
て
い
る
道
も
あ
り
ま
 
 

し
た
。
川
の
氾
檻
は
ひ
ど
く
、
す
ぐ
に
 
 

地
元
の
消
防
団
を
召
集
し
、
土
の
う
を
 
 

積
み
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
人
力
で
 
 

は
間
に
合
わ
ず
、
重
機
を
要
請
。
そ
れ
 
 

で
も
、
鉄
砲
水
の
よ
う
に
泥
水
が
上
流
 
 

か
ら
飛
び
出
て
く
る
。
こ
れ
は
も
う
止
 
 

め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
、
人
 
 

命
救
助
に
切
り
替
え
て
、
高
台
の
公
民
 
 

て
い
る
場
所
に
ま
で
走
る
激
流
は
忘
れ
 
 

ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
中
で
、
地
区
の
人
 
 

全
員
が
無
事
だ
っ
た
こ
と
は
、
奇
跡
と
 
 

言
っ
て
も
過
言
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。
 
 

さ
れ
そ
う
に
な
り
、
人
 
 

綱
で
引
き
戻
し
一
命
を
 
 

取
り
留
め
ま
し
た
。
 
 
 

こ
れ
ほ
ど
の
水
害
は
 
 

私
を
含
め
、
全
て
の
隊
 
 

員
に
と
っ
て
も
初
め
て
 
 

の
こ
と
で
す
。
■
家
の
軒
 
 

下
を
す
ご
い
勢
い
で
流
 
 

れ
る
泥
水
、
家
が
建
っ
 
 

鶴
に
地
区
の
人
た
ち
を
避
難
さ
せ
ま
し
 
 

た
。
家
に
留
ま
ろ
う
と
す
る
人
を
叱
り
 
 

と
ば
し
、
お
年
寄
り
を
お
ぶ
っ
て
激
流
 
 

の
中
を
避
難
所
ま
で
運
び
、
も
う
必
死
 
 

で
し
た
。
道
が
歩
け
る
状
態
じ
ゃ
な
い
 
 

所
は
、
高
台
か
ら
家
の
屋
根
に
梯
子
を
 
 

架
け
て
の
救
出
で
す
。
隊
員
の
一
人
が
 
 

川
と
化
し
た
道
路
で
流
■
l
 
 

■l▼√ヽ一                 ′ 

lJ  
ご′ 一止－－－   

積柳井書（小串塘■）  
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下
手
坂
小
学
校
は
地
域
の
絶
大
な
支
援
 
 

の
も
と
、
着
実
な
教
育
実
践
を
進
め
て
き
た
。
 
 
 

平
成
6
年
、
文
部
省
指
定
「
学
校
給
 
 

食
改
善
研
究
」
 
の
発
表
を
し
、
高
い
評
価
 
 

禽
下
宇
坂
小
学
校
 
 

■
‖
‖
い
 
■
－
h
r
T
 
 

を
得
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
の
自
然
・
環
 
 

境
を
大
切
に
し
た
教
育
を
進
め
、
毎
年
美
 
 

山
の
特
産
で
あ
る
「
そ
ば
」
 
の
栽
培
や
米
 
 

作
り
、
国
道
の
フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド
花
壇
づ
 
 

1
 
 
 

■
 
く
り
な
ど
の
体
験
 
 

子どもたちの手による花壇作り。  
活
動
を
取
り
入
れ
、
 
 

ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
 
 

子
ど
も
の
育
成
に
 
 

努
め
て
い
ま
す
。
 
 
 

秋
の
花
壇
「
フ
 
 

ラ
ワ
ー
・
ブ
ラ
ボ
 
 

ー
・
コ
ン
ク
ー
ル
」
 
 

で
は
何
度
も
人
質
 
 

し
、
平
成
5
年
に
 
 

は
自
治
大
臣
賞
を
 
 

受
賞
し
ま
し
た
。
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美
し
い
芦
見
川
を
は
じ
め
、
豊
か
な
自
 
 

然
に
恵
ま
れ
た
芦
見
小
学
校
は
、
早
く
か
 
 

ら
複
式
教
育
を
導
入
し
、
自
学
自
習
の
教
 
 

育
実
践
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
 
 
 

昭
和
3
4
年
に
福
井
県
へ
き
地
複
式
教
育
 
 

研
究
校
に
指
定
さ
れ
、
さ
ら
に
福
井
大
学
一
 
 

勒
芦
見
小
学
校
 
 

の
教
育
自
習
協
力
校
と
な
り
、
複
式
教
育
 
 

の
先
進
校
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
 
 
 

平
成
8
年
に
東
海
北
陸
へ
き
地
教
育
研
 
 

究
大
会
が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
教
職
員
の
 
 

前
で
、
堂
々
と
日
頃
の
成
果
を
発
表
し
、
 
 

大
好
評
を
博
し
ま
し
た
。
 
 

毎年1月26日には三八豪雪の雪崩の犠牲者の慰霊祭を行った。  

7月には地区の人を招待して七夕集会を行った。  

閉模式で児童・教職員・保護者全員が心を合わせて、校歌を歌った。  
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「
心
豊
か
に
た
く
ま
し
く
」
を
モ
ッ
ト
 
 

ー
に
し
て
い
る
羽
生
小
学
校
は
、
知
・
 
 

徳
・
体
の
調
和
の
と
れ
た
人
間
形
成
の
教
 
 

育
、
特
に
道
徳
教
育
に
力
を
入
れ
て
き
ま
 
 

し
た
。
 
 
 

昭
和
6
2
年
に
「
道
徳
教
育
研
究
」
 
の
 
 

轡
羽
生
小
学
校
 
 

文
部
省
指
定
を
受
け
、
「
心
豊
か
で
思
い
 
 

や
り
の
あ
る
、
助
け
合
い
、
励
ま
し
合
い
 
 

の
学
習
の
工
夫
」
を
テ
ー
マ
に
研
究
、
研
 
 

鎮
を
重
ね
、
平
成
元
年
そ
の
成
果
を
発
表
 

し
、
高
い
評
価
を
待
ま
し
た
。
地
域
社
会
 
 

の
中
で
の
道
徳
実
践
に
よ
り
、
よ
り
よ
き
 

伝統の朝の挨拶運動。この後整列して学校に挨拶する。   
人
間
の
形
成
を
目
 
 

指
す
社
会
奉
仕
活
 
 

動
や
、
挨
拶
運
動
 
 

は
今
も
続
け
ら
れ
 
 

て
い
ま
す
。
 
 

秋にはたくさんの地区の人に采てもらい、学習発表会をした。  



十二lざ．一二三ミl〒寺  

飯
降
山
を
仰
ぎ
、
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
 
 

れ
た
上
味
見
小
学
校
で
は
、
地
域
に
根
ざ
 
 

し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
教
育
実
践
が
な
さ
れ
て
 
 

き
ま
し
た
。
 
 
 

地
元
特
産
の
「
赤
か
ぶ
ら
」
を
栽
培
 
 

し
、
秋
に
は
大
野
の
朝
市
で
自
ら
販
売
す
 
 

上
味
見
小
学
校
 
 

る
な
ど
の
貴
重
な
経
験
を
「
チ
ビ
ッ
コ
農
 
 

業
寺
子
屋
」
体
験
発
表
会
で
発
表
し
、
平
 
 

成
2
年
に
最
優
秀
賞
を
受
賞
。
そ
の
後
1
0
 
 

年
間
連
続
出
場
し
、
特
別
賞
を
受
賞
し
ま
 
 

し
た
。
 
 
 

ま
た
平
成
1
0
年
に
子
供
会
と
し
て
、
 
 

満開の桜の下で、お花見給食。  「
中
部
日
本
優
良
 
 

子
ど
も
会
」
 
の
表
 
 

彰
を
受
け
ま
し
た
。
 
 
 

自分らで作った「赤かぶら」を、大野の朝市で売った。  

地区体育祭で恒例の全校生徒による、一輪車パレードを披露。  
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足
羽
川
の
清
流
の
恵
を
受
け
て
発
展
し
 
 

て
き
た
下
味
見
小
学
校
か
ら
は
、
学
者
や
 
 

画
家
な
ど
多
く
の
文
化
人
を
輩
出
し
て
き
 
 

ま
し
た
。
 
 
 

t  ‾‾ ‾‾‾ 一一－－－＿＿＿  

二丁一・■  

下
味
見
小
学
校
 
 

，■■■■乍 ＝一■■コ  

近
年
、
体
験
学
習
を
重
視
し
、
「
み
ど
 
 

り
の
少
年
隊
」
を
結
成
。
ユ
ニ
セ
フ
活
動
 
 

に
協
力
し
国
際
理
解
教
育
を
展
開
す
る
な
 
 

ど
、
心
身
と
も
に
健
全
で
人
間
性
豊
か
な
 
 

ミ、  

人
格
の
形
成
を
目
 
 

指
し
て
き
ま
し
た
。
 
 
 

ま
た
、
社
会
福
 
 

祉
教
育
の
実
践
が
 
 

認
め
ら
れ
、
県
知
 
 

事
表
彰
を
受
け
、
 
 

平
成
4
年
に
は
 
 

「
中
日
あ
お
ば
賞
」
 
 

を
受
賞
し
ま
し
た
。
 
 

歌を歌ったり意見発表をした。  

新校舎建築のため、平成2年4月より1年9カ月間、  
羽生小学校旧体育館で学ぶ。   

全校生徒による「ちょいやさ踊り」〈閉校記念パ川ティで〉。  
（平成13年）  
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清
流
足
羽
川
の
ほ
と
り
に
発
展
し
て
き
‖
 

た
上
宇
坂
小
学
校
は
、
地
域
の
学
校
に
寄
 
 

子
ど
も
会
活
動
な
ど
家
庭
・
地
域
と
学
校
 
 

が
一
体
と
な
っ
た
教
育
実
践
を
進
め
て
き
 
 

ま
し
た
。
 
 
 

せ
る
強
い
思
い
の
も
と
、
P
T
A
活
動
や
 
 

㊥
上
宇
坂
小
学
校
 
 
 

ま
た
、
教
育
研
究
に
も
積
極
的
に
取
り
 
 

組
ん
で
き
ま
し
た
。
金
銭
教
育
の
実
践
に
 
 

よ
り
「
子
ど
も
郵
便
局
」
が
昭
和
3
2
年
に
 
 

大
蔵
大
臣
賞
を
受
賞
。
 
 
 

近
年
は
、
学
校
給
食
・
学
校
安
全
と
い
 
 

う
健
康
・
安
全
教
育
に
大
き
な
成
果
を
あ
 
 

わとび大会′1  たくさんの保護者の見守  る中での、な   げ
、
平
成
元
年
に
 
 

「
学
校
安
全
教
育
」
 
 

で
文
部
大
臣
賞
、
 
 

平
成
2
年
に
は
内
 
 

閣
総
理
大
臣
賞
を
 
 

受
賞
し
ま
し
た
。
 
 

よはあちゃん  

ヽlっもあ∴埜ヒ皇  

祖父母学級で、みんな張りきって発表をした、，  

章や二 」 ・・  

校庭に積もった雪で、ゲル…フ別で雪の違背ん  

毎年夏休みには、ウオ棚キング大会が行われたLつ   
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芦
見
・
上
味
見
・
下
味
見
・
上
宇
坂
の
 
 

4
つ
の
小
学
校
が
統
合
さ
れ
、
平
成
1
3
年
 
 

に
美
山
啓
明
小
学
校
が
発
足
し
ま
し
た
。
 
 

遠
方
の
児
童
た
ち
は
ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
乗
 
 

っ
て
通
学
し
て
い
ま
す
。
 
 
 

ー、1L ＿ ノー．ト  

美
山
啓
明
小
学
校
 
 

校
舎
は
木
材
を
多
用
し
た
温
も
り
の
あ
 
 

る
建
物
で
、
中
央
に
は
図
書
館
が
配
置
さ
 
 

れ
、
町
立
図
書
館
と
連
携
し
、
全
職
員
が
 
 

工
夫
を
凝
ら
し
、
定
期
的
に
ブ
ッ
ク
ト
ー
 
 

ク
や
読
み
聞
か
せ
を
し
て
、
児
童
の
読
書
 
 

例年、マラソン大倉やまびこタイムで  
体力づくりをしている。  意

欲
を
高
め
る
取
 
 

組
み
を
し
て
い
ま
 
 

す
。
そ
の
ユ
ニ
ー
 
 

ク
な
読
書
指
導
が
 
 

高
く
評
価
さ
れ
、
 
 

平
成
1
6
年
に
は
文
 
 

部
科
学
大
臣
賞
を
 
 

受
賞
し
ま
し
た
。
 
 

■ j．∴ Ⅶ■k＿  
学校の全職員が読み聞かせ活動をする。  
吉元書活動ノックトⅦクで、字どもたちも発表。   

毎年、学年合同親子PTAウォーキング大会が開かれた。  

冬には恒例のスキ叫教室が宥われる。〈九弼巨スキ叫場〉  
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美
山
中
学
校
が
昭
和
3
5
年
に
発
足
し
て
 
 

以
来
、
三
人
豪
雪
、
五
六
豪
雪
、
平
成
 
 

1
6
年
の
豪
雨
水
害
と
幾
多
の
自
然
災
害
を
 
 

地
域
社
会
と
と
も
に
乗
り
越
え
、
輝
か
し
 
 

い
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
現
在
に
至
っ
て
い
 
 

ま
す
。
 
 
 

∇
美
山
中
学
校
 
 

⊥－、1 

‥JI L‘ィLl  

知
・
徳
・
体
の
調
和
し
た
心
身
と
も
に
 
 

健
や
か
で
た
く
ま
し
い
人
間
の
育
成
を
め
 
 

ざ
し
、
学
習
と
部
活
動
を
教
育
活
動
の
両
 
 

輪
に
す
乙
、
生
活
四
原
則
を
は
じ
め
生
徒
 
 

■
の
自
律
と
自
主
性
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。
 
 
 

ま
た
地
域
社
会
の
温
か
い
支
援
の
も
と
、
 
 

樺
色
の
あ
る
開
か
 
 

れ
た
学
校
づ
く
り
 
 

を
す
す
め
、
県
下
 
 

に
誇
る
中
学
校
と
 
 

し
て
発
展
を
続
け
 
 

て
い
ま
す
。
 
 

朝の登校風景。スクールバスを降りて校門で挨拶をかわす。  
（昭和58年）  

5月1日は開校記念日。恒例のマラソン大会が行われる。（昭和55年）  

9月、体育祭では若き情熱を出し切ってます。  

福井豪雨水害により被災した職員室の泥だし作業  
（生徒・教職員がボランティアの支援を受け復旧を果たした）  

（平成16年）   

学校祭の合唱コンクールでは、心を込めて歌わ7   



芦見地区  

み
や
ま
の
学
校
の
歴
史
 
 

美
山
町
は
と
て
も
教
育
熱
心
な
町
で
し
た
。
 
 

下宇坂地区  
＿．＿ 月月冶6  

‾・「癒塾壇軸細瞳   
明治6  明治6  明治6  

論破小学校 高田小学校   
創立  創立  

、，メ向寺に）  

明白知  
■芦見小学校創立  

（浄願寺に）  
・
i
・
－
・
・
㌢
↓
 
 

き
・
官
学
パ
書
W
・
 
 

明治13↓ （2校合 

併）  

↓  
市波小学校l   

∴．・・＝＝芦■．。  

明治20  明治20   

簡易科  簡易科  簡易科  
大宮小学校計石小学校南宮地小学校  
明治21、む  埴・  壷   

簡易科  尋常科  簡易科  
大宮小学校羽生小学校間戸小学校  
明治2傘レ  心  髄   

（3校合併）羽生尋常小学校  

簡易科所創、学校 簡易科籠谷小学校  
－
－
■
与
、
－
．
」
．
 
 

書
き
戸
i
亘
き
書
喜
 
 明和4 ↓  明治24   

（2校合併）簡易科芦見／l＼学校  F波尋常小学校 大久保尋常小学校  
l ヨ  

芦見尋常小学校  
明治25  

明治39   高等科をイ  

「  高等科を併置 羽生尋常高等小学校  
市波尋常高等小学  

（2校合伴）下宇坂尋常高等小雪■  

大正1   

宇坂大谷  
＿潮瀬開設  大正12  

高等科を併置芦見尋常高等小学校  

羽生村国民学校  

昭和22  

羽生小学校・（併設）羽生中孝板発足  芦副、学校・（併諭芦島中学校垂足  

膵ほ肝∩  
昭車型0＿  

美山村羽生小中学校  美山村芦見小中学校  

昭和32   

幼稚園併設  
昭和30   

幼稚園併設  

ナ ‾彗‾「叫  

1 ‥1「、  ヽ    ■■ヽ ■  

羽生小校舎  

地区体育会  

ll昧．  
i／． ■  
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予ニ手工二子一幸  

明治5年  

学制発布  

明治7  明治7   

蔵作小学校創立   
（蓮生寺に）  

明）冒b   

境寺小学校創立  
（法永寺に）  

中辛小学校創立   
＿（民家を借■りて）  

折立小学校創立  
（称名寺に）  

t  

折立小学校（独立校舎に）  

※樺太開拓の建策当事   
者の大野藩士早川釣   
斐が初代校長兼教員。  

▲富－・  

明細  
簡易科中手小学校  

明治19年  

学校令公布  
尋常小学校4年  

高等小学校4年  

明治25  

上味見壷常小学校   
（3校合併）上宇坂尋常小学校  

胡治29 l  
‾ 

＿＿ 

■拠出積出抑制一撃 瞭旬報■帽油島れ． 古♯積 ■．．．．．．． 伝心應l  
＋÷÷∵・′＋＋王十＋ん  

机書 常小学校6年 
、高等小  

学校カセ年に延長  
上宇坂尋常小学校朝脊へ新築開校  

明治44   

天田分教場  
（4学年以下）  高等科を併置 折立尋常高等小学校  高等科を併置  

上宇坂尋常高等小学校  

昭和16年  

国民学校令  
義務教育が小学校6  
年、中学校3年になる。  

昭和22年  

学校教育法の制定  
義務教育が小学校6  
年、中学校3年になる。  
国民学校を小学校に改  
称  

昭和30年  

美山村誕生  

昭和35年  

統合美山中学校発足  

昭和16  

下味見村国民学校  

輌2  
ノし 下味豆小幸校・“井設）下味見中学校発足  

⊥戸坂村国民学寸人  

昭和2よ  

上幸坂小学校   
（併設）  

上手坂中学校尭足  

！－ニー：三・・＝  

美山村下味見小中学校  

（昭和21年7  

美山村上幸坂小中睾校  
昭和3P＿  

昭和39年  

美山町誕生  

※平成13年 芦見・上棟見・下帳尻・上手脹の4小学校が統合し、美山啓明小学校開校  
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F宇坂  芦見   羽生  
中学校  中学校  中学校  

上味見  下味兄  上宇坂  
中学校  中学校  中学較  

平成10年6月 町議会で4小学校の統廃合を議決  

↓  
平成11年12月 統合小学校校舎完成  

昭和35 沖学校を統合足羽郡美山中学校  

校舎完成まで従前の6中学校校舎を教場とし、旧下宇坂中学校校舎に本部を置〈  

⊥  
朝谷島に校地を定め、第1期工事（校舎）完成  

↓・  
昭和37年  

↓  
昭和38年寄宿舎完成「洗心寮」三八豪雪  

平成12年10月  

、1  
平成12年11月校舎・体育館の落成式  

・↓  一  

平成13年1月 校章、校歌決定  

ヰ  

1  

全校舎（昭和38年）   

昭和39年麒〒  

′l、  

亜■  

↓  

平成13年6月 プール落成、プール開き  

体育館、グラウンドに  
平成16年   

「  

平成17年校舎・体育館復旧工事終了  

グラウンド復旧工事終了  

↓  

平成16年7月 福井豪雨で、グラウンドが被害を受ける   
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十手ニー圭三・ざき盲  

【美山と部活】  

部
活
動
に
燃
え
る
′
 
 

美
山
中
学
校
は
、
昭
和
3
5
年
に
下
宇
坂
こ
戸
見
土
羽
生
・
上
味
見
・
下
味
見
・
上
宇
坂
の
6
つ
の
中
学
校
が
統
合
し
て
発
足
 
 

平
成
1
8
年
で
4
5
年
を
迎
え
ま
す
。
学
校
創
立
以
来
、
学
習
と
部
活
動
の
両
立
を
図
り
な
が
ら
、
 
 

知
・
徳
・
体
の
調
和
の
と
れ
た
健
や
か
で
た
く
ま
し
い
人
間
形
成
を
め
ざ
し
て
き
ま
し
た
。
 
 

中
学
校
の
部
活
動
の
輝
か
し
い
歩
み
を
中
心
に
、
美
山
中
の
教
育
を
振
り
返
っ
て
み
ま
し
た
。
 
 

L  

「
結
果
よ
り
も
過
程
 
 

を
」
美
山
中
学
校
生
徒
 
 

が
部
活
動
に
取
組
む
モ
ッ
 
 

ト
ー
で
す
。
部
活
動
を
通
 
 

じ
て
最
も
重
視
し
て
い
る
 
 

こ
と
は
、
生
徒
指
導
上
の
 
 

効
果
で
す
。
そ
れ
は
勝
利
 
 

至
上
主
義
か
ら
は
決
し
て
 
 

得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
 
 

ん
。
目
標
や
高
い
志
に
向
 
 

か
っ
て
ひ
た
む
き
に
打
ち
 
 

込
み
努
力
す
る
忍
耐
強
 
 

さ
、
そ
こ
か
ら
培
わ
れ
る
 
 

強
い
精
神
力
と
た
く
ま
し
 
 

い
身
体
。
互
い
に
信
じ
あ
 
 

全校生徒で  

つくる  

部活動の  

歴史  

い
、
励
ま
し
あ
う
練
習
か
ら
生
ま
れ
る
友
 
 

や
先
輩
後
輩
の
温
か
な
人
間
関
係
。
中
 
 

学
校
卒
業
時
に
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
思
 
 

い
出
の
筆
頭
に
挙
げ
る
の
が
部
活
動
で
あ
 
 

り
、
部
活
動
で
の
体
験
を
励
み
や
自
信
と
 
 

し
、
学
習
や
生
徒
会
活
動
を
一
層
充
実
 
 

し
た
も
の
に
し
て
い
ま
す
。
 
 
 

生
徒
数
が
減
少
す
る
に
と
も
な
い
廃
部
 
 

し
て
き
た
部
活
動
も
多
く
、
現
在
は
、
男
 
 

女
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
野
球
、
女
子
ソ
フ
ト
 
 

ボ
ー
ル
、
男
子
卓
球
、
吹
奏
楽
の
6
つ
 
 

の
部
活
動
で
す
が
、
す
べ
て
の
生
徒
が
参
 
 

加
す
る
全
員
部
活
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
 
 

中
学
校
教
育
に
お
け
る
部
活
動
の
意
義
を
 
 

存
分
に
活
か
し
て
い
ま
す
。
 
 

羞
－
成
期
の
頃
 
 

昭
和
卸
～
亜
年
代
 
 
 

創
立
当
時
の
中
学
生
は
現
在
の
団
魂
 
 

の
世
代
と
い
わ
れ
る
層
で
、
生
徒
数
も
7
 
 

5
0
名
を
超
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
 
 

昭
和
4
0
年
代
の
1
0
年
間
に
は
年
々
減
少
 
 

し
、
3
5
0
名
ま
で
に
半
減
し
ま
し
た
。
 
 
 

美
山
中
の
部
活
動
の
先
駆
を
し
た
の
 
 

は
、
女
子
バ
レ
ー
部
で
し
た
。
多
田
晴
 
 

浪
先
生
の
徹
底
し
た
厳
し
い
指
導
に
よ
り
 
 

福
井
国
体
直
前
の
昭
和
亜
年
ま
で
の
間
 
 

に
2
2
6
連
勝
と
い
う
大
偉
業
を
達
成
 
 

し
ま
し
た
。
 
 
 

女
子
チ
ー
ム
に
刺
激
さ
れ
活
躍
し
た
の
 
 

が
、
男
子
バ
レ
ー
部
で
し
た
。
昭
和
4
1
年
 
 

の
県
新
人
大
会
で
は
男
女
ア
ベ
ッ
ク
優
勝
 
 

と
い
う
快
挙
を
成
し
遂
げ
、
当
時
の
選
手
 
 

の
多
く
が
高
校
生
に
な
っ
て
も
活
躍
。
福
 
 

井
国
体
の
少
年
チ
ー
ム
の
選
抜
メ
ン
バ
ー
 
 

に
も
な
り
ま
し
た
。
 
 
 

中
学
校
創
立
と
同
時
に
創
部
さ
れ
た
吹
 
 

奏
楽
部
（
当
時
 
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
部
）
 
 

は
、
昭
和
3
9
年
の
県
吹
奏
楽
大
会
で
優
 
 

秀
賞
を
受
賞
、
昭
和
4
3
年
1
0
月
の
福
井
 
 

国
体
の
式
典
演
奏
に
加
わ
り
ま
し
た
。
 
 
 

4
0
年
代
前
半
、
地
区
大
会
で
し
ば
し
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中
期
の
頃
 
 

昭
和
印
～
碍
年
 
 
 

こ
の
時
期
の
学
校
規
模
は
学
級
数
1
0
～
 
 

6
ク
ラ
ス
、
生
徒
数
は
3
3
0
～
2
5
0
 
 

名
で
中
規
模
か
ら
次
第
に
小
規
模
校
へ
変
 
 

わ
る
頃
で
し
た
。
 
 
 

男
子
バ
レ
ー
・
女
子
バ
レ
ー
・
相
撲
・
 
 

女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
・
男
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
 
 

ル
・
男
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
な
ど
数
 
 

多
く
の
部
活
が
福
井
地
区
の
常
勝
チ
ー
ム
 
 

と
な
り
、
新
た
な
黄
金
期
を
築
き
あ
げ
ま
 
 

し
た
。
5
0
年
代
前
半
に
は
吹
奏
楽
部
も
地
 
 

区
、
県
、
北
陸
大
会
で
入
賞
を
果
た
し
 
 

ま
し
た
。
 
 
 

特
筆
す
べ
き
は
、
相
撲
部
の
活
躍
で
 
 

す
。
昭
和
4
4
年
か
ら
、
地
区
大
会
で
は
、
 
 

毎
年
優
勝
者
を
輩
出
し
、
「
強
豪
・
美
山
 
 

中
」
 
の
名
を
馳
せ
ま
し
た
。
昭
和
5
2
年
、
 
 

5
3
年
に
は
連
続
し
て
全
国
大
会
に
出
場
、
 
 

全
国
中
学
生
相
撲
選
手
大
会
で
は
、
い
 
 

練
習
に
励
ん
で
い
ま
し
た
。
4
0
年
代
半
ば
 
 

か
ら
、
地
区
大
会
や
県
大
会
で
優
勝
と
い
 
 

う
輝
か
し
い
栄
光
の
記
録
に
新
た
に
名
を
 
 

連
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
相
撲
・
女
 
 

子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
・
男
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
 
 

ー
ル
部
で
す
。
 
 

ば
優
勝
の
記
録
の
あ
る
の
が
女
子
体
操
部
 

で
す
。
狭
い
体
育
館
の
一
部
を
使
用
し
、
 

員
肌
V
 
 

平
成
現
代
 
 
 

の
O
B
が
甲
子
園
球
児
と
し
て
活
躍
し
 
 

ま
し
た
。
 
 

ず
れ
も
決
勝
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
 
 

に
進
出
し
ま
し
た
。
 
 
 

男
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
 
 

部
は
、
県
大
会
優
勝
の
栄
冠
 
 

に
も
輝
い
た
が
、
生
徒
の
減
 
 

少
に
よ
り
昭
和
5
4
年
夏
季
大
 
 

会
を
最
後
に
残
念
な
が
ら
廃
 
 

部
と
な
っ
た
。
 
 

一
方
、
開
校
と
同
時
に
創
 
 

部
の
野
球
部
も
、
昭
和
5
6
年
 
 

に
は
春
、
夏
と
地
区
を
勝
■
ち
 
 

上
が
り
、
県
大
会
に
駒
を
進
 
 

め
、
夏
に
は
県
大
会
3
位
、
 
 

5
8
年
に
も
新
人
戦
地
区
3
位
 
 

と
い
う
結
果
を
残
し
て
い
る
 
 

ほ
か
、
高
校
進
学
後
も
多
く
 
 

i  ＿   ＿  
［男子バレー部］  

北信越石川大会、翌年全中ベスト8の 「  
足がかりをつかんだ。  j  

L女子ソフト部］  

北信越石川大会、元気よく飛び出すナイン  
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十〒二号三さき亨  

の
一
貫
と
し
て
部
活
動
に
取
組
み
頑
張
っ
 
 

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、
生
活
の
充
実
 
 

感
や
勉
学
に
も
好
影
響
と
な
り
、
進
学
に
 
 

も
立
派
な
結
果
を
生
ん
で
い
ま
す
。
 
 
 

近
年
の
部
活
動
の
成
績
と
し
て
は
、
男
 
 

子
バ
レ
ー
や
女
子
ソ
フ
ト
が
常
に
地
区
の
 
 

優
勝
争
い
に
か
ら
み
、
県
大
会
の
常
連
と
 
 

な
っ
て
い
る
の
に
加
え
、
平
成
5
年
に
新
 
 

設
し
た
男
子
卓
球
部
も
力
を
つ
け
て
き
て
 
 

い
ま
す
。
 
 

最
近
の
各
部
の
成
績
 
 
 

女
子
ソ
フ
ト
部
、
平
成
5
年
夏
の
県
 
 

大
会
2
位
、
北
信
越
大
会
ベ
ス
ト
8
を
 
 

皮
切
り
に
、
地
区
、
県
北
信
越
大
会
の
 
 

常
連
と
な
り
、
中
部
日
本
大
会
で
準
優
 
 

勝
を
飾
る
な
ど
素
晴
ら
し
い
成
績
を
残
し
 
 

強
豪
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
 
 
 

男
子
バ
レ
ー
部
、
平
成
3
年
の
県
新
 
 

人
大
会
か
ら
、
ほ
ぼ
地
区
大
会
は
制
覇
 
 

し
、
県
大
会
出
場
上
位
入
質
を
果
た
し
、
 
 

北
信
越
大
会
ま
で
駒
を
進
め
る
福
井
県
の
 
 

名
門
と
し
て
復
活
し
ま
し
た
。
特
に
平
成
 
 

1
1
年
春
夏
と
県
2
位
で
北
信
越
大
会
に
 
 

出
場
し
、
見
事
優
勝
。
続
く
全
中
大
会
 
 

で
も
ベ
ス
ト
8
に
入
賞
と
い
う
輝
か
し
い
 
 

成
績
を
残
し
て
い
ま
す
。
 
 
 

男
子
卓
球
部
は
、
団
体
戟
で
平
成
1
1
 
 

年
夏
の
県
大
会
2
位
、
秋
季
県
新
人
大
 
 

金
3
任
。
1
2
年
 
 

秋
の
鼎
新
人
大
金
 
 

健
勝
な
ど
、
カ
静
 
 

近
年
は
地
区
突
破
、
 
 

県
大
会
出
場
を
目
指
し
 
 

頑
張
っ
て
い
ま
す
。
 
 

発
揮
し
て
い
ま
す
▲
 
 
 

女
子
バ
レ
1
・
軟
一
 
 

式
野
球
部
、
部
員
数
 
 

の
少
な
さ
が
悩
み
で
、
 
 

唯
一
の
文
化
部
の
吹
奏
 
 

楽
部
、
生
徒
数
の
減
少
の
 
 

影
響
は
大
き
く
、
少
人
数
■
 
 
ち
∴
↑
 
 

て
い
ま
す
が
、
日
々
の
練
習
は
充
実
し
て
 
 

お
り
、
近
年
は
中
日
・
全
日
コ
ン
ク
ー
ル
 
 

と
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
コ
ン
テ
ス
ト
で
、
常
に
 
 

地
区
代
表
と
し
て
県
大
会
に
出
場
。
さ
ら
 
 

に
、
全
日
本
北
陸
大
会
や
中
日
大
会
本
 
 

選
な
ど
に
も
度
々
進
出
し
、
金
賞
や
優
秀
 
 

賞
を
受
賞
。
平
成
1
7
年
1
0
月
の
中
部
日
 
 

本
吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル
本
大
会
 
（
浜
松
 
 

市
）
 
で
は
、
み
ご
と
3
位
に
入
賞
し
ま
し
 
 

た
。
 
 

で
の
編
成
を
余
儀
な
く
さ
れ
 
 
ー
 
1
 
 

＿＿ －「－  

■
「
 
 

［野球部］  

地区大会選手宣誓する主将（福井市営球場）  

［男子卓球部］  

部員数減少の現在も健闘している（壮行会）  
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「■■  

春に感謝す三条  
■
 
 

＿鳴、  ヽ＼  

毎年5月5日の子どもの日に、河内の住吉神社で行われるじじぐれ祭りは、   

約1000年の伝統を持ち、県の無形文化財の指定を受けた祭りです。   

伝
承
に
よ
る
と
祭
り
の
由
来
は
、
こ
の
区
の
 
 

上
比
丘
尼
の
「
神
の
森
」
か
ら
、
現
在
の
小
 
 

谷
の
山
に
創
建
さ
れ
た
社
殿
に
、
和
さ
ま
を
お
 
 

移
し
し
た
遷
座
の
儀
式
を
今
に
伝
え
た
も
の
 
 

で
、
神
社
草
創
期
の
柴
み
こ
し
を
造
り
、
ね
 
 

そ
、
ぐ
ん
ど
藤
に
よ
る
結
束
の
技
術
な
ど
が
た
 
 

い
へ
ん
貴
重
だ
と
県
無
形
文
化
財
の
指
定
を
 
 

受
け
ま
し
た
。
 
 

痘簡弔命  中筒弔命   上簡芳命  
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じ
じ
ぐ
れ
祭
り
は
、
朝
五
時
神
社
前
に
集
 
 

合
し
、
ブ
ナ
切
り
、
よ
り
代
作
り
、
台
座
造
 
 

り
の
三
チ
ー
ム
に
分
か
れ
、
ま
ず
ブ
ナ
切
り
が
 
 

山
へ
出
発
し
ま
す
。
 
 
 

台
座
造
り
は
、
丸
太
で
井
桁
を
組
み
、
そ
 
 

れ
に
杉
と
ツ
バ
キ
を
四
角
に
結
束
し
、
ネ
ソ
と
 
 

ぐ
ん
ど
藤
で
台
座
に
か
け
、
十
人
が
か
り
で
、
 
 

カ
ケ
ヤ
で
打
ち
な
が
ら
し
め
上
げ
て
い
き
ま
す
。
 
 
 

そ
の
台
座
に
シ
デ
ヤ
プ
ナ
の
枝
を
さ
し
こ
み
、
 
 

み
こ
し
の
中
央
に
神
社
が
祀
る
三
体
の
神
さ
ま
 
 

を
、
三
体
の
よ
り
代
の
花
束
と
し
、
代
を
つ
 
 

け
て
打
ち
こ
み
ま
す
。
 
 

J
血
r
川
7
 
＋
≠
 
 

啓一貫い  ンド7ミノで－しめち  

一
 
 
 

午
後
二
時
、
 
 

神
主
に
よ
る
祝
詞
 
 

が
あ
げ
ら
れ
、
神
酒
 
 

を
み
こ
し
に
ふ
り
か
け
1
 
 

柴
み
こ
し
の
出
発
で
す
。
 
 

「
千
代
、
千
代
、
千
代
の
 
 

花
の
都
の
 
 

手
に
手
を
こ
め
て
、
山
そ
れ
、
そ
、
わ
、
か
」
 
 

の
御
神
歌
を
歌
い
な
が
ら
柴
み
こ
し
を
ゆ
す
り
、
 
 

さ
し
上
げ
、
村
中
を
舞
い
狂
う
の
で
す
。
 
 
 

祭
り
は
古
い
し
き
た
り
に
従
っ
て
氏
子
の
家
 
 

を
巡
り
、
神
殿
に
帰
っ
て
き
ま
す
。
祭
り
の
ク
 
 

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
神
の
よ
り
代
で
あ
る
花
の
 
 

争
奪
戟
で
す
。
 
 
 

そ
れ
は
そ
の
年
の
縁
起
を
占
う
意
味
も
あ
 
 

り
、
華
や
か
で
激
し
く
奪
い
合
う
姿
は
祭
り
の
 
 

見
ど
こ
ろ
で
す
。
昔
は
子
ど
も
み
こ
し
も
あ
り
、
 
 
 

子
ど
も
み
こ
し
が
先
導
し
ま
し
た
。
こ
 
 

の
宮
の
神
さ
ま
は
「
女
の
神
さ
ま
」
 
 

で
子
ど
も
好
き
、
子
ど
も
み
こ
し
を
 
 

大
切
に
し
、
み
こ
し
に
参
加
で
き
な
 
 

女
の
人
は
、
お
か
ゆ
を
神
前
に
そ
な
え
、
子
ど
 
 

も
に
角
力
（
す
も
ヱ
 
を
さ
せ
、
そ
な
え
た
お
 
 

か
ゆ
を
食
べ
、
小
さ
い
狛
犬
を
寄
進
し
ま
し
 
 

い
幼
少
の
子
に
は
、
ブ
ナ
の
枝
で
等
み
 
 

こ
し
を
作
り
先
導
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
角
力
 
 

（
す
も
う
）
 
好
き
の
神
さ
ま
で
、
乳
の
出
な
い
 
 

た
。
そ
れ
で
小
さ
い
狛
犬
が
、
神
殿
に
た
く
さ
 
 
 

ん
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
 

「
じ
じ
ぐ
れ
祭
り
」
と
は
「
じ
じ
ふ
り
祭
り
」
 
 
 

が
な
ま
っ
た
も
の
で
「
野
山
の
春
の
気
配
に
心
 
 
 

が
奮
い
立
つ
」
と
い
う
意
味
で
、
春
に
感
謝
 
 
 

す
る
祭
り
で
す
。
 
 
 

■
 
 

l
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」
 
 

式内八幡神社（東河原八幡神社）で  

9月敬老の日の前日の夜におこわれる鉾出しは、地区の人たちが  

地区のためにおこなう昔ながらのみんなのお祭りです。   

式
内
八
幡
神
社
秋
季
大
祭
の
よ
い
み
や
に
 
 

は
、
「
鉾
出
し
」
と
よ
ば
れ
る
一
風
変
っ
た
祭
 
 

り
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
 
 
 

こ
れ
は
三
韓
征
伐
の
勝
利
を
記
念
し
た
古
 
 

い
神
事
で
、
戦
国
時
代
の
兵
乱
に
一
向
暴
徒
 
 

の
難
を
避
け
た
記
念
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
 
 

っ
た
と
い
い
ま
す
。
 
 
 

祭
り
の
朝
5
時
、
地
区
の
老
人
が
拍
子
木
 
 

を
た
た
き
ま
す
。
祭
り
の
は
じ
ま
り
で
す
。
 
 

そ
し
て
夕
刻
、
地
区
の
集
落
セ
ン
タ
ー
の
前
 
 

の
太
鼓
が
鳴
り
出
す
と
、
祭
り
の
主
役
で
あ
 
 

る
若
者
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
若
者
た
 
 

ち
は
、
先
が
さ
さ
ら
状
に
な
っ
た
青
竹
を
一
 
 

竿
持
ち
、
人
口
で
「
鉾
出
せ
」
 
「
鉾
出
せ
」
 
 

と
叫
び
ま
す
。
 
 
 

鳥
居
と
人
倫
法
、
新
月
、
太
陽
の
紋
様
を
 
 

染
め
た
垂
れ
布
を
掛
け
た
傘
を
差
し
、
正
装
 
 

し
た
区
長
と
神
官
が
出
て
き
ま
す
。
傘
を
掲
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伝
説
の
神
功
皇
后
を
さ
す
と
い
い
ま
す
。
 
 
 

竿
を
持
っ
た
若
者
た
ち
は
 
（
三
韓
ま
で
）
 
 

「
遠
い
ぞ
」
 
「
遠
い
ぞ
」
と
叫
び
な
が
ら
、
神
 
 

社
へ
の
道
を
前
駆
け
し
ま
す
。
途
中
と
こ
ろ
 
 

の
を
着
て
帽
子
を
か
ぶ
り
十
 
 

の
お
 
 
り
活
躍
し
た
 
 

字
架
を
持
っ
た
若
者
を
中
心
に
し
て
、
若
者
 
 

た
ち
は
み
な
で
激
し
く
竿
を
打
ち
合
わ
せ
、
そ
 
 

れ
は
暗
い
宵
闇
の
鎮
の
杜
に
猛
々
し
く
響
き
 
 

渡
り
、
勇
壮
な
眺
め
で
す
。
 
 
 

社
殿
に
つ
く
と
、
若
者
た
ち
は
竿
で
社
殿
 
 

を
打
ち
な
が
ら
ま
わ
り
を
七
回
半
巡
り
ま
す
。
 
 

区
長
も
一
緒
に
社
殿
を
ま
わ
り
な
が
ら
、
隙
 
 

を
見
て
社
殿
に
入
ろ
う
と
し
ま
す
が
、
若
者
 
 

た
ち
に
阻
ま
れ
ま
す
。
 
 

祭
り
も
い
よ
い
よ
盛
り
上
が
り
、
輿
 
 

が
頂
点
に
達
し
た
こ
ろ
、
区
長
 
 

は
社
殿
に
傘
を
納
め
、
祭
 
 
 

り
は
終
わ
り
ま
す
。
 
 

こ
の
あ
と
若
者
ら
は
古
 
 
 

来
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
 
 
 

「
や
ん
し
き
」
 
や
「
チ
ョ
 
 

■
イ
ヤ
ー
サ
」
な
ど
の
踊
り
 
 

を
舞
い
、
社
殿
で
は
御
 
 

■
神
酒
を
い
た
だ
き
ま
す
。
 
 
 

五
百
年
以
上
の
伝
統
 
 

■
を
持
つ
古
い
神
事
で
あ
る
 
 

鋳
出
し
は
、
い
に
し
え
の
 
 

生
活
を
今
に
伝
え
る
と
と
 
 

も
に
、
地
区
の
み
ん
な
で
 
 

す
ご
す
懐
か
し
い
祭
り
の
 
 

思
い
出
と
し
て
、
地
区
 
 

と
人
と
人
と
を
結
び
つ
け
 
 

て
い
ま
す
。
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ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
が
行
わ
れ
ま
す
。
 
 
 

広
い
田
ん
ぼ
の
中
の
道
を
、
地
図
を
片
手
に
、
 
 

あ
ち
こ
ち
に
用
意
さ
れ
た
、
ゲ
ー
ム
や
ク
イ
ズ
に
 
 

答
え
な
が
ら
、
ど
れ
だ
け
速
く
コ
ー
ス
を
回
れ
る
 
 

か
が
勝
負
－
・
 
 
 

町
外
の
人
も
参
加
し
て
、
わ
き
あ
い
あ
い
。
美
 
 

山
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
に
答
え
を
教
え
て
あ
げ
 
 

た
り
、
難
し
い
問
題
は
み
ん
な
で
考
え
て
知
恵
を
 
 

絞
っ
た
り
、
み
ん
な
仲
間
、
み
ん
な
こ
の
美
山
で
、
 
 

ひ
と
つ
に
な
り
ま
す
。
 
 

背
年
8
月
に
は
、
美
山
の
美
し
い
自
然
の
中
で
 
 

l▲‾d■山二一－」・」 」＿．▲」ご一▲一山   ．＿ノ   

．
－
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■
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ラ
り
－
 
 
 

ll■  

・J！ll■■′■■  
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ー
 
 

l
l
 
 

l
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喜
と
ス
ケ
差
異
 
 

美
山
を
描
き
続
け
る
豊
田
三
郎
画
伯
の
指
導
の
 
 
 

も
と
に
、
美
山
を
描
き
競
う
ふ
る
さ
と
ス
ケ
ッ
チ
 
 
 

大
賞
は
、
絵
を
愛
す
る
人
た
ち
が
心
待
ち
に
す
る
 
 
 

ス
■
ア
キ
な
も
よ
お
し
。
 
 

毎
年
1
0
0
人
以
上
の
絵
画
フ
ァ
ン
が
集
ま
り
、
 
 
 

旧
卜
味
見
小
学
校
を
拠
点
に
開
催
さ
れ
ま
す
。
 
 

美
山
の
美
し
い
自
然
と
ふ
れ
あ
い
、
豪
雨
災
害
 
 
 

の
爪
痕
に
心
が
痛
む
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
「
愛
情
 
 
 

を
持
ち
、
感
動
を
心
で
描
い
て
」
と
い
う
豊
田
画
 
 
 

伯
聖
一
百
葉
に
、
み
ん
な
新
鮮
な
気
持
ち
で
絵
筆
を
 
 
 

取
り
、
真
っ
白
な
キ
ャ
ン
バ
ス
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
 
 
 

ま
す
。
 
 

l  

ヽご  

l、－一■■  

プ
 
 

一■岬  
国
道
1
5
8
号
線
の
三
万
谷
～
市
波
間
は
、
美
 
 

山
の
玄
関
口
。
 
 
 

美
山
に
住
む
人
、
美
山
を
訪
れ
る
人
の
日
を
喜
 
 

ば
せ
る
た
め
に
、
毎
年
沿
道
に
花
を
植
え
る
「
花
 
 

い
っ
ぱ
い
運
動
」
を
続
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
7
 
 

月
と
も
な
れ
ば
、
あ
ざ
や
か
な
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
、
 
 

サ
ル
ビ
ア
の
花
た
ち
が
ま
ぶ
し
く
沿
道
を
飾
る
の
 
 

で
す
。
 
 
 

こ
の
「
フ
ラ
ワ
ー
ロ
ー
ド
」
は
小
学
生
か
ら
大
 
 

人
ま
で
、
た
く
さ
ん
の
人
の
善
意
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
 
 

ア
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
 
 

の
心
を
受
け
て
、
明
る
く
、
美
し
い
花
が
咲
き
誇
 
 

り
ま
す
。
 
 

L
．
■
＝
一
一
与
力
袖
別
罰
．
・
 
 
 

ワ
一
口
ー
ド
R
ゝ
 
 

1
 
 

■
n
】
■
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みやまスケ、ソチ  

▲▲  

」
調
川
に
沿
 
 

は
 
 

と
、
芦
見
地
区
に
目
を
引
く
か
わ
い
い
看
板
と
花
 
 

畑
、
そ
し
て
キ
ャ
ン
プ
場
「
リ
ズ
ム
の
森
」
が
見
 
 

え
て
き
ま
す
。
 
 
 

は
な
祭
り
は
、
地
区
の
人
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
 
 

み
ん
な
で
つ
く
る
手
作
り
の
夏
の
お
祭
り
。
自
分
 
 

た
ち
の
町
の
こ
と
は
、
自
分
た
ち
で
や
ろ
う
と
計
 
 

画
、
早
い
も
の
で
3
回
目
と
な
り
ま
す
。
お
祭
り
 
 

の
歌
「
花
畑
」
や
「
ひ
ま
わ
り
サ
ン
バ
」
 
の
振
り
 
 

付
け
を
考
え
て
み
ん
な
で
踊
っ
た
り
、
オ
カ
リ
ナ
 
 

や
大
正
琴
の
演
奏
 
 

会
も
あ
り
、
ち
ょ
 
 

つ
と
し
た
大
人
の
 
 

文
化
祭
み
た
い
…
。
 
 
 

花
畑
も
こ
の
お
 
 

祭
り
も
、
共
に
大
 
 

き
く
育
た
せ
た
い
 
 

と
頑
張
っ
て
い
ま
 
 

す
。
 
 

っ
て
道
を
し
ば
ら
く
上
っ
て
い
く
 
 

■
 
 

温
泉
。
周
辺
に
は
豪
族
の
館
を
再
現
し
た
伊
自
良
 
 

館
や
、
白
壁
に
宋
色
の
柱
が
鮮
や
か
な
赤
心
資
料
 
 

館
、
発
掘
中
の
伊
自
良
氏
館
跡
が
点
在
し
、
思
 
 

い
は
南
北
朝
時
代
ヘ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
。
 
 
 

の
れ
ん
を
く
ぐ
れ
ば
、
湯
け
む
り
の
中
に
光
が
 
 

ふ
り
そ
そ
ぐ
浴
槽
、
窓
の
外
に
広
が
る
眩
し
い
ほ
 
 

ど
の
緑
、
柔
ら
か
な
感
触
の
湯
。
町
内
外
の
リ
ピ
 
 

ー
タ
ー
も
多
く
、
こ
の
静
か
な
温
泉
も
週
末
に
な
 
 

る
と
地
元
の
人
や
家
族
連
れ
で
賑
わ
い
ま
す
。
 
 
 

「
ど
こ
か
ら
来
な
さ
っ
た
？
」
「
ぼ
く
、
い
く
 
 

訳
汚
∴
■
 
 
 

地
元
の
人
と
の
語
ら
い
も
温
か
く
、
生
命
の
源
 
 

が
感
じ
ら
れ
る
温
泉
で
す
。
 
 

の
ド
ー
ム
に
包
ま
れ
た
、
の
ど
か
な
日
帰
り
 
 

血
照
 
J
 
 

」
F
 
 

」
天
山
の
新
し
い
名
所
、
美
山
観
光
タ
ー
ミ
ナ
ル
 
 

は
、
美
山
駅
と
初
の
コ
ン
ビ
ニ
も
併
設
さ
れ
て
明
 
 

る
く
便
利
に
な
り
、
み
ん
な
の
顔
も
朗
ら
か
。
 
 
 

1
R
越
美
北
線
福
井
～
美
山
間
は
福
井
豪
雨
 
 

災
害
以
来
い
ま
だ
復
旧
せ
ず
、
バ
ス
の
代
行
運
転
 
 

で
す
が
、
駅
を
利
用
す
る
人
た
ち
の
風
景
は
今
も
 
 

昔
も
か
わ
ら
な
い
。
一
日
の
始
ま
り
の
緊
張
と
期
 
 

待
と
が
入
り
交
じ
っ
た
忙
し
い
朝
で
す
。
 
 
 

ひ
と
り
ふ
た
り
と
駅
に
集
ま
っ
て
く
る
生
徒
達
、
 
 

遅
れ
そ
う
な
学
生
の
た
め
、
1
R
の
駅
員
さ
ん
は
 
 

バ
ス
や
電
車
を
と
め
て
待
っ
て
い
て
く
れ
ま
す
。
 
 
 

こ
ん
な
の
ん
び
り
し
た
光
景
も
美
山
な
ら
で
は
。
 
 

観
光
タ
1
三
ナ
ル
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飽四境神社（襲夏型頃）  優剋壁嘩堆」＿一＿＿．．＿‖…．＿＿＿叫心⊥，  
吉崎に移住していた第5代了宗則ま、吉幅御坊の火災の際  

■寺伝にまる七丁藤戸の渡じ切合戦で武勲を立てだ丁源氏  
の武将佐々木三郎盛網が開基。天明5年（1786）に建て  
られた八脚楼門の山門は、桃山時代の華麗な建築様式を  
取り入れており、元禄2年（1689）に造られた本堂は、ほ  
ぼ当時の形で現存している。  

猛火の中に飛び込んで、蓮如上人愛用の親鸞上人真筆の  
経典を、自分の腹を割って押し込み焼死した。了顕が死守  
した「應籠りのお聖教（血染めのお聖教）」は京都西本願寺  

に現存している（国指定重要文化財）。大野藩主松平但馬  

寺や、福井藩主松平吉品らが深く帰依した⊥｝■■  

地区の言い伝えによると、八幡神社の境内には巨大な悼  
の木があり、村の半分はその四方に伸びた根の下にあっ  
たことから樺神社の名称が生れたという。毎年9月14日の  
夜、三韓征伐の勝利を記念した神事「鉾出し」が奉納さ  
れる。  

＋★十十三十  

十王像は、通常閻魔王  
を入れて10体造られる。  

一般に問魔王は座像が  
多い中、東河原区の八  
幡神社のものは立像。  
現在は8体。  
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‥・葦諾芸譜  ■．．早ザ  
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十十   」ご・■、：   

．1 r  疇 「l  

．▲一・ご ・■・J  

県指定文化財   一  

二二二二  
時代 鎌倉期  
銘「匡l宗」全長96．5cm 刃長77つ（m  

i＋  

81＼嘩狸杜（奉堤1酉俣1…＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…＿＿＿＿  

東俣と西俣の字境界地にあり、元は無格杜であったが、  
明治時代に村社に列した。  

県指定文化財  

時代 平安後期  
像高91cm 頭体の根幹部  
を一木オから木取りをなし、  
内割りが施されている。彫  
眼、螺髪は小粒、衣支線は  
浅く単純で、全般に素朴感  
がただよう像。  

時代 中世初粛‘  
伊自良氏の守護神と伝えられ、  
契印として斧と索を手に持っ  
ている。  

■   
－′  、一■  

町指定文化財   

晴代 平安後期  
像高52cm完好優美な偵。  
造形的に秀でており、損傷  
もほとんど無いため、史料  
的にも貴重な像。  

¢樺ハ嘩裡杜（中辛）＿．＿＿  
中世初頭め頃こ  大野郡式内9社の1つに数えられてし   

8泰白翠坦阻（空車）＿＿＿…＿＿＿…＿  の地一帯を支配した伊自良氏の外護のもとに社寺が造営  
され、古拝殿や平安時代の仏像などが県指定文化財に数  
多く遺存されている。   

県指定文化財  
i蒜  

■ 葺  

¢空行責！層雲軌＿＿…＿＿＿＿F  

折立にある称名寺の開基、源氏の  
武将佐々木三郎盛綱（法名は西念  

坊光実）の四代目、真空の子祐覚  

が開基。   

町指定文化財   

晴代 鎌倉後期  
像高59cm玉眼、頭体一材。上  
半身は裸体で、下半身に裳を着  
け二歳時の太子の姿「南天太子  
像」。童形は県でも珍しい。  

8撃廼責（河卿．‖＿＿－＿＿＿＿＿■＿‖＿＿＿＿＿＿…＿＿＿＿＿‖＿－  
聖徳寺は、真宗高田派の古刹で、もとは聖徳太子像を祀  
る太子堂を中心とした寺。開創は謀倉時代で、本堂は江  
戸時代に焼失し、寛政初頭に再建された。総ひのき造り  
の豪壮な建築。  
県指定文化貝オの聖徳太子立像を始め、聖徳太子尊像の寺  
護太刀として今日に伝わる「宝刀小龍丸」や、壷雪の大  
作「白魚唐子遊戯の屏風」など多くの宝物を有する由緒  
ある寺院。  

時代 鎌倉期  
単層四柱造り。東西の一間通りを羽目板で囲み、仏像を  
安置する以外は吹き放し。建物は廃材が使用されており、  
面取りの大きい角柱2本の他は円柱で、隅柱には唐草文  
様の肘木もつけられている。  赤谷川沿いの赤谷西村の天満神社は、文治年中（1185  

～1189）に、赤谷に隠棲した平家が創建したと伝わって  
いる。   

晴代 藤原晴代  
金銅造りのこの釈迦如来  
坐條は、鋳造の手法によ  
り作られ王朝の美しさがあ  
る。この像は平維盛の持仏  
といわれ、実際に8cmの  
小像ながらその洗練された  

手法は、古代未の中央の  
貴族と関係があるという。  

腱粍棚  

㈱触脚坤辛 鈷廿ビ下地軸  
仲里純正畢り、舶  
剛蜘8零れ穣  
牌胞銅組錘軸埴  
壇細蛤和軌帽●  

県指定文化財  

時代 平安後期  
寄木造り。像の表面を平明にすきあげる手法。伊自良氏  県指定文化財   

時代 鎌倉期  
寄木造り。胡粉で下地を  
つくり、朱・緑青・金泥  
などの彩色がされている。  

16歳の聖徳太子の姿を写  

実的に表規している。文  
化庁による解体修理の際  
胎内名が発見され、西妙  
の名が記されていた。道  

立の紀年、仏師、願主が  
明らかな貴重な像。  
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【美1山  

¢頁麺負号き∃＿ウ空木債軋  
真杉家の旧庭園跡にある多罪葉（タラヨ  
ウ）の古木は、樹齢1000年以上とし＼われ、  
，樹高は全国1位、幹囲は埼玉県慈光寺に  
次いで2番目。昭和49年4月に県の天然  
記念物に指定された。   

【藩政時代、川との闘い】  

8藁担噸野師＿＿＿＿＿＿……  

¢最絹担麒剛胆御＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

古より美山に住む人びとは川の恩恵を受  
け、また一方では川の脅威と闘．ってきた。  

藩政時代には高田区には水害防止や復旧  
作業などの川除普請を采配した御普請所  
が、晶ケ瀬区には析立から下流で起こった  

川の決壊や土砂流入の際に川欠普請を采  
配した御普請所があった。  

音
楽
し
む
 
 

′
1
一
r
T
 
 

う■  ．√ コ  

＿′ノ⊥ 金朝彗星鉛琴寧邸   

【  

○ －■■－ 

し】  
切  

－－－一一－－－→－－－－－－－一－一一一－一一－■一一■一†●■・■■  

この地は美濃街道の難所だった。大岩の  
下にある淵の主、掃（かわうそ）が村人に  

この切り通しを教えたことから村名がつい  
たといわれている。  

8少狸毒水中昂渾ゝ臥＿＿＿＿‖＿＿  

Q朝彗申渡レ臥＿＿＿＿…＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

近代的な道路や橋が登場するまで、川は流  
域に住む人声の交通や運搬に利用されて  
いた。小和清水には珍しい馬渡し、朝答  
には美濃街道から油田道へ通じる足羽川  
の渡船場が、朝谷島にはかつて池田から流  
送した筏を止めた「筏留め」があった。  
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．¢票奉撃と苦衷嘩上寿  凱欒牽壁  ■ゝ－J・一一・一】■ニーん一三  

と軸ぢち部昌  
泰出航咄曲が  
酎梢．し掛佃  粍躍悪 

赤呑区わ平家壁・と呼ば在る切り  
険しいがけの中尉こ、平家塚－と  つ

ば
 
立
・
呼
 
 

があ二号。匡塚有事コ  

細
く
毎
．
日
 
 

ポ惹奉く染地た  
こ■どからつけられ  
たといチ。  

・ ∴伊自良氏館  

J   ’ 

1 嬰享弛軸睦子錘雪中め雨  
ト宗哀菰去壷毎去享あ南京左崩  

・もって河内に住聖？き、平家の象御であ  
・盛衰蝉嘩軋－－一  
言い伝えによ．る－と赤御こ隠れ住んだ平  

：家の武士忙ぢが平家壁の前にある岩を  

る純粋種の赤かぶとその栽培方法を柑 
人に伝えたと言われている占 8月の日  

謹勅ナは雨が降り  照り続きぐも  
子  髄恵太子）様の恵  的とし．て弓の練習  し 村人たちは  

抜いたところ  

そこから冷泉 が湧．き出し た．という。  
みの雨に惑乱しながら赤か汚くの種をま  
－くという。．  、．丁・  

蔵作区を流れる足羽川の中に、高さ三間  
∴ 

． 

¢六仏垂（喪当）‖＿＿＿＿＿＿＿＿…＿＿＿＿＿  

¢き那賀廷申量（下軸ユ＿＿＿＿＿…＿  

¢表埠峯（河即＿…＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…  

「八箇入会札山境夫婦岩」と刻まれた岩が  

平家が開いた集清（間戸）  

赤谷に落ちのぴてきた平家の落人が∴  
落人詮議カモ穏和された後二鳥地を求め  

て下降し問し‘、キ集落といわれている。  
と 美山】  ．ゝ  

⑳源義経の兜の前立の岳扶宮）▼  ■‘  
筋芯蒜主音…謀嵩墓誌前  
立の鑓力囁ざれてし′）る。癌義経主在の・二  
奥州落のとき、熊野神社（現在は八幡神ニ ヽ  
社l÷合示巳）へ参籠した。遥■中猛吹雪に・  
あい近くの民家に滞在する土とになう一  
た。出発のとき家人が構を与えてくれた  

源 義  経  

【自 然 の 造 形】  

8喝琴（毒担）＿…＿仙＿＿＿＿＿＿＿＿…  

「越前国名蹟考」に、「数丈の腰厳に一線の  
潰布、末は千筋に分かれて糸の乱れるが如  
し。（中嶋）足羽の激流波浪岩に砕けて白  

玉に散らし・‥…。」とある。かつての水勢  

望笹コ美里せ貢ゝ互t黒∠巾∴ミニこ＿．．．．＿＿．．  
力司生地■区め中央を走る美濃道咽道   
悠8号線）は、、花山（坂戸）峠卓経て大   
要市に至る。′＝「芦経串」に岬義経の  

．・奥州幕甲ぐだりで登場する。海田信長  
∴七彿闘いに敗れた朝倉義景．もこ藁をも   

つかむ思いでこの峠を遇えたが、平泉  

」■寺衆に助けを求め一族の朝倉景鐸に謀  
は失せたが、今も  
わらず「月雪の時  
紅葉のをりにふれ  
実に絶勝の貴地  

ことを大変塊  
1殺された。  「喜び兜の前  

立の鎧と剣：  

を与え、更  
に七郎丸と  1677年（延宝5年）  

の道立と伝える  
動明王が安置さ  

ている熟・．・†∴ l●■L■  

一名乗るよ  
許可した。  

称名寺の古鐘が沈み、夕日が沈む頃にな  
ると、渕の中から鐘の吾が聞こえるという∴【∴．・  ∵‖・1 

．・”戸l：  ］一√  

／式＝⊥！こ・．．享∫∴王∴lr．．  ユニて・Jl・l■二1l・：l書こ  

三∈  

i・環∴∴：・ン∵，．岩上i7芦  
■ ∴＝‾たtトニーし■J・ ∴ノき‡  
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譜該軸革癌澄                 1ノ■∫＿l  

莞璧憩款寓  

誌欒垂無軽無  号を渡した。あるとき、どうしてち年  
貢が納められず東郷の長者に質入れし  
借金をしたことがあった。ところが長  
者は「お金はいつでもよい、夢のお告げ  
で仏様が下吉山へ帰りたいと申される  
ので迎えに来てほしい」と伝えてきた。  
昔は畳が42枚数ける広さだったこの岩  

穴も、明治の濃尾地震の際に大部分破  
壊され、今は12畳ほどの広さ。  

‥ 
・ 

可云えた。析立称名寺の門徒になること  
を誓い許された村人たちだが、ひそか  

こ石山本願寺に兵糧を送り続けた。大  
きの顕如上人  

お礼文が残る。 r             l  
_1 I 

．泰、、澄 大 師  

飯降山は養老年間に奉澄大師に、よっ  
みやま偉人妙藷  られえている。、■ L  ノ開山された．と伝え  

【同，倉 天 心  

◎軒、－▲こ小ミ‥・い・二・ト・∴∫■  
日本美術院を育てた岡倉天心の父は籠  
脊のヰ井家の出身。こ雫・坤子供の病父  
とともに籠答を訪れた。串井家出ま天  
・心丁族の手紙で菓善が残る。  

ミ■さ・－【上．味見■－と■伊貞 ■ 

鞋◎伊自良車中卿鯉  
一‾＿ 軍記物語「太平記」にも登場し  

二■．代の戦乱を生きた伸白良民。初代は、  
J・‾ 【．l．■田知家の二男、伊自良有知。八  

－、－  

‥  
い に し え 物 語】  

立岩まと場（横越）   

縄文時代のデー1」】  

う。伊自良有知は承久の乱の剰功で、美  
濃国伊自良の地を賜り、その後美濃固か  
ら越前小山庄に入り、鎌倉時代には北条  
氏の地頭代として地頭話に成功、1328年  
には伊自良知綱が遂に小山庄地頭職につ  

き、味見郷中辛に飼を構えた。伊自良氏  
はこうして関東から岐阜、越前大野を経  
て、上味見地区の中手に拠点を移し、江戸  
時代未までこの一帯を支配した豪族。曹  
洞宗の大道場宝慶寺をはじめ、近世、近代  
にいたるまで永平寺や  ［ど  

みやま戦国時代物語  
金小字準星中城臥…‖＿‖‖‖ ◎小字埠甲坦牡＿＿「＿＿…＿＿…■  
小字坂島には「小城跡」と「石のから 三方を蛇行しながら流れる足羽川に囲  
戸」が今も残る。  まれた小字坂区の西側丘陵上に城跡が  

ある。堀切りの跡や、やぐら跡も残る。  
朝倉民時代の城跡ではないかといわれ  

ている。  

【 朝 会 ‾家 】  

金西中運臥＿＿＿＿＿＿……＿……‖＿  

【   民  話   】  

◎筆賓とイ；位塑型旦ぎ拠）（垂軌  
昔、籠谷は戸数が少なく放置された土地が  
あった。仁位はこの土地に目をつけ入り  
込み争いになった。そこで両集落は夜明  
けとともにそれぞれの集落を出発し出会  
ったところを村境にしようと約束した。翌  
朝籠省の者が濡ていると仁位の村人が戸  
口までやって来て、ここが境だと叫んだ。  

驚いた籠谷の村人は裸のまま外に飛び出  

⑳筆墨軋：熱学グ＿剋（市狸）  

足羽川の若宮渕には、朝倉義景が織田 j 美山町には朝倉氏家臣の屋敷跡や伝  
信長に敗れた際、義景の遺児を抱えた 言説、地名が多く残る。縫原地区にも朝  

倉氏家臣の大窪屋敷跡  
と五十嵐屋敷跡がある。  

ノ   

乳母が蝿か与逃れる遠  
中で掛こ行く手を阻ま  
れ．若草カー聞手に諦ち  

る巾モ恐九てこの測に  

沈め、少し鶴丸た下確  
に乳母も身を拍じたと  

いう斑鮪か雅る。  

、仁位の村人を押しつ押されつ峠近くの  
川までがんばった。ふんどしをひきずり  

といわれる曲がりくねった所は揮ま  

．
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ll 監≡讐槻・＝．．・・二・  
町内各地区から出店した地元産の手打ちそばをはじめ、町 ■  

企河内空車坦卓＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿‖＿＿＿＿…＿  

平家の落人が種と栽培技術を伝えたと言われ、800年以  
上の歴史がある。色つや、形、味ともに良く、特に鮮や  

外のそばも振舞われる。  

8文！蜃賽  
ら ］ニ∵．」与二．＝＝＝＝■±＝二＝ニt．て＝二＝r≡ニT㌍ 11月3日の文化の日まで開催。  毎年10月下旬か  

胆ノ＿！＝妙子セ＿孝三ニヒラタケ…＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

パールマッシュは、白しめじ別名「森の真珠」。笠の部分  
が白く真珠を思わせせるところからその名がついた。栄養  
価が高く低カロリーで、美山でしか作れないキノコ。  

毎年秋にアンデパンダン広場で開催。町内6地区が競い  
合い、熱戦が繰り広げられる。来場者全員で「みんなで  

・企嘩嘩敵中士無 寓，無   

町産の酒米「美山綿」と「美山の水」  を用いて作った地  

酒。町在住の豊田画伯の代表作「黎明」が命名され、ラ  

¢裏山些！旦さ＿とネ才ヱ至大賢＿＿…＿＿＿＿＿り‖＿  

名誉町民の豊田画伯の業績をたたえ、ふるさと美山の自  

然の偉大さを再発見してもらおうと、毎年5月に開催。  
画伯の近作展や自然の中での指導も行われ季。  
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地図で見毒美  

L 

－．」・1セー．：耳卿‘I  

：重奏由雛至＝言旦k頒章む  重けセニ三才グセ夏至二（墳垂） ＿＿＿…‖‖＿＿＿  

町民が手軽に利用できる屋内スポーツ施設。町民の健康  
増進の拠点。  

■ヽ                                                   ■■■  

語隷彦藁訝  

土■1■■■廿■ 
するコートを備えた案内所で待合里とレても利用さ喘 いる0     ハ1r二・ ．」．  

企旦旦旦章毎等幸三空＝（朝至畳L＿＿＿＿＿＿＿…  

青少年健全育成を図るためB＆G財団が建設し、後に町  
へ譲渡された。屋根付プールで夏期に利用、町民の健康  
増進、体力向上に役立てられている。  旧国道158号線沿いに、カワイイ赤い建物が目に入ってき   

ます。美山を訪れる観光客の休憩や、町の情報発信の場   
として休憩室、ビデオコーナー等もあり、観光スポットを  ．孤軍巽担型1ウネ「ヌ！レヨ薫ニロ」上市勤  
紹介している0  

1j  

企葵担茸土市ニム順境製（市狸）＿■…＿…＿  
町社会福祉協議会事務局、機能回復訓練室、浴室など   

±  
占J  

に隣接している。全天候型の4面のコートがある。夜間  
照明もあり、町内外の人がテニスを楽しめる。  8野外連動嘩設［リ＿募ら¢垂ユ（西中）‖＿＿＿＿＿  

芦見川流域にあり、バーベキューやアスレチック、コテー  
ジ、グラススキー場など多彩な施設を備え、自矧こ親し  
み楽しく遊べるキャンプ場。  

金口竺旦ツ＿E：卓セヌ胆…＿＿＿＿…＿…‖  
足羽杉を丸太材に加工し、町の林業振興の一翼を担う。  
ログハウス、駐在所やキャンプ場のコテージなど、広く利  用されている。  企塁埋封韓乳＿嘩野育三嚢艶￥タニ埠垂L  

17年6月に町内の3保育所を統合し、乳児保育、延長保  
育、土曜保育などを実施。併設の子育て支援センターは、  
親子交流の場や育児相談などを行っている。  

¢ア三菱！壬と要一＃広喝（塵原1＿．●＿＿＿＿＿＿．‖＿＿＿  
町の総合運動公園として、町民に親しまれる大型総合運  
動場。陸上競技場や野球場の他に、全天候型の屋根付多  
目的コートのアイアイドームがあり、テニスやゲートボー  
ルも楽しめる。   





占■瓦  

l■／  

町名と町章の由来  

足羽Jtlの清流に映える豊かな緑、四季折々にあざやかな変化を示す美しい自然。これを誇りとして「“美  

しい山々”美山村」と決定。その後の町制施行によって「美山町」となりました。   

町章は、6力村合併のときに応募された作品の中から採用されたものです。「み」と「山」を重ねて丸く  

図案化し、住民の団結と町の円満な発展を願って定められました。  

1  ミヤマツツジ   

町の花に指定されているミ  

ヤマツツジ。花は淡い紅色で  

5月頃開花します。  

「ミヤマ」の地名を含み、町  

の花として町f引こ親しまれて  

います。町内の山間地にわず  

かに散在する貴重な花です。  

町は9割が山林で、良質な  

杉村の産地です。昭和63年  

足羽川流域の杉を「足羽杉」  

と命名し、ブランド化されて  

います。  

位置・地勢  

面積138km2  

人口 5，108人（平成18年1月31日現在）   

美山町は県都福井市の東部にあり、東は大野市、南は池田町、北  

は永平寺町および上志比村とそれぞれ接しています。   

総面積は約138km2で、飯降山、白椿山、剣ケ岳などの500～  

800m級の山々に固まれています。   

岐阜県境の冠山に源を発した足羽川は、池田町を縦貫し美山町の  

中心部で大きな弧を描きながら、上味見川、羽生川、芦見川と合流  

し、福井市を経て日本海に注いでいます。   

気象は、年間平均気温摂氏15．0℃、年間平均降水量は2，300～  

3，000mmで12月から3月にかけての降雪期間には多い暗で1・0～2・O  
mの積雪が見られます。  
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昭和30年2月11日、郡境を越だて下宇払噴臥圃醒味見、、  

6カ村が合併して美山村が誕生し、同40年の町制の施行を経て、美山町は半世紀の歴史を  

築・き上げてまいりました。今年2月1日には福井市、越廼村、一括水町と合併し、－「新生福一  

井市」としてスタートできますことは、皆様の温かいご支援、ご理解の賜物と、改めまして  

感謝申し上げます。   

さて、美山町には自然環境、歴史と文化など次代に引き継がねばならない財産がありま  

す。これまで50年の間には、先人の方々の大変なご労苦と、地域を取りまとめてきた、た   

ゆまぬ努力がありました。新生福井市の一翼を担う一方、美山町としての歴史にピリオドを  

打たねばならないことに、→抹の寂しさは漂いますが、将来を見すえての合併という大事業  

を成し遂げることには大きな感慨を覚えます。   

郷土への誇りを込めたこの→冊が、みなさまの未来への糧としてお手元に置いていただけ  

るなら幸甚の至りです。本誌作成にあたり、編集委員の方々をはじめ、ご協力を賜りました  

関係各位に心よりお礼を申し上げ、発刊のごあいさつとさせていただきます。  

平成18年1月  

美山町長布琢直中  
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