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１ 

公
渕
池
に
つ
い
て 

両
植
田
地
区
に
は
大
き
な
た
め
池
が
四
箇
所
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
、
四
箇
池
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
古
い
順
に
神
内
池
、
城
池
、
松
尾
池
、
そ
れ
と
こ
の
公
渕
池
で
す
。
こ
の
池

を
造
っ
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
三
箇
所
の
た
め
池
で
は
、
年
々
増
加
す
る
新
田
と
五
、
六
年
に

一
度
の
割
で
襲
っ
て
く
る
干
ば
つ
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
は
十
分
で
は
な
い
た
め
、
東
植
田
の

地
に
更
に
新
池
を
築
く
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。 

池
の
名
前
に
つ
い
て
は
、
昔
こ
の
地
に
淵
が
あ
り
、
源
平
の
戦
い
で
敗
れ
た
平
家
の
公
家
が

身
を
投
じ
た
と
い
う
話
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

工
事
は
、
文
久
二
年(
一
八
六
二)

四
月
に
着
工
し
ま
し
た
が
、
当
時
は
幕
末
の
混
乱
期
で
も

あ
り
、
工
事
の
面
で
も
、
資
金
の
面
で
も
い
ろ
い
ろ
障
害
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
松

藩
最
後
の
藩
普
請
と
し
て
異
常
な
ま
で
の
熱
意
で
築
造
さ
れ
ま
し
た
。 

完
成
は
翌
三
年
の
九
月
で
四
箇
池
の
中
で
第
四
番
目
の
池
と
し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
当
時
の

池
は
現
在
も
減
水
時
に
見
え
る
中
堤
防
ま
で
の
池
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
昭
和
五
年
（
一

九
三
〇
）
十
二
月
か
ら
同
八
年
三
月
ま
で
の
四
年
余
を
か
け
て
、
県
営
工
事
と
し
て
改
修
さ
れ

て
現
在
の
公
渕
池
が
誕
生
し
た
の
で
し
た
。
貯
水
量
は
四
箇
池
の
中
で
も
最
も
多
く
一
七
六
万

ト
ン
あ
り
ま
す
。 

堤
の
造
成
に
は
水
利
組
合
の
人
た
ち
の
労
力
が
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
そ
の
時
節
の
歌

に
合
わ
せ
て
杵
を
突
き
足
で
踏
み
固
め
る
「
千
本
突
き
」
で
造
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
「
千
本

突
き
」
に
参
加
し
た
婦
女
子
は
皆
、
赤
い
た
す
き
に
赤
い
腰
巻
、
揃
い
の
衣
装
で
音
頭
取
り
の

歌
に
合
わ
せ
て
突
い
た
も
の
で
し
た
が
、
そ
の
風
情
は
県
内
屈
指
の
高
い
堤
と
共
に
近
代
的
な

ユ
ル
の
構
造
や
余
水
吐
の
ア
ー
チ
型
の
石
組
な
ど
が
付
近
の
景
色
に
映
え
て
、
大
変
美
し
く
見

え
て
人
々
の
目
を
引
い
た
そ
う
で
す
。 

美しい水面から遠く嶽山を望む  堤防の高さ２８ｍ、長さ２６０ｍある 
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２ 

石
碑
と
神
社 

 
石
碑
は
三
基
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
一
番
大
き
い
の
が
西
植
田
町
の
村
尾
文
一
氏
の
文
章
に
よ
る
、
「
公
淵
池
修
築
碑
」

で
す
。
こ
れ
は
氏
の
豊
か
な
学
識
を
も
っ
て
漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
で
非
常
に
難
解
で
あ
り
ま
し
た
が
、
文
書
館
の
先
生
方

に
も
助
け
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
独
断
で
は
あ
り
ま
す
が
分
か
り
易
く
解
釈
す
る
と
、
お
お
よ
そ
別
紙
の
よ
う
に
思
え
る
の

で
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

近
く
に
あ
る
、「
公
渕
池
改
修
記
念
碑
」
と
「
四
箇
池
用
水
完
成
記
念
碑
」
は
現
代
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
ま

ま
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

隣
に
鎮
座
す
る
神
社
は
、
公
渕
神
社
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
創
設
さ
れ
た
の
は
（
勧
請
）
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
と
い

わ
れ
ま
す
か
ら
、
公
渕
池
の
築
造
が
始
ま
っ
た
年
に
当
た
り
ま
す
。
水
の
守
護
神
で
あ
る
ミ
ズ
ハ
ノ
メ
ノ
カ
ミ
（
水
波
能
売

神
・
網
象
女
神
）
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
雨
水
又
は
用
水
す
べ
て
の
水
を
司
る
神
で
、
農
業
国
で
あ
る
我
国
で
は
古
来
よ
り
崇

敬
さ
れ
て
い
ま
す 

 

   

  

 

二つの石碑と公渕神社 

四箇池用水完成記念碑  
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３ 

配
水
舎
と
石
窟

せ

っ

け

つ

（
堰
結
）
（
吐
水
場
） 

配
水
舎
は
底
ユ
ル
か
ら
垂
直
に
二
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
で
六
段
階
に
分
か
れ
て
い
て
、
水
量
を
調
節
し
な
が
ら
適
切
に
配
水

す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。 

例
年
ユ
ル
抜
き
の
日
に
は
、
こ
こ
で
関
係
者
が
集
ま
り
神
事
が
執
り
行
わ
れ
て
放
水
が
始
ま
り
ま
す
。
水
は
一
気
に
導
水

路
を
下
っ
て
吐
水
場
へ
流
れ
込
ん
で
い
き
ま
す
。 

建
物
は
西
洋
の
彫
刻
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
近
代
的
な
美
し
い
デ
ザ
イ
ン
が
施
さ
れ
て
い
る
建
築
で
す
。 

 

公
渕
池
の
堰
結
（
吐
水
場
） 

高
い
堤
の
上
に
あ
る
配
水
舎
の
ユ
ル
を
開
け
る
と
、
長
い
導
水
路
か
ら
勢
い
よ
く
、
公
渕
池
の
水
が
流
れ
落
ち
て
、
こ
の

堰
結
に
た
ま
り
こ
こ
か
ら
三
方
に
分
か
れ
て
流
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
子
ど
も
の
頃
は
、
よ
く
こ
こ
で
水

遊
び
を
し
た
も
の
で
す
。
導
水
路
の
中
を
登
っ
て
行
く
と
コ
ウ
モ
リ
が
た
く
さ
ん
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。 

 

        

 

 近代的な配水舎の建物  

石窟（堰結）から分水される  



4 

４ 

岩
破
と
嫁
姑
の
岩 

 
 

岩
破
の
伝
説
と
嫁
姑
の
岩
に
つ
い
て 

「
昔
、
こ
の
地
区
に
牛
追
い
を
す
る
若
者
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
働
き
者
で
遠
く
阿
波
国
ま
で
行
っ
て
牛
を
借
り
て
き
て

田
を
耕
し
て
い
ま
し
た
（
借
耕
牛
と
い
う
）
。
そ
の
う
ち
阿
波
で
娘
さ
ん
と
仲
良
く
な
り
、
と
う
と
う
牛
に
乗
せ
て
帰
っ
て
き

ま
し
た
。
当
初
な
ご
や
か
に
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
が
、
生
活
習
慣
の
違
い
か
ら
不
仲
と
な
り
喧
嘩
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

あ
る
日
、
庖
丁
で
大
根
を
切
っ
て
い
た
時
、
姑
に
注
意
さ
れ
カ
ア
ッ
と
な
っ
て
嫁
は
「
こ
ん
な
庖
丁
で
何
が
切
れ
る
も
の
か
」

と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
姑
は
「
切
れ
ん
と
言
う
な
ら
切
っ
て
み
せ
よ
う
か
」
と
言
っ
て
、
裏
山
の
大
き
な
岩
の
前
へ
立
っ
て
い

っ
き
に
切
り
下
ろ
し
ま
し
た
。
す
る
と
見
事
に
二
つ
に
割
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
が
岩
破
の
地
名
の
起
こ
り

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

嫁
と
姑
の
岩
は
も
と
も
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た
が
、
仲
直
り
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
後
に
こ
の
地
に
持
っ
て
き
た

と
い
う
お
話
で
す
。 

 

        

 

 

大きな割れ目が残る岩破  

嫁と姑の岩と言われている  
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５ 

高
柿
神
社 

高
柿
神
社
、
高
柿
寺
に
つ
い
て 

伝
記
に
よ
る
と
、
こ
の
神
社
は
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
頃
、
織
田
信
長
の
時
代
に
創
建
さ

れ
た
と
い
う
古
い
神
社
で
す
。
祭
神
は
オ
オ
ヤ
マ
ク
イ
ノ
ミ
コ
ト
で
京
都
の
鴨
神
社
の
系
統
に

な
り
ま
す
。 

ま
た
、
こ
の
地
は
奈
良
時
代
に
高
柿
寺
が
あ
っ
た
と
い
う
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
名
の
よ
う
に
柿
の
大
木
が
あ
り
、
切
り
倒
し
た
そ
の
葉
先
が
専
福
寺
の
前
ま
で
届
い
た
と
い

う
お
話
が
あ
り
ま
す
。 

 

高
柿
神
社
の
神
木
と
燈
籠
の
火
種
石 

明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
に
神
社
に
あ
っ
た
大
木
が
倒
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
部
の
板
を

扁
額
と
し
て
拝
殿
に
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
「
当
神
社
の
境
内
に
一
対
の
大
松
が
あ
り
、

そ
の
大
き
さ
は
周
囲
三
メ
ー
ト
ル
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
大
変

美
し
か
っ
た
そ
う
で
す
。
拝
殿
の
東
西
に
あ
り
ま
し
た
が
、
西
の
松
は
明
治
二
十
一
年
に
枯
れ

た
の
で
伐
採
し
ま
し
た
。
東
の
松
は
、
同
三
十
六
年
午
前
十
時
頃
倒
れ
ま
し
た
が
、
晴
天
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
大
き
な
音
は
落
雷
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
、
信
徒
一
同
は
協
議
し
て
後
世
に
伝
え
よ
う
と
、
記
念
の
為
、「
挽
い
た
一
枚
を
額
と

し
て
残
し
た
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

燈
籠
の
火
種
石
は
神
社
の
燈
籠
の
火
を
付
け
る
た
め
、
火
種
を
起
こ
し
た
石
で
す
。 

そ
の
他
、
高
柿
神
社
南
側
に
廃
寺
塚
跡
や
鐘
堂
の
基
礎
石
な
ど
が
残
っ
て
お
り
、
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

 

高柿神社の正面、現在は集会場  拝殿に掲げていた、記念の扁額  
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６ 

淡
墨
桜
の
木
と
継
体
天
皇
の
碑 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
桜
は
岐
阜
県
本
巣
市
根
尾
地
区
の
淡
墨
公
園
に
あ
る
樹
齢
一
五
〇
〇
年
以
上
の
エ
ド
ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ
で
す
。
国
の
特

別
天
然
記
念
物
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

蕾
の
時
は
薄
い
ピ
ン
ク
、
満
開
に
い
た
っ
て
は
白
色
、
散
り
ぎ
わ
に
は
独
特
の
淡
い
墨
色
に
な
り
ま
す
。
淡
墨
桜
の
名
は
、

こ
の
散
り
ぎ
わ
の
花
び
ら
に
ち
な
ん
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
樹
齢
は
一
五
〇
〇
年
以
上
と
推
定
さ
れ
、
第
二
十
六
代
継
体
天

皇
（
五
〇
〇
年
頃
）
お
手
植
え
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
す
。 

作
家
の
宇
野
千
代
さ
ん
が
そ
の
保
護
を
訴
え
て
、
活
動
し
た
こ
と
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

身
の
代し

ろ

と 

遺の

こ

す
桜
は 

薄
住

う

す

ず

み

よ 

千
代
に
そ
の
名
を 

栄さ

か

盛え

へ 

止と

ど

む
る 

 

こ
の
歌
は
、
継
体
天
皇
が
皇
子
の
頃
、
隠
れ
て
養
育
さ
れ
て
い
た
岐
阜
県
本
巣
よ
り
都
へ
帰
る
際
、
お
世
話
に
な
っ
た
住

民
に
桜
の
苗
木
を
植
え
て
詠
ん
だ
歌
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
）
、
当
時
、
前
川
忠
夫
知
事
が
、
岐
阜
県
か
ら
種
子
を
持
ち
帰
り
育
て
た
も
の
を
、
こ
こ
公
渕

公
園
へ
植
樹
し
ま
し
た
。 

       継体天皇の歌  

大きく育っている淡墨桜  
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７ 

菊
花
展 

公
渕
菊
花
展
は
、
御
尽
力
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
の
努
力
の
賜
に
よ
っ
て
、
今
年
で
二
十
六
回
目
を
迎
え

ま
し
た
。
中
で
も
現
会
長
の
飯
間
慶
美
氏
の
献
身
的
な
お
世
話
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
ま
す
。
平
成

元
年
（
一
九
八
九
）
に
退
職
と
同
時
に
、
菊
づ
く
り
の
道
に
入
ら
れ
て
、
最
初
は
地
域
の
同
好
会
か
ら
出
発
し
、

同
四
年
か
ら
こ
の
菊
花
展
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

今
で
は
こ
の
美
し
い
公
渕
公
園
の
中
に
、
三
百
メ
ー
ト
ル
の
展
示
場
が
あ
り
、
二
〇
〇
〇
鉢
の
菊
が
飾
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
は
総
合
花
壇
な
ど
菊
の
芸
術
品
も
あ
り
ま
す
。
地
元
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
県
内

外
か
ら
も
多
く
の
出
品
が
あ
り
、
約
六
〇
〇
名
の
方
が
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。 

十
一
月
に
審
査
会
が
あ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
賞
を
は
じ
め
、
多
く
の
賞
が
選
出
さ
れ
ま
す
。 

 

８ 

城
池 

寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
に
、
四
箇
池
で
最
初
に
神
内
池
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
完
成
の
わ

ず
か
十
年
後
に
あ
た
る
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
は
、
讃
岐
国
内
は
大
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
、
早
く
も
用
水

の
不
足
を
見
る
に
い
た
り
ま
し
た
。 

当
時
、
讃
岐
の
領
主
は
生
駒
家
か
ら
松
平
家
に
な
り
、
大
干
ば
つ
の
対
策
と
し
て
、
早
速
領
内
に
四
○
六
個
の
た
め
池
を
築
か
せ
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
城
池
で
す
。
四
箇
池
の
う
ち
、
二
番
目
に
で
き
た
た
め
池
で
し
た
。 

城
池
は
、
朝
倉
川
を
せ
き
止
め
て
造
ら
れ
た
も
の
で
、
大
干
ば
つ
の
翌
年
の
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
十
月
十
八
日
に
工
事
に
着
手

し
、
翌
年
三
月
十
日
に
完
成
し
ま
し
た
。 

 

水
源
の
朝
倉
川
の
近
く
に
、
植
田
美
濃
守
の
居
城
（
戸
田
城
）
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
城
池
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。 

 

２６回を迎える公渕菊花展の会場。 丹精込めた作品が揃っています。 
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小村町にある小村田之助の墓 城池から見える二子山の山並み 

城
池
と
小
村
田
之

お

も

れ

た

の

助す

け 

城
池
の
標
識
に
義
民
小
村
田
之
助
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
田
之
助
が
処
刑
さ
れ
た
正
保
元

年
（
一
六
四
四
）
の
翌
年
、
再
び
大
干
ば
つ
が
お
こ
り
高
松
藩
主
松
平
頼
重
は
領
内
に
四
百
六
箇
所
の
た
め

池
を
築
か
せ
た
の
で
す
。
こ
の
城
池
も
そ
の
時
、
正
保
三
年
十
月
に
工
事
に
か
か
り
翌
年
三
月
に
完
成
し
ま

し
た
。 

小
村
田
之
助
と
は
木
田
郡
小
村
町
で
庄
屋
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
父
が
病
弱
の
た
め
、
十
九
歳
で
そ

の
職
を
継
ぎ
ま
し
た
。
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
に
大
干
ば
つ
が
起
き
、
年
貢
を
滞
納
す
る
者
が
続
出
し

ま
し
た
。
こ
れ
を
見
か
ね
た
田
之
助
は
、
年
貢
の
分
納
を
願
い
出
ま
し
た
。 

こ
の
こ
と
が
藩
の
役
人
の
怒
り
を
買
い
「
名
主
の
分
際
で
直
訴
」
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
翌
年
処
刑
さ
れ

た
と
い
う
悲
し
い
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
今
も
小
村
町
に
田
之
助
の
石
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。 

「
小
村
田
之
助
最
後
の
時
は
、
大
人
も
子
供
も
空
飛
ぶ
鳥
も
、
涙
こ
ぼ
さ
ぬ
者
は
な
い
」
と
唄
わ
れ
て
い

た
そ
う
で
す
。 

  
 
 

９ 

二
子
山
、
城
山 

二
子
山
は
文
字
ど
お
り
、
二
つ
の
コ
ブ
の
よ
う
な
小
山
が
連
な
っ
た
美
し
い
山
で
、
高
い
山
が
一
九
一
メ

ー
ト
ル
あ
り
姉
山
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
低
い
山
も
一
八
一
メ
ー
ト
ル
あ
り
妹
山
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
姉
山
を
別
名
善
光
山
と
も
い
い
ま
す
。
善
光
寺
山
の
由
来
は
、
あ
の
有
名
な
信
州
長
野
の
善
光
寺
と

思
わ
れ
ま
す
。
善
光
寺
は
歴
史
が
古
く
、
奈
良
時
代
（
七
一
〇
年
～
七
九
四
年
）
、
日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
た
時
、
本
田
善
光
が
仏
像
を

長
野
に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
善
光
の
名
前
を
と
っ
て
善
光
寺
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
単
独
の
無
宗
派
の
寺

院
で
す
が
、
仏
教
界
で
は
特
別
の
存
在
と
し
て
多
く
の
信
者
が
参
拝
し
て
い
ま
す
。 
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こ
の
善
光
寺
が
、
東
植
田
の
大
庄
屋
久
保
又
三
郎
に
よ
っ
て
山
頂
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
山
の

名
前
が
付
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

こ
の
山
に
二
十
四
輩
の
石
仏
が
残
っ
て
お
り
、
親
鸞
聖
人
の
有
力
な
二
十
四
人
の
弟
子
が
創
建
し
た
寺
の
名

前
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
域
に
当
初
は
二
十
四
箇
寺
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
分
散
し
て
二
十
一
箇

寺
は
確
認
で
き
ま
す
。
残
り
の
一
箇
寺
は
高
様
の
鍵
面
池
の
近
く
に
、
二
箇
寺
は
田
中
の
朝
倉
地
域
で
見
つ
か

っ
て
い
ま
す
。 

何
故
当
地
に
で
き
た
の
か
は
詳
し
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
明
治
時
代
の
初
期
頃
に
、
二
十
四
輩
信
仰
が
全

国
的
に
流
行
し
、
古
城
も
あ
り
風
光

ふ
う
こ
う

明
媚

め

い

び

な
こ
の
地
が
選
ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
。 

城
山 

城
山
は
二
子
山
の
後
ろ
に
あ
る
標
高
二
四
三
メ
ー
ト
ル
の
美
し
い
山
で
す
が
、
登
る
に
は
急
勾
配
の
厳
し
い

坂
道
が
続
き
ま
す
。 

戦
国
の
世
、
長
曽
我
部
氏
が
こ
の
地
に
隠
れ
、
本
陣
を
敷
い
た
の
も
頷
け
ま
す
。 

 

１０ 

戸
田
城 

戸
田
城
に
つ
い
て 

「
岡
の
城
」
と
も
呼
ば
れ
、
戦
国
時
代
（
一
五
世
紀
末
～
一
六
世
紀
末
）
に
当
地
を
支
配
し
て
い
た
、
植
田

美
濃
守
を
城
主
と
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
地
は
、
北
は
沼
地
、
南
は
城
山
を
背
景
と
す
る
天
然
の
要
害
地
で
あ
り
ま
し
た
。
現
存
す
る

城
跡
は
、
上
下
二
段
に
な
っ
て
い
て
上
は
本
丸
跡
と
書
い
た
石
碑
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
、
廃
墟
と
な
っ
て
い
ま
す
が
往
時
の
栄
華
の

跡
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

こ
の
城
の
東
に
鎮
守
の
神
社
、
戸
田
神
社
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
一
段
下
っ
た
所
に
家
老
の
屋
敷
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
現
在
も
見
事

な
石
組
の
石
垣
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

十八箇寺が並んで建てられている 「城の二十四輩」と書いている 
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ま
た
下
段
に
は
、
戸
田
城
主 

植
田
美
濃
守
の
偉
大
な
功
績
を
顕
彰
す
る
た
め
、
立
派
な
石
碑
が
建
立
さ
れ
て
い
ま
す
。
美
濃
家
の
家

紋
は
「
台
付
扇
子
の
紋
」
で
、
扇
子
の
骨
十
三
本
は
、
一
門
十
三
武
士
を
表
し
て
い
ま
す
。 
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◎集合 

塩江支所 

塩江コミュニティセンター 観月橋 

最明寺 

塩江町歴史資料館 

バス停「中徳」 

★集合場所 

公渕公園第二駐車場 

① 公渕池 

②石碑と公渕神社 

③配水舎 

③石窟
せっけつ

 

④岩破 

⑤高柿神社 

⑥淡墨桜の木と 

継体天皇の碑 
⑦菊花展 

⑧城池 

⑨二子山、城山 

⑩戸田城跡 

平成２９年１０月２９日（日） 

ふるさと探訪 

「公渕池周辺（東植田）を訪ねる」 

平成２９年１０月２９日（日） 

ふるさと探訪 

「公渕池周辺（東植田）を訪ねる」 

① 公渕池 

②石碑と公渕神社 
③石窟

せっけつ

 

③配水舎 

④岩破 

★集合場所 

公渕公園第二駐車場 

⑤高柿神社 

⑥淡墨桜の木と 

継体天皇の碑 
⑦菊花展 

⑧城池 

⑨二子山、城山 ⑩戸田城跡 
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１０月２９日（日）復路 

◆ことでん長尾線 

 （高田駅）     （瓦町）    （高松築港駅）     

１２：４２発 → １３：００着 → １３：０５ 着              

次回のふるさと探訪は… 

テ － マ 「三木町池戸を歩く」（予定） 

 と  き 平成２９年１１月１９日（日） 

      ９：３０～１２：００頃 

集合場所 ことでん長尾線 池戸駅（予定） 

講   師 千葉 幸伸（高松市歴史民俗協会会長） 

参 加 費 無料 

☆公共交通機関を御利用ください。 

☆広報「たかまつ」１１月１日号に開催案内を掲載しますので、 

御覧ください。 

☆小雨決行。警報発令等により中止の場合のみ、 

文化財課(TEL839-2660「午前７時３０分～開始時間まで」)

でお知らせします。（電話が通じない場合は、「実施」です。） 
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「ふるさと探訪」に 

参加される皆様へ 

※参加中は、次のことに充分留意し、意義のある探訪としましょう。 

 

１ 交通ルールを守り、交通安全を心がけましょう。 

  （必ず歩道を歩き、歩道が無いところでは、 

道路の端を一列で歩きましょう。） 

 

２ 無理をせず、体調には十分気を付けましょう。 

 

３ 引率者の指示に従い、整然と行動しましょう。 

 

４ マナーを守り、他人に迷惑がかからないよう気を 

  つけましょう。 

 

５ 文化財や自然を大切にしましょう。 


