
農
具
で
作
ら
れ
た
て
ん
ぐ
の
面

　
吉
田
の
里
の
貴
重
な
文
化
遺

産
で
あ
る「
て
ん
ぐ
の
面
」。

　
昔
、旧
吉
田
街
道
沿
い
に
は
、

長
屋
門
と
呼
ば
れ
る
、
日
本
の

伝
統
的
な
形
式
の
門
の
建
物
が

並
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
そ
の

中
の
一
軒
に
、
顔
が
農
具
を

使
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
、
大
き

な
て
ん
ぐ
の
面
が
掲
げ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
の
由
来
に
は
こ

ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。

　
昔
々
、
石
鎚
山
か
ら
飛
ん
で

き
て
い
た
て
ん
ぐ
が
、
神
通
力

を
な
く
し
て
、
高
岡
村（
現
在

の
高
岡
町
）
に
あ
っ
た
そ
の
家

の
庭
先
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
の
家
で
世
話
に
な
っ
た

て
ん
ぐ
は
、
月
日
と
と
も
に
元

気
に
な
り
ま
し

た
。
て
ん
ぐ
は
大

い
に
感
謝
し
、「
こ

れ
か
ら
は
こ
の
家

の
守
り
神
に
な

る
」
と
言
っ
て
飛

び
去
り
ま
し
た
。

何
年
か
後
に
、
こ

の
地
方
に
疫
病
が

は
や
っ
た
時
、
て

ん
ぐ
の
面
を
作

り
、
縄
に
つ
る
し

た
と
こ
ろ
、
こ
の

高
岡
村
だ
け
は
一

人
の
病
人
も
出
な

か
っ
た
そ
う
で

す
。

　

そ
れ
以
来
、
て

ん
ぐ
の
面
を
掲
げ

る
よ
う
に
な
っ

た
、
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

吉
田
さ
し
桃

　

伊
予
節
に
も
う
た
わ
れ
て
い

る「
吉
田
さ
し
桃
」。
そ
の
名
前

の
由
来
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ

る
そ
う
で
す
。

　

昔
々
、
こ
の
吉
田
の
里
の
周

辺
は
桃
畑
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
砂
地
が
多
か
っ

た
こ
の
地
域
が
高
潮
に
襲
わ
れ

た
こ
と
で
、
そ
こ
に
あ
っ
た
畑

の
桃
の
木
が
砂
に
埋
ま
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
次
の
年
に
砂
の
中

か
ら
桃
の
小
枝
が
出
て
、
そ
の

先
端
に
桃
色
の
つ
ぼ
み
が
付
い

て
い
る
の
を
見
た
人
が「
ま
る

で
桃
の
木
を
挿

し
て
い
る
よ
う

だ
」と
思
い
、
そ

こ
か
ら「
さ
し
桃
」

と
い
う
言
い
方

が
広
ま
っ
た
、
と

い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　

南
吉
田
町
の

桃
山
幼
稚
園
内

の
小
さ
い
砂
山

に
は
、
通
称「
挿さ

し

桃も
も

神
社
」と
呼
ば

れ
て
い
る
祠ほ

こ
ら

が
あ

り
、
今
も
地
域
の

人
々
や
幼
稚
園

の
園
児
な
ど
が

お
参
り
し
、
と
て
も
大
切
に
守

ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
祠
が

あ
る
園
庭
に
は
桃
が
植
え
ら

れ
、
春
に
は
美
し
い
花
を
咲
か

せ
る
そ
う
で
す
。

今
も
残
る
掩え

ん
た
い
ご
う

体
壕

　

掩
体
壕
と
は
、
戦
闘
機
な

ど
の
軍
用
機
を
攻
撃
か
ら
守

る
た
め
に
造
ら
れ
た
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
建
物
の
こ
と
を
い

う
そ
う
で
す
。

　
私
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間

で
、
南
吉
田
町
に
今
も
残
っ
て

い
る
掩
体
壕
を
訪
ね
ま
し
た
。

　
戦
争
中
は
こ
の
あ
た
り
に
は

飛
行
場
な
ど
の
軍
の
施
設
が
多

く
、
掩
体
壕
も
た
く
さ
ん
あ
っ

た
そ
う
で
す
。

　
掩
体
壕
に
入
る
と
、
中
は
半

円
形
に
空
間
が
広
が
っ
て
い

て
、
詳
し
く
見
て
い
る
と
、
当

時
の
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る

よ
う
で
し
た
。
内
部
は
と
て
も

広
く
、
飛
行
機
１
機
を
格
納
す

る
の
に
、
こ
れ
だ
け
の
大
き
さ

が
必
要
な
の
か
と
、
驚
き
ま
し

た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
大
き

さ
の
戦
闘
機
が
、
戦
争
の
時
に

は
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
戦
争
は
と
て

も
恐
ろ
し
い
と
感
じ
ま
し
た
。

　松
山
の
先
人
や
文
化
に
関

す
る
心
に
響
く
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
ま
と
め
た
教
材
集
で
す
。

一
話
が
10
〜
14
ペ
ー
ジ
程
度

で
、
気
軽
に
松
山
ゆ
か
り
の

先
人
の
足
跡
や
文
化
に
親
し

む
こ
と
が
で
き
、市
立
図
書
館

で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

先
人
と
文
化
の
読
み
物
教
材

「
語
り
継
ぎ
た
い 

ふ
る
さ
と

　松
山 

百
話 

Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
」

　
私
た
ち
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
、
郷
土
で
あ
る
吉
田
の
里
を
巡
り
な
が
ら
、
地
域
の

特
色
や
魅
力
に
つ
い
て
調
べ
て
ま
と
め
ま
し
た
。

西中学校

中学生連載企画
私たちの
ふるさと
松山学

私たちの
ふるさと
松山学№18

ふ
る
さ
と「
吉
田
の
里
」め
ぐ
り

私
た
ち
の
誇
り

　調べたら、こ
の吉田の里には
いろいろな神社
があり、とても
驚きました。自
分の住んでいる
地域について再
認識することが
できました。
　（本毛さん）

　知らないこと
がたくさんあり、
住んでいる町に、
より興味をかき
たてられました。
学んだことを、
たくさんの人に
伝えていきたい
です。
　　（田辺さん）

　実際に当時の
物に触れること
で、戦争をより
身近に感じ、ま
た平和の大切さ
を改めて考える
きっかけになり
ました。

（上田さん）

地域への愛着と誇りを胸に

広報まつやま - ふるさと -6 面
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田辺 亜弥さん
（２年）

本毛 智也さん
（２年）砂山の上にある祠

現在は生石公民館高岡分館に
展示されているてんぐの面

当時の様子が伝わる掩体壕

上田 菜央さん
（２年）

　今まで知らなかった吉田の里の、歴史や文化など
を知ることができました。
　今回の学習を通じて感じた地域への愛着・誇りを
胸に、これからの人生を進んでいこうと思います。

 田辺さんがまとめた記事


