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最
近
で
は
、
但
馬
の
魅
力
を
も
っ
と
知
っ

て
も
ら
い
た
い
と
、
豊
岡
市
内
在
住
・
在
勤

の
女
性
４
人
で
、
リ
ト
ル
プ
レ
ス「
弁
当
と

傘
」
を
発
刊
し
た
こ
と
で
話
題
と
な
っ
た
。

　
「
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
明
確
に
描

き
、そ
の
意
思
を
周
囲
に
伝
え
、
常
に
ア
ン

テ
ナ
を
張
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ

て
い
ま
す
。
豊
岡
に
戻
っ
て
10
年
、い
ろ
い
ろ

な
体
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
今
後

は
地
域
内
だ
け
で
完
結
さ
せ
る
の
で
は
な

く
、
外
へ
向
け
た
輪
を
広
げ
た
い
で
す
ね
」

　

地
元
へ
の
愛
と
強
い
意
思
に
溢
れ
て
い

る
山
根
さ
ん
。「
お
も
し
ろ
い
こ
と
」
を
自

ら
作
り
出
そ
う
と
す
る
姿
か
ら
、
行
動
に

移
す
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
た
。

ど
に
も
進
ん
で
出
席
し
て
い
ま
し
た
」
と
話

す
山
根
さ
ん
。
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
・

提
案
し
、今
ま
で
に
な
い
新
し
い
風
を
ま
ち

に
吹
き
込
ん
で
き
た
。
小
さ
な
頃
か
ら
自

分
が
育
て
て
も
ら
っ
た
場
と
し
て
、
地
元
が

大
好
き
だ
と
い
う
。

　

地
元
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
積
極
的
に
町
づ

く
り
に
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
自
然

と
人
の
輪
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
周
囲
の
人

た
ち
は
山
根
さ
ん
が
絵
を
描
く
こ
と
が
好

き
だ
と
知
っ
て
い
た
た
め
、
そ
こ
か
ら
イ
ラ
ス

ト
制
作
の
依
頼
が
く
る
よ
う
に
な
る
。
人

と
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
、イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー・

ヤ
マ
ネ
カ
ズ
ヱ
が
誕
生
し
た
。

　
「
私
の
場
合
、『
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
』
と

し
て
自
分
を
売
り
込
ん
で
は
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
ど
う
す
れ
ば
地
域
活
性
化
に
繋
が
る

か
が
私
の
活
動
の
根
本
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
づ
く
り
に
関
わ
り
、
そ
の
中
で
自
分
に

何
が
で
き
る
か
…
と
な
っ
た
時
に
、そ
の
ツ
ー

ル
と
し
て
イ
ラ
ス
ト
が
あ
っ
た
ん
で
す
」

　

山
根
さ
ん
の
イ
ラ
ス
ト
は
、ア
ク
リ
ル
画

や
C
G
な
ど
を
使
い
、ポ
ッ
プ
な
も
の
か
ら

レ
ト
ロ
、リ
ア
ル
イ
ラ
ス
ト
ま
で
様
々
な
テ
イ

ス
ト
で
描
か
れ
る
。シ
ャッ
タ
ー
に
絵
を
描
い

た
り
、ペ
ナ
ン
ト
の
デ
ザ
イ
ン
や
カ
バ
ン
の
自

動
販
売
機
の
イ
ラ
ス
ト
、
高
校
や
演
劇
の

P
R
ポ
ス
タ
ー
制
作
な
ど
を
手
が
け
た
。

　

コ
ー
ヒ
ー
の
豊
か
な
香
り
が
漂
い
、
セ
ン

ス
の
い
い
雑
貨
や
イ
ラ
ス
ト
が
飾
ら
れ
た
店

内
。
豊
岡
市
戸と

べ
ら牧

に
あ
る
「
ヒ
グ
ラ
シ
珈

琲
」
戸
牧
店
の
山
根
和
恵
さ
ん
は
、
店
長

を
務
め
る
傍
ら
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て

活
躍
し
て
い
る
。
大
阪
の
大
学
を
卒
業
し

豊
岡
へ
戻
り
、
蜩
珈
琲
本
店
に
５
年
間
勤

め
た
後
、
戸
牧
店
の
店
長
と
な
っ
た
。

　
「
本
店
に
い
た
頃
は
商
店
街
の
会
議
な

地
元
へ
の
想
い
と
人
と
の
繋
が
り
が
生
み
出
す
、暖
か
い
イ
ラ
ス
ト

13やまね・かずえ さん
豊岡市出身のイラストレー
ター。ヒグラシ珈琲戸牧店
の店長を務めながら、イラス
トやデザイン制作を行ってい
る。学校や演劇の PRポス
ター、商店街の広告イメージ
や挿絵、リトルプレスの制作
など。つまらない、何もない
と思うのではなく、作り出せ
たら…というテーマで日々活
動中。

イラストレーター

豊岡市  ヤマネ カズヱさん （33）

次世代の但馬を担う

仕事柄、外を回ることはできないが、何かあれば誰かが店を訪ねて、声
をかけてくれるそうだ。持ってきてくれた縁は大切にしようと、人からの
呼びかけには可能な限り参加することを心がけている。

リトルプレス「弁当と傘」
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し
ん
で
い
た
が
、
村
で
は
次
々
に
災
難
が
起

こ
る
よ
う
に
な
る
。
村
人
は
竜
の
た
た
り

だ
と
考
え
、
池
の
ほ
と
り
に
小
さ
な
お
宮

を
建
て
竜
神
と
し
て
祀
っ
た
。
そ
し
て
村
に

は
ま
た
穏
や
か
な
日
々
が
戻
っ
た
そ
う
だ
。

　

和
田
で
は
、
こ
の
話
に
由
来
す
る
菖
蒲

綱
づ
く
り
が
古
く
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
。
端

午
の
節
句
に
行
わ
れ
る
伝
統
行
事
で
、

「
ヨ
ー
イ
ヤ
ッ
サ
、ヨ
イ
サ
ッ
サ
」
の
か
け
声

で
竜
に
似
せ
た
綱
を
村
人
総
出
で
編
み
、

綱
引
き
を
行
う
。
昔
は
豊
作
を
願
い
、
そ

の
綱
を
刻
ん
で
田
に
入
れ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

不
思
議
な
こ
と
に
、
菖
蒲
綱
づ
く
り
を

取
り
止
め
た
年
に
は
村
が
大
火
事
に
見
舞

わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
毎
年
続

け
て
行
わ
れ
、
今
は
村
人
の
親
睦
の
場
と

し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

声
を
か
け
あ
っ
て
作
る
一
本
の
綱
が
、
心

を
繋
ぐ
「
絆
」
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
。

　

自
然
豊
か
な
香
美
町
村
岡
区
和
田
。

春は
る
き来
峠
の
登
り
口
に
位
置
す
る
こ
の
地
区

に
は
竜
に
ま
つ
わ
る
伝
承
が
残
っ
て
い
る
。

　

和
田
に
は
そ
の
昔
、
大
き
な
池
が
あ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
周
辺
は
昼
で
も
暗
い
森

で
、
そ
の
池
に
は
竜
が
棲
ん
で
い
た
そ
う

だ
。
そ
の
竜
は
誰
彼
か
ま
わ
ず
人
々
を
襲

い
、
村
の
人
々
を
悩
ま
せ
て
い
た
。

　

あ
る
時
、
村
を
通
り
か
か
っ
た
旅
の
僧

が
、
な
ん
と
か
し
て
あ
げ
た
い
と
、一
計
を

案
じ
る
。
村
人
た
ち
に
大
き
な
わ
ら
人
形

を
作
ら
せ
、
そ
の
腹
の
中
に
も
ぐ
さ（
ヨ
モ

ギ
を
乾
か
し
て
作
っ
た
も
の
）と
針
を
つ
め

て
池
の
ほ
と
り
に
立
た
せ
た
。
僧
が
も
ぐ

さ
に
火
を
つ
け
る
と
竜
が
現
れ
、
人
形
を

飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

熱
さ
に
竜
は
暴
れ
回
っ
た
が
、
や
が
て
池

の
底
深
く
沈
み
、
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、
人
々
は
穏
や
か
な
日
々
を
楽

古
く
か
ら
残
る
竜
の
伝
承
と
伝
統
行
事

人
と
の
繋
が
り
を
編
む
菖
蒲
綱
づ
く
り

和
田
の
竜 

［
香
美
町
村
岡
区
］

和田の菖蒲綱づくり
端午の節句（旧暦の5月5日）に行われ
る伝統行事。火災などの厄除けを祈願
する行事として行われている。菖蒲、よ
も ぎ な ど を 混 ぜ た 藁 縄 を 作り、約
20mもの綱を編んでいく。できあがる
と2 つの組に分かれて綱引きを行う。
◆香美町村岡区和田 皇大神社
◆毎年 6月第1日曜

協力：香美町教育委員会

伝
承
の
地
を
訪
ね
て

第1回


