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春
来
川
の
ほ
と
り
に
湧
く
、
山
陰
の
名

湯
・
湯
村
温
泉
。
冬
に
近
づ
く
に
つ
れ
一
層

多
く
の
観
光
客
で
賑
わ
う
こ
の
温
泉
街

に
、
話
題
の
交
流
場
「
ゆ
む
ら
屋 

お
ば
ぁ

か
ふ
ぇ
」
が
あ
る
。
笑
顔
が
素
敵
で
元
気
な

お
母
さ
ん
た
ち
が
店
番
を
し
て
お
り
、
訪

れ
た
人
々
を
癒
し
て
く
れ
る
と
、
観
光
客

の
間
で
人
気
の
ス
ポ
ッ
ト
だ
。

　

こ
こ
で
は
黒
豆
茶
や
栃
の
実
珈
琲
、“
お

ば
ぁ
”
と
呼
ば
れ
る
遊
月
亭
Ｏ
Ｂ
の
方
々
が

作
る
「
イ
カ
の
麹
漬
け
」
や
「
栃
餅
入
り

大
判
焼
き
」
な
ど
が
食
べ
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
も
名
物
「
栃
お
は
ぎ
」
は
、「
美
方
ル

ビ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
地
元
産
の
美
方
大
納

言
小
豆
と
、
栃
の
実
の
ア
ク
抜
き
か
ら
、
す
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美方大納言小豆のつぶあんで栃餅を包んだ昔ながらの味わい。
栃の実の皮をブレンドした「栃の実珈琲」との相性も◎

べ
て
を
自
社
で
行
っ
て
い
る
こ
だ
わ
り
の
栃

餅
が
合
わ
さ
っ
た
自
慢
の
逸
品
。

　
“
旨
味
世
界
一
”
と
も
言
わ
れ
る
美
方
大

納
言
小
豆
は
、
糖
や
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
が
多

く
含
ま
れ
風
味
も
よ
く
、
煮
崩
れ
し
に
く

く
和
菓
子
に
適
し
て
い
る
。
ほ
ど
よ
く
粒

が
残
っ
た
小
豆
と
、
香
ば
し
い
風
味
の
栃
餅

と
の
相
性
が
抜
群
だ
。

　

機
械
で
作
る
よ
り
や
は
り
手
作
り
が
一

番
。“
い
く
つ
で
も
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
”

と
、
あ
ん
こ
を
ほ
ど
よ
い
甘
さ
に
仕
上
げ
て

い
る
。
毎
日
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
す
こ
と

１
ヶ
月
、
よ
う
や
く
昔
な
が
ら
の
お
ば
ぁ
の

味
を
完
成
さ
せ
た
。
お
ば
ぁ
が
愛
情
込
め

て
作
っ
た
素
朴
で
懐
か
し
い
味
わ
い
に
ホ
ッ
と

美方大納言小豆とこだわりの栃餅
元気いっぱいのおばぁが届けてくれる

ホッとできる優しい味

一
息
つ
け
る
だ
ろ
う
。

　
「
お
ば
ぁ
た
ち
は
人
と
話
す
こ
と
が
好
き

で
、
自
分
た
ち
も
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
る
。

栃
お
は
ぎ
と一
緒
に
彼
女
た
ち
と
の
交
流
も

体
験
し
て
ほ
し
い
」
と
は
、
株
式
会
社
但
馬

寿
の
久く

む
ら村

常
務
。
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
も

ら
っ
て
、
人
と
の
つ
な
が
り
や
絆
を
深
め
て

も
ら
い
た
い
と
話
す
。

　

ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
手
作
り
で
、
保
存

料
な
ど
の
添
加
物
は
一
切
使
用
し
て
い
な
い

の
で
、
食
べ
ら
れ
る
の
は
そ
の
日
の
み
。
温

泉
街
の
散
策
途
中
に
、
湯
村
の
秋
の
味
覚

と
お
ば
ぁ
た
ち
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ
に
ぜ
ひ

立
ち
寄
っ
て
み
よ
う
。

遊月亭 OB の
個性豊かなおばぁたちが
笑顔で迎えてくれる。

築130 年の古民家を
改装した趣のある交流の場。
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し
ば
ら
く
し
て
天
日
槍
は
怒
り
過
ぎ
た

こ
と
を
反
省
し
て
、
見
つ
け
た
土
地
を
家

来
に
与
え
た
。
家
来
は
と
て
も
喜
び
、
そ

れ
以
来
、足
を
痛
め
て
苦
し
ん
で
い
る
人
々

の
傷
を
癒
や
す
こ
と
を
誓
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
家
来
は
、
切
り
つ
け
ら
れ
た
時
に

「
あ
い
た
！
」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
元
で

は
「
あ
い
た
っ
つ
あ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
、
人
々
か
ら
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
名
に
ち
な
ん
で
神
社
周
辺
の

小こ
あ
ざ字

名
は「
ア
イ
タ
チ
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

拝
殿
に
は
、
靴
や
松
葉
づ
え
、
ギ
プ
ス

な
ど
、
足
の
け
が
が
治
っ
た
人
た
ち
が
神
様

へ
の
お
礼
に
供
え
た
も
の
が
い
く
つ
か
残
っ

て
い
る
。

　

ま
た
、
鳥
居
を
抜
け
て
静
か
な
境
内
に

入
る
と
左
手
に
は
、
天
日
槍
が
あ
い
た
っ

つ
ぁ
ん
の
足
を
切
り
つ
け
た
際
、一
緒
に
切
っ

た
と
さ
れ
る
刀
傷
の
つ
い
た
「
切
岩
」
が
今

も
残
っ
て
い
る
。

　

の
ど
か
な
田
園
に
囲
ま
れ
た
豊
岡
市

中な
か
の
ご
う郷
地
区
。
こ
こ
に
鎮
座
す
る
「
葦あ
し
だ田

神
社
」
は
、
地
元
で
「
あ
い
た
っ
つ
あ
ん
」

と
呼
ば
れ
、
足
痛
を
治
す
神
様
と
し
て
崇

め
ら
れ
て
い
る
。

　

昔
、
湖
の
底
で
あ
っ
た
但
馬
を
天あ

め
の
ひ
ぼ
こ

日
槍

が
津
居
山
を
切
り
開
き
、
だ
ん
だ
ん
と
美

し
い
田
ん
ぼ
に
代
わ
っ
て
い
た
頃
の
話
。
天

日
槍
は
、
そ
の
美
し
い
光
景
が
見
渡
せ
る

所
に
屋
敷
を
か
ま
え
よ
う
と
、
家
来
に
適

当
な
場
所
を
探
さ
せ
て
い
た
。

　

家
来
は
あ
ち
こ
ち
探
し
ま
わ
り
中
郷
に

見
晴
ら
し
の
い
い
土
地
を
見
つ
け
た
も
の

の
、
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
自
分
が
気
に
入
っ

て
し
ま
い
天
日
槍
に
隠
し
て
い
た
。

　

そ
れ
を
知
っ
た
天
日
槍
が
怒
り
、
剣
を

抜
い
て
家
来
に
切
り
か
か
っ
て
、
家
来
の
足

を
傷
つ
け
た
と
い
う
。
負
傷
し
た
家
来
は

そ
の
場
か
ら
逃
げ
去
り
、
山
の
中
で
傷
を

治
し
た
。

天あ
め
の
ひ
ぼ
こ

日
槍
の
随
神
「
あ
い
た
っ
つ
あ
ん
」

人
々
か
ら
崇
め
ら
れ
る
足
痛
の
神

あ
い
た
っ
つ
あ
ん
［
豊
岡
市
中な
か
の
ご
う
郷
］

伝
承
の
地
を
訪
ね
て

第10回

葦田神社の切岩
312 号線を南下して482 号線
を東へ進み、249 号 線と分岐
するあたりで、農道へ入り奥へ
進むと、山すそに見えてくる神
社。天日槍が傷つけたといわれ
る「切岩」が残る。
◆豊岡市中郷1141


