
令和3年9月22日発行
No.35

香美町農業委員会発　行
香美町農業委員会
情報部会

編　集

兵庫県美方郡香美町香住区香住870－1
電 話0796－36－0 8 4 6
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度
が
足
り
て
い

な
い
」
と
の
指

摘
を
い
た
だ
き
、

肥
料
の
研
究
も

し
ま
し
た
。
油

か
す
、
カ
ニ
殻

や
魚
粉
入
り
肥

料
を
使
用
す
る

事
で
徐
々
に
糖

度
が
上
が
り
現

在
に
至
っ
て
い

ま
す
。
今
で
は

「
今
ま
で
食
べ
た
中
で
一
番
美

味
し
い
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
で
す
」

と
お
褒
め
の
言
葉
を
い
た
だ
け

て
お
り
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
い

ま
す
。
甘
い
実
が
付
く
よ
う
に

な
っ
て
安
心
し
た
の
は
良
か
っ

た
の
で
す
が
、
そ
の
反
面
、
甘

く
な
っ
た
事
に
よ
り
、
鳥
や
ア

リ
、
ハ
チ
な
ど
の
昆
虫
の
被
害

に
悩
ま
さ
れ
る
事
が
多
い
の
も

現
実
。
防
鳥
ネ
ッ
ト
張
り
や
ア

リ
、
ハ
チ
の
駆
除
も
大
切
な
作

業
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
大

笹
（
ハ
チ
北
）
は
冬
期
間
多
く

の
積
雪
が
あ
り
ま
す
。
雪
対
策

が
必
要
で
、
雪
が
降
る
ま
で
に

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
一
本
一
本
を

ロ
ー
プ
で
ひ
と
ま
と
め
に
く
く

り
、
枝
折
れ
防
止
作
業
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。
毎
年
６
月
末

～
８
月
下
旬
頃
が
収
穫
時
期
で

す
。
心
待
ち
に
し
て
下
さ
っ
て

い
る
お
客
様
の
為
、
日
々
の
手

入
れ
は
怠
れ
ま
せ
ん
。
ツ
ツ
ジ

科
の
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
は
枝
に
か

な
り
の
シ
ナ
リ
が
あ
り
ま
す
。

完
全
に
折
れ
な
い
限
り
、
皮
一

枚
で
つ
な
が
っ
て
い
る
状
態
な

ら
花
を
咲
か
せ
た
後
結
実
し
ま

す
。
「
す
ご
く
美
味
し
い
で

す
。
」
「
ま
た
来
ま
す
。
」

「
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
」

と
笑
顔
で
言
っ
て
い
た
だ
け
る

よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
ブ
ル
ー
ベ

リ
ー
作
り
を
頑
張
っ
て
続
け
て

行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
15
年
農
業
法
人
を
立
ち

上
げ
た
頃
、
グ
ル
ー
プ
の
仲
間

に
家
の
周
辺
に
赤
し
そ
栽
培

を
さ
れ
て
い
る
方
が
い
ま
し

た
。
近
所
の
母
親
が
息
子
の
健

康
の
た
め
に
、
ジ
ュ
ー
ス
を
作

り
、
服
用
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
小
代
区
の
婦
人
会

で
も
、
ジ
ュ
ー
ス
を
作
っ
て
い

ま
し
た
。

　

視
察
研
修
で
鹿
肉
加
工
さ
れ

て
い
る
方
を
訪
ね
て
青
垣
町
に

行
っ
た
時
、
周
辺
一
帯
を
柵
で

囲
っ
た
鹿
対
策
が
行
わ
れ
て
い

た
の
を
目
に
し
ま
し
た
。
こ
こ

で
追
い
や
ら
れ
た
鹿
は
、
い
ず

れ
は
私
た
ち
の
住
む
但
馬
に
来

る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
ま

し
た
。

　

そ
の
時
期
、
あ
る
町
会
議
員

が
一
般
質
問
で
鹿
対
策
を
訴
え

て
い
た
の
に
対
し
て
「
町
も
対

策
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
回
答

し
て
い
た
」
事
を
憶
え
て
い
ま

す
。
私
が
今
心
配
し
て
い
る
の

は
、
民
家
周
辺
の
耕
作
放
棄
地

で
草
が
刈
り
取
り
さ
れ
な
い
ま

ま
放
置
さ
れ
、
枯
草
に
な
り
、

何
か
の
弾
み
で
火
が
付
い
た
場

合
を
思
い
浮
か
べ
る
と
大
変
な

こ
と
に
な
る
、
こ
の
状
況
を
容

認
で
き
な
い
思
い
で
す
。

　

５
年
間
ほ
ど
赤
し
そ
を
観
察

し
て
、
鹿
が
食
し
て
い
な
い
こ

と
を
確
認
し
て
、
亀
村
副
町
長

（
故
人
）
と
京
都
の
し
そ
加
工

場
の
調
査
に
い
っ
た
り
、
小
代

区
小
長
延
の
畑
で
栽
培
さ
れ
て

い
る
激
辛
の
唐
辛
子
に
加
え
て
、

赤
し
そ
、
ご
ぼ
う
の
葉
な
ど
を

更
に
３
年
間
調
査
、
観
察
し
て

鹿
の
餌
に
な
ら
な
い
こ
と
の
確

認
、
電
気
柵
な
し
で
の
本
格
的

栽
培
を
畑
で
開
始
し
よ
う
と
し

た
が
体
調
不
良
の
為
、
入
院
を

余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
翌
年

令
和
２
年
に
10
ア
ー
ル
赤
し

そ
を
栽
培
し
、
出
荷
し

た
り
、
種
を
取
っ
た
り
、

酵
素
シ
ロ
ッ
プ
を
作
っ

た
り
、
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
挑
戦
を
続
け
て
い

ま
す
。
86
歳
で
気
持
ち

は
青
年
で
す
が
、
体
力

的
に
厳
し
く
、
人
々
に

お
願
い
し
て
、
民
家
周

辺
の
畑
を
借
り
受
け
て
、

栽
培
と
加
工
に
取
り
組

み
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
昨
年
度
は
10
ア
ー

ル
生
産
し
京
都
の
加
工
場
に
出

荷
し
ま
し
た
。
今
年
も
少
し
で

も
放
棄
地
が
な
く
な
る
よ
う
に

頑
張
り
ま
す
。

　

二
十
世
紀
梨
を
作
り
始
め

て
、
早
50
年
経
ち
ま
し
た
。
思

え
ば
中
学
生
の
頃
、
袋
掛
け
を

手
伝
い
に
行
き
、
幼
果
の
軸
に

綿
を
巻
き
、
袋
掛
し
、
防
除
は

手
押
の
動
噴
で
母
と
二
人
で
一

生
懸
命
こ
い
だ
の
を
覚
え
て
い

ま
す
。
私
が
梨
作
り
を
始
め
た

き
っ
か
け
は
父
が
身
体
を
壊
し

た
こ
と
で
梨
園
を
継
ぐ
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
父
が
入
院
中
、

素
人
の
私
は
ど
う
し
た
ら
い
い

か
分
か
ら
ず
近
所
の
人
に
聞
き

な
が
ら
始
め
ま
し
た
。
当
時
は

モ
ノ
レ
ー
ル
な
ど
便
利
な
荷
物

搬
送
の
機
械
も
な
く
、
梨
山
か

ら
木
箱
を
背
負
っ
て
下
っ
て
い

ま
し
た
。
若
い
か
ら
出
来
た
事

で
重
労
働
で
し
た
。
梨
園
を
５

反
増
や
し
、
収
穫
量
が
多
く
な

る
の
に
合
わ
せ
、
モ
ノ
レ
ー
ル

を
付
け
、
搬
送
の
重
労
働
か
ら

解
放
さ
れ
ま
し
た
。
防
除
も
二

人
で
半
日
が
か
り
で
し
た
が
無

人
防
除
を
付
け
、
30
分
で
終
わ

り
、
袋
も
、
ノ
リ
付
き
、
止
金

付
き
と
改
良
さ
れ
掛
け
易
く
な

り
、
家
内
に
「
お
父
さ
ん
は
袋

掛
け
が
早
い
」
と
持
上
げ
ら
れ

一
生
懸
命
掛
け
ま
し
た
。
便
利

な
道
具
が
で
き
、
梨
作
り
も
昔

の
様
な
大
変
さ
は
大
幅
に
減
り
、

そ
れ
に
伴
い
、
梨
の
生
産
量
も

向
上
し
ま
し
た
。
長
年
梨
作
り

を
し
て
い
る
と
木
を
見
れ
ば
ど

ん
な
梨
が
出
来
た
の
か
、
だ
い

た
い
分
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
私
は
良
い
梨
を
作
る
に
は

木
を
弱
ら
せ
な
い
、
日
当
り
を

良
く
す
る
こ
と
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
剪
定
、
誘
引
の
時
、
木

の
先
端
の
伸
び
具
合
に
気
を
付

け
て
い
ま
す
が
、
技
術
が
足
り

な
い
せ
い
か
思
う
よ
う
に
い
き

ま
せ
ん
。
で
も
自
分
で
考
え
て

工
夫
し
な
が
ら
で
き
る
の
は
梨

作
り
の
楽
し
さ
の
一
つ
で
も
あ

り
ま
す
。
春
か
ら
交
配
、
摘
果
、

袋
掛
け
、
防
除
し
て
大
事
に
育

て
秋
の
収
穫
を
楽
し
み
に
し
て

い
た
の
に
台
風
や
鳥
獣
被
害

に
遭
い
、
水
の
泡

と
な
っ
た
時
も
あ

り
ま
し
た
。
で
も

身
体
が
続
け
ば
梨

が
作
れ
ま
す
。
い

ろ
い
ろ
な
思
い
を

し
ま
し
た
が
梨
作

り
を
し
て
い
て
良

か
っ
た
と
思
い
ま

す
。
昨
年
よ
り
全

量
Ｊ
Ａ
出
荷
し
て

い
ま
す
。
以
前
は

８
軒
の
方
が
梨
作
り
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
今
は
私
一
人
に
な
り
、

梨
園
が
無
く
な
る
か
と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
梨
園
を
継
い
で
く

れ
る
青
年
が
出
来
ま
し
た
。
新

品
種
の
「
な
し
お
と
め
」
と
い

う
お
い
し
い
梨
な
ど
も
作
り
頑

張
っ
て
下
さ
い
。
近
年
、
休
耕

地
が
多
く
有
り
ま
す
。
皆
さ
ん

も
果
樹
野
菜
を
作
り
、
収
穫
を

楽
し
ん
で
下
さ
い
。
農
業
は
自

然
の
中
で
一
人
で
も
出
来
ま
す
。

挑
戦
し
て
見
て
下
さ
い
。

　

10
年
程
前
、
前
の
持
ち
主
よ

り
現
在
の
畑
を
譲
り
受
け
ま
し

た
。
畑
の
中
は
背
丈
程
の
雑
草

だ
ら
け
、
に
見
え
て
い
ま
し
た
。

草
刈
り
を
進
め
て
い
く
う
ち
に

見
え
て
来
た
の
は
多
く
の
ブ

ル
ー
ベ
リ
ー
の
木
で
し
た
。
ハ

イ
ブ
ッ
シ
ュ
系
と
ラ
ビ
ッ
ト
ア

イ
系
の
混
在
し
た
木
が
約
百
株
。

前
の
持
ち
主
の
方
の
意
志
を

継
ぐ
べ
く
約
一
年
を
か
け
て
ブ

ル
ー
ベ
リ
ー
畑
を
整
備
し
ま
し

た
。
初
め
て
の
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

作
り
は
分
か
ら
な
い
事
だ
ら
け

で
手
探
り
状
態
で
し
た
。
果
実

作
り
の
本
を
読
ん
だ
り
、
ブ

ル
ー
ベ
リ
ー
畑
の
あ
る
波
賀
町

ま
で
足
を
運
ん
で
み
た
り
し
ま

し
た
。
初
め
の
う
ち
は
、
結

実
は
す
る
も
の
の
「
実
の
糖

「
二
十
世
紀
梨
と
と
も
に
」

　

香
住
区
間
室　
　

池
田
　
元
継
さ
ん

「
雪
国
で
の
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
作
り
」

　
　

村
岡
区
大
笹　
　

西
村
　
松
美
さ
ん

「
民
家
周
辺
の
耕
作
放
棄
地
対
策
に
つ
い
て
」

　
　

小
代
区
神
水　
　

田
渕
　
覚
男
さ
ん

頑張っている
農家の皆さんの声声
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〈
担
当
地
区
〉

西
下
岡
・
下
岡
・
上
岡
・
隼
人
・
畑
・

大
梶
・
三
川
・
土
生
・
本
見
塚

　村岡区高井には古墳や遺跡が七か所見つかっています。そのうち、古墳は4ケ所あり三之谷一号古墳、
二号古墳、高井古墳、鳶が丘古墳で、遺跡は殿岡遺跡、家の上遺跡、蛇雨遺跡の3ヶ所です。その中で三
之谷一号古墳を紹介したいと思います。国道9号線沿いに看板が出ている古墳ですが昭和48年に県史跡
文化財に指定され、横穴式の円型をしています。この古墳がなぜ指定を受けたかといいますと、古墳の

石の壁に沢山の線と羽根を広げた鳥二羽が線で刻まれていたことでした。
この様な壁画古墳は県内ではこの場所にしか見つかっていないそうです。
また、この古墳は古墳時代である今から1400年前に作られています。
このように線で刻まれた壁画古墳は、鳥取県東部に60例程あることが分
かっています。今、鳥取と香美町は往来が盛んですが、もうすでに古墳
時代から農業、文化など様々な交流をしながら今に至っているのだと思
いを巡らせる事の出来る場所なのではないでしょうか。　

村岡区高井在住　田　中　みどり

その15
シリーズ

村岡区高井の古墳と遺跡

就
任
の
あ
い
さ
つ

　今
年
は
例
年
に
比
べ
て
3
週
間
も

早
く
梅
雨
入
り
し
ま
し
た
。
田
圃
や

畑
の
水
管
理
が
大
変
と
思
っ
て
い
ま

し
た
が
我
が
地
域
で
は
今
の
と
こ
ろ
、

大
雨
で
日
照
不
足
や
異
常
低
温
に
は

な
ら
ず
一
安
心
し
て
い
ま
す
。
こ
の

『
農
委
だ
よ
り
』
を
皆
様
に
見
て
頂

け
る
頃
に
は
素
晴
ら
し
い
秋
空
の
下
、

稲
刈
り
・
畑
作
物
の
収
穫
が
出
来
る

事
を
願
っ
て
い
ま
す
。
自
然
・
気
象

に
最
も
影
響
さ
れ
る
業
種
が
【
農

業
】
で
す
。
「
自
然
に
逆
ら
っ
て
も

勝
て
な
い
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、

「
経
験
」
「
工
夫
」
と
「
情
報
交

換
」
に
よ
り
何
と
か
な
る
よ
う
に
思

とび おか いえ かみとの おか じゃあめ

　初
め
て
の
農
業
委
員
と
し
て
責

任
の
重
さ
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。

　近
年
、
高
齢
化
や
後
継
者
不
足

に
よ
り
農
地
が
守
り
づ
ら
く
な
っ

て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
地
域
の

皆
様
と
と
も
に
農
地
、
農
業
を
守

れ
る
よ
う
に
努
力
し
、
少
し
で
も

お
役
に
立
て
る
よ
う
に
頑
張
り
ま

す
。

い
ま
す
。
我
が
家
の
水
稲
で
は
除
草

剤
は
規
定
薬
・
規
定
量
し
か
使
え
ず
、

「
手
で
と
ー
る
」
の
除
草
で
大
変
で

し
た
。
田
ん
ぼ
の
水
持
ち
が
悪
く
除

草
剤
が
効
き
に
く
い
と
の
こ
と
で
、

「
水
持
ち
を
良
く
す
る
為
に
は
手
間

は
か
か
る
が
代
か
き
の
二
度
か
き
が

良
い
よ
う
だ
」
と
聞
き
、
今
年
は
二

度
か
き
を
し
て
み
ま
し
た
。
今
の
所

で
は
例
年
よ
り
も
雑
草
が
生
え
に
く

い
よ
う
で
す
。
今
回
の
『
農
委
だ
よ

り
』
も
頑
張
っ
て
い
る
農
家
の
皆
さ

ん
の
寄
稿
に
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
発
行

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　香
美
町
農
業
委
員
会

　
　
　情
報
部
会
長

　門
垣

　日
出
男

香住区隼人
米田　和弘

▲ 古墳の全貌。

▲ 古墳内部に描かれた壁画。
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