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丹
原
地
区
の
北
西
、
紅
葉
で
有

名
な
西
山
興
隆
寺
の
ふ
も
と
に
、

古
田
集
落
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
集

落
で
は
、
今
か
ら
約
２
０
０
年
前

の
大
火
災
を
契
機
に
、
そ
の
こ
ろ

と
し
て
は
画
期
的
な
区
画
整
理
事

業
に
よ
る
、
防
災
に
着
目
し
た
ま

ち
づ
く
り
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

住
民
の
安
全
・
安
心
の
確
保
に

向
け
た
、
先
人
に
よ
る
大
英
断
と

努
力
の
歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
末
期
の
文
化
２
（
１

８
０
５
）
年
、
傾
斜
地
に
あ
る
古

田
集
落
で
発
生
し
た
大
火
災
で
は

母
屋
86
戸
、
付
属
家
を
合
わ
せ
て

１
３
０
余
棟
を
全
焼
。
さ
ら
に
、

当
時
の
農
作
業
に
は
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
牛
14
頭
を
失
う
な
ど
、

地
区
の
３
分
の
２
以
上
を
消
失
す

る
大
変
な
惨
事
と
な
り
ま
し
た
。

　

地
区
の
庄
屋
で
あ
っ
た
四
代
目

芥
川
源げ

ん

吾ご

為た
め
の
ぶ宣
は
、
死
を
決
し
て

藩
庁
に
懇
願
す
る
な
ど
し
て
、
防

災
設
備
が
整
っ
た
地
区
の
復
旧
に

乗
り
出
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
集
落
内
を
東
西
に
走
る

幅
８
尺
（
約
２
・
４
㍍
）
の
、
３

本
の
幹
線
道
路
を
つ
く
り
、
そ
の

道
路
に
沿
っ
て
水
路
も
掘
削
し
ま

し
た
。
こ
の
三
筋
の
道
路
は
、
北

か
ら
「
北

き
た
ん
ち
ょ
う
丁
」
「
中

な
か
ん
ち
ょ
う
丁
」
と
、
そ

し
て
一
番
南
の
筋
は
、
海
側
が

「
本ほ

ん
ち
ょ
う丁

」
、
山
側
が
「
上か

み
ぢ
ょ
う丁

」
と

呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
集
落
の
山
手
に
、「
上

か
み
の

池い
け

」
と
「
蓮は

す
い
け池

」
と
い
う
二
つ
の

た
め
池
を
築
造
し
、
さ
ら
に
各

戸
の
入
口
に
も
１
坪
く
ら
い
の

堀
（
小
池
）
を
作
り
ま
し
た
。
た

め
池
の
水
は
、
新
た
に
設
け
ら
れ

た
水
路
に
よ
っ
て
各
戸
の
堀
に
供

さ
れ
、
平
時
に
は
日
常
用
水
と
し
、

非
常
時
に
は
防
火
用
水
と
し
て
利

用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
集
落
の
守
護
の
た
め

に
三
筋
の
道
路
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
基
ず
つ
地
蔵
菩
薩
石
像
が
据
え

ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
お
地
蔵
様
は

今
も
地
区
の
方
に
よ
っ
て
祭
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

当
時
の
西
山
興
隆
寺
院い

ん
け
こ
う
ど
う

家
光
憧

上し
ょ
う
に
ん

人
も
、
寺
院
所
有
の
ヒ
ノ
キ
や

ス
ギ
な
ど
３
０
１
本
を
提
供
し
、

家
屋
の
復
旧
を
支
援
し
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
材
木
を

棟
木
と
し
た
茅
葺
の
家
屋
は
、
昭

和
30
年
こ
ろ
ま
で
存
在
し
て
い
た

と
の
こ
と
で
す
。

　

た
め
池
と
各
戸
を
つ
な
ぐ
当
時

の
水
路
に
は
、
現
在
も
常
時
水
が

流
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
上
水

道
や
消
火
栓
の
整
備
が
進
む
と
と

も
に
、
自
家
用
車
が
各
戸
に
普
及

し
始
め
る
と
、
水
路
や
堀
の
存
在

が
通
行
の
障
害
と
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
う
し
た
時
代
の
変
遷
に
よ

り
、
や
が
て
水
路
に
は
ふ
た
が
さ

れ
、
次
第
に
堀
も
取
り
壊
さ
れ
て
、

現
在
で
は
昔
の
面
影
は
薄
れ
つ
つ

あ
り
ま
す
が
、
古
田
集
落
の
人
々

は
、
今
で
も
先
人
た
ち
の
努
力
を

伝
承
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
関
西
に
移
転
し
た
芥

川
家
の
追
善
供
養
を
引
き
続
き
執

り
行
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
平

成
16
年
に
は
古
田
会
堂
前
に
「
古

田
大
火
災
二
百
年
忌
」
の
供
養
碑

を
建
立
し
、
災
害
に
備
え
た
先
人

の
偉
業
を
た
た
え
て
い
る
の
で
す
。

▲先人の思いが今も伝わる供養碑

災
害
へ
の
備
え
の
大
切
さ
を
今
に
伝
え
る

　各総合支所管内での身近な出来事や話題などを毎月お知らせする
コーナーです。今月は丹原総合支所から「古田の大火と防火用の堀」
について紹介します。

丹原総合支所　　〒791－0592　丹原町池田1733番地 1
　　　　　　　　℡0898－68－7300　　℻0898－68－4769

▲今ではその数も少なくなった200年前の姿で残る堀


