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【巻　頭】新尾道市史編さん始動

【特　集】みつぎ発～再びめぐり逢う秘仏と伝説～

【トピックス】 ｢尾道新聞｣発掘､文化財調査等

【事務局発】常称寺の下張り文書確認/刊行計画
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写真解説- 【上段左】御調の串柿作り(昭和30年代･御調町閉町記念誌一歴史編より) 【上段右】千光寺山から望む尾道市街(戦前･

尾道学研究会所蔵写真絵葉書より) 【中段左】向島入用の貯木場で遊ぶ子ども達(昭和40年頃･土本義美氏撮影) 【中段右】加島(向

東沖)海水浴場での潮干狩り(向東中学校所蔵写真より) 【下段左】因島大阪鉄工所(後の日立造船因島工場)の職員退出風景(戦前･

尾道学研究会所蔵写真絵葉書より) 【下段右】瀬戸田港風景(戦前･尾道学研究会所蔵写真絵葉書より･パノラマ写真のうちの一枚)
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WANTED

史資料や情報をお寄せください

古文書や古写真(写真絵葉書を含む)､古地図､
尾道の話題を報じる古新聞など､市史編さん委員
会事務局では､幅広い分野において尾道に関わる
史資料を収集しています｡また､無形の伝承(地
域に伝わる言い伝えや独特な慣習､祭礼芸能等)
についても収集対象となります｡もし皆さんの

お宅や周辺で､あるいは地域で､そうしたものが

発見される場合は､事務局へご一報下さい｡史資

料については複製(写真撮影･コピー)を取らせ
ていただくのみで､現物については速やかにお

返しさせていただきます｡情報提供は下記の事
務局連絡先までお願いします｡お電話での受付
時間は平日　9:00- 16:00 (以降は文化財係:

0848-20-7425へお願い致します)

編集後記*2017. 5. 26

こんにちは!市史編さん委員会事務局です｡

新しい尾道市史の編さん事業が､平成28年度より始まりまし

た｡前回の創刊準備号に続き､今回は創刊号という事で､本格

的に稼動し始めた市史編さん委事務局の活動の一端をお伝えし

ました｡市史編さん委事務局発足以来､市内外の専門家の方々

のご協力を得ながら､様々な史資料の調査が進んでおります｡

この市史だより『市史広報』では､市民の皆さんに最新の活

動･研究成果を分かりやすく紹介するとともに､皆さんからの

史資料の情報提供などをお願いする為､年に2回程度の刊行を

予定しております｡皆さんに身近に感じていただけるような市

史だよりを目指して参りますので､暖かいご支援とご協力をお

願い致します｡ (S.S記)

【企画･編集･発行】尾道市史編さん委員会事務局(企画財政部文化振興課内) 〒722-8501尾道市久保丁目15-1尾道市民会館3階32号室

TEL : 0848-38-9359 (直通) /FAX : 0848-37-2740 (代表) /E-MAIL : bunkazai@city.onomichi.hiroshima.jp

-
-
-
I
.
-
杏
奈
i
∴
守
二

言
五
･
･
･
･
･

ト
.
I
.
J
e
J
叩

二

t
･
序
は
､
与
件
的
よ
-
､
上
が
終
浅
志
手

ん
t
一
さ
す
t
ド
書
･
粁
-
も
水
t
 
J
d
.
_
i
J
克
烏
㌦

I
号
戊
p
雷
紬
簸
柵
和
紙
顔
純
度
止

管
長
･
一
押
通
だ
･
 
I
_
I
-
J
月
言
｡
升
J
叔
位
Y
<

長
け
t
s
=
々
ふ
ヰ
斥
也
.
年
内
キ
作
れ
ゆ
i
.
r
i
(
.
.
A

隻
i
咋
粁
i
.
オ
ー
‥
㌍
坪
.
さ
ー
鼻
<
-
々
.
.
･
i
l

t
伺
乞
1
.
)
,
尽
す
r
･
.
拘
ー
小
鼻
允
S
を
わ
夢
1

t
4
)
け
れ
々
碁
.
よ
､
勾
去
i
壬
も
1
誘
J
ー

己

　

　

　

　

　

　

　

.

)

∴

　

1
●

紳
集
-
1
上
{
4
4
.
･
老
線
名
叩
け
祐
Q
･
･
か
1

く

〓

ツ

西
久
保
噺
･
.
時
宗
常
称
寺
の
庫
裏

ふ
す
ま

(
住
職
の
-
住
居
ス
ペ
ー
ス
)
　
の
襖
の

一
部
か
ら
､
下
張
り
に
使
わ
れ
た
古

文
書
紙
片
が
大
量
に
見
つ
か
り
ま
し

た
｡
ダ
ン
ボ
ー
ル
2
箱
分
に
な
る
下

張
り
を
事
務
局
へ
持
帰
り
､
慎
重
且

つ
丁
寧
に
剥
が
す
作
業
を
行
っ
た
後

(
写
真
右
)
､
古
文
書
担
当
者
が
文

書
の
内
容
を
確
認
し
､
史
料
と
な
り

得
る
か
否
か
を
選
別
し
ま
し
た
｡

下
張
り
文
書
は
手
紙
や
証
文
類
で

占
め
ら
れ
､
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
れ
た

文
書
の
中
に
は
､
明
治
9
年
(
1
8

だ
い
も
ん

7
6
)
　
に
常
称
寺
大
門
周
辺
に
存
在

あ
ま
で
ら

し
た
尼
寺
群
の
廃
止
を
記
録
し
た
文

書
も
見
ら
れ
ま
し
た
　
(
写
真
左
)
｡

そ
れ
に
よ
る
と
'
こ
の
時
廃
止
さ
れ

た
尼
寺
は
､
｢
南
之
寮
､
福
泉
庵
､

慶
徳
庵
､
布
施
屋
､
珠
数
屋
､
玉
蔵

庵
｣
　
で
､
何
れ
も
江
戸
後
期
に
書
か

し
こ
l
つ

れ
た
地
誌
『
尾
道
志
稿
』
　
に
そ
の
名

が
見
え
て
い
ま
す
　
(
珠
数
屋
は
志
稿

じ
ゆ
ず

で
は
数
珠
屋
)
0

廃
止
さ
れ
て
以
後
の
尼
寺
に
住
し

た
尼
僧
達
は
　
｢
当
寺
　
(
常
称
寺
)
　
の

守
番
と
し
て
差
し
置
く
｣
　
と
あ
り
､

本
寺
で
あ
る
常
称
寺
の
内
に
身
を
寄

せ
た
事
が
分
か
り
ま
す
｡

じ

ょ

う

し

よ

う

じ

し

た

ば

常
称
寺
の
下
張
り
文
書
を
確
認

通
史
綜
　
近
世

通
史
編
　
原
始
･
舌
代
･
中
世

地
理
鯖

民
俗
編

史
料
編
　
舌
代
･
中
世

史
料
編
　
近
代
･
現
代

文
化
財
編
　
下
巻

史
料
編
　
近
世

文
化
財
編
　
上
巻

『
新
尾
道
市
史
』
刊
行
計
画
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『伸びゆく御調』楠務編集発行(中国観光地誌社) 1969　より
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御調町の地勢基本データ-旧御調郡下では北部に位置し､東は福山･府中･西は久井､南は尾道･三原､北は世羅(甲山)

と接する｡総面積82.98平方km｡北に標高699mの宇根山脈､南に木頃山脈が控え､その支脈の山々が広がり､それら山

林が町域の約75%を占める｡町内を西から東へ流れる流れる御調川は芦田川支流になり､小支流を含め流域一帯が河成平
す[,･のかみう､わへいちカ､わちいまつのあやめやまと

地を形成している｡エリアは菅野.上川辺･市･河内･今津野･綾目･大和の地区で構成される｡

②

○

市史編さん事務局トピックス

【事務局発】
旧市町に遺された行政文書群の整理と目録作成

(写真は因島･重井村役場文書群の一部)
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【民俗部会･文化財部会発】
寺院別の悉皆調査で史資料と未指定の寺宝を確認
(写真は御調町下山田の北之坊満福寺での仏画調査)

【文化財部会発】
天然記念物の再調査

(写真は御調町福井のシダレザクラにて)

【市史編さん地域協力員発】
明治期に遡る地元紙｢尾道新聞｣の発掘･資料提供
(三成地区の協力員･三訪会事務局の皆さんより)

【事務局発】
正念寺天井画の特別公開及び解説鑑賞会を開催
(尾道学研究会･文化振興課との共催で実施)

【文化財部会発】
指定文化財の仏像を調査及び写真撮影

(写真は西久保町の常称寺にて)
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御
調
郡
の
郡
名
を
町
名
と
し
た
御
調
町
は
､
昭
和
3
 
0
年
(
1
9
5

5
)
2
月
1
日
､
七
力
村
(
基
本
デ
ー
タ
記
載
の
エ
リ
ア
)
が
合
併
し
て

誕
生
し
ま
し
た
｡

そ
が
わ

歴
史
の
跡
を
遡
る
と
､
最
古
の
痕
跡
で
は
曽
川
1
号
遺
跡
(
大
町
)

た
て
あ
な

に
お
い
て
弥
生
時
代
の
集
落
が
認
め
ら
れ
　
(
竪
穴
式
住
居
等
を
確

認
)
､
そ
こ
で
は
縄
文
後
期
か
ら
弥
生
時
代
に
ま
た
が
っ
て
の
土
器
や

か
い
が
は
,
ら

石
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
｡
貝
ケ
原
遺
跡
(
貝
ケ
原
)
か
ら
は
吉
備
地

と

く

し

ゆ

き

だ

い

方
に
分
布
す
る
祭
把
用
土
器
の
｢
特
殊
器
台
｣
(
県
重
要
文
化
財
)
が
発

見
さ
れ
る
な
ど
､
吉
備
や
山
陰
地
方
と
の
往
来
⊥
父
流
も
窺
い
知
れ

ま
す
｡

え
ん
ふ
ん

古
墳
を
見
る
と
､
主
に
小
規
模
な
円
墳
が
御
調
川
沿
い
に
点
々
と

分
布
し
､
そ
の
数
は
9
 
0
基
近
い
数
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
御
調

川
流
域
に
は
古
代
の
山
陽
道
が
通
り
､
街
道
沿
線
に
は
7
世
紀
後
半

ほ
ん
一
)
l
つ
ぴ
､
b
は
い
じ

に
古
代
寺
院
(
本
郷
平
廃
寺
)
が
建
造
さ
れ
て
お
り
､
堂
塔
の
礎
石
や

れ

ん

げ

も

ん

よ

･

つ

の

き

ま

る

が

わ

ら

蓮
華
文
様
の
軒
丸
瓦
が
数
多
く
発
見
さ
れ
る
な
ど
､
交
通
の
要
衝
と

し
て
の
繁
栄
ぶ
り
の
〓
肺
を
垣
間
見
せ
て
い
ま
す
｡

ぐ
ん
ゆ
J
つ
か
っ
き
ょ

武
士
が
台
頭
し
､
群
雄
割
拠
の
中
世
の
時
代
に
は
､
御
調
町
内
に
も

や

ま

卜

し

ろ

か

わ

多
く
の
山
城
が
築
か
れ
､
主
な
も
の
で
は
内
海
氏
の
牛
の
皮
城
(
上
川

ひ
ば
〓
ツ

辺
)
､
池
上
氏
の
雲
雀
城
(
市
)
､
上
里
氏
の
丸
山
城
(
河
内
)
な
ど
の
城

跡
を
遺
し
ま
す
｡

い
わ
み
ぎ
ん
ざ
ん

近
世
江
戸
時
代
で
は
､
石
見
銀
山
(
島
根
県
大
田
市
)
か
ら
の
産
出

銀
を
輸
送
す
る
ル
ー
ト
と
し
て
の
｢
銀
山
街
道
｣
が
町
内
を
通
り
､
宇

】
｣
ど
ヽ
｢
ノ

根
の
古
道
な
ど
は
街
道
の
面
影
を
今
に
留
め
て
い
ま
す
｡

近
代
以
降
は
､
市
村
と
尾
道
を
繋
い
だ
幹
線
交
通
と
し
て
の
｢
オ
ノ

テ
ツ
｣
こ
と
尾
道
鉄
道
(
大
正
1
 
4
年
～
昭
和
3
 
9
年
間
)
の
存
在
が
大
き

く
､
現
代
(
戦
後
)
で
は
｢
御
調
方
式
｣
と
称
さ
れ
た
福
祉
医
療
の
先
進

的
な
取
組
み
､
ス
ポ
ー
ツ
振
興
で
は
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
が
盛
ん
な
町
と

し
て
も
知
ら
れ
ま
す
｡
芸
術
文
化
で
は
､
文
化
勲
章
受
章
者
で
あ
る
彫

え

ん

つ

ば

か

つ

ぞ

う

刻
家
･
園
鍔
勝
三
氏
､
伝
統
芸
能
で
は
｢
み
あ
が
り
お
ど
り
｣
(
県
無
形

民
俗
文
化
財
)
な
ど
が
伝
承
さ
れ
ま
す
｡

平
成
1
 
7
年
(
2
0
0
5
)
3
月
2
 
8
日
､
向
島
町
と
共
に
尾
道
市
と
合

併
し
､
緑
豊
か
な
里
山
の
尾
道
を
形
成
し
て
い
ま
す
｡



(甜

真田伝説を共有する徳永の天満神社本殿に掛けられた奉納絵馬｡騎馬武者に向かって､槍で応戦する若武者の勇

姿を描く｡奉納者の連名には真田氏の名前が二氏見える･･･【所在地】御調町大字徳永669番地【創建】戦国末

期【建造物】本殿(文政2(1819)年再建) ､拝殿､鳥居一基【祭神】菅原道真公､天太玉神(アマノフトダマノ

カミ)､八意思兼神(ヤゴコロオモイカネノカミ) 【例祭日】 7月24日【社伝】信州上田城主真田氏の一族･真田七右

衛門が大坂城の落城後､徳永村に来たりて農民となり､当社を創建するという-

さ
な
だ
ゆ
き
む
ら

附
年
の
大
河
ド
ラ
マ
｢
真
田
丸
｣
で
は
､
豊
臣
最
後
の
ヒ
ー
ロ
ー
真
田
幸
村

さ
な
だ
だ
い
す
け

の
勇
姿
が
描
か
れ
ま
し
た
が
､
そ
の
息
子
(
長
顎
y
で
あ
る
真
田
大
助
も
ま
た

後
半
戦
で
登
場
し
､
漠
々
し
い
若
武
者
の
姿
を
披
露
J
L
ま
し
た
｡

ど
う
み
ょ
う
じ

真
田
大
助
は
父
･
幸
村
と
共
に
大
坂
の
陣
に
臨
み
､
道
明
寺
の
戦
い
で
は
敵

と

よ

と

み

ひ

で

よ

り

将
の
首
を
取
る
奮
戦
を
し
ま
す
が
､
手
傷
を
負
い
､
父
の
命
で
豊
臣
秀
頼
の
傍

じ

じ

ん

じ

ゅ

ん

に
付
き
､
秀
頼
自
刃
の
際
は
脱
出
を
勧
め
ら
れ
ま
す
が
､
秀
頼
に
殉
じ
切
腹
し

て
亡
く
な
っ
た
と
と
い
う
の
が
今
に
伝
わ
る
史
実
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

没
年
に
つ
い
て
は
1
3
-
1
6
歳
の
間
で
諸
説
あ
り
ま
す
が
､
今
の
中
高
生
辺
り

に
相
当
す
る
若
者
だ
っ
た
よ
う
で
す
｡

が
､
大
助
は
実
は
生
き
延
び
て
い
た
と
い
う
伝
説
が
､
御
調
の
里
山
に
語
り

継
が
れ
て
来
ま
し
た
｡
そ
れ
が
徳
永
集
落
に
伝
承
さ
れ
る
　
｢
真
田
大
助
ゆ
か
り

の
石
碑
｣
　
で
あ
り
､
他
に
も
関
連
す
る
ス
ポ
ッ
ト
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

吋

刊

v

 

i

ん

″

"

捌

d

 

r

　

(

　

イ

o
欄
再
び
め
ぐ
-
準
っ
秘
仏
と
伝
税

伝
説
は
秀
頼
･
幸
村
ら
一
行
の
鹿
児
島
落
ち
延
び
伝
説
に
対
応
す
る
も
の
の

た
ん
が
ん

よ
う
で
､
秀
頼
再
興
を
徳
川
家
康
に
歎
願
す
べ
く
､
鹿
児
島
か
ら
江
戸
へ
向
け

て
旅
す
る
大
助
が
糸
崎
辺
り
か
ら
上
陸
し
､
徳
永
界
隈
へ
至
り
ま
し
た
が
､
こ

ふ

こ
で
病
に
臥
し
て
亡
く
な
り
ま
す
｡
そ
の
直
前
に
､
秀
頼
生
存
を
示
す
証
拠
の

な
が
え
だ
に

品
(
遺
品
と
も
)
を
徳
永
の
山
中
に
埋
め
た
と
い
い
､
そ
の
場
所
が
長
江
谷
山

い
わ

の
山
頂
辺
り
に
位
置
す
る
石
碑
で
あ
る
と
伝
え
､
そ
う
し
た
日
く
か
ら
､
里
人

お
そ

は
畏
れ
多
い
も
の
と
し
て
'
碑
に
触
れ
る
こ
と
も
､
掘
り
返
す
こ
と
も
タ
ブ
-

と
し
て
扱
い
､
そ
の
昔
に
は
　
｢
掘
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
｣
　
と
警
告
す
る
立
て
札

も
傍
に
立
っ
て
い
た
そ
う
で
す
｡

徳
永
集
落
に
は
真
田
姓
が
数
軒
に
わ
た
っ
て
分
布
し
､
そ
の
内
か
ら
は
幸
村

き

ん

ば

く

へ

ん

や

り

の
名
が
見
え
る
家
系
図
や
江
戸
期
の
古
文
書
､
金
箔
片
残
る
槍
や
刀
､
大
量
の

こ

せ

ん

よ

み

が

え

古
銭
束
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
､
伝
説
世
界
が
鮮
や
か
に
起
り
つ
つ
あ
り
ま
す
｡

満願寺デ-91･･ 【所在地】御調町大字曹長迫576番地､県道府中尾道線四通路から北西の山頂に所在
くりしようろう

【山号】海頭山【通称】菅観音【宗派】真言宗【創建】天正末期と伝【建造物】本堂､庫裏､鐘楼
りゆうぞう

【本尊】木造十一面千手観音菩薩立像(像高120.5cm､市重要文化財) 【異名】宙づり観音

③

ま
ん
が
ん
じ

御
調
町
菅
野
集
落
に
あ
る
山
寺
･
満
願
寺
で
､
3
3
年
に
一
度
の
秘
仏
本
尊
の

ご

か

い

ち

ょ

う

/

-

.

御
開
帳
が
､
4
月
9
日
(
日
)
の
花
ま
つ
り
法
要
で
希
わ
れ
ま
し
た
｡

じ
ゆ
う
い
ち
め
ん
せ
ん
じ
ゆ
か
ん
の
ん
ぼ
さ
つ

3
3
年
ぶ
り
に
お
姿
を
現
し
た
秘
仏
は
十
一
面
千
手
観
音
菩
薩
(
市
重
要
文
化

も

う

り

も

と

な

り

財
)
で
､
来
歴
に
よ
れ
ば
中
国
地
方
の
覇
者
と
な
っ
た
戦
国
武
将
.
毛
利
元
就
と

の
ゆ
か
り
を
秘
め
､
三
度
の
移
動
を
経
て
御
調
の
里
山
に
至
り
ま
し
た
｡

あ
み
だ
い
ん

満
願
寺
は
旧
称
を
｢
阿
弥
陀
院
｣
と
称
し
､
天
台
宗
の
寺
院
と
し
て
安
芸
国
の
吉

じ
(
し
)
ん
き

田
村
､
現
在
の
安
芸
高
田
市
(
旧
･
高
田
郡
吉
田
町
)
に
神
亀
元
年
(
7
2
4
)
創
建

て
ん
し
ょ
う

さ
れ
た
と
伝
え
ま
す
｡
戦
国
時
代
の
天
正
目
年
(
1
5
8
3
)
に
､
同
地
を
本
拠
と

す
る
毛
利
元
就
に
よ
っ
て
毛
利
氏
の
祈
願
所
と
な
り
､
併
せ
て
天
台
宗
か
ら
真
言

宗
へ
改
宗
し
た
と
さ
れ
ま
す
｡

天
正
末
期
の
頃
､
毛
利
氏
が
吉
田
か
ら
菅
野
の
地
へ
寺
を
移
し
､
こ
の
時
に

か
い
と
う
ざ
ん

海
頭
山
満
願
寺
へ
寺
号
も
改
め
ら
れ
た
と
寺
伝
に
あ
り
ま
す
｡

o
欄
再
び
め
ぐ
-
準
っ
髄
-
伝
説

け
い
ち
ょ
う

そ
の
後
､
本
尊
は
更
に
移
動
し
､
徳
川
時
代
の
慶
長
9
年
(
1
6
0
4
)
　
に

で
ん
ぽ
う
ぎ
ん
あ
ん
よ
う
い
ん

は
山
口
県
の
伝
法
山
安
養
院
(
柳
井
市
に
あ
る
浄
土
宗
建
立
寺
の
前
身
が
安
養

院
で
､
毛
利
家
と
の
関
係
が
あ
る
事
か
ら
該
当
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
)
に
移
り
､

か
ん
え
い

菅
野
の
満
願
寺
は
廃
寺
に
な
っ
た
よ
う
で
す
が
､
寛
永
元
年
(
1
6
2
4
)
､
山

口
に
行
っ
た
は
ず
の
本
尊
が
知
ら
ぬ
間
に
菅
野
の
地
へ
帰
ら
れ
て
､
今
に
至
っ

て
い
る
と
い
う
不
思
議
な
伝
説
で
寺
伝
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
ま
す
｡

地
元
で
は
　
｢
菅
の
観
音
さ
ん
｣
　
と
親
し
ま
れ
る
こ
の
本
尊
は
､
別
に
　
｢
宙
づ

り
観
音
｣
　
と
い
う
異
名
も
持
ち
ま
す
｡
像
の
足
の
下
に
半
紙
を
入
れ
る
と
蓮
の

台
座
と
の
間
を
す
り
抜
け
る
こ
と
か
ら
､
宙
づ
り
に
な
っ
た
形
で
人
々
の
苦
し

み
を
救
う
と
い
う
信
仰
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
す
｡

御
開
帳
(
1
7
年
目
に
半
開
帳
)
　
の
折
に
は
　
｢
花
踊
り
｣
と
い
う
芸
能
が
盛
大

に
行
わ
れ
ま
し
た
が
､
昭
和
2
7
年
を
最
後
に
廃
絶
し
て
い
ま
す
｡
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御調町の地勢基本データ-旧御調郡下では北部に位置し､東は福山･府中･西は久井､南は尾道･三原､北は世羅(甲山)

と接する｡総面積82.98平方km｡北に標高699mの宇根山脈､南に木頃山脈が控え､その支脈の山々が広がり､それら山

林が町域の約75%を占める｡町内を西から東へ流れる流れる御調川は芦田川支流になり､小支流を含め流域一帯が河成平
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地を形成している｡エリアは菅野.上川辺･市･河内･今津野･綾目･大和の地区で構成される｡
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市史編さん事務局トピックス

【事務局発】
旧市町に遺された行政文書群の整理と目録作成

(写真は因島･重井村役場文書群の一部)
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【民俗部会･文化財部会発】
寺院別の悉皆調査で史資料と未指定の寺宝を確認
(写真は御調町下山田の北之坊満福寺での仏画調査)

【文化財部会発】
天然記念物の再調査

(写真は御調町福井のシダレザクラにて)

【市史編さん地域協力員発】
明治期に遡る地元紙｢尾道新聞｣の発掘･資料提供
(三成地区の協力員･三訪会事務局の皆さんより)

【事務局発】
正念寺天井画の特別公開及び解説鑑賞会を開催
(尾道学研究会･文化振興課との共催で実施)

【文化財部会発】
指定文化財の仏像を調査及び写真撮影

(写真は西久保町の常称寺にて)
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御
調
郡
の
郡
名
を
町
名
と
し
た
御
調
町
は
､
昭
和
3
 
0
年
(
1
9
5

5
)
2
月
1
日
､
七
力
村
(
基
本
デ
ー
タ
記
載
の
エ
リ
ア
)
が
合
併
し
て

誕
生
し
ま
し
た
｡

そ
が
わ

歴
史
の
跡
を
遡
る
と
､
最
古
の
痕
跡
で
は
曽
川
1
号
遺
跡
(
大
町
)

た
て
あ
な

に
お
い
て
弥
生
時
代
の
集
落
が
認
め
ら
れ
　
(
竪
穴
式
住
居
等
を
確

認
)
､
そ
こ
で
は
縄
文
後
期
か
ら
弥
生
時
代
に
ま
た
が
っ
て
の
土
器
や

か
い
が
は
,
ら

石
器
が
出
土
し
て
い
ま
す
｡
貝
ケ
原
遺
跡
(
貝
ケ
原
)
か
ら
は
吉
備
地

と

く

し

ゆ

き

だ

い

方
に
分
布
す
る
祭
把
用
土
器
の
｢
特
殊
器
台
｣
(
県
重
要
文
化
財
)
が
発

見
さ
れ
る
な
ど
､
吉
備
や
山
陰
地
方
と
の
往
来
⊥
父
流
も
窺
い
知
れ

ま
す
｡

え
ん
ふ
ん

古
墳
を
見
る
と
､
主
に
小
規
模
な
円
墳
が
御
調
川
沿
い
に
点
々
と

分
布
し
､
そ
の
数
は
9
 
0
基
近
い
数
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
｡
そ
の
御
調

川
流
域
に
は
古
代
の
山
陽
道
が
通
り
､
街
道
沿
線
に
は
7
世
紀
後
半

ほ
ん
一
)
l
つ
ぴ
､
b
は
い
じ

に
古
代
寺
院
(
本
郷
平
廃
寺
)
が
建
造
さ
れ
て
お
り
､
堂
塔
の
礎
石
や

れ

ん

げ

も

ん

よ

･

つ

の

き

ま

る

が

わ

ら

蓮
華
文
様
の
軒
丸
瓦
が
数
多
く
発
見
さ
れ
る
な
ど
､
交
通
の
要
衝
と

し
て
の
繁
栄
ぶ
り
の
〓
肺
を
垣
間
見
せ
て
い
ま
す
｡

ぐ
ん
ゆ
J
つ
か
っ
き
ょ

武
士
が
台
頭
し
､
群
雄
割
拠
の
中
世
の
時
代
に
は
､
御
調
町
内
に
も

や

ま

卜

し

ろ

か

わ

多
く
の
山
城
が
築
か
れ
､
主
な
も
の
で
は
内
海
氏
の
牛
の
皮
城
(
上
川

ひ
ば
〓
ツ

辺
)
､
池
上
氏
の
雲
雀
城
(
市
)
､
上
里
氏
の
丸
山
城
(
河
内
)
な
ど
の
城

跡
を
遺
し
ま
す
｡

い
わ
み
ぎ
ん
ざ
ん

近
世
江
戸
時
代
で
は
､
石
見
銀
山
(
島
根
県
大
田
市
)
か
ら
の
産
出

銀
を
輸
送
す
る
ル
ー
ト
と
し
て
の
｢
銀
山
街
道
｣
が
町
内
を
通
り
､
宇

】
｣
ど
ヽ
｢
ノ

根
の
古
道
な
ど
は
街
道
の
面
影
を
今
に
留
め
て
い
ま
す
｡

近
代
以
降
は
､
市
村
と
尾
道
を
繋
い
だ
幹
線
交
通
と
し
て
の
｢
オ
ノ

テ
ツ
｣
こ
と
尾
道
鉄
道
(
大
正
1
 
4
年
～
昭
和
3
 
9
年
間
)
の
存
在
が
大
き

く
､
現
代
(
戦
後
)
で
は
｢
御
調
方
式
｣
と
称
さ
れ
た
福
祉
医
療
の
先
進

的
な
取
組
み
､
ス
ポ
ー
ツ
振
興
で
は
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
が
盛
ん
な
町
と

し
て
も
知
ら
れ
ま
す
｡
芸
術
文
化
で
は
､
文
化
勲
章
受
章
者
で
あ
る
彫

え

ん

つ

ば

か

つ

ぞ

う

刻
家
･
園
鍔
勝
三
氏
､
伝
統
芸
能
で
は
｢
み
あ
が
り
お
ど
り
｣
(
県
無
形

民
俗
文
化
財
)
な
ど
が
伝
承
さ
れ
ま
す
｡

平
成
1
 
7
年
(
2
0
0
5
)
3
月
2
 
8
日
､
向
島
町
と
共
に
尾
道
市
と
合

併
し
､
緑
豊
か
な
里
山
の
尾
道
を
形
成
し
て
い
ま
す
｡
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写真解説- 【上段左】御調の串柿作り(昭和30年代･御調町閉町記念誌一歴史編より) 【上段右】千光寺山から望む尾道市街(戦前･

尾道学研究会所蔵写真絵葉書より) 【中段左】向島入用の貯木場で遊ぶ子ども達(昭和40年頃･土本義美氏撮影) 【中段右】加島(向

東沖)海水浴場での潮干狩り(向東中学校所蔵写真より) 【下段左】因島大阪鉄工所(後の日立造船因島工場)の職員退出風景(戦前･

尾道学研究会所蔵写真絵葉書より) 【下段右】瀬戸田港風景(戦前･尾道学研究会所蔵写真絵葉書より･パノラマ写真のうちの一枚)
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WANTED

史資料や情報をお寄せください

古文書や古写真(写真絵葉書を含む)､古地図､
尾道の話題を報じる古新聞など､市史編さん委員
会事務局では､幅広い分野において尾道に関わる
史資料を収集しています｡また､無形の伝承(地
域に伝わる言い伝えや独特な慣習､祭礼芸能等)
についても収集対象となります｡もし皆さんの

お宅や周辺で､あるいは地域で､そうしたものが

発見される場合は､事務局へご一報下さい｡史資

料については複製(写真撮影･コピー)を取らせ
ていただくのみで､現物については速やかにお

返しさせていただきます｡情報提供は下記の事
務局連絡先までお願いします｡お電話での受付
時間は平日　9:00- 16:00 (以降は文化財係:

0848-20-7425へお願い致します)

編集後記*2017. 5. 26

こんにちは!市史編さん委員会事務局です｡

新しい尾道市史の編さん事業が､平成28年度より始まりまし

た｡前回の創刊準備号に続き､今回は創刊号という事で､本格

的に稼動し始めた市史編さん委事務局の活動の一端をお伝えし

ました｡市史編さん委事務局発足以来､市内外の専門家の方々

のご協力を得ながら､様々な史資料の調査が進んでおります｡

この市史だより『市史広報』では､市民の皆さんに最新の活

動･研究成果を分かりやすく紹介するとともに､皆さんからの

史資料の情報提供などをお願いする為､年に2回程度の刊行を

予定しております｡皆さんに身近に感じていただけるような市

史だよりを目指して参りますので､暖かいご支援とご協力をお

願い致します｡ (S.S記)

【企画･編集･発行】尾道市史編さん委員会事務局(企画財政部文化振興課内) 〒722-8501尾道市久保丁目15-1尾道市民会館3階32号室

TEL : 0848-38-9359 (直通) /FAX : 0848-37-2740 (代表) /E-MAIL : bunkazai@city.onomichi.hiroshima.jp
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