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広報 4

▲ 春の洞庭湖の風景（撮影：秘書広報課）

3
洞
庭
湖
（
記
念
碑
は
町
指
定
）・市
兵
衛
堀

　
洞
庭
湖
は
灌か

ん
が
い漑
用
に
久
徴
に
よ
っ
て
作
ら

れ
た
貯
水
池
で
、
天
保
15
年
（
１
８
４
４
）

に
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
ま
し
た
。
市
兵
衛
堀

は
加
納
家
家
臣
の
岩
堀
市
兵
衛
に
因
ん
で
名

づ
け
ら
れ
た
水
路
で
、
天
保
年
間
に
洞
庭
湖

か
ら
町
内
へ
向
か
っ
て
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
久
徴
は
郷
土

の
歴
史
に
大
変
造
詣
が
あ
り
、
か
つ
領
内
の

治
世
に
尽
力
し
た
人
物
と
い
え
ま
す
。
彼
の

功
績
は
今
の
私
た
ち
に
「
遺
産
」
と
し
て
残

さ
れ
、
語
り
継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

一
宮
藩
第
２
代
藩
主
・
加
納
久
徴

（
１
８
１
３
〜
６
４
）
に
つ
い
て
は
広
報
２

月
号
で
紹
介
し
た
通
り
で
す
が
、
彼
が
一
宮

に
「
形
」
と
し
て
残
し
た
も
の
を
少
し
ご
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

1
萌も

え
ぎ
お
ど
し

黄
縅
胴ど

う

丸ま
る

（
町
指
定
、玉
前
神
社
所
蔵
）

　
平
安
末
期
の
武
将
・
上か

ず
さ総
広ひ

ろ

常つ
ね

が
源
頼
朝

の
武
運
長
久
を
願
っ
て
甲
冑
を
玉
前
神
社
に

奉
納
し
た
と
い
う
故
事
か
ら
、
久
徴
が
奉
納

し
た
甲
冑
で
す
。
か
つ
て
戦
乱
で
玉
前
神
社

が
炎
上
し
た
際
に
、
広
常
が
奉
納
し
た
甲
冑

も
失
わ
れ
た
こ
と
を
嘆
い
た
久
徴
が
奉
納
し

た
と
い
い
ま
す
。

2
高た

か
と
う
ざ
ん

藤
山
城じ

ょ
う

古こ
せ
き蹟
の
碑
（
町
指
定
）

　
上
総
広
常
の
居
館
伝
承
が
残
っ
て
い
た
こ

の
城
跡
に
石
碑
を
建
立
し
た
の
も
久
徴
で

す
。
お
そ
ら
く
、
彼
が
石
碑
を
建
立
し
て
い

な
け
れ
ば
、
こ
の
伝
承
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い

た
こ
と
で
し
ょ
う
。

【
問
合
せ
】　
教
育
課
　
☎
42
１
４
１
６

そ
こ
で
、
一
宮
町
の
こ
と
を
考
え
て
み
る

と
、
わ
が
町
に
は
、
お
元
気
な
先
輩
方
が
大

勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
つ
く
も
会
は

４
０
０
名
も
の
会
員
を
擁
す
る
そ
う
で
す

が
、
郡
市
の
高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
で
17
連

覇
の
快
挙
を
成
し
遂
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
シ

ニ
ア
の
皆
様
を
中
心
と
す
る
文
化
活
動
も
、

各
種
工
芸
品
の
製
作
や
芸
能
関
係
な
ど
大
変

活
発
で
、文
化
祭
や
芸
能
音
楽
祭
な
ど
で
は
、

そ
の
作
品
・
出
し
物
の
質
と
量
に
圧
倒
さ
れ

ま
す
。
日
常
的
交
通
安
全
や
防
犯
活
動
、
ま

た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
活
動
に
お
い
て
も
、
町

の
各
地
区
で
旺
盛
な
活
動
を
展
開
し
て
下

さ
っ
て
い
ま
す
。

一
宮
町
の
場
合
、
高
齢
者
の
医
療
費
や
介

護
関
連
支
出
も
伸
び
は
鈍
化
し
て
お
り
、
数

字
の
面
で
も
一
宮
の
ご
年
配
の
方
々
の
力
強

さ
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
で

は
、
新
し
い
計
画
で
、
保
険
料
の
標
準
月
額

を
近
隣
で
唯
一
、１
０
０
円
値
下
げ
し
た
実

績
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
、
新
元
号
公
布
の
年
を
迎

え
て
わ
た
く
し
が
お
願
い
し
た
い
の
は
、
一

宮
町
の
シ
ニ
ア
の
皆
様
に
、
こ
れ
か
ら
も
、

パ
ワ
フ
ル
に
お
過
ご
し
頂
き
た
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
笑
顔
の
あ
ふ
れ
る
長
生
き
の
ま
ち

一
宮
を
、
さ
ら
に
元
気
に
す
る
た
め
、
ご
一

緒
に
進
ん
で
ま
い
り
ま
し
ょ
う
！

日
本
社
会
の
高
齢
化
が
話
題
に
な
っ
て
久

し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
特
に
地
方
で
は
深

刻
で
、
高
齢
化
率
は
軒
並
み
30
％
を
超
え
て

い
ま
す
。
最
近
は
、
２
０
４
０
年
と
い
う
も

の
も
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
４
０

年
に
は
い
わ
ゆ
る
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
の
方
々
が

す
べ
て
高
齢
者
と
な
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ

こ
で
高
齢
化
に
よ
る
社
会
保
障
の
負
担
が
一

層
重
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
一
方
で
、
色
々
な
集
ま
り
で
地

方
の
首
長
や
学
者
の
方
々
の
ご
意
見
を
伺
っ

て
い
る
と
、
地
方
で
は
、
高
齢
化
は
さ
ら
に

進
む
と
し
て
も
、
心
配
す
る
必
要
は
な
い
、

と
い
う
ご
意
見
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
人
口

減
と
高
齢
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
地
方
で

は
、実
は
高
齢
者
の
皆
様
が
大
変
お
元
気
で
、

医
療
費
や
介
護
関
係
支
出
も
、
安
定
し
て
推

移
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
地
方
の
高
齢

者
の
方
々
は
、
自
立
の
精
神
に
富
ん
で
お
ら

れ
、
生
涯
現
役
の
気
概
で
暮
ら
し
て
お
ら
れ

る
の
で
、
今
も
心
配
な
い
し
、
将
来
も
心
配

な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
困
る
と
す
れ
ば
、
東
京
な
ど
大

都
会
で
し
ょ
う
、
と
い
う
の
も
皆
さ
ま
一
致

し
た
意
見
で
す
。
手
厚
い
公
的
サ
ー
ビ
ス
が

期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
サ
ポ
ー
ト
を
必
要

と
さ
れ
る
方
が
集
ま
る
、
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
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