
 

交
流
と
継
承
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
（
以
下
Ｗ
Ｇ
）
で
は
ま
ち
づ
く
り

計
画
の
事
業
の
一
つ
と
し
て
鱒
沢

小
学
校
全
校
児
童
と
の
名
所
め
ぐ

り
を
９
月
１
日
（
木
）
に
実
施
し

ま
し
た
。
生
ま
れ
育
っ
た
鱒
沢
に

興
味
を
持
ち
、
好
き
に
な
る
き
っ

か
け
に
な
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
い

う
思
い
で
鱒
沢
小
学
校
と
詳
細
に

打
合
せ
を
し
な
が
ら
初
め
て
計
画

し
た
事
業
で
す
。 

 

は
じ
め
に
全
校
児
童
15
名
が
体

育
館
に
集
ま
り
、
地
域
マ
ッ
プ
「
実

は
す
ご
い
ぞ
！
鱒
沢
ひ
す
と
り
ー
」

を
基
に
制
作
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
映
像
を
Ｗ

Ｇ
メ
ン
バ
ー
の
多
田
一
也
さ
ん
の
解

説
に
よ
り
視
聴
し
ま
し
た
。
そ
の
後

子
供
た
ち
は
ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
乗
車

し
実
際
に
名
所
を
見
学
に
出
発
し
ま

し
た
。 

最
初
に
、
高
舘
地
区
の
高
舘
八
幡

神
社
と
エ
ド
ヒ
ガ
ン
サ
ク
ラ
を
見
学

、
小
友
善
衛
さ
ん
が
解
説
を
お
こ
な

い
ま
し
た
。
次
に
算
額
・
絵
馬
、
鞍
迫

観
音
を
Ｗ
Ｇ
メ
ン
バ
ー
の
佐
々
木
政

嗣
さ
ん
の
解
説
を
聞
き
な
が
ら
見
学

し
ま
し
た
。
最
後
に
、
迷
岡
地
区
の

迷
岡
駒
形
神
社
と
一
里
塚
を
見
学
Ｗ

Ｇ
の
リ
ー
ダ
ー
の
佐
藤
牧
夫
さ
ん
が

解
説
し
ま
し
た
。 

 
    

最
初
に
、
『
高
舘
八
幡
神
社
と
エ

ド
ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ
』
を
見
学
、
高
舘

地
区
の
小
友
善
衛
さ
ん
が
解
説
し
ま

し
た
。
次
に
上
鱒
沢
地
区
の
『
算
額
・

絵
馬
、
鞍
迫
観
音
』
を
Ｗ
Ｇ
メ
ン
バ

ー
の
佐
々
木
政
嗣
さ
ん
が
解
説
し
見

学
し
ま
し
た
。
最
後
に
、
迷
岡
地
区

の
『
迷
岡
駒
形
神
社
と
一
里
塚
』
を

見
学
し
Ｗ
Ｇ
リ
ー
ダ
ー
の
佐
藤
牧
夫

さ
ん
が
解
説
し
ま
し
た
。 

 
    

子
ど
も
達
は
始
め
少
し
緊
張
し
て

い
る
様
子
も
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
が

、
普
段
見
る
こ
と
の
な
い
神
社
の
中

な
ど
を
見
学
し
て
い
る
う
ち
に
、
質

問
や
自
分
の
思
っ
た
こ
と
を
積
極
的

に
話
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、
活

気
の
あ
る
名
所
め
ぐ
り
と
な
り
ま
し

た
。 

 

最
後
に
６
年
の
菊
池
元
輝
君
か
ら

「
名
所
め
ぐ
り
を
し
て
、
今
ま
で
鱒

沢
に
は
そ
ん
な
に
名
所
は
な
い
と
思

っ
て
い
た
け
ど
、
実
は
多
い
こ
と
を

た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た

。
こ
れ
か
ら
自
分
が
気
に
な
っ
た
こ

と
は
調
べ
た
い
と
思
っ
た
し
、
大
切

に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
と
い
う

お
礼
の
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
    

知
っ
て
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
は
自
分
が
気
に
な
っ
た
こ
と

は
調
べ
た
い
と
思
っ
た
し
、
大
切
に

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
と
お
礼
の

言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

交
流
と
継
承
Ｗ
Ｇ
で
は
地
域
の
名

所
・
旧
跡
を
後
世
に
継
承
し
て
い
く

事
業
を
今
後
も
継
続
し
て
い
き
ま
す

。    

神
楽
奉
納
し
参
拝 

 
 

晴
天
の
９
月
11
日
（
日
）
に
柏
木

平
地
区
で
は
、
砥
森
神
社
の
旧
鳥
居

の
撤
去
と
建
て
替
え
た
２
基
の
鳥
居

建
立
の
お
祓
い
を
遠
野
八
幡
宮
の
宮

司
様
を
迎
え
て
お
こ
な
い
、
御
神
楽

（
み
か
ぐ
ら
）
と
子
ど
も
達
７
名
で

寸
楽
を
舞
い
朱
色
の
鳥
居
を
く
ぐ
り

奉
納
し
地
域
住
民
で
参
拝
を
し
ま
し

た
。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

鱒沢小学校全校児童と名所めぐりを実施 
 

第 43号 

令和４年 10月６日発行 

【発行元】鱒沢地域づくり会議
事務局(鱒沢地区センター)  
TEL 69-1150  FAX 67-2157 

【鱒沢の人口】 
男性：428人（±０） 
女性：455人（△３） 

  計：883人（△３） 
※（ ）前月比 R4.9.30 現在 

↑子ども達が鞍迫観音堂で 

説明を聞いている様子 

 

 砥
森
神
社
へ 

 

～ 交流と継承ワーキンググループ ～ 

↑体育館で始まりの会の様子 

↓子ども達が寸楽を舞っている様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報のバックナンバー(カラー版)は鱒沢地区センターのＨＰをご覧下さい。 鱒沢地区センター 🔍検索 

※鱒沢城（別名：鱒沢舘）に今

回号と次回号で紹介します。 

 

鱒沢舘の縄張り図    

鱒沢にお城があった？？？ 
 

上鱒沢の長泉寺の裏山に鱒沢城（別名：鱒沢

舘）の跡があります。笠通山に連なる尾根の末端

の丘陵に築かれた矢倉や門などの建物も、石垣も

ない山城でした。 

南斜面を七、八段の平場に削平し、後背を掘り

切りし、全面を平地にむけています。周囲全体は

空堀で囲まれ、特に上部東側は谷の急斜面を利用

し、深く広い堀は二重三重となって見事です。 

基部比高は百メートルを超え、面積は一万平方メ

ートルにも及ぶ壮大な規模を 

有し猿ヶ石川沿いの山城としては最大級です。 

基部幅は百メートル、比高は百メートルを超

え、面積は一万平方メートルにも及ぶ壮大な規

模を有し、猿ヶ石川沿いの山城としては最大級

な山城跡です。 

 次回号では、鱒沢城（鱒沢舘）の歴史につい

て紹介します。 


