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森
も
り

山や
ま

城
じ
ょ
う

跡あ
と

（
岡

お
か

飯い

田だ

）
は
、

東と
う
し氏

の
居
城
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
東
氏
は
、
千
葉
氏
の
祖
、

平
た
い
ら

常つ
ね

胤た
ね

の
六
男
胤た

ね
よ
り

頼
が
、
治じ

承
し
ょ
う

4
年
（
1
1
8
0
）
に
立

た
ち

花な
ば

郷
ご
う

（
橘
庄
＝
「
香
取
郡
東
庄
三
三

郷
」）
を
領
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、

東
氏
を
名
乗
っ
た
こ
と
に
始
ま

る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

胤
頼
か
ら
数
え
て
三
代
目
の

胤た
ね
ゆ
き

行
は
、承

じ
ょ
う

久き
ゅ
うの

乱
（
1
2
2
1

年
）
の
軍
功
に
よ
り
美
濃
国
郡

上
郡
山
田
荘
（
岐
阜
県
郡
上
八

幡
市
）
に
領
地
を
得
、
そ
の
子

行ゆ
き
う
じ

氏
は
美み

濃の

東
氏
の
祖
と
な
り

ま
し
た
。
連

れ
ん

歌が

師し

飯い
い

尾お

宗そ
う

祇ぎ

に

古こ

今き
ん

伝で
ん

授じ
ゅ

を
行
っ
た
東

と
う
の

常つ
ね

縁よ
り

は
、

そ
の
子
孫
に
な
り
ま
す
。

　

城
は
、
黒
部
川
と
そ
の
支
流
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▲須賀山城跡主要部概念図

▲森山城跡概念図（三島正之氏原図）

に
挟
ま
れ
た
東
西
に
の
び
る
半

島
状
の
台
地
に
築
か
れ
、
そ
の

規
模
は
南
北
約
4
3
0
ｍ
、
東

西
約
6
2
0
ｍ
に
及
び
ま
す
。

　

城
の
構
造
は
、
直

ち
ょ
く

線せ
ん

連れ
ん

郭
か
く

式し
き

の
山

や
ま
じ
ろ城

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

郭く
る
わや

空
か
ら
ぼ
り堀

な
ど
の
遺
構
も
良
好

な
状
態
で
残
っ
て
い
ま
す
。

　

台
地
の
西
端
か
ら
、
根ね

小ご

屋や

・
仲

な
か
の
し
ろ

城
・
三

さ
ん
の
し
ろ

城
と
城
に
関
係

す
る
小
字
名
が
残
っ
て
お
り
、

こ
の
あ
た
り
が
城
の
中
心
部
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
郭
は
、
空
堀
で
区
画

さ
れ
、
土ど

橋ば
し

に
よ
っ
て
つ
な
が

れ
て
い
ま
す
。

　

「
根
小
屋
」
は
「
根
古
屋
」
と

も
書
き
、
平
時
に
兵
が
居
住
し

た
場
所
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

織
豊
期
以
降
、
平

ひ
ら
じ
ろ城

の
普
及
と

と
も
に
消
滅
し
て
ゆ
き
ま
す
が
、

小
字
名
と
し
て
各
地
に
残
っ
て

い
ま
す
。

　

三
城
の
東
に
は
、
鳳

ほ
う
お
う
し
ゃ

凰
社
の

祠ほ
こ
らが

あ
り
、
地
元
で
は
「
お
ふ

う
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
区
画
の
東
側
約
3
0
0
ｍ

に
須す

賀か

山や
ま

城
じ
ょ
う

跡あ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

東
氏
は
、
前

ま
え

野の

城じ
ょ
う（

旭
市
桜

井
）
に
居
住
し
て
い
ま
し
た
が
、

の
ち
に
沼

ぬ
ま

闕か
け

城じ
ょ
う（

東
庄
町
小
南
）、

須
賀
山
城
、
森
山
城
に
移
っ
た

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
小
見
川
町
史
」
で
は
、
文

ぶ
ん

治じ

元
年
（
1
1
8
5
）
に
胤
頼
が

須
賀
山
城
を
築
き
、
建

け
ん

保ぽ

6
年

（
1
2
1
8
）
に
は
こ
れ
を
壊
し
、

森
山
城
を
築
城
し
て
移
っ
た
と

し
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
1
1
8
5
年
は

壇だ
ん

ノの

浦う
ら

の
戦
で
平
氏
が
滅
亡
し
、

源
頼
朝
が
諸
国
に
守

し
ゅ

護ご

・
地じ

と
う頭

を
設
置
し
た
年
で
す
。

　

森
山
城
の
築
城
の
時
期
を
、

鎌
倉
時
代
と
す
る
こ
と
に
異
論

も
出
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る

「
馬

う
ま

出だ

し
」
と
さ
れ
て
い
る
施
設

が
、
戦
国
時
代
末
期
の
特
徴
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
築
城
の
時
期

は
16
世
紀
初
頭
ま
で
下
が
る
と

す
る
も
の
で
す
。
築
城
時
期
や

東
氏
と
の
関
り
は
、
今
後
の
調

査
成
果
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

な
お
、
須
賀
山
城
の
麓
に
あ

る
芳

ほ
う

泰た
い

寺じ

に
は
、
胤
頼
夫
妻
の

墓
と
伝
え
ら
れ
る
2
基
の
五ご

輪
り
ん

塔と
う

が
あ
り
、
昭
和
51
年
に
市
の

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

築
城
の
時
期
は

城
の
概
要

の
原
点
を
「
改
名
」
と
の
関
係
、

「
居
士
」
や
「
院
」
の
意
味
、

差
別
戒
名
な
ど
か
ら
歴
史
を
遡

り
つ
つ
考
え
る
。
変
わ
り
ゆ
く

死
生
観
と
戒
名
の
ゆ
く
え
に
迫

る
日
本
文
化
史
。

は
っ
ぱ
の
お
う
ち

征
矢　

清
／
さ
く

林　

明
子
／
え

　

さ
ち
が
庭
で
遊
ん
で
い
る
と

突
然
雨
が
降
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
木
の
下
で
雨
宿
り
を
す

る
こ
と
に
。
は
っ
ぱ
の
お
う
ち

は
ま
る
で
秘
密
基
地
の
よ
う
で

す
。
そ
こ
へ
次
々
と
虫
た
ち
が

や
っ
て
来
ま
す
。
雨
が
や
む
ま

で
の
数
分
の
出
来
事
を
や
さ
し

い
絵
で
描
い
て
い
ま
す
。

5月17日郷土の偉人をしのぶ
　実測による日本地図を

作成した伊能忠敬の墓前

祭が日本三大厄除弘法大

師の一つ妙光山観福寺（牧

野）でしめやかに行われ

ました。雨となったこの

日は、伊藤副市長や関係

者約20人が参列し、忠敬

翁の偉業をしのびました。

5月17日消防協力に感謝状
　今年の3月に佐原ニで

発生した建物火災を発見

した木内雅章さん（堀之

内）。消防署へ通報する

とともに適切な初期消火

活動により、被害を最小

限にとどめたとして、小

山田消防長から感謝状が

贈られました。

「香取の中世遺跡」

東氏と森山城跡

(おふうさま)

5月22日曙が来たぁ～
　福祉作業所おみがわ

に、元大相撲横綱の曙さ

んが慰問に訪れました。

曙さんは「仕事をがん

ばって」と、激励の言葉

と差し入れを贈り、一人

ひとりとがっちり握手。

利用者には貴重な思い出

となりました。

香
取
市
の
観
光
を
Ｐ
Ｒ

や
め
キ
ャ
ラ
バ
ン
発
進
！

あ

　

観
光
シ
ー
ズ
ン
に
向
け
、

香
取
市
や
水
郷
佐
原
水
生
植

物
園
の
あ
や
め
祭
り
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
Ｐ
Ｒ
を
行
う
た

め
、
あ
や
め
キ
ャ
ラ
バ
ン
を

5
月
27
日
に
横
浜
駅
前
と
巣

鴨
で
行
い
ま
し
た
。

　

あ
や
め
キ
ャ
ラ
バ
ン
に

は
、
第
1
回
ミ
ス
あ
や
め
の

星
野
恭
子
さ
ん
と
松
田
か
お

り
さ
ん
た
ち
が
、
あ
や
め
祭

り
の
開
催
な
ど
、
香
取
市
の

観
光
を
Ｐ
Ｒ
し
、
道
行
く
人

に
あ
や
め
の
鉢
植
え
ポ
ッ
ト

や
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
手

渡
し
ま
し
た
。

▲巣鴨で香取市の観光をPR


