
峰
山
町

区
は
峰
山
町
の
中
心
部

に
あ
り
、
市
役
所
庁
舎
か
ら
西
へ

ｍ
付
近
に
位
置
し
ま
す
。 

北
は
震
災
記
念
館
の
あ
る
薬
師
山

（
や
く
し
や
ま
）
の
裾
野
部
が
、
南

は
峰
山
町
を
東
西
に
流
れ
る
小
西
川

に
面
し
て
い
ま
す
。
字
名
で
は
「
富

貴
屋
（
ふ
き
や
）
」
と
「
堺
（
さ
か
い
）」

に
該
当
し
ま
す
。
富
貴
屋
と
堺
は
、

明
治
2
～
22
年
の
町
名
で
す
。
明
治

2
年
峰
山
町
内
の
町
名
改
正
に
よ

り
、
鉄
砲
町
・
寺
坂
町
の
各
一
部
を

も
っ
て
起
立
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

明
治
22
年
か
ら
の
峰
山
町
の
大
字
名

と
な
り
、
平
成
16
年
か
ら
京
丹
後
市

の
大
字
に
な
り
ま
し
た
。 

近
く
（
隣
の
安
区
）
に
京
都
府
立
峰

山
高
等
学
校
が
あ
り
、
朝
夕
は
通
学
の

学
生
た
ち
で
賑
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

区
内
に
は
サ
ン
ロ
ー
ド
エ
イ
ト
と
い

う
商
業
施
設
も
あ
り
、
ブ
テ
ィ
ッ
ク
や

飲
食
店
な
ど
が
入
っ
て
お
り
、
人
々
の

往
来
が
多
い
地
区
で
す
。 

 

峰高下から東方向を望む 

   

区
は
こ
じ
ん
ま
り
し
た
区
で

す
が
、
そ
れ
で
も
散
策
す
る
と
い
ろ

い
ろ
面
白
い
風
景
に
出
合
い
ま
す
。

ま
ず
は
「
五
幸
稲
荷
神
社
」
。
お
な
じ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

み
太
刀
振

が 
 

り
が
奉
納 

さ
れ
る

 

区
の
氏
神 

様
で
す
。 

昔
は
い
ろ 

い
ろ
な
場 

所
を
転
々 

と
し
て
い 

た
よ
う
で

す
が
、
昭
和

年
７
月

日
に
現
在

の
場
所
に
移
さ
れ
、
遷
宮
祭
が
行
わ

れ
た
よ
う
で
す
。 

五
幸
稲
荷
神
社
に
は
穀
物
を
司
る

保
食
命
（
う
け
も
ち
の
み
こ
と
）
と 

  

安
の
祇
園
社
境
内
に
あ
っ
た
恵
比

須
宮
の
事
代
主
命
（
こ
と
し
ろ
ぬ
し

の
み
こ
と
）
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。 

続
い
て
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
は
「
カ

ト
リ
ッ
ク
峰
山
教
会
」
で
す
。
京
都 

新
聞
に
よ
る
と
、

年
に
建
て
ら

れ
た
こ
の
教
会
は
、
舞
鶴
聖
母
病
院

の
小
さ
な
聖
堂
が
解
体
さ
れ
る
と

聞
い
た
丹
後
の
信
者
た
ち
が
何
度

も
足
を
運
び
、
古
材
を
も
ら
い
受
け 

て
造
っ
た 

そ
う
で
す
。 

こ
の
教
会 

で
は
、
お
祈 

り
の
後
、
信 

者
た
ち
が 

皆
で
お
茶 

を
飲
み
、
菓 

子

を

つ

ま

み
、
お
し
ゃ
べ
り
を
す
る
の
が
昔
か

ら
の
習
わ
し
だ
そ
う
で
す
。 

土
地
の
真
ん
中
に
教
会
が
建
っ

て
い
る
の
は
当
時
、
北
海
道
か
ら
赴

任
し
た
米
国
人
神
父
ビ
テ
ン
グ
ル

さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
だ
そ
う
で
す
。
屋

根
の
雪
が
落
ち
て
通
行
人
が
け
が

を
し
な
い
よ
う
、
敷
地
の
真
ん
中
に

建
て
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 
 
 

 

も
う
一
つ
、
是
非
散
策
し
て
ほ
し

い
の
が
ペ
ー
ジ
一
番
上
の
地
図
に

青
線
で
示
し
た
「
路
地
」。
幅

ｍ 

程
の
細
い
通
路
が
東
西
南
北
に
Ｔ

字
型
に
伸 

び
ま
す
。 

こ
こ
を
散 

策
す
る
と
、 

何
と
も
楽 

し
い
冒
険 

気
分
に
浸 

れ
ま
す
。 

  ふるさと わがまち わが地域             平成２６年 １月 ６日                       発行者 峰山町１１区          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋＋＋＋＋＋

＋ 

世帯数 55 

人口 124人 

（平成 25 年 10 月

30日現在） 

みんなが主役 

天
保
１２
年
（
一
八
四
一
年
）、
富

貴
屋
と
田
町
（
後
の
堺
）
に
城
下

町
火
消
し
、
七
番
組
の
纏
（
ま
と

い
）
の
吹
貫
（
ふ
き
ぬ
け
）
と
、

山
車
（
だ
し
）
五
幸
山
を
持
っ
て

祭
礼
を
賑
わ
し
て
い
た
と
い
う
記

述
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

長
い
歴
史
の
中
で
、
区
画
整
理

が
な
さ
れ
現
在
の
１１
区
は
、
富
貴

屋
と
堺
の
集
合
区
で
構
成
さ
れ
て

い
ま
す
。
昔
は
勢
い
の
あ
っ
た
町

衆
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
と
想
像
さ

れ
ま
す
。 

そ
ん
な
土
壌
も
あ
っ
て
、
昭
和

２８
年
、
戦
後
の
混
乱
か
ら
区
民
の

人
た
ち
に
心
の
潤
い
と
夢
、
区
民

の
融
和
を
求
め
、
当
時
の
中
邑
源

喜
区
長
は
、
町
衆
の
実
力
者
と
相

談
し
て
区
民
総
出
で
祭
り
に
芸
能

を
奉
納
し
披 

露
す
る
こ
と 

を
考
え
、
同 

年
５
月
の
子 

ど
も
祭
り
に 

稚
児
屋
台
を 

新
調
し
、
更 

に
青
少
年
に 

対
し
て
は
府 

中
溝
尻
の
太 

刀
振
り
（
女 

太
刀
）
を
伝 

授
さ
れ
、
太 

鼓
、
太
刀
・ 

楽
一
式
そ
の 

他
衣
装
な
ど
の
備
品
を
購
入
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
震
災
記
念
館
で

連
日
連
夜
猛
練
習
を
し
た
そ
う
で

す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

他
地
区
か
ら
の
応
援
も
含
め
、
総
勢
１５０
名
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
！ 

 

特
に
楽
の
伝
承
は 

体
と
音
感
で
覚
え
る 

と
い
う
き
わ
め
て
原 

始
的
な
伝
授
方
法
で 

し
た
。
幸
い
区
内
在 

住
の
尺
八
の
師
範
、 

今
西
三
郎
氏
が
楽
譜 

に
書
き
換
え
ら
れ
現 

在
も
そ
れ
で
楽
を
奏 

で
て
い
ま
す
。
そ
し 

て
、
同
年
７
月
、
地 

元
の
五
幸
稲
荷
神
社 

に
初
奉
納
し
、
そ
れ 

以
来
秋
の
金
刀
比
羅 

神
社
祭
礼
に
奉
納
。

道
中
振
り
、
本
振
り
（
１
番
と
２

番
が
あ
り
ま
す
）、
宮
振
り
で
峰
山

町
内
を
巡
行
し
て
格
別
の
人
気
を

博
し
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
し
ば
ら
く
奉
納
が
途

絶
え
て
い
ま
し
た
が
、
五
幸
稲
荷

と
先
人
た
ち
の
思
い
を
末
永
く
継

承
す
る
責
任
が
あ
る
と
認
識
さ
れ

て
太
刀
振
り
保
存
会
が
設
立
。「
第

十
一
区
五 

幸
太
刀
」 

と
名
称
も 

統
一
さ
れ 

ま
し
た
。 

平
成
元 

年
７
月
に 

稚
児
屋
台 

を
神
明
造 

り
の
太
鼓 

屋
台
に
新 

調
し
再
び 

奉
納
。
町 

内
各
所
で 

の
巡
行
を
し
ま
し
た
。
楽
と
振
り

方
の
息
の
合
っ
た
リ
ズ
ム
感
は
大

勢
の
人
々
を
感
動
さ
せ
、
共
感
を

呼
び
、
芸
能
振
興
の
役
割
を
果
た

し
て
い
ま
す
。 

総
勢
１５０
名
近
く
の
動
員
は
最
近

の
少
子
高
齢
化
の
波
で
多
数
の
人 

を
要
す
る
芸
能
振
興 

に
は
大
き
な
障
害
で 

あ
り
、
単
独
区
で
は 

継
承
が
難
し
く
な
っ 

て
い
ま
し
た
が
、
峰 

山
西
地
区
の
有
志
の 

方
々
に
お
願
い
を
し 

て
積
極
的
な
ご
参
加 

で
盛
り
上
が
っ
て
い 

ま
す
。 

 

現
在
は
区
の
組
織
の

中
で
「
太
刀
振
り
委
員

会
」
が
巡
行
奉
納
割 

を
担
い
ま
す
。
近
年
は

隔
年
お
き
に
出
動
し
、
９
月
中
旬

過
ぎ
か
ら
秋
祭
り
本
番
ま
で
約
３

週
間
、
厳
し
い
中
に
も
和
気
藹
々

と
し
た
雰
囲
気
の
中
で
連
夜
練
習

を
行
っ
て
い
ま
す
。 

先
人
の
思
い
を
末
永
く
若
者
に

伝
統
芸
能
と
し
て
継
承
し
て
い
く

た
め
に
は
、
広
域
的
視
点
で
輪
を

広
げ
楽
し
み
な
が
ら
ふ
る
さ
と
の

文
化
振
興
に
努
め
る
こ
と
が
先
人

た
ち
の
夢
に
応
え
る
こ
と
に
つ
な 

が
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

追
記 

中
邑
源
喜
氏
は
、
昭
和 

２８
年
か
ら
昭
和
３３
年
ま
で
区
長
、

そ
の
後
町
議
を
務
め
ら
れ
ま
し
た

が
昭
和
３７
年
１２
月
８
日
に
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
。（
議
会
事
務
局
調
べ
） 

 
 

以
上
、
峰
山
伝
統
芸
能
振
興
会

発
刊
の
記
念
誌
を
参
考
に
区
内
長

老
に
ま
と
め
て
も
ら
い
寄
稿
頂
き

ま
し
た
。 

 

昭和２８年当時の様子 

第１１区 五 幸 太 刀  
ご    こう    た    ち 

金刀比羅神社で本振りを奉納（平成２５年） 

見
ど
こ
ろ
い
っ
ぱ
い 

地
区
内
散
策 

 五幸稲荷神社 

 カトリック峰山教会 

五幸稲荷神社 

カトリック峰山教会 

歩いて楽しい路地 


