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編集者のつぶやき
　表紙は、マキノ北小学校で行われたマ
キノ東小学校との合同書き初め練習のよう
す。「お正月」や「日の出」など、新年ら
しい言葉が筆で力強く書かれました。筆で
書かれたといえば、平成23年を表す漢字
「絆」。選ばれた理由は、大震災をきっか
けに、家族や友人、地域のつながりの大切
さを再認識された方が多かったからとのこ
と。年が変わっても、この「絆」は大事に
したいですね。皆さんにとって今年も良い
年でありますように。　　　（広報担当S） ▲御

ごんでんがわ

殿川から望む遺跡群

　

遺
跡
と
は
、
私
た
ち
の
遠
い
祖
先
の

人
々
が
土
地
に
刻
ん
だ
記
録
と
い
え
ま

す
。
遺
跡
に
は
、
住
居
跡
や
古
墳
・
墓
、

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
が
含
ま
れ
て
い

て
、
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
モ
ノ
を
遺
物
、

検
出
さ
れ
た
跡
を
遺
構
と
呼
び
分
け
て
い

ま
す
。
高
島
市
内
に
も
約
４
０
０
か
所
ほ

ど
の
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ら
の
中
に
は
、
集
落
跡
・
生
産
跡
・
寺
院

跡
・
城
跡
・
古
墳
・
墓
な
ど
多
彩
で
あ
り

ま
す
。

　

天て
ん
じ
ん
ば
た

神
畑
・
上か

み
ご
て
ん

御
殿
遺
跡
は
、
高
島
市
の

南
部
、
鴨
川
が
大
き
く
そ
の
流
れ
を
東
に

曲
げ
る
北
側
、
集
落
と
し
て
は
、
今
の
北

鴨
か
ら
三
尾
里
に
か
け
て
の
西
に
位
置
し

ま
す
。
発
見
の
き
っ
か
け
は
、
特
に
天
神

畑
遺
跡
に
お
い
て
、
田
地
の
掘く

っ
さ
く
ち
ゅ
う

削
中
に
完
形

品
の
土
器
が
出
土
し
た
と
こ
ろ
か
ら
と
聞
い

て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
遺
跡
の
発
見
は
偶
然

の
賜た

ま
も
の物
と
い
え
ま
す
。

　

今
回
の
発
掘
調
査
は
、
青
井
川
の
改
修
工

事
に
伴
う
事
前
埋
蔵
文
化
財
調
査
と
い
う
こ

と
で
、
平
成
20
年
度
か
ら
滋
賀
県
教
育
委
員

会
・（
財
）滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
に
よ
っ

て
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
遺
跡
群
の
調
査
か
ら
わ
か
っ
た
こ
と

を
、
古
い
順
か
ら
な
ら
べ
て
み
ま
す
と
、
先

ず
最
初
に
今
か
ら
約
１
７
０
０
年
前
、
弥
生

時
代
か
ら
古
墳
時
代
に
か
け
て
の
墓
や
竪
穴

住
居
跡
の
検
出
に
は
じ
ま
っ
て
、
大お

お
か
べ
づ
く

壁
造
り

建
物
と
学
術
用
語
で
呼
ば
れ
て
い
る
壁
立
ち

の
一
辺
が
約
10
ｍ
ほ
ど
の
建
物
跡
が
検
出
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
建
物
の
ル
ー
ツ
は
朝
鮮
半

島
に
あ
り
、
渡
来
系
の
人
た
ち
が
持
ち
込
ん

だ
建
築
様
式
が
、
高
島
の
地
に
も
い
ち
早
く

伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
至
っ

て
は
、
倉
庫
群
や
掘ほ

っ
た
て
ば
し
ら

立
柱
建
物
群
な
ど
が
検

出
さ
れ
、
進
ん
だ
文
化
が
流
入
し
、
人
々
が

生
活
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け

て
は
、
薄
板
に
仏
教
の
お
経き

ょ
う（

金こ
ん
ご
う
は
ん
に
ゃ
は

剛
般
若
波

羅ら
み
つ
き
ょ
う

蜜
経
）
を
記
し
た
「
こ
け
ら
経
」
の
残
片

が
出
土
し
た
り
、
鎌
倉
時
代
の
完
全
な
鉄
製

轡く
つ
わ（
馬
具
）
が
出
土
し
、
私
た
ち
を
驚
か
せ

ま
し
た
。

　

こ
こ
か
ら
初
夢
の
ご
と
く
こ
の
遺
跡
群
の

イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
て
い
き
ま
す
と
、
ま

ず
始
め
に
、
今
か
ら
お
よ
そ
１
７
０
０
年
も

前
に
、
鴨
川
の
左
岸
の
ほ
と
り
に
人
が
住
み

始
め
、
し
ば
ら
く
す
る
と
朝
鮮
半
島
か
ら
新

し
い
生
活
文
化
を
持
っ
た
人
た
ち
が
移
っ
て

来
、
次
に
南
市
東
遺
跡
や
下
五
反
田
遺
跡
、

八
反
田
遺
跡
へ
と
拡
散
し
て
行
っ
た
よ
う
で

す
。

　

奈
良
時
代
に
な
る
と
、
都
か
ら
北
陸
へ
向

か
う
官
道
の
北
陸
道
が
近
く
を
通
り
、
人
々

の
往
来
が
頻
繁
に
な
り
、
倉
庫
群
を
構
え
た

村
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
は
、
仏
教
文

化
の
一
つ
「
こ
け
ら
経
」
や
馬
事
文
化
の
貴

重
な
轡
も
、
こ
の
地
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
れ
以
後
、
遺
跡
に
は
人
の
痕

跡
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

遺
跡
の
発
掘
調
査
は
今
後
も
継
続
さ
れ
て

行
く
こ
と
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
新
し
い
発
見

が
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
期
待
し
ま
し
ょ

う
。

　　

h
高
島
歴
史
民
俗
資
料
館

　
　

f（
３
６
）１
５
５
３

天
神
畑
・
上
御
殿
遺
跡
と
は

Ｊ
Ｒ
安
曇
川
駅

天
神
畑
遺
跡

上
御
殿
遺
跡

青 井 川

八 田 川

川
鴨

天
皇
橋


