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島
崎
氏
は
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
、
こ
の

地
方
を
治
め
た
豪
族
で
、
潮
来
市
島
須
に
あ
る
、
島
崎
城

跡
は
、
鹿
行
地
方
最
大
規
模
を
誇
る
城
郭
跡
（
城
跡
）
で

す
。
全
体
的
に
保
存
状
態
が
良
好
で
、
歴
史
学
、
地
理

学
、
民
俗
学
と
多
方
面
に
わ
た
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
他
に
も
牛
堀
地
区
に
は
、
い
く
つ
か
の
城
跡
が
あ

り
、
戦
国
時
代
の
こ
ろ
の
こ
の
地
域
の
様
子
を
知
る
、
貴

重
な
歴
史
資
産
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

潮
来
市
（
旧
牛
堀
町
）
で
は
１
９
８
６
年
以
来
、
島
崎

城
を
は
じ
め
近
隣
の
大
台
城
跡
（
現
牛
堀
中
学
校
）、
西
出

城
跡
な
ど
大
規
模
な
発
掘
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
現
在
は

一
般
公
開
で
き
る
状
態
に
向
け
て
「
島
崎
城
跡
を
守
る
会

（
山
口
晃
男
会
長
）
が
中
心
と
な
っ
て
整
備
や
清
掃
活
動

を
進
め
て
い
ま
す
。

島
崎
氏

　

島
崎
氏
は
大
掾
（
だ
い
じ
ょ
う
）
氏
の
流
れ
を
く

む
豪
族
で
戦
国
時
代
の
武
将
。
１
５
２
２
年
か
ら

１
５
８
４
年
ま
で
に
近
隣
の
長
山
氏
、
麻
生
氏
を
攻
め

滅
ぼ
し
、
鹿
島
氏
、
玉
造
氏
を
攻
め
、
南
方
三
十
三
館

と
称
さ
れ
た
鹿
行
地
方
の
豪
族
の
ト
ッ
プ
と
な
り
、
隆

盛
を
誇
り
ま
し
た
。
し
か
し
１
５
９
１
年
、
島
崎
安
定

な
ど
南
方
三
十
三
館
の
城
主
た
ち
は
佐
竹
氏
の
い
る
常

陸
太
田
に
呼
び
出
さ
れ
、
全
員
が
謀
殺
さ
れ
、
島
崎
氏

は
滅
亡
し
ま
し
た
。

特集 潮来の歴史資産と島崎城跡

島崎城
15世紀前半、島崎成幹が築城した城。台地の先端に3つの曲輪（くるわ）が
連なり、一と二の曲輪の間に馬出があり、中間に立派な土塁があるのが特徴
で、中世の城郭遺構がとてもよく残っています。城跡は緑地環境保全地域に
指定されています。ゴミ等は持ち帰り、安全に配慮して見学しましょう。島崎城跡の土塁（潮来市島須）

時
代
考
証
・
間
宮
正
光
／
イ
ラ
ス
ト
・
野
上
隼
夫
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戦
国
時
代
の
潮
来
を
知
る
貴
重
な
歴
史
資
産
で
あ

る
島
崎
城
跡
を
保
全
す
る
た
め
、
地
元
の
有
志
を
中

心
に
約
１
０
０
名
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

城
跡
に
生
い
茂
っ
た
草
木
の
伐
採
や
清
掃
活
動
、

島
崎
氏
に
ゆ
か
り
の
あ
る
大
子
町
の
頃こ

ろ

藤ふ
じ

城
や
県
内

の
城
郭
の
見
学
、
関
連
資
料
の
展
示
や
情
報
発
信
な

ど
年
間
を
通
じ
て
活
発
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

活
動
中
！
島
崎
城
跡
を
守
る
会

島崎城跡で一緒に活動してみませんか！
　　　　　【お問合せ】島崎城跡を守る会代表　山口晃男さん
　　　　　　　　　　 ☎６４ー５７６５

gooブログ「島崎城跡を守る会」で情報発信中

　

３
月
３
日
（
日
）、
潮
来
公
民
館
に
お
い
て
平
成
30

年
度
潮
来
市
文
化
講
演
会
が
開
催
さ
れ
、「
考
古
学
か

ら
み
た
島
崎
氏
と
城
郭
」
を
テ
ー
マ
に
日
本
考
古
学
協

会
会
員
の
間
宮
正
光
先
生
に
よ
る
講
演
と
原
市
長
ら
が

出
席
し
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
し

た
。

　

基
調
講
演
と
し
て
間
宮
先
生
か
ら
、
島
崎
城
跡
の
発

掘
調
査
に
よ
り
判
明
し
た
島
崎
城
の
全
容
や
島
崎
氏
が

生
き
た
時
代
考
証
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
が
あ
り
ま
し

た
。

　
「
島
崎
城
の
出
土
品
の
量
や
質
か
ら
島
崎
氏
が
大
変

力
の
あ
る
豪
族
で
あ
り
、
居
城
は
鹿
行
地
方
最
大
級
の

城
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

霞
ヶ
浦
や
北
浦
に
挟
ま
れ
た
半
島
状
の
地
形
が
外
敵

か
ら
守
り
、
水
上
交
通
を
利
用
し
た
人
や
物
資
の
流
れ

を
作
っ
て
富
を
築
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
島
崎
城
や

近
隣
の
城
跡
は
戦
国
を
生
き
抜
い
て
き
た
潮
来
の
祖
先

か
ら
の
贈
り
物
、
大
事
に
し
て
ほ
し
い
」
と
語
り
ま
し

た
。

　

第
二
部
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
原
市

長
、
島
崎
城
跡
を
守
る
会
の
山
口
晃
男
会
長
、
郷
土
史

研
究
会
の
谷
玄
明
会
長
が
パ
ネ
リ
ス
ト
を
務
め
ま
し
た
。

「
地
元
の
歴
史
が
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が

課
題
。
周
知
を
図
っ
て
い
く
と
同
時
に
、
看
板
を
設
置

し
た
り
、
駐
車
場
整
備
、
伐
採
の
予
算
も
計
上
し
て
お

り
、
３
年
後
位
に
は
観
光
名
所
に
し
て
い
き
た
い
」（
原

市
長
）

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
メ
ン
バ
ー
で
整
備
を
す
す
め
、
近
い

将
来
は
見
学
会
や
歩
く
会
を
催
し
た
い
。
も
っ
と
島
崎

城
や
長
山
城
が
戦
国
の
城
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
努

力
し
て
い
く
」（
山
口
会
長
）

「
潮
来
に
は
城
跡
を
は
じ
め
、
河
岸
跡
も
あ
り
ま
す
。

昔
の
史
跡
を
観
光
客
に
案
内
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
が

あ
る
と
よ
い
と
思
う
」（
谷
会
長
）

「
地
元
の
人
に
ま
ず
歴
史
や
史
跡
を
知
っ
て
も
ら
い
、

元
気
な
シ
ニ
ア
世
代
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
サ
ポ
ー
ト
や

観
光
ガ
イ
ド
を
し
て
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し

い
」（
間
宮
先
生
）

来
場
し
た
２
０
０
名
を
超
え
る
参
加
者
は
熱
心
に
聞
き

入
っ
て
い
ま
し
た
。

島
崎
城
跡
を
テ
ー
マ
に
文
化
講
演
会
を
開
催

　
　
　
　
　
　
　

間
宮
正
光
先
生
（
日
本
考
古
学
協
会
会
員
）
が
講
演
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四
百
年
も
昔
、
牛
堀
が
い
く
つ
も
の
村
に
分
か
れ
て

い
た
頃
、
島
崎
村
の
山
の
上
に
お
城
が
あ
っ
た
。
そ
こ

は
前
に
夜
越
川
、
後
ろ
に
は
山
々
が
連
な
っ
た
自
然
の

要
塞
で
、
そ
れ
は
そ
れ
は
立
派
な
山
城
で
あ
っ
た
。
殿

様
の
名
前
は
島
崎
左さ
え
も
ん
の
す
け

衛
門
尉
、
桓
武
平
氏
の
流
れ
を
く

む
立
派
な
武
将
で
、
た
い
そ
う
領
民
か
ら
慕
わ
れ
て
い

た
名
君
だ
っ
た
。

　

よ
く
晴
れ
た
日
の
こ
と
。
殿
様
は
家
来
を
連
れ
て
お

堀
の
外
へ
田
ん
ぼ
の
様
子
を
見
に
出
か
け
た
。
全
く
え

ら
い
殿
様
で
百
姓
に
混
じ
っ
て
草
取
り
ま
で
し
て
い
た

と
言
う
。

　

そ
ん
な
時
、
綺
麗
な
白
い
蛇
を
見
つ
け
た
お
殿
様
は

も
っ
と
近
く
で
見
よ
う
と
思
っ
て
田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
道
へ

入
ろ
う
と
し
た
。
す
る
と
一
人
の
百
姓
が
走
り
寄
っ
て

き
て
「
そ
っ
ち
へ
行
く
の
は
危
ね
ぇ
だ
。
そ
の
蛇
は
神

様
の
化
身
だ
」
と
殿
様
を
止
め
た
。

　

白
い
蛇
は
諦
め
て
殿
様
が
帰
ろ
う
と
し
た
と
き
、
沼

地
で
う
っ
か
り
足
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
殿
様
は
足
元

に
蛇
の
群
れ
が
う
よ
う
よ
と
気
味
悪
く
の
た
打
ち
回
っ

て
い
る
の
が
見
え
て
び
っ
く
り
し
た
。

　

や
っ
と
の
こ
と
で
ぬ
か
る
み
か
ら
抜
け
出
し
た
殿
様

が
帰
ろ
う
と
し
た
そ
の
時
、
突
然
家
来
に
近
づ
い
て
き

た
白
い
蛇
が
あ
っ
た
。
と
っ
さ
に
家
来
は
棒
で
つ
つ
い

て
蛇
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
家
来
は
二
日
後
に
訳

の
分
か
ら
な
い
熱
に
う
な
さ
れ
苦
し
み
悶
え
て
死
ん
で

し
ま
っ
た
ん
だ
そ
う
だ
。

　

１
５
９
１
年
と
う
と
う
こ
の
島
崎
に
も
豪
族
佐
竹
氏

の
兵
が
攻
め
て
き
た
。
こ
の
戦
い
で
島
崎
氏
は
追
い
詰

め
ら
れ
、
最
強
を
誇
っ
た
島
崎
城
に
火
の
手
が
上
が

り
、
次
々
と
燃
え
落
ち
て
い
っ
た
。

島
崎
城
の
む
か
し
ば
な
し

　

お
投な

げ
の
松

　

そ
れ
を
見
な
が
ら
殿
様
は
、
な
ぜ
か
家
来
の
殺
し
た

白
い
蛇
を
思
い
出
し
、
ひ
ど
く
後
悔
し
た
。
そ
こ
で
蛇

を
殺
し
た
場
所
の
辺
り
め
が
け
て
、
天
守
か
ら
一
番
殿

様
が
大
切
に
し
て
い
た
立
派
な
盆
栽
の
松
を
投
げ
落
と

し
た
。

　

そ
の
後
、
殿
様
は
城
と
一
緒
に
滅
ん
だ
の
だ
が
、
そ

の
盆
栽
の
松
は
し
っ
か
り
根
付
き
、
大
き
な
松
に
成
長

し
た
。
し
か
し
、
誰
も
こ
の
松
を
切
ろ
う
と
す
る
者
も

い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
土
地
改
良
が
行
わ
れ
、
松
の

周
り
が
乾
田
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
今
ま
で
元
気
だ
っ

た
こ
の
松
も
と
う
と
う
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。
地
元
の

人
た
ち
が
枯
れ
た
松
を

切
っ
て
み
る
と
、
ま
る

で
蛇
が
住
ん
で
い
た
か

の
よ
う
に
、
大
き
な
う

ろ
が
出
来
て
い
た
そ
う

だ
。

　

今
で
も
白
い
蛇
は
神

様
の
化
身
だ
か
ら
、
金

輪
際
殺
し
て
は
な
ら
な

い
と
こ
の
地
方
で
は
言

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

潮
来
市
内
の
歴
史
資
産
例

「
お
投
げ
の
松
」
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

放
送
で
聞
い
て
み
よ
う
！

朗読　佐藤 彩希
（潮来市地域おこし協力隊）

大生古墳群（大生地区）
大生原台地には大生神社を中心
として、約110基からなる古
墳群が存在し、県下でも最大の
規模を誇る古墳群となっていま
す。鹿島神宮と密接な関係の
あったオフ氏の一族が葬られて
いるとみられています。

大生の思井戸（大生地区）
大生神社の御手洗池として使わ
れていたと伝えられる「思井
戸」は今も砂地からこんこんと
伏流水が湧き出ています。昔は
この近隣には七つの井戸があ
り、水の豊かな地域であったこ
とを物語っています。

長勝寺の銅鐘（潮来地区）
鎌倉時代に北条高時が寄進した
銅鐘には「客船夜泊常陸蘇城（か
くせんやはくひたちのそじょう）
と、昼夜問わず船が行きかい、
にぎわっていた潮来の様子を記し
た銘文があり、国指定の文化財と
なっています。

現在の「お投げの松」

【視聴方法】潮来市公式Youtube
で「お投げの松」と入力して検索

詳細はこちら


