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史
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三
原̶

　
三
原
市
は
、御
年
代
古
墳
を
は
じ
め
と
す
る
縄
文・弥
生・古
墳
時

代
の
遺
跡
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
古

く
か
ら
人
々
の
生
活
が
営
ま
れ
、近
畿
と
九
州
を
結
び
四
国
と
連
絡

す
る
海
上
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

　
平
安
時
代
に
は
、楽
音
寺
や
一九
六
七
年
ま
で
続
い
た
杭（
久
井
）

の
牛
市
な
ど
今
に
続
く
歴
史
資
源
が
創
設
さ
れ
た
ほ
か
、沼
田
荘
や

杭
の
荘
な
ど
の
荘
園
が
経
営
さ
れ
穀
倉
地
と
し
て
栄
え
、鎌
倉
時
代

か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
は
、小
早
川
氏
が
台
頭
し
、棲
眞
寺
や
佛

通
寺
が
創
建
さ
れ
た
ほ
か
、椋
梨
城
、高
山
城
や
新
高
山
城
が
築
城

さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、戦
国
武
将
毛
利
元
就
の
三
男
で
竹
原
小
早
川
氏
の
養
子

と
な
っ
た
小
早
川
隆
景
が
、十
七
代
当
主
と
し
て
沼
田
小
早
川
氏
を

相
続
し
、両
小
早
川
氏
を
統一す
る
と
、一五
六
七
年
に
三
原
に
築
城
し
、

現
在
の
三
原
市
の
礎
を
築
き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、小
早
川
氏
以
後
、福
島
氏
、浅
野
氏
の
城
下
町
と
し
て
繁

栄
し
て
明
治
維
新
を
迎
え
、明
治
時
代
以
降
は
、三
原
地
域
は
工
業

都
市
と
し
て
、本
郷・久
井・大
和
地
域
は
米
作
地
域
と
し
て
発
展
し
、

近
年
は
、陸・海・空
の
高
速
交
通
の
結
節
都
市
と
し
て
の
役
割
も
果

た
し
て
い
ま
す
。

小
早
川
隆
景
が一五
六
七
年
、交
易
路
と

し
て
多
く
の
商
船
が
往
来
す
る
瀬
戸
内

海
を
制
す
る
こ
と
を
目
的
に
、沼
田
川

河
口
の
大
島
と
小
島
を
石
垣
で
つ
な
い
で

築
い
た
城
。

当
時
の
規
模
は
、東
は
和
久
原
川
か
ら
西

は
現
在
の
臥
竜
橋
付
近
ま
で
あ
り
、こ
の
中

に
本
丸
、二
之
丸
、三
之
丸
、そ
し
て
二
層

の
隅
櫓
三
十
二
、城
門
十
四
が
あ
っ
た
と
い

わ
れ
、満
潮
時
に
城
の
姿
が
海
に
浮
か
ぶ

よ
う
に
見
え
た
こ
と
か
ら
、「
浮
城
」と
呼

ば
れ
た
。

築
城
以
来一度
も
兵
火
の
経
験
を
持
た
ず
、

小
早
川
氏
以
後
福
島
氏
、広
島
藩
浅
野

氏
の
支
城
と
し
て
栄
え
る
が
、一八
九
四
年
、

本
丸
を
貫
い
て
山
陽
鉄
道
が
開
通
し
、城

郭
の
ほ
と
ん
ど
が
壊
さ
れ
、今
は
Ｊ
Ｒ
三

原
駅
北
隣
の
天
主
台
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
濠
、

市
民
福
祉
会
館
東
側
の
船
入
櫓
跡
と
船
入

跡
、ペア
シ
ティ
三
原
西
館
西
隣
の
本
丸
中

門
跡
の
石
垣
と
堀
、和
久
原
川
に
か
か
る

神
明
大
橋
南
側
に
み
ら
れ
る
刎（
水
の
流

れ
を
ゆ
る
め
、館
町
側
を
守
る
た
め
に
作

ら
れ
た
鋸
刃
状
の
構
造
物
）な
ど
が
昔
の

名
ご
り
を
と
ど
め
て
い
る
。

か
ご
ぬ

む
く 

な
し
じ
ょ
う

ほ
り
じ
ょ
う    

あ
と
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0845-22-1337

土生商船（株）

（有）マルト汽船

弓場汽船（株）

0848-64-8527しまなみ海運（株）

0848-62-6241

0847-22-0755

0848-85-0315

芸陽バス（株）

鞆鉄道（株）

（株）中国バス

約1時間30分
鹿児島中央から 約3時間

約1時間30分
約4時間

約20分
約30分

0848-48-2211
広島空港～本郷支所前～三原桟橋～三原駅前

三原バイパス

尾道バイパス

2023.6

さん  ぎ  づみ

さん  ぎ  づみ

かんのん  じ しょうじゅじ

よこ  み  はい  じ  あと ばい  き  ひら み と しろ こ ふん

さだまる  こ  ふん に  ほん まつ  こ  ふん

か  じ  くま  わ  あと はね わ   く  ばらがわ

かご  ぬ

こ  ざき ぞう いちばん

いちばん

ふないりやぐらあと

やぐらあと

やぐらあと

めいぜんどうあと

さん  ぎ  づみ

こ  ざき ぞう

ふないりやぐらあとみょうしょうじとうらん  が   ず

みょうしょうじとうらん   が    ず

しょうぼうじ みょうしょうじ

めいぜんどうあと

にいたかやまじょうあと

0848-38-9030土生商船（株）
※土・日・祝日のみ運航
三原～須波～大久野島

旅客船

隆景公像→JR三原駅備後国三原城絵図→天主台→
算木積→JR三原駅妙正寺登覧画図→船入櫓跡→
聖トマス小崎像→一番櫓跡・本丸中門跡→明善堂跡→JR三原駅

隆景公像→JR三原駅備後国三原城絵図→天主台→
算木積→JR三原駅妙正寺登覧画図→船入櫓跡→
聖トマス小崎像→一番櫓跡・本丸中門跡→明善堂跡→
西大手門跡→正法寺→大島神社→妙正寺→JR三原駅

隆景公像→JR三原駅備後国三原城絵図→天主台→

0848-67-0777弓場汽船（株）
須波～向田（佐木島）～沢（生口島）

0865-62-2856
（株）瀬戸内クルージング

尾道駅前～新浜（尾道市）～重井～
須ノ上（佐木島）～沢～瀬戸田

籠恕

「三原ガイドの会」事務局

　
三
原
城
を
築
城
し
た
小
早
川
隆
景
公
は
、戦
国
随
一
の
知

将
と
し
て
知
ら
れ
、城
下
町
づ
く
り
に
も
そ
の
知
恵
者
ぶ
り

が
大
い
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、三
方
を
山
に
囲
ま
れ
、南
に
瀬
戸
内
海
が
位
置
す

る
沼
田
川
河
口
の
大
島
、小
島
を
石
垣
で
結
ん
で
城
を
築

き
、外
部
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
措
置
を
図
り
ま
し
た
。

　
次
に
新
高
山
城
内
を
は
じ
め
周
辺
に
あ
っ
た
多
く
の
寺
を
三

原
城
周
辺
に
移
し（
引
寺
）、各
寺
に
外
砦
の
役
割
を
持
た
せ
ま
し

た
。ま
た
、引
寺
さ
れ
た
各
寺
は
そ
れ
ぞ
れ
宗
派
が
異
な
っ
て
お

り
、一
揆
な
ど
の
反
乱
を
抑
え
る
役
割
も
持
た
せ
て
い
た
の
で

す
。さ
ら
に
、城
の
山
側
に
は
Ｔ
字
形
、か
ぎ
形
の
小
路
を
つ

く
り
、湧
原（
和
久
原
）川
を
境
に
し
た
西
側
の
館
町（
武
家
町
）と

東
町（
町
家
）に
段
差
を
つ
く
る（
館
町
を
一
段
高
く
し
、城

の
水
害
を
防
ぐ
）な
ど
城
下
の
防
衛
に
総
力
が
注
が
れ
て
い
ま

す
。こ
の
こ
と
か
ら
三
原
の
町
は
、築
城
以
来
一
度
も
大
き
な

被
害
を
受
け
ず
明
治
維
新
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
三
原
城
の
堅
固
さ
に
は
明
治
政
府
も
非
常
に
関
心
を
示
し
、

一
八
七
六
年
に
は
、当
時
の
海
軍
省
が
海
軍
鎮
守
府
の
候
補
地

と
し
て
三
原
城
を
買
い
上
げ
た
ほ
ど
で
、幻
の
軍
都
だ
っ
た
の
で

す（
海
軍
鎮
守
府
は
、一
八
八
三
年
に
呉
に
設
置
さ
れ
る
）。

　
一
八
九
四
年
の
山
陽
鉄
道
開
通
を
境
に
、三
原
城
は
壊
さ

れ
、都
市
化
が
進
ん
だ
影
響
で「
三
原
に
城
が
あ
っ
た
こ
と
」

が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、Ｊ
Ｒ
三
原
駅
北
隣
に
あ
る
三
原
城
天
主
台

を
中
心
と
し
た
山
側
に
そ
の
面
影
を
と
ど
め
た
歴
史
遺
産

が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。

　
ぜ
ひ
一
度
、近
世
と
現
代
が
調
和
し
た
三
原
の
ま
ち
を
散
策

し
な
が
ら
歴
史
の
変
遷
を
感
じ
て
み
ま
せ
ん
か
。


