
評
価
さ
れ
た
点

蘭
島
と
そ
の
周
辺
地
域
で
は
、
有
田
川

の
浸
食
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
独
特

の
河
岸
段
丘
地
形
が
展
開
す
る
日
本
で
も

あ
ま
り
例
の
な
い
地
域
で
す
。
ま
た
、
中

世
阿あ

て弖
河が

わ

荘の
し
ょ
うに
遡
る
棚
田
の
開
発
や
江

戸
時
代
の
笠か
さ

松ま
つ

左さ

太た

夫ゆ
う

に
よ
る
開
発
な

ど
、
豊
か
な
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
環
境
の
中
で
、
長
い
年
月
を
か
け
て

行
わ
れ
て
き
た
稲
作
や
シ
ュ
ロ
・
保
田
紙

生
産
な
ど
の
特
色
あ
る
生
業
活
動
が
、
独

自
性
の
高
い
景
観
を
生
み
出
し
た
こ
と
に

加
え
、
蘭
島
を
中
心
と
し
た
景
観
の
も
つ

美
的
な
価
値
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
水
田
や
そ
こ
に
灌か
ん

漑が
い

す
る
用
水

路
が
、
現
在
も
田
人
（
た
ど
）
と
呼
ば
れ

る
伝
統
的
な
水
利
組
織
に
よ
っ
て
共
同
で

維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
評
価
さ
れ

ま
し
た
。

対
象
地
域
と
重
要
な
構
成
要
素

今
回
選
定
さ
れ
た
区
域
は
、
三
田
区
の

一
部
と
清
水
区
の
一
部
（
西
原
地
区
、
小

峠
地
区
、
湯
子
川
地
区
の
一
部
）
で
す
。

蘭
島
に
供
給
す
る
上う
わ

湯ゆ

用
水
路
に
よ
っ
て

耕
作
さ
れ
て
い
る
地
域
に
、
江
戸
時
代
に

笠
松
左
太
夫
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
歴
史

的
に
関
わ
り
の
深
い
小
峠
地
区
と
、
歴
史

あ
る
眺
望
地
で
あ
り
、
緩
斜
面
を
利
用
し

た
棚
田
の
景
観
が
広
が
る
三
田
区
の
一
部

を
含
め
た
範
囲
が
対
象
地
域
と
な
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
景
観
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素

と
し
て
文
化
財
に
登
録
さ
れ
た
も
の
に

は
、
下
の
一
覧
表
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り

ま
す
。
蘭
島
を
は
じ
め
と
し
た
水
田
や
上

湯
用
水
路
の
他
、
伝
統
的
な
家
屋
、
地
域

で
信
仰
さ
れ
て
い
る
寺
社
な
ど
が
登
録
さ

れ
ま
し
た
。

重
要
文
化
的
景
観
の
選
定
を
機
に

蘭
島
や
周
囲
の
景
観
は
、
住
民
の
皆
様

に
は
身
近
で
当
た
り
前
の
風
景
で
す
の

で
、
日
頃
そ
の
価
値
に
は
な
か
な
か
気
付

き
に
く
い
も
の
で
す
。
し
か
し
今
回
、
国

の
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
た
こ
と

は
、
こ
の
地
域
の
景
観
が
風
土
や
歴
史
、

日
本
人
の
生
活
や
生
業
を
伝
え
る
全
国
的

に
も
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。
こ
の
貴
重
な
景
観
を
将
来

へ
継
承
し
て
い
く
上
で
も
、
そ
の
価
値
を

住
民
と
行
政
が
共
有
し
、
協
働
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
重
要
文
化
的
景
観
の
選
定
を
契

機
に
、そ
の
価
値
付
け
を
活
用
し
な
が
ら
、

持
続
可
能
な
営
農
活
動
と
地
域
活
性
化
の

実
現
へ
向
け
、
景
観
を
活
か
し
た
ま
ち
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

地域に受け継がれた伝統行事（三田区）

棚田（西原地区）

共同で維持管理されている上湯用水路

伝統的な家屋（小峠地区）

地域に受け継がれた伝統行事（西原地区）

重要な構成要素一覧

種別 名　　　称

水田他 蘭島・水田・上湯用水路・蘭島の旧牛小屋

家屋 西林家住宅・杉谷家住宅・笠松家住宅・災害復興住宅

信仰物

蔵王権現神社・金比羅神社・愛宕神社（三田区）

小峠地蔵堂・松葉観音堂・愛宕神社・笠松左太夫頌徳碑（小峠地区）

西原観音堂・春日神社・愛宕神社・東向観音・フキの峠の地蔵（西原地区）

河川 関西電力三田水力発電施設・有田川・湯川川
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