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春
　
愁

　

雲
表
の
山
里
に
詠
め
る
歌

〇
父ふ
も母
所し
ょ
じ
ょ
う生
こ
の
山や
ま
さ
と里
の
春は
る
の
日ひ

の

　
　
　

も
の
憂う

き
と
き
は
森
を
歩
き
ぬ

〇
た
た
な
ず
く
山や
ま
の
は
た
て
に
日ひ

の
入
り
て

　
　
　

余よ
こ
う光
は
美う
ず
に
雲く
も
p

を
染そ

め
け
り

〇
面お
も
ご河

な
る
大お
お
な
る
や
ま

成
山
の
夕ゆ
う
ぐ
も雲

の

　
　
　

見
の
さ
や
け
さ
を
飽
か
ず
な
が
め
り

〇
か
つ
ら
木き

は
芽
吹
き
そ
め
け
り
こ
の
峡か
い
を

　
　
　

埋う
ず
め
て
咲さ

け
る
花は
な
の
も
な
か
に

〇
山
に
入
り
春
の
ま
ひ
る
の
花
か
げ
に

　
　
　

生い
き
の
命い
の
ち

を
思お
も
い
み
る
か
な

みおしえ 天真の慈門　　
　前会長　故 長岡 悟

東洋最高道徳学会の御祭神とみおしえ　
　前会長　故 長岡 悟

久万高原町を散策してみました。

情報伝言板　

山びこの賊　第46 回
　加藤 恵一　

田窪さんのぶら〜り山歩き
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一
切
衆
生
の
苦
悩
を
抜
済
せ
ん
が
た

め
に
、
天
真
の
慈
門
は
広
大
無
辺
な
り
。

　

い
か
な
る
宗
教
に
属
し
、
い
か
な
る

宗
派
な
る
も
、
ひ
と
た
び
天
真
の
慈
門

に
浄
心
を
起
さ
ば
一
念
頭
上
に
蓮
華
を

開
き
、
随
処
に
浄
土
を
荘
厳
せ
ん
。

　

天
真
の
慈
門
は
全
て
を
超
越
せ
る
万

教
の
元
始
た
る
天
理
あ
る
が
故
な
り
。

病
め
る
者
、
貧
し
き
者
、
瞋
れ
る
者
、

み
な
こ
れ
を
証
入
せ
ん
。
人
天
誰
か
入

ら
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
。

　

こ
れ
は
故
長
岡
悟
前
会
長
の
天
真

56
号
の
「
み
お
し
え
」
で
す
。
人
の

世
は
苦
悩
は
満
ち
て
い
ま
す
。
生
も

死
も
苦
し
み
で
す
し
、
病
気
の
苦
し

み
も
あ
り
ま
す
。
怨
み
憎
し
み
の
あ

る
人
と
会
う
こ
と
も
苦
し
み
で
あ
り
、

愛
す
る
者
と
死
別
・
生
別
す
る
こ
と

も
。
求
め
て
得
ら
れ
な
い
こ
と
も
、

ま
こ
と
に
執
着
を
離
れ
な
い
人
生
は
、

す
べ
て
苦
し
み
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
苦
し
み
の
原
因
は
、
つ
き
つ

め
て
み
ま
す
と
、
人
間
が
生
ま
れ
つ

き
持
っ
て
い
る
激
し
い
欲
望
に
根
ざ

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

こ
の
欲
望
の
根
本
が
「
と
ら
わ
れ

の
心
」
で
す
。
こ
の
「
と
ら
わ
れ
の

心
（
執
着
心
）」
を
捨
て
去
り
、
身
も

心
も
清
浄
に
し
て
、
素
直
な
心
で
神

に
依
り
し
た
が
え
ば
人
間
の
悩
み
苦

し
み
は
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
苦
悩
か
ら
の
脱
出
し
た
境
地

に
至
る
、
て
だ
て
と
し
て
滝
に
う

た
れ
た
り
、
石
の
上
に
座
っ
て
瞑
想

し
た
り
、
朝
夕
五
座
三
座
し
て
無
駄

な
時
間
を
費
や
し
て
、
お
題
目
や
お

念
仏
を
唱
え
る
こ
と
も
い
り
ま
せ
ん
。

「
鎮
座
帰
神
の
修
法
」
を
う
け
ら
れ
ま

す
と
、「
清
ら
か
に
、
自
由
な
心
」
に

な
り
ま
す
。
そ
の
時
か
ら
、

　

一
、
正
し
い
見
方

　
　
　

�

実
相
を
明
ら
か
に
し
て
、
原

因
・
結
果
の
道
理
を
信
じ
て
、

誤
っ
た
見
方
を
し
な
い
こ
と

　

一
、
正
し
い
思
い

　
　
　

�

欲
に
ふ
け
ら
ず
、
貧
ら
ず
、

瞋
ら
ず
、
害
な
う
心
の
な
い

こ
と

　

一
、
正
し
い
言
葉

　
　
　

�

偽
り
と
、
む
だ
口
と
、
悪
口
と
、

二
枚
舌
を
使
わ
な
い
こ
と

　

一
、
正
し
い
行
い

　
　
　

�

殺
生
と
、
盗
み
と
、
よ
こ
し

ま
な
こ
と
を
し
な
い

　

一
、
正
し
い
生
活

　
　
　

�

人
に
恥
ず
べ
き
生
き
方
を
し

な
い

　

一
、
正
し
い
努
力

　
　
　

�

正
し
い
こ
と
に
向
か
っ
て
怠

る
こ
と
な
く
努
力
す
る
こ
と

　

一
、
正
し
い
記
憶

　
　
　

�

何
ご
と
を
な
す
に
も
意
識
を

は
っ
き
り
し
て
、
正
し
く
心

に
と
め
る
こ
と

　

一
、
正
し
い
心
の
統
一

　
　
　

�

心
を
清
ら
か
に
静
め
て
、
正

し
く
素
直
に
な
る
こ
と

　

み
お
し
え 

天
真
の
慈
門

　

右
の
八
つ
の
心
の
も
ち
方
に
か
え

て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
「
神

な
が
ら
の
道
」と
い
い
、佛
さ
ま
は「
八

正
道
」
と
教
え
て
い
ま
す
。

　
「
と
ら
わ
れ
の
心
」
を
捨
て
去
り

「
神
を
信
じ
、
清
ら
か
な
、
素
直
な

心
」
に
な
り
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
テ

レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
切
り
替
え
た

よ
う
に
、
今
ま
で
の
悲
劇
の
ド
ラ
マ

は
、
明
る
い
楽
し
い
ド
ラ
マ
に
変
わ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
燈
火
を
か
か
げ
て
、

真
暗
い
部
屋
に
入
る
よ
う
に
闇
は
た

ち
ま
ち
去
り
、
明
る
さ
に
満
た
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
尊
い
「
み
お
し
え
」
を
守
り
、

神
と
祖
先
を
篤
く
お
祭
り
し
ま
す
と
、

人
は
欲
か
ら
遠
ざ
か
り
、
病
い
の
人

は
、
た
ち
ま
ち
癒
え
、
貧
者
は
長
者

と
な
り
、
争
い
ご
と
は
、
た
だ
ち
に

や
み
ま
す
。

　

こ
れ
が
天
理
で
あ
り
、
御
神
意
で

あ
り
ま
す
。

　

宗
派
を
超
え
て
、
人
生
最
高
の
幸

せ
を
指
標
と
し
た
教
団
、
そ
れ
が
天

真
会
で
す
。
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と
悟さ

と

ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
解げ
だ
つ脱

（
捉と

ら

わ
れ
た
心こ

こ
ろ

を
捨す

て

去さ

る
）
の
方ほ

う

法ほ
う

と
し
て
「
仏ほ

と
け

に
随し

た
が

い
、
逍し

ょ
う
よ
う遥

し
て
自し

然ぜ
ん

に
帰き

す
。
自し

ぜ
ん然

は
是こ

れ
弥み

だ
こ
く

陀
国
な
り
」
と
、
或あ

る

い
は

「
正し
ょ
う
ね
ん念

自じ
ね
ん然

」「
解げ

脱だ
つ

自じ
ね
ん然

」
等な

ど

の
教お

し
え

え
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
本ほ
ん
き
ょ
う教
の
主し

ゅ
じ
ん神
、
天あ

め
の
み
な
か

之
御
中

主ぬ
し
の
か
み神
の
項こ

う

で
述の

べ
た
よ
う
に
、「
人じ

ん
い為

の
な
い
素す
な
お直
な
心こ

こ
ろ

で
、
自し

ぜ
ん然
に
帰き

い
つ一

す
る
こ
と
」。
自し
ぜ
ん然

に
帰き

す
と
は
、
神か

み

さ
ま
、
仏ほ

と
け

さ
ま
の
御み

こ
こ
ろ心

に
よ
り
随し

た
が

う
、
と
い
う
こ
と
と
同ど

う
ぎ義

で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
が
（
解げ
だ
つ脱
）
す
る
こ
と
で
す
。

弥み
だ
こ
く

陀
国
と
は
解げ

だ
つ脱
し
た
境き

ょ
う
ち地
を
い
い

ま
す
。
神か
み

さ
ま
、
仏ほ

と
け

さ
ま
の
世せ

か
い界

で
す
。

苦く

も
な
く
、
悩な

や

み
も
な
い
、
安あ

ん
し
ん心
の

生い

き
方か

た

、
く
ら
し
方か

た

が
弥み

だ陀
国こ

く

に
生い

き
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。�

　

�　

御ご
さ
い
じ
ん

祭
神
は
、
主し

ゅ
じ
ん神
に
天あ

め
の
み
な
か

之
御
中

主ぬ
し
の
か
み神

を
、
脇き

ょ
う
じ
ん神

に
釈し

ゃ
か
む
に
ぶ
つ

迦
牟
尼
仏
・

太た
い
じ
ょ
う
ろ
う

上
老
君く

ん

・
神し

ん
の
う農

を
奉ほ

う
さ
い
も
う

斎
申
し
上

げ
て
お
り
ま
す
。

　

�　

こ
の
一い

っ
し
ん
さ
ん
ぞ
ん

神
三
尊
を
総そ

う
し
ょ
う称

し
、
本ほ

ん

教き
ょ
う
だ
ん団

で
は

　
　
　

大お
お
あ
ま
つ
み
お
や
の
み
こ
と

天
神
三
尊
霊
命

　
　

と
尊お
と
な
え
も
う

唱
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

■
天
之
御
中
主
神

　

天あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

之
御
中
主
神
は
、
古こ

じ

き

事
記
に

「
天あ
め
つ
ち地

初は
じ

め
て
発ひ

ら

け
し
時と

き

、
高た

か
ま天

の
原は
ら

に
成な

り
ま
せ
る
神か

み

の
名み

な

は
、

天あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

之
御
中
主
神
」
と
書か

か
れ
て
い

ま
す
。
天あ
め

地つ
ち

が
初は

じ

め
て
発ひ

ら

け
て
ま
だ
、

こ
の
世よ

に
何な

に

ひ
と
つ
な
か
っ
た
と
き

に
「
成な

り
ま
せ
る
神か

み

」
が
天あ

め
の
み

之
御

中な
か
ぬ
し
の
か
み

主
神
で
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、

宇う

宙ち
ゅ
う
ば
ん
ぶ
つ

万
物
を
生う

み
出だ

す
徳と

く

の
根こ

ん
げ
ん源
の

力ち
か
ら

、
こ
れ
を
「
大た

い

極き
ょ
く

」
と
申も

う

し
ま

す
。
大た
い
き
ょ
く極

は
万す

べ
て物

の
元も

と始
で
あ
り
ま

す
。「
大た
い

極き
ょ
く

」
こ
そ
天あ

め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

之
御
中
主
神

で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
絶ぜ
っ
た
い
し
ん

対
神
、

最さ
い
こ
う
し
ん

高
神
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
最さ

い
こ
う
し
ん

高
神

の
御ご

神し
ん
い意
に
背そ

む

か
ぬ
生い

き
方か

た

を
「
惟か

む

神な
が
ら

の
道み

ち

」
と
申も

う

し
ま
す
。「
か
む
」
は

「
神か
み

」
の
こ
と
で
す
。「
大た

い
き
ょ
く極
」
で
あ
り
、

ま
た「
自し

然ぜ
ん

」で
あ
り
ま
す
。「
な
が
ら
」

と
は
「
何
々
を
し
な
が
ら
」
と
い
う

こ
と
で
、“
そ
の
も
の
と
共と
も

に
”
と
い

う
意い

み味
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、「
か

む
な
が
ら
の
み
ち
」
と
は
、
人じ
ん
い為
の

な
い
“
自し

然ぜ
ん

”
の
素す

な
お直
な
心こ

こ
ろ

で
、
神か

み

さ
ま
と
と
も
に
神か

み

さ
ま
の
御み

こ
こ
ろ心

に
し

た
が
っ
て
生い

き
て
ゆ
く
道み

ち

を
い
い
ま

す
。

　
（
註
）�

天あ
め
の
み
な
か
ぬ
し
の
か
み

之
御
中
主
神
は
天あ

ま
て
ら
す

照
皇

東
洋
最
高
道
徳
学
会
の

御
祭
神
と
み
お
し
え

大お
お
み
か
み神

や
八や

お
よ
ろ
ず

百
万
神の

か
み

の
大お

お

本も
と

の

神か
み

さ
ま
で
あ
り
ま
す
。

■
釈
迦
牟
尼
仏

　

釈し
ゃ
か
む
に
ぶ
つ

迦
牟
尼
仏
と
は
御お

し
ゃ
か

釈
迦
さ
ま
の

こ
と
で
す
。
お
名な
ま
え前
は
悉し

っ
だ
る
た

達
多
と

申も
う

し
上あ

げ
ま
す
。
西せ

い
き
ぜ
ん

紀
前
五
六
五
年ね

ん

、

印い
ん
ど
る
ん
び
に
え
ん

度
藍
毘
尼
園
の
無む

憂ゆ
う
じ
ゅ
か

樹
下
に
、
お

生う

ま
れ
に
ま
り
ま
し
た
。
二
十
九
才さ

い

の
あ
る
日ひ

、
老ろ

う
じ
ん人

、
病び

ょ
う
し
ゃ者

、
死し

に
ん人

、

沙さ
も
ん門

を
見み

て
、
出し

ゅ
っ
け家

を
志

こ
こ
ろ
ざし

苦く
ぎ
ょ
う行

六

年ね
ん

を
経へ

て
、
仏ぶ

つ
だ
が
や

陀
伽
耶
の
菩ぼ

だ
い
じ
ゅ
か

提
樹
下

に
端た
ん
ざ坐
思し

い惟
し
て
、
人に

ん
げ
ん間
が
幸し

あ
わ
せ
に

生い

き
る
た
め
に
は
、
そ
の
苦く

る

し
み
や
、

悩な
や

み
を
捨す

て
去さ

り
（
仏ぶ

っ

教き
ょ
う

で
は
こ
の

こ
と
を
、
解げ
だ
つ脱
と
い
い
ま
す
）、
自じ

ゆ
う由

の
身み

と
な
り
、
心こ

こ
ろ

の
安や

す

ら
ぎ
（
涅ね

槃は
ん

と
よ
び
ま
す
）
を
え
る
こ
と
で
あ
る
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■
太た

い
じ
ょ
う
ろ
う
く
ん

上
老
君

　

一い
っ
ぱ
ん般
に
、
老ろ

う
し子
と
称し

ょ
う

さ
れ
て
お
り

ま
す
。
紀き
げ
ん
ぜ
ん

元
前
六
世せ

い
き紀

（
約や

く

二
千
六

百
年ね
ん
ま
え前
）
こ
ろ
の
お
生う

ま

れ
で
あ
る
と

い
わ
れ
ま
す
。

　

中ち
ゅ
う
ご
く国
楚そ

の
国く

に

の
苦こ

け
ん県
の
人ひ

と

で
、
姓せ

い

は
李り

氏し

、
名な

は
耳じ

、
字あ

ざ
な

は
伯は

く
よ
う陽
、
諡

お
く
り
な

を
聴た

ん

と
申も

う

さ
れ
ま
す
。

　

有ゆ
う
め
い名

な
「
道ど

う
と
く
き
ょ
う

徳
経
」
は
、

太た
い
じ
ょ
う
ろ
う
く
ん

上
老
君
が
西せ

い
ほ
う方

に
旅た

び

す
る
途と

ち
ゅ
う中

、

函か
ん
こ
く
か
ん

谷
間
の
関せ

き
も
り守

の
尹い

ん
き喜

に
請こ

わ
れ
書か

い
た
五ご

せ
ん
げ
ん

千
言
が
こ
れ
で
あ
る
と
伝つ

た

え

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

道ど
う
と
く
き
ょ
う

徳
経
は
、
宇う

ち
ゅ
う宙
人じ

ん
せ
い生
の
根こ

ん
げ
ん源
を

究き
ゅ
う
め
い明
し
、
恒こ

う
じ
ょ
う
ふ
へ
ん
ぜ
っ
た
い

常
不
変
絶
対
の
相そ

う

を
見み

い
だ
し
、
人に

ん
げ
ん間
が
現げ

ん
じ
つ
そ
う
た
い

実
相
対
の
処し

ょ

す

る
道み

ち

を
説と

か
れ
た
も
の
で
す
。

　

そ
の
宇う
ち
ゅ
う宙

と
人じ

ん
せ
い生

の
根こ

ん
げ
ん
て
き

源
的
な

真し
ん
り理
と
は
、
玄げ

ん

の
又ま

た

玄げ
ん

な
る
「
道ど

う

」

の
思し
そ
う想

、
す
な
わ
ち
、
自し

ぜ
ん然

・
恬て

ん
た
ん淡

・

虚き
ょ
む無
・
無む

い為
の
哲て

つ
り理
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
要よ
う
や
く約
し
ま
す
と
「
樸も

と

に
帰か

え

れ
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
自し
ぜ
ん然
の

道み
ち

」
に
帰か

え

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
神か

み

に
帰き

い
つ一

せ
よ
」
と
い
う
意い

み味
で
す
。

こ
の
考か
ん
が

え
方か

た

を
「
天て

ん
ど
う
し
ゅ
ぎ

道
主
義
」
ま
た

は
「
天て
ん
ど
う
し
そ
う

道
思
想
」
と
も
云い

い
ま
す
。

作さ
く
い為

の
な
い
人に

ん
げ
ん
し
ゃ
か
い

間
社
会
こ
そ
、
本ほ

ん
ら
い来

の
人に
ん
げ
ん間

の
幸し

あ
わ

せ
と
文ぶ

ん
か化

が
成せ

い
り
つ立

す
る

根こ
ん
て
い底

を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強つ

よ

く
説と

い
て
い
ま
す
。

　
（
註
）�

本ほ
ん
き
ょ
う
だ
ん

教
団
の
東と

う
よ
う
さ
い
こ
う
ど
う
と
く
が
っ

洋
最
高
道
徳
学

会か
い

の
名な

は
、
老ろ

う
し子
の
「
道ど

う
と
く徳

経き
ょ
う

」
に
由ゆ

ら
い来
せ
る
も
の
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
人じ
ん
り
ん倫

の
道ど

う
と
く徳

（M
oral

）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
神し

ん
の
う農

　

神し
ん
の
う農
さ
ま
は
、
紀き

げ
ん
ぜ
ん

元
前
二
七
八
〇

年ね
ん
ご
ろ頃
（
今い

ま

か
ら
約や

く

五
千
年ね

ん
ま
え前
）
の
中ち

ゅ
う

国ご
く

の
帝て

い
お
う王

で
あ
り
ま
す
。
中ち

ゅ
う
ご
く国

古こ
だ
い代

の
三さ
ん
お
う皇

の
一ひ

と
り人

で
あ
る
た
め
、
炎え

ん
て
い帝

と
も
称し
ょ
う

さ
れ
ま
す
。

　

御ご
せ
い
ぼ

生
母
は
、
女に

ょ
と登

と
い
う
女め

が
み神

で
、
竜り
ゅ
う

神じ
ん

に
感か

ん
の
う応

し
て
神し

ん
の
う農

さ
ま
を

お
生う

み
に
な
ら
れ
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
こ
の
神か
み

さ
ま
は
、
耕こ

う
さ
く作
の
法ほ

う

を

教お
し

え
た
の
で
、
百ひ

ゃ
く
し
ょ
う姓
の
始し

そ祖
で
あ
り

ま
す
。
百ひ
ゃ
く
そ
う草
を
な
め
て
を
一い

ち
や
く薬
を
知し

っ
た
と
い
う
の
で
薬や

く
そ祖
、
医い

そ祖
と
し

て
も
崇す
う
け
い敬

さ
れ
、
五ご

げ
ん絃

の
琴こ

と

を
作つ

く

ら

れ
た
の
で
楽が
く
し師
の
祖そ

と
さ
れ
、
日ひ

・

月つ
き

・
星ほ

し

の
運う

ん

行こ
う

に
よ
り
天て

ん
も
ん文

を
知し

り
、

八は
っ
け卦
を
重か

さ

ね
て
六
十
四
卦け

と
さ
れ
た

の
で
、
易え
き
が
く学
の
神か

み

で
あ
り
、
炎え

ん

帝て
い

の

炎え
ん

は
、
火ひ

の
神か

み

の
意い

も
あ
る
た
め
、

鍛か

じ冶
や
窯よ

う
ぎ
ょ
う業
そ
の
他た

、
火ひ

の
力ち

か
ら

を
藉か

り
る
職し

ょ
く
ぎ
ょ
う業

の
神か

み

と
さ
れ
、
或あ

る

い
は
交こ

う

易え
き

の
道み

ち

を
教お

し

え
た
の
で
、
商し

ょ
う
じ
ん神

と
さ

れ
て
尊そ
ん
す
う崇

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

故ゆ
え

に
、
本ほ

ん
き
ょ
う
だ
ん

教
団
で
は
、
生く

ら
し活

と

職し
ょ
く
ぎ
ょ
う業

と
医い

り
ょ
う療

、
す
な
わ
ち
「
養よ

う
せ
い生

」

の
守し
ゅ
ご
し
ん

護
神
と
し
て
篤あ

つ

く
お
祀ま

つ

り
い
た

し
て
お
り
ま
す
。
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久万高原町を
散策して
みました。

2

3

1

4

※前号からの続き

　大成神宮に別れを告げ、渋草目指してもと

来た道を下ります。今回は行きませんでしたが、

神宮の駐車場付近から更に上には、ヒメボタ

ル群生地や風穴群があります。また今度取材

してご紹介させて頂きます。

　下っていると、左手に山びこ荘が見えます。

山びこ荘は文化 10 年に建築されたもので久

万高原町の指定有形文化財に登録されていま

す。昔は番所や戸長役場としても利用されてい

ました。

　山びこ荘を過ぎてしばらくいくと、左手に初

瀬の大桂が見えてきます。少し見えにくい場所

にはなりますが大成記念園の看板が右手に見

えますのですぐ分かります。この桂の木は株

周りが 30メートル、樹齢 1500 年と言われて

おり、神秘的な雰囲気に包まれています。周

囲には「悠久」の石碑が見えます。

　では桂の木に別れを告げて再び渋草へ向か

います。渋草から今度は石鎚スカイラインの

方へ向かいます。目指すは面河渓。15 分くら

い走ると面河渓へ到着です。面河渓の手前に

は面河山岳博物館があります。

　面河渓は四国最大の渓谷で、面河川が流

れる国指定の名勝です。川の両面には切り立

った奇岩を目にすることができます。川沿いに

編集部

1

4

vo l .04

3

3
3

2

4

3
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5 6
は渓泉亭があり飲食などをすることができます。

（営業日、時間はご確認ください）

　渓泉亭から川沿いに更に奥へ進みます。橋

を渡るとキャンプ場が見えます。

　橋の上からの写真です。清流です。

　更に奥へ進むことができますが、今回はこ

こまで。キャンプ場で引き返すことにします。

大きな案内図がありますので、これを見れば

位置が良く分かりますよ。

　もと来た道を引き返し、渓泉亭を通り過ぎ、

橋を渡ります。橋を渡って国民宿舎の方へ向

かいます。渡ったところに清流面河という施設

があります。中には売店や食堂があり、ほっと

一息つくことができます。わたしもここでアイ

スコーヒーを頂きました。冷たくて美味しかっ

たです！　　　　　　　　　　　　　【続く】

5
7　東洋最高道徳学会 4 大行事の一つ

である「鎮花祭」を下記のとおり執り
行います。
　鎮花祭とは古神道の古い秘儀に属
するもので、その日に限り御神前を

「花の辻」と称し、色とりどりの花々
を花玉串として奉るとても優雅な神事
です。鎮花祭が行われるこの時期は
疫病が盛んになる時期でもあることか
ら、祭事により疫病神の魂鎮めを行
います。
　詳細につきましては、後日案内状を
お送り致します。

■催行日時
　4月19 日（土）午前11 時〜
■場所
　上浮穴郡久万高原町大成
　大成神宮

東洋最高道徳学会 会長　
長岡 節子

医療法人天真会 理事長　
清水 惠太

鎮花祭のお知らせ

6

8
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そ
し
て
、
今
度
は
ま
た
、
主
膳
正
に

よ
っ
て
進
路
を
阻
ま
れ
た
長
曽
我
部
軍

と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
成
り
行

き
と
は
い
え
、
土
居
清
良
に
と
っ
て
迷

惑
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
清
良
記
と
い

う
著
名
な
文
書
が
残
り
、
土
居
清
良
の

名
は
後
世
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
主
膳
正
は
同
じ
く
寡
兵

を
も
っ
て
土
佐
軍
を
小
気
味
よ
く
破

り
、
そ
の
進
路
を
塞
ぎ
な
が
ら
、
敵
に

敬
遠
さ
れ
た
た
め
に
合
戦
の
数
が
少
な

く
、
そ
の
輝
か
し
い
武
勲
は
歴
史
と
共

に
山
草
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

し
か
し
、そ
の
皮
肉
も
、後
世
に
な
っ

て
嘆
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
当
面
は
伊
予

の
戦
局
に
目
を
移
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
三
間
表
の
戦
い
の
よ
う
に
、
局

地
的
に
は
長
曽
我
部
勢
の
敗
れ
る
よ

う
な
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
勢
と
し
て
、

元
親
は
伊
予
を
東
、
南
、
か
ら
、
ひ
た

ひ
た
と
食
し
つ
つ
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
天
正
九
年
五
月
、
長
曽
我

部
軍
は
南
予
に
深
く
侵
入
し
、
三
滝
、

甲
森
の
両
城
を
攻
略
、
さ
ら
に
南
予
の

領り
ょ
う
し
ゅ
う袖
西
園
寺
氏
の
黒
瀬
城
を
襲
撃
す
る

に
至
り
、
又
、
東
伊
予
の
方
で
も
、
同

年
七
月
に
は
新
居
郡
の
豪
族
金
子
氏
が

元
親
に
寝
返
っ
た
。

　

天
正
十
年
に
入
る
と
、
三
月
に
東
予

川
之
江
城
の
妻
鳥
采
女
正
が
圧
迫
に
耐

え
か
ね
て
元
親
に
通
じ
た
。
か
つ
て
主

膳
正
が
猪
伏
に
赴
く
時
、
鉄
砲
一
梃
を

贈
っ
た
か
つ
て
の
僚
将
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
河
野
方
は
河
上
但
馬
守
に
命
じ
て

こ
れ
を
奪
還
し
た
が
、
元
親
自
ら
が
出

陣
す
る
に
お
よ
ん
で
再
度
元
親
の
手
に

落
ち
、
こ
の
勢
い
に
、
新に

い居
郡
の
要
で

あ
る
高
峠
城
の
石
川
備
中
守
ほ
か
、
東

子
の
諸
豪
族
の
こ
と
ご
と
く
が
元
親
に

服
従
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
方
、
中
央
で
は
、
こ
の
天
正
十
年

の
六
月
、
天
下
を
ゆ
る
が
す
大
事
件
が

起
こ
っ
た
。
京
都
本
能
寺
で
、
織
田
信

長
が
明
智
光
秀
の
謀
反
に
逢
い
、
討
た

れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
本
能
寺
の
変
後
、
急
遽
、

中
国
遠
征
か
ら
軍
を
返
し
て
、
光
秀
を

京
都
山
崎
に
破
っ
た
羽
柴
秀
吉
が
、
そ

の
翌
年
の
四
月
、
賤
ヶ
岳
で
宿
敵
柴
田

勝
家
と
戦
っ
て
こ
れ
を
倒
し
、
名
実
共

に
信
長
の
後
継
者
と
し
て
の
地
位
を
固

め
る
と
と
も
に
、
そ
の
翌
年
、
大
阪
城

を
築
い
て
天
下
に
君
臨
す
る
こ
と
に
な

る
。

　

信
長
の
死
と
、
中
原
に
お
け
る
天
下

の
動
乱
は
元
親
に
味
方
し
た
。
前
に

天
正
八
年
、
元
親
は
弟
の
香
曽
我
部
親

泰
を
安
土
に
つ
か
わ
し
『
四
国
の
儀
は
、

元
親
手
柄
次
第
に
、
切
取
候
へ
』
と
い

う
朱
印
を
得
て
い
た
が
、
四
国
諸
侯
の

裏
面
工
作
に
よ
り
、
信
長
は
元
親
に
―

四
国
征
伐
か
ら
手
を
引
く
べ
し
、
さ
れ

ば
、
本
領
土
佐
を
安
堵
し
、
阿
波
南
部

を
与
え
よ
う
―
と
変
言
し
た
。
そ
し
て
、

元
親
が
そ
れ
を
蹴
る
と
、
天
正
十
年
五

著　

加
藤

著　

加
藤  

恵
一
恵
一
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4646
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月
、
四
国
征
討
の
軍
を
お
こ
し
、
三
好

康
長
を
先
発
さ
せ
た
矢
先
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
そ
の
後
の
、
信

長
の
後
継
者
争
い
が
元
親
に
四
国
制
覇

の
時
を
貸
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
天
正
十
二
年
頃
ま
で
に
は
、

阿
波
、
讃
岐
の
ほ
と
ん
ど
を
制
覇
し
、

元
親
は
残
る
伊
予
に
全
力
を
傾
注
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
と
く
に
東
伊
予
、
北

伊
予
の
ほ
う
は
、
こ
れ
ま
で
に
そ
の
ほ

と
ん
ど
を
蚕
食
し
て
い
た
が
、
こ
の
こ

ろ
に
な
る
と
、
現
在
の
新
居
浜
市
あ
た

り
の
豪
族
、
金
子
城
々
主
金
子
元も

と
い
え宅
と

提
携
を
か
た
く
し
、
し
だ
い
に
伊
予
中

央
部
に
せ
ま
ろ
う
と
し
、
ま
た
南
伊
予

の
方
も
風
雲
急
を
告
げ
つ
つ
あ
っ
た
。

　

窮
地
に
お
ち
い
っ
た
伊
予
の
当
主
河

野
通
直
は
、
こ
の
年
の
春
、
中
国
の
毛

利
に
救
援
を
乞
う
て
こ
れ
に
対
抗
し
よ

う
と
す
る
。

　

毛
利
輝
元
は
、
早
速
、
宍
戸
元
孝
ら

の
将
を
伊
予
に
送
り
、
現
在
の
北
条
市

に
あ
る
恵え

ら良
城
あ
た
り
で
元
親
の
軍
と

戦
闘
を
開
始
し
た
。

　

戦
局
は
一
進
一
退
で
あ
っ
た
が
、
や

や
も
す
れ
ば
、
河
野
、
毛
利
の
連
合
軍

は
押
さ
れ
が
ち
と
な
り
、
そ
の
上
、
そ

の
年
の
九
月
、
毛
利
氏
は
四
国
遠
征
を

も
く
ろ
む
秀
吉
に
つ
き
、
伊
予
か
ら
手

を
引
い
て
し
ま
う
。

　

こ
う
な
る
と
、
後
は
一
気
呵
成
で
あ

る
。
南
伊
予
の
ほ
う
で
も
、
こ
れ
ま
で

頑
強
に
抵
抗
を
つ
づ
け
て
い
た
三
間
郷

あ
た
り
に
、
久
武
内
蔵
助
親
直
が
実
に

八
千
の
大
軍
を
ひ
き
い
て
押
し
寄
せ
た
。

親
直
は
、
さ
き
に
主
膳
正
と
戦
っ
た
久

武
内
蔵
助
親
信
の
実
弟
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
前
、
兄
の
親
が
戦
死
し
た
の
で
内

蔵
助
を
名
乗
り
、
や
は
り
伊
予
方
面
軍

の
軍
代
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

土
佐
軍
は
国
境
を
越
え
る
と
、
ま
ず

河
原
渕
に
布
陣
し
、
南
の
ほ
う
か
ら
、

深
田
城
、
高
森
城
と
落
と
し
、
さ
ら
に

は
大
森
城
な
ど
三
間
郷
諸
城
を
襲
っ
た
。

伊
予
の
軍
勢
も
よ
く
戦
っ
た
が
、
主
家

西
園
寺
公
広
か
ら
の
援
軍
も
な
い
ま
ま
、

つ
い
に
長
曽
我
部
方
に
降
伏
す
る
。
そ

し
て
、
勢
い
に
乗
じ
た
土
佐
軍
は
、
さ

ら
に
、
西
園
寺
公
広
の
本
拠
黒
瀬
城
に

せ
ま
っ
た
の
で
、
公
広
は
た
ま
ら
ず
、

和
睦
降
伏
し
た
。

　

こ
う
し
た
戦
乱
を
よ
そ
に
、
主
膳
正

は
猪
伏
に
釘
づ
け
で
あ
る
。

　

―
―
地
の
果
に
出
か
け
て
も
元
親
と

一
戦
を
…
…
。
と
思
っ
て
も
、
笹
ヶ
峠

の
戦
い
い
ら
い
と
み
に
戦
力
の
衰
え
て

い
る
大
野
直
昌
の
幕
下
に
あ
っ
て
、
猪

状
は
い
ぜ
ん
揺
る
が
す
こ
と
の
で
き
な

い
土
佐
へ
の
備
え
で
あ
っ
た
。

　

主
膳
正
は
そ
の
あ
い
だ
、
火
薬
の
生

産
に
傾
注
し
た
。
合
戦
に
そ
な
え
て
の

備
蓄
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
火
薬
は

猪
伏
に
軍
資
金
を
も
も
た
ら
す
。
量
産

剰
余
分
を
主
家
河
野
家
を
は
じ
め
、
味

方
の
諸
将
に
供
給
し
て
対
貨
を
得
る
の

で
あ
る
。
当
時
、
銃
砲
火
薬
類
の
取
引

き
に
は
金
し
か
流
通
し
な
い
の
が
常
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
こ
だ
わ
ら
ず
販
売

し
た
の
で
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
。
そ
の

た
め
金
の
ほ
か
、
銀
、
銅
が
集
ま
り
、

日
常
の
経
済
が
主
と
し
て
銅
銭
や
丁
銀

で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
か
え
っ
て
好
都
合
で
あ
っ
た
ろ
う
。

主
膳
正
は
手
ぐ
す
ね
を
ひ
い
て
土
佐
勢

を
待
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　

 【
続
く
】
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第
七
十
八
歩

第
七
十
八
歩

田
窪
さ
ん
の

「
年
末
年
始
の
こ
と
」

「
年
末
年
始
の
こ
と
」

今
年
の
冬
は
寒
く
な
る
の
が
遅
く
感
じ
た
も
の
の
、
例
年
に
比
べ
て
非
常
に
寒
く
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
し
ょ

う
か
。
特
に
積
雪
が
ひ
ど
く
感
じ
ま
す
。
た
だ
、
大
き
な
声
で
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
松
山
市
内
に
一
冬
一
回
く

ら
い
は
雪
が
積
も
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
人
、
私
の
よ
う
に
正
直
に
手
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

■プロローグ
　毎回毎回、『ネタが無い…』と書いていますが、今回、こ

れを書く 2 日前まで本当に何も思い浮かばず悩んでおりまし

た。すると先輩から、「年末に島根経由で神戸に行ったこと

を書けばいいんじゃねーの？」言われ、「いやいや、雪で道

路封鎖するかわからない“やまなみ街道”を走って、トイレ

事件があって、名探偵コナンの作者の出身地を通って、自転

車で明石大橋見に行って、よしもと新喜劇を観て帰っただけ

ですから、何もなかったッスよ」と、言った自分に気付き、『こ

れやん！』っと、思いついたわけです。なので、今回は時系

列で書きます。日記風に。

■12月30日
　姉から、「ちょっと高めのおせち料理を注文したし、暇な

ら神戸に来る？」と言われ、暇な私は神戸に行くことにした。

ただ、普通に神戸に行くのは何だか飽きたし、雪が降ってな

かったら日本海経由で、降っていたら太平洋経由で行こうと

計画。30日の仕事納めも身に入らず（すみません）、尾道か

ら中国山地を縦断し島根県出雲市に抜ける“やまなみ街道”

の雪情報と天気予報ばかり見ていた。

　すると、30日の深夜までは降雪予報はなく、仕事終わり

にそのままで尾道へ。路肩に積雪があるものの、道路上に

雪はなく心配するまでもなかったなと余裕をかましていると、

県境を越えた頃から、雨が雪交じりのあられになり、道路

が白くなっていった。道路封鎖かもしれないと不安になるも、

『写真を撮って天真のネタに！』と一瞬頭によぎる。でも、『除

雪されていない道の駅に入って抜け出せなくなったら…』と、

葛藤すること 30分、標高が下がると明らかに雪の量も減っ

ていき、出雲市に入ると、あの積雪は何だったのだろう？と

思えるほど、雪は全くなかった。23時過ぎ、数台しか駐車

していない「道の駅さくらの里 きすき」に到着し、車中泊した。

■12月31日
　「境港水産直売センター」で、松葉ガニを買うために朝 6

時前に起床。ついでに道の駅内にあるトイレへ、朝のお勤

めをしに行った。便器内の溜水にトイレットペーパー1 枚、

ヒラリと漂っていたのが少し気になったが用を足し流す。自

分の分身は流れたものの、排水が逆流し便器いっぱいにな

った。焦る。便器の前で 1人焦る。ただ、観察していると

少しずつ水位が下がるので、このままにしておくべきか悩む。

あのヒラリ1 枚はこのことだったのかと後悔する。その時セ

ンサーが反応し、目の前で洗浄水が便器から溢れた。「誰も

お正月用なのか数万円の松葉ガニ
が飛ぶように売れておりました

ちなみに私は名探偵コナンをまとも
に見たことはありません。私の中で
コナンは未来少年コナンなのです

年末の神戸を走ると、こういう景色
に出くわします。悔しいけど、洒落
てる
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いないし、何もできないし、そのままにするか」と、しばし放心。が、『もしスッ

ポンがあって、もしバケツがあったら…』と個室を出てみると、横並びに倉庫が

あった。…っで？ その後どうしたかって？ やりましたよ。トイレ掃除＆詰まり解

消を。12 月 31日の早朝に。話をした姉から『運がついて良かったね』と言わ

れましたが、違う！ 2024 年の良運を流したと思う。

　おかげさまで、直売センターの 8 時開店に間に合わず。警備員が出るほど満

車らしかった駐車場から、蟹を購入した人が帰りだしていた。なんだか損した気

もしたが、そもそも松葉ガニは高級で、一杯数万円。安くて 7000 円程だった

ので手が出ず、一皿 1000 円の甘エビだけ購入した（この刺身は美味かった）。

■帰路にて
　その後、冬の日本海は想像以上に風と波が強く、駐車した車がグラグラと揺

れた。普段なら綺麗に見えるはずの大山も見えず、鳴き砂のある海岸には風と

みぞれがひどくて近寄れず、『名探偵コナン』の作者の出身地である鳥取県北栄

町付近も、何もない田舎という表現がピッタリの土地だった。でもやっぱり私自

身は神戸とかよりも鳥取のほうが楽しくて性に合っている気がする。また近いう

ちに山陰巡りに来よう。

　12 月 31日の夜 8 時頃、姉宅に到着。日本海側をのんびりブラブラしたが、

交通量も少ないため、すんなりと着いてしまった。ただ、真っ暗だった山間部か

ら煌びやか神戸に来ると、なんか煩わしい。まぁ、24 時間で 600km 近く走っ

たし、運も流したし、疲れたのだろう。その日は、姉が用意してくれた料理を腹

がはち切れるほど食べ、夜 10 時には寝た。

■1月1日
　初日の出を見に行こうと言う姉の誘いを断りそのまま寝た。あとで写真を見せ

てもらうとすごい人の数。本当に、都会は人が多いから都会なのだと思う。私は

松山で充分です。運動がてら、自転車を借り明石大橋近くのショッピングモー

ルまで行った。初売りだからか、いつも通りなのか、人が多すぎて何も買わずに

退散。その帰り、明石大橋の真下の公園に行った。日本海側はずっと天気が悪

かったけれど、神戸はずっと晴れている。風は冷たかったけれど、日に当たると

暖かい。

■1月2日
　姉が、毎年神戸で開催されている「吉本新喜劇・新春吉本」のチケットを用意

してくれていた。初めて観る念願のよしもと新喜劇。すごく面白かった。ただ、『く

るぞくるぞ』というお決まりのギャグに、身体が飛び跳ねるくらい笑っていた隣

の席のおっちゃんと、退出時「オレやっぱり新喜劇好きやねん！」と、声高に話

している高校生がいた事に衝撃を受けた。私自身は、好きな漫才師を生で見ら

れた事が一番嬉しかったけれど、一昨年、脳梗塞を発症した往年の役者さんが、

まだ現役で笑いを取っているというのを見て、静かにカンドーした年の始まりな

のでした。

お勧めされた島根ワインをいかにも自分
が選んだかのように姉にふるまっている
写真

船で明石大橋の真下を通ることはあって
も、じっくり観察することはないので良
かったです

初日の出を待つ人の多さに面喰いました。
奥の桟橋には所狭しと人が並んでいるの
です

生の新喜劇は、役者さん同士がアドリブ
を多用し楽しそうにしているのが印象的
でした。しつこかったけど（笑）
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