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昔

の

金

子

村 

 

西

条

誌

（

西

条

誌

は

、

旧

西

条

藩

の

学

校

（

択

善

堂

）

の

先

生

を

し

て

い

た

、

日

野

暖

太

郎

和

照

と

い

う

人

が

、

藩

主

の

命

に

よ

っ

て

、

天

保

七

年

か

ら

六

ヵ

年

の

年

月

を

か

け

、

西

条

領

内

を

調

べ

て

歩

い

て

、

天

保

十

三

年

に

完

成

し

た

報

告

書

で

す

。
）
に

よ

る

と

、
昔

は

河

内

村

と

呼

ば

れ

て

い

た

が

、

武

蔵

国

（

現

在

の

東

京

都

・

埼

玉

県

の

あ

た

り

）

か

ら

当

地

に

移

住

し

た

金

子

氏

に

よ

っ

て

、

天

正

時

代

（

一

五

七

三

～

一

五

九

二

）

末

期

に

金

子

村

と

改

め

ら

れ

た

よ

う

で

す

。

村

内

の

在

所

か

ら

、

そ

の

広

さ

が

わ

か

り

ま

す

。

滝

之

宮

、

政

枝

、

高

木

、

久

保

田

、

一

宮

、

西

の

土

居

、

西

口

新

田

、

江

口

、

東

西

お

よ

そ

三

十

町

(

一

町

約

一

〇

九

メ

ー

ト

ル

)

、

南

北

お

よ

そ

二

十

町

、
田

畑

高

二

千

二

百

石
(

一

石

約

一

八

〇

リ

ッ

ト

ル

)

余

り

、
家

数

四

五

四

軒

、
人

数

二

千

人

余

り

、
用

水

は

不

足

す

る

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

。

 

又

、

金

子

川

は

、

現

在

の

よ

う

に

水

が

涸

れ

て

用

を

な

し

て

い

ま

せ

ん

で

し

た

が

大

雨

が

降

り

続

け

ば

、

堤

防

が

切

れ

て

、

度

々

洪

水

を

起

こ

し

て

い

ま

し

た

。

 

天

保

時

代

（

一

八

三

〇

～

一

八

四

四

）
、
「

新

居

郡

、

新

居

郷

、

下

泉

川

組

、

金

子

村

」

で

あ

り

ま

し

た

が

、

明

治

二

十

二

年

市

町

村

施

行

に

よ

っ

て

、「
金

子

村

、
庄

内

村

、
新

須

賀

」

の

三

村

が

合

併

し

て

「

金

子

村

」

と

な

り

一

行

政

区

と

な

り

ま

し

た

。

 

   

昔

の

庄

内

村 

 

西

条

誌

に

よ

れ

ば

、

天

保

時

代

の

庄

内

村

は

、

お

よ

そ

次

の

よ

う

で

し

た

 

新

居

郡

、

伊

王

郷

、

沢

津

組

、

庄

内

村

は

、

東

西

お

よ

そ

十

二

町

南

北

お

よ

そ

七

町

半

、

田

畑

千

百

石

余

り

、

家

数

百

二

十

八

軒

、

人

数

五

百

四

十

四

人

で

、

昔

か

ら

、

田

高

、

人

数

と

も

増

減

の

少

な

い

村

で

し

た

。

 

用

水

は

、

高

柳

泉

、

洪

水

川

下

流

の

岡

崎

川

か

ら

引

い

た

十

分

な

水

が

あ

り

ま

し

た

。

 

田

土

は

肥

え

て

い

ま

し

た

が

、

粘

り

が

あ

っ

て

乾

き

に

く

い

た

め

、

雨

の

多

い

年

は

不

作

と

な

り

ま

し

た

。

 

土

地

が

広

く

人

数

が

少

な

い

た

め

、

も

っ

と

人

数

、

戸

数

を

ふ

や

せ

ば

更

に

よ

い

村

に

な

る

と

記

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

村

内

の

在

所

の

小

名

、

高

木

、

石

原

、

城

下

、

坂

又

、

乙

井

、
枝

元

、
河

端

、
年

成

、
弓

田

、
友

道

、
小

深

、
新

土

居

、

白

木

、

当

免

な

ど

の

他

、

人

の

住

ま

わ

な

い

小

名

が

数

多

く

あ

り

ま

し

た

。

 

当

時

の

村

の

名

産

品

は

、

里

芋

、

ご

ぼ

う

な

ど

で

し

た

。

 

   

に

い

ざ

か

い 

 

に

い

ざ

か

い

 

見

は

る

か

す

野

は

 

黄

金

波

た

わ

わ

に

実

る

元

塚

近

く

も

 

に

い

ざ

か

い

 

だ

ら

だ

ら

坂

の

頂

上

よ

 

庄

内

行

く

も

 

久

保

田

へ

帰

る

も

 

 

昭

和

三

年

こ

ろ

の

「

に

い

ざ

か

い

」

は

、

だ

ら

だ

ら

坂

の

頂

上

で

、

庄

内

の

方

へ

も

久

保

田

の

方

へ

も

下

り

と

な

っ

て

い

ま

し

た

。

 

桜

内

橋

の

付

近

、

久

保

田

町

の

側

は

、

松

林

が

続

き

、

そ

の

西

側

は

、
古

田

で

し

た

。
道

は

、
尻

無

川

ぞ

い

に

、
「

に

い

ざ

か

い

」

ま

で

北

行

き

「

に

い

ざ

か

い

」

か

ら

久

保

田

及

び

庄

内

へ

通

じ

る

道

は

、
幅

が

約

六

尺
（

一

尺

-

三

〇

セ

ン

チ

メ
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ー

ト

ル

)

く

ら

い

で

、
大

八

車

が

や

っ

と

通

れ

る

曲

り

く

ね

っ

た

道

で

し

た

。

周

囲

は

稲

穂

や

麦

畑

が

見

わ

た

す

か

ぎ

り

広

が

っ

て

い

ま

し

た

。

 
尻

無

川

は

、

上

流

も

下

流

も

水

の

流

れ

て

い

る

の

は

、

三

～

四

尺

く

ら

い

で

、

こ

こ

に

六

～

七

尺

く

ら

い

の

石

橋

が

か

か

っ

て

い

ま

し

た

。

 

「

に

い

ざ

か

い

」
は

、

現

在

の

日

本

年

金

機

構

 

新

居

浜

年

金

事

務

所

の

西

側

の

あ

た

り

、

庄

内

橋

の

あ

た

り

で

す

。

 

む

か

し

は

、

金

毘

羅

参

り

の

時

、

水

さ

か

づ

き

(

酒

の

か

わ

り

に

水

を

用

い

て

飲

む

別

れ

の

杯

。

再

会

を

予

期

で

き

な

い

時

な

ど

に

す

る

。)
を

交

わ

し

て

、

旅

に

出

ま

し

た

が

、「
に

い

ざ

か

い

」

あ

た

り

て

別

れ

を

お

し

ん

で

い

た

と

い

う

こ

と

で

す

,
現

在

か

ら

は

想

像

で

き

な

い

こ

と

で

す

ね

。

 

  

 

天

神

の

木

相

撲

と

り

た

ぬ

き 

 

今

の

新

居

浜

警

察

署

周

辺

は

、

大

正

時

代

の

初

め

こ

ろ

ま

で

は

、

一

望

の

田

園

で

蛍

が

飛

び

交

い

、

か

も

が

や

っ

で

来

た

し

、

カ

ッ

コ

ー

や

ふ

く

ろ

う

が

鳴

い

て

い

ま

し

た

。

 

川

幅

一

間

(

一

間

約

一

・

八

メ

ー

ト

ル

)

そ

こ

そ

こ

の

尻

無

川

に

は

、
め

だ

か

・

は

や

・

ふ

な

・

ど

じ

ょ

う

・

ど

ち

ん

こ

・

う

な

ぎ

・

川

が

に

な

ど

が

い

て

、

子

ど

も

た

ち

に

と

っ

て

川

遊

び

の

天

国

で

し

た

。

 

と

こ

ろ

で

、
今

の

新

居

浜

警

察

署

の

東

か

ら

、
「
に

い

ざ

か

い

」

(

現

在

の

白

木

入

口

)

ま

で

の

約

二

七

○

メ

ー

ト

ル

の

間

は

、

天

神

の

木

と

呼

び

、

 

尻

無

川

に

沿

う

大

土

手

が

あ

り

、

松

並

木

が

続

き

、

う

っ

そ

う

と

し

て

い

ま

し

た

。

 

こ

こ

は

、

人

里

離

れ

た

さ

び

し

い

位

置

に

あ

り

、

た

ぬ

き

族

が

住

む

に

は

格

好

の

場

所

で

し

た

.
 

こ

こ

に

住

む

「

相

撲

と

り

た

ぬ

き

」

の

話

は

、

小

さ

い

頃

か

ら

お

ば

あ

さ

ん

や

と

な

り

の

お

年

寄

り

か

ら

よ

く

聞

か

さ

れ

て

き

ま

し

た

。

 

そ

の

う

ち

か

ら

、

二

つ

の

お

話

を

し

ま

し

ょ

う

。

 

む

か

し

は

、

お

百

姓

さ

ん

に

は

、

番

水

制

度

が

あ

り

、

自

由

に

水

を

田

に

引

く

こ

と

が

で

き

な

か

っ

た

の

で

す

。

そ

こ

で

、

少

し

で

も

自

分

の

田

に

た

く

さ

ん

の

水

を

引

こ

う

と

、

人

目

を

さ

け

、

夜

間

に

尻

無

川

の

水

を

盗

み

に

出

向

く

の

で

し

た

。

 

こ

ろ

を

見

計

ら

っ

て

た

ぬ

き

は

う

ま

く

相

撲

と

り

に

化

け

て

、

 

「

も

し

も

し

、

ち

ょ

っ

と

相

撲

を

一

番

と

ろ

う

や

。
」

と

、

言

い

ま

し

た

。

い

や

お

う

な

し

に

一

番

と

ら

さ

れ

る

。

 

明

け

方

、

こ

こ

の

水

守

り

が

通

り

か

か

る

と

、

松

の

木

に

五

体

を

ぶ

っ

つ

け

、

け

ん

め

い

に

「

一

人

相

撲

を

と

っ

て

い

る

お

百

姓

さ

ん

」

を

見

た

と

い

う

こ

と

で

す

。

 

こ

ん

な

お

話

も

聞

い

た

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

 

河

内

の

六

地

蔵

に

住

む

肝

玉

爺

さ

ん

、

し

ん

せ

き

の

法

事

か

ら

の

帰

り

の

夜

道

、
天

神

の

木

を

通

り

か

か

り

ま

し

た

。-
ご

ち

そ

う

に

あ

り

つ

け

る

計

算

で

、

相

撲

と

り

に

化

け

た

、

た

ぬ

き

。
 

「

爺

さ

ん

、

相

撲

一

番

と

ろ

や

。
」

 

と

い

い

だ

し

た

が

、

爺

さ

ん

は

、

 

「

何

ぬ

か

す

。
」

 

と

、

た

ぬ

き

を

け

っ

た

。
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と

こ

ろ

が

、

た

ぬ

き

も

負

け

て

は

い

な

い

。

爺

さ

ん

の

後

を

つ

け

、

重

箱

を

ね

ら

っ

て

、

精

進

料

理

を

き

れ

い

さ

っ

ぱ

り

さ

ら

っ

て

し

ま

っ

た

と

い

う

こ

と

で

す

。
 

            

尻

無

遺

跡 

 

昭

和

二

十

四

年

一

月

の

こ

と

で

す

。

 

尻

無

川

の

改

修

工

剚

を

し

て

い

ま

し

た

。

 

そ

の

時

、
高

木

(

高

木

は

今

の

町

名

で

は

な

く

昔

の

小

名

で

あ

る

。

)
 

一

四

六

蕃

地

に

あ

る

、

神

野

正

平

さ

ん

の

屋

敷

の

一

角

か

ら

、

弥

生

時

代

前

期

の

壺

型

土

器

が

発

掘

さ

れ

ま

し

た

。

 

遺

跡

は

、

む

か

し

尻

無

川

の

氾

濫

に

よ

っ

て

で

き

た

沖

積

(

流

水

な

ど

の

た

め

に

土

砂

な

ど

が

積

み

重

な

る

こ

と

)

平

野

の

微

高

地

に

あ

り

、

新

居

浜

平

野

に

お

け

る

弥

生

時

代

の

様

子

を

知

る

重

要

な

土

器

で

す

。

 

新

居

浜

平

野

で

、

人

の

住

む

所

や

田

畑

の

あ

る

平

地

は

、

沖

積

世

に

、

国

領

川

や

金

子

川

な

ど

の

河

川

が

南

の

山

か

ら

土

砂

を

運

ん

で

、

堆

積

し

て

で

き

た

沖

積

層

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

 

土

器

の

発

掘

さ

れ

た

尻

無

遺

跡

あ

た

り

は

、

尻

無

川

の

運

ん

だ

土

砂

で

他

の

場

所

よ

り

少

し

高

く

な

っ

て

い

ま

す

。

 

           

小

き

ん

た

ぬ

き 

 

昔

庄

内

の

小

原

の

森

の

中

に

「

小

き

ん

」

と

呼

ぶ

一

匹

の

た

ぬ

ぎ

が

住

ん

で

い

ま

し

た

。

こ

の

た

ぬ

き

は

、

い

た

っ

て

ひ

ょ

う

き

ん

も

の

で

、

い

つ

も

花

嫁

に

化

け

て

、

嫁

入

り

の

ち

ょ

う

ち

ん

行

列

を

す

る

こ

と

が

得

意

で

し

た

。

 
菊

の

花

が

咲

い

て

、

萩

の

花

が

か

わ

い

い

姿

を

見

せ

て

い

ま

す

。

 

野

菊

の

花

の

咲

き

か

お

る

こ

ろ

、

秋

の

夜

は

ふ

け

て

、

涼

し

い

夜

風

が

心

地

よ

く

、

あ

た

り

を

過

ぎ

て

い

き

ま

す

。

 

農

家

の

人

々

が

や

っ

と

夕

食

を

す

ま

せ

た

こ

ろ

、

小

原

の
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森

の

あ

た

り

は

、
急

に

に

ぎ

や

か

に

な

っ

て

、
決

ま

っ

た

よ

-

う

に

、

た

く

さ

ん

の

ち

ょ

う

ち

ん

の

火

が

現

わ

れ

、

嫁

入

り

の

行

列

が

見

ら

れ

る

の

で

し

た

。

 
「

あ

れ

、

あ

れ

。

今

夜

も

小

原

の

森

の

小

き

ん

た

ぬ

き

が

嫁

入

り

ご

っ

こ

を

し

て

い

る

ぞ

。
」

 

年

寄

り

も

子

ど

も

も

喜

ん

で

、

行

列

に

見

と

れ

て

い

る

の

で

し

た

。

 

特

に

村

の

若

者

た

ち

は

、

こ

の

小

き

ん

た

ぬ

き

に

深

い

関

心

を

持

ち

、

ぜ

ひ

一

度

近

く

で

花

嫁

姿

に

化

け

た

小

き

ん

た

ぬ

き

を

見

て

み

た

い

も

の

だ

と

考

え

る

の

で

し

た

。

 

目

明

か

し

(

お

か

っ

ぴ

き
)

喜

平

次

も

そ

の

一

人

で

し

た

。

 

喜

平

次

は

ぜ

ひ

一

夜

、

小

き

ん

た

ぬ

き

の

正

体

を

見

届

け

て

や

り

た

い

と

い

う

好

奇

心

を

持

っ

て

い

ま

し

た

。

 

あ

る

夜

の

こ

と

、

今

夜

こ

そ

小

原

の

森

を

訪

ね

小

き

ん

た

ぬ

き

の

姿

を

見

届

け

て

、

小

き

ん

た

ぬ

き

の

肝

を

冷

や

し

て

や

ろ

う

と

考

え

た

の

で

す

。

 

胸

を

お

ど

ら

せ

な

が

ら

、

喜

平

次

は

十

手

を

片

手

に

駆

け

て

い

く

の

で

し

た

。

 

薄

暗

い

、

小

原

の

森

の

素

鵞

神

社

の

祠

の

そ

ば

ま

で

行

っ

た

喜

平

次

は

、

思

い

出

し

ま

し

た

。

 

「

そ

う

だ

。

小

き

ん

た

ぬ

き

は

椋

の

大

木

の

ほ

ら

穴

に

住

ん

で

い

る

と

聞

い

て

い

る

。

こ

の

辺

で

大

声

で

怒

鳴

っ

て

、

小

き

ん

た

ぬ

き

の

度

肝

を

抜

い

て

や

ろ

う

。
」

 

こ

う

考

え

た

喜

平

次

は

、

 

「

お

い

、

小

き

ん

た

ぬ

き

よ

。

今

夜

は

、

こ

の

目

明

か

し

の

喜

平

次

が

お

前

を

召

し

捕

ら

え

る

ぞ

。

早

く

正

体

を

現

わ

し

て

出

て

こ

い

。
」

 

と

、

ど

な

っ

て

み

た

の

で

す

。

 

と

こ

ろ

が

、

ど

う

で

し

ょ

う

。

 

ど

こ

か

ら

と

も

な

く

、

声

が

し

て

、

 

[

は

い

は

い

、
喜

平

次

さ

ん

。
よ

く

い

ら

っ

し

ゃ

い

ま

し

た

。

ど

う

ぞ

、

こ

ち

ら

へ

。
」

 

と

、

言

う

の

で

す

。

そ

の

と

た

ん

に

、

今

ま

で

薄

暗

か

っ

た

小

原

の

森

の

中

に

美

し

い

御

殿

が

あ

ら

わ

れ

、
そ

の

中

で

、

一

人

の

娘

が

化

粧

を

し

て

い

る

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

喜

平

次

は

、

夢

で

は

な

い

か

と

、

驚

き

ま

し

た

。

で

も

、

 

今

日

ば

か

り

は

 

ど

ん

な

こ

と

が

あ

っ

て

も

、
だ

ま

さ

れ

る

も

の

か

と

、

十

手

を

ふ

り

ふ

り

、

 

「

小

き

ん

、

ど

う

し

て

も

今

夜

は

だ

ま

さ

れ

ん

ぞ

。

ぐ

ず

ぐ

ず

言

わ

な

い

で

、

早

く

出

て

こ

い

。
」

 

と

、

言

っ

た

も

の

の

、

な

ん

と

な

く

気

味

が

わ

る

く

て

が

た

が

た

と

、

ふ

る

え

て

い

ま

し

た

。

 

娘

は

、

平

気

で

、

化

粧

を

し

な

が

ら

、

 

「

喜

平

次

さ

ん

、

せ

っ

か

く

の

こ

と

で

す

か

ら

、

あ

な

た

の

言

う

と

お

り

に

し

ま

す

が

、
し

ば

ら

く

待

っ

て

く

だ

さ

い

。 

じ

つ

は

私

は

今

夜

、

音

井

薮

の

平

八

た

ぬ

き

の

所

へ

、

お

嫁

に

い

く

の

で

、

た

だ

い

ま

準

備

中

な

の

で

す

。

そ

れ

に

、

あ

な

た

も

一

度

く

ら

い

は

、

た

ぬ

き

の

嫁

入

り

を

見

て

い

て

も

よ

い

で

し

ょ

う

。
」

 

と

、

優

し

い

こ

と

ば

で

言

う

の

で

し

た

。

 

そ

れ

を

聞

い

た

喜

平

次

も

、

そ

れ

も

そ

う

だ

。

今

ま

で

、

本

物

の

た

ぬ

き

の

嫁

入

り

な

ど

、

見

た

こ

と

が

な

い

の

で

、

一

度

見

て

や

ろ

う

と

、

思

い

ま

し

た

。

今

ま

で

、

怒

っ

て

い

た

喜

平

次

も

、

小

き

ん

た

ぬ

き

の

美

し

く

で

き

あ

が

っ

た

花

嫁

姿

を

見

て

、
び

っ

く

り

し

、
嫁

入

り

行

列

が

見

ら

れ

る

と

、

大

喜

び

で

し

た

。

 

そ

の

う

ち

、

行

列

の

準

備

も

で

き

て

、

い

よ

い

よ

、

出

発

と

い

う

時

、

花

嫁

姿

の

小

き

ん

た

ぬ

き

は

、

に

こ

に

こ

し

な

が

ら

、

喜

平

次

に

、

こ

う

言

い

ま

し

た

 

「

喜

平

次

さ

ん

、

私

の

一

生

の

お

願

い

だ

か

ら

、

馬

に

な

っ

て

、
私

を

音

井

薮

ま

で

乗

せ

て

行

っ

て

く

だ

さ

い

。
あ

ち

-
 

ら

に

着

い

た

ら

、

た

く

さ

ん

の

ご

ち

そ

う

を

さ

し

あ

げ

、

ど

ん

な

お

礼

で

も

し

ま

す

か

ら

。
」

 
と

、

言

う

の

で

し

た

。

 

喜

平

次

は

、

も

う

す

っ

か

り

、

小

き

ん

た

ぬ

き

に

も

ら

っ

 

た

お

酒

に

酔

っ

て

い

た

も

の

で

す

か

ら

、

大

喜

び

で

、

 

「

は

い

は

い

、

小

き

ん

た

ぬ

き

さ

ん

の

言

う

と

お

り

に

い

た

し

ま

し

ょ

う

。
」
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と

、

馬

に

な

っ

て

、

花

嫁

姿

の

小

き

ん

た

ぬ

き

を

背

中

に

乗

せ

、

四

つ

ん

ば

い

に

な

っ

て

、

行

列

に

加

わ

り

音

井

薮

に

着

い

た

の

で

す

。

 
こ

こ

に

も

、

み

ご

と

な

御

殿

が

あ

っ

て

行

列

は

、

そ

の

中

へ

入

っ

て

行

く

の

で

す

。

 

小

き

ん

た

ぬ

き

は

、

喜

平

次

馬

の

背

中

か

ら

降

り

て

、

 

「

喜

平

次

さ

ん

、

ご

苦

労

さ

ま

で

し

た

。

あ

な

た

は

、

今

夜

、

馬

に

な

っ

て

く

れ

た

の

で

、

こ

の

松

の

木

に

つ

な

い

で

お

く

か

ら

、

ひ

ひ

ん

、

ひ

ひ

ん

と

、

馬

の

鳴

く

声

を

し

て

く

だ

さ

い

。

そ

う

す

れ

ば

、

お

酒

で

も

、

ご

ち

そ

う

で

も

、

ほ

し

い

も

の

を

待

っ

て

来

さ

せ

ま

す

か

ら

。
」

 

と

、

言

っ

て

、

御

殿

の

中

へ

姿

を

消

し

て

い

き

ま

し

た

。

 

喜

平

次

は

、
酒

好

き

で

し

た

か

ら

、
酒

が

ほ

し

く

な

る

と

、

ひ

ひ

ん

、
ひ

ひ

ん

と

、

や

り

ま

し

た

。

 

そ

の

た

び

に

、

ご

ち

そ

う

が

運

ば

れ

ま

し

た

。

 

喜

平

次

は

、

こ

ん

な

こ

と

な

ら

何

度

で

も

、

た

ぬ

き

の

嫁

入

り

の

馬

に

な

り

た

い

と

、
思

う

の

で

し

た

。 

喜

平

次

は

、

い

つ

ま

で

も

ひ

ひ

ん

、

ひ

ひ

ん

を

続

け

て

い

ま

し

た

。

 

や

が

て

,

夜

が

明

け

て

、

岡

崎

山

の

方

か

ら

太

陽

が

の

ぼ

り

は

じ

め

ま

し

た

。

 

畑

に

行

く

作

兵

衛

さ

ん

が

通

り

か

か

り

ま

し

た

。

 

ど

こ

か

ら

と

も

な

く

、

馬

の

鳴

く

声

が

聞

こ

え

て

く

る

の

で

す

。

作

兵

衛

さ

ん

は

、

不

思

議

に

思

い

、

音

井

藪

の

方

に

近

寄

っ

て

み

る

と

、

薮

の

入

り

口

の

松

の

木

に

、

目

明

か

し

の

喜

平

次

さ

ん

が

つ

な

が

れ

て

 

「

ひ

ひ

ん

、

ひ

ひ

ん

。
」

 

と

、

や

っ

て

い

る

で

は

あ

り

ま

せ

ん

か

。

 

作

兵

衛

さ

ん

は

、

 

「

こ

れ

、

こ

れ

。

目

明

か

し

の

喜

平

次

さ

ん

、

ど

う

し

た

こ

と

だ

。
」

 

と

、

強

く

肩

を

た

た

い

た

と

た

ん

に

、

喜

平

次

さ

ん

は

、

目

が

覚

め

た

の

で

す

。

 

喜

平

次

さ

ん

は

、

夜

通

し

松

の

木

に

つ

な

が

れ

て

、

 

「

ひ

ひ

ん

、

ひ

ひ

ん

。
」

 

そ

う

し

て

、

何

を

飲

ま

さ

れ

、

何

を

食

べ

て

喜

ん

で

い

た

の

で

し

ょ

う

。

 

     

民

部

神

社 

 

庄

内

町

に

小

さ

な

祠

の

よ

う

な

お

社

が

あ

り

ま

す

。

 

民

部

神

社

と

い

い

ま

す

。

 

む

か

し

は

、

た

く

さ

ん

の

人

が

お

参

り

し

て

い

た

そ

う

で

す

。
由

緒

深

い

神

社

で

、
「

民

部

さ

ん

、
民

部

さ

ん

」

と

、
親

し

ま

れ

て

い

ま

し

た

。

 
現

在

で

は

、

す

ぐ

西

側

の

加

藤

盛

義

さ

ん

が

お

守

り

し

て

い

ま

す

。
 

祭

神

は

、

御

代

島

の

城

主

だ

っ

た

加

藤

民

部

守

を

お

祀

り

し

た

神

社

(
お

塚

さ

ん

)

だ

と

い

う

こ

と

で

す

。
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森

の

木

神

社 

 

後

鳥

羽

上

皇

は

隠

岐

(

島

根

県

)

に

、

土

御

門

上

皇

は

阿

波
(

徳

島

県

)

に

、

順

徳

天

皇

は

佐

渡

(

新

潟

県

)

に

移

さ

れ

ま

し

た

。

ま

た

、

公

家

や

貴

族

た

ち

も

遠

国

に

移

さ

れ

ま

し

た

。

 

承

久

の

変

の

と

き

、

藤

原

朝

臣

行

成

、

藤

原

朝

臣

年

成

と

い

う

貴

族

が

新

居

浜

の

庄

内

地

方

に

移

さ

れ

、

こ

こ

に

住

み

つ

き

ま

し

た

。

や

が

て

二

人

は

、

こ

の

地

方

の

女

性

と

結

婚

し

、

お

互

い

に

励

ま

し

あ

い

な

が

ら

、

土

地

の

開

発

に

努

め

ま

し

た

。

そ

し

て

、

夫

人

の

安

産

を

祈

願

す

る

た

め

に

、

お

産

の

神

様

で

あ

る

木

花

咲

耶

姫

命

を

森

の

中

に

お

祀

り

し

て

、

「

森

の

木

神

社

」

と

し

て

信

仰

し

ま

し

た

。

そ

の

後

、

こ

の

地

方

の

人

々

が

二

人

の

霊

を

お

祀

り

し

て

、

守

護

神

と

し

ま

し

た

。

 

「

行

成

」

と

い

う

地

名

は

、

藤

原

行

成

の

名

前

に

ち

な

み

、「

年

成

」
と

い

う

地

名

は

、

藤

原

年

成

の

名

前

に

ち

な

ん

で

つ

け

ら

れ

た

も

の

で

す

。

ま

た

「

友

道

」

と

い

う

地

名

は

、

こ

の

二

人

の

友

だ

ち

が

共

に

む

か

し

住

ん

で

い

た

京

都

の

こ

と

を

思

い

出

し

、

在

り

し

日

の

こ

と

を

し

の

び

、

仲

よ

く

語

ら

い

な

が

ら

、

散

歩

し

た

道

と

い

う

こ

と

か

ら

生

ま

れ

た

地

名

だ

そ

う

で

す

。

 

昭

和

五

十

五

年

一

月

吉

日

の

建

立

で

す

。

 

    

貴

船

天

満

宮 

 

「

む

か

し

、

菅

原

道

真

が

讃

岐

(

今

の

香

川

県

)

守

を

し

て

い

た

こ

ろ

に

、

菅

原

道

真

は

、

伊

予

の

国

に

も

来

ら

れ

ま

し

た

。

そ

う

し

た

こ

と

か

ら

、

伊

予

の

人

々

は

、

菅

原

道

真

に

大

き

な

親

し

み

を

持

っ

て

い

ま

し

た

。

 

-

新

居

浜

の

庄

内

地

方

に

お

い

て

も

、
む

か

し

か

ら

、
貴

船

と

い

う

所

に

菅

原

道

真

を

お

祀

り

し

て

い

ま

し

た

。「
貴

船

天

満

宮

」

と

い

っ

て

、

多

く

の

村

の

人

が

尊

敬

し

、

崇

拝

し

て

い

ま

し

た

。
ま

た

、
貴

船

天

満

宮

に

神

饌

(

神

に

供

え

る

酒

肴

、

お

供

物

)

を

献

上

す

る

耕

作

田

は

、
天

神

免

と

呼

ば

れ

、
無

税
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と

す

る

な

ど

西

条

藩

か

ら

上

納

（

税

金

）

が

免

除

さ

れ

て

い

ま

し

た

。

 
貴

船

天

満

宮

は

、

明

治

五

年

に

、

一

度

、

宗

像

神

社

に

移

さ

れ

ま

し

た

が

、

村

の

人

た

ち

が

も

と

の

所

に

持

ち

帰

り

、

昭

和

四

十

五

年

ま

で

お

祀

り

し

て

い

ま

し

た

が

、

ふ

た

た

び

宗

像

神

社

に

移

さ

れ

ま

し

た

。

 

も

と

も

と

、
「

河

端

」

「

年

成

」
「

石

原

」
「

小

原

」
「

城

下

」 

「

乙

井

」

「

紺

屋

前

」

が

中

心

に

お

祀

り

し

て

い

ま

し

た

。 

学

問

の

神

様

、

平

和

の

神

様

と

し

て

信

仰

さ

れ

て

き

た

お

社

で

す

。

 

   

片

手

薬

師

さ

ん 

 

新

居

浜

の

庄

内

の

里

に

常

福

寺

と

よ

ぶ

古

い

お

寺

が

あ

り

ま

す

。
里

の

人

た

ち

は

、
「

片

手

薬

師

さ

ん

」
と

よ

ん

で

、
厚

く

信

仰

を

し

て

い

ま

す

。

 

天

正

十

三

年

(

一

五

八

五

年

)

の

こ

と

で

す

。

郷

山

の

岡

崎

城

を

攻

め

落

と

し

た

軍

勢

は

、

付

近

の

神

社

や

寺

院

を

焼

き

払

う

と

い

う

う

わ

さ

が

飛

び

か

っ

て

、

里

の

人

た

ち

は

、

大

変

な

さ

わ

ぎ

で

し

た

。

 

常

福

寺

の

和

尚

さ

ん

は

、

そ

れ

を

心

配

し

て

、

本

尊

に

、

も

し

も

の

こ

と

が

あ

っ

て

は

と

、

七

月

一

〇

日

の

晩

に

境

内

近

く

の

畑

の

中

に

、

本

尊

の

木

像

を

埋

め

て

置

き

ま

し

た

。

 

や

が

て

、

七

月

一

四

日

、

岡

崎

城

を

落

と

し

て

勝

ち

誇

っ

た

軍

勢

は

、

常

福

寺

に

迫

り

、

と

う

と

う

寺

の

建

物

を

焼

き

払

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

.
 

戦

い

が

終

わ

っ

て

、

和

尚

さ

ん

は

、

里

の

人

の

協

力

で

、

小

さ

い

お

堂

を

建

立

し

て

、

畑

の

中

に

埋

め

て

あ

っ

た

本

尊

を

掘

り

出

し

て

お

祀

り

し

ま

し

た

。

 

と

こ

ろ

が

、

大

切

な

木

像

の

本

尊

は

、

和

尚

さ

ん

が

畑

に

埋

め

た

と

き

に

、

片

手

が

折

れ

て

し

ま

っ

た

の

で

す

。

 

「

も

っ

た

い

な

い

こ

と

を

し

た

も

の

だ

。

ご

本

尊

さ

ま

、

私

の

そ

そ

う

を

お

許

し

く

だ

さ

い

。
」

 

と

、

和

尚

さ

ん

は

、

何

度

も

お

わ

び

を

す

る

の

で

し

た

。

 

本

尊

さ

ま

は

、

い

つ

も

の

よ

う

に

静

か

な

、

優

し

い

顔

つ

き

で

、

片

手

を

失

っ

た

と

い

う

感

じ

な

ど

し

な

い

の

で

す

。

 

で

も

、

和

尚

さ

ん

は

、

毎

日

、

 

「

も

っ

た

い

な

い

こ

と

を

し

た

。

何

と

か

し

て

、

早

く

直

さ

な

け

れ

ば

な

る

ま

い

。
」

 

と

、

そ

れ

ば

か

り

を

考

え

て

い

ま

し

た

。

 

本

尊

は

、

京

の

都

に

着

き

、

仏

師

（

仏

像

を

作

る

職

人

）

の

家

に

届

け

ら

れ

ま

し

た

。

 

仏

師

は

、

毎

日

、

忙

し

く

立

ち

働

い

て

い

ま

し

た

が

、

仕

事

が

多

く

、

な

か

な

か

本

尊

の

修

理

に

手

が

ま

わ

ら

な

か

っ

た

の

で

す

。

 

と

こ

ろ

が

、

毎

夜

、

毎

夜

、

真

夜

中

こ

ろ

に

な

る

と

、

 

「

早

く

、

伊

予

へ

帰

り

た

い

。

早

く

、

伊

予

へ

帰

り

た

い

。
」 

と

、

言

う

声

が

仏

師

の

耳

に

聞

こ

え

て

く

る

の

で

し

た

。

 

仏

師

は

、

夢

で

は

な

い

か

と

、

驚

い

て

耳

を

す

ま

し

て

聞

い

て

み

る

と

、

こ

の

間

、

伊

予

の

国

新

居

浜

の

庄

内

の

里

か

ら

届

け

ら

れ

た

薬

師

さ

ま

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

り

ま

し

た

。

 

不

思

議

な

こ

と

に

、

庄

内

の

常

福

寺

の

方

で

も

、

和

尚

さ

が

寝

床

に

つ

い

た

こ

ろ

、

 

「

早

く

、
伊

予

へ

帰

り

た

い

。
早

く

、
伊

予

へ

帰

り

た

い

。
」

 

と

、

言

う

声

が

す

る

の

で

し

た

。
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和

尚

さ

ん

は

、

た

ま

ら

な

く

な

り

、

京

都

へ

と

急

ぎ

ま

し

た

。

 

仏

師

の

家

に

着

い

た

和

尚

さ

ん

は

、

仏

師

か

ら

の

話

を

聞

き

、

ま

す

ま

す

驚

き

ま

し

た

。

 
和

尚

さ

ん

は

、

手

の

修

理

を

し

な

い

ま

ま

本

尊

さ

ま

を

持

ち

帰

り

、

本

堂

に

祀

り

ま

し

た

。

そ

の

後

、

だ

れ

言

う

と

な

く

、「
片

手

薬

師

さ

ん

」

と

、

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

す

。
そ

れ

以

来

 

こ

の

薬

師

さ

ま

は

、

ま

す

ま

す

有

名

に

な

り

、

手

の

病

気

を

直

し

て

く

だ

さ

れ

る

と

い

う

う

わ

さ

が

立

ち

、

四

方

八

方

か

ら

参

拝

者

が

訪

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

す

。

 

常

福

寺

は

天

正

の

陣

の

後

、

小

さ

な

仏

堂

と

な

り

ま

し

た

が

、

今

も

庄

内

の

東

南

の

田

の

中

に

常

福

庵

と

呼

ば

れ

て

、

む

か

し

の

よ

う

す

を

物

語

っ

て

い

ま

す

。

 

   

正

光

寺

山

遺

跡 

 

新

居

浜

駅

か

ら

少

し

東

の

方

へ

行

く

と

、

通

り

ぞ

い

の

北

側

に

、

小

笹

と

し

だ

に

包

ま

れ

た

小

高

い

丘

が

見

え

て

き

ま

す

。

 

こ

こ

に

、

正

光

寺

山

古

墳

が

あ

り

ま

す

。

 

こ

の

丘

は

、

む

か

し

は

長

さ

約

一

〇

〇

メ

ー

ト

ル

に

も

お

よ

ぶ

丘

陵

で

し

た

が

、

大

正

時

代

の

予

讃

線

の

鉄

道

エ

事

や

昭

和

二

〇

年

こ

ろ

の

送

電

線

鉄

塔

建

設

工

事

、

ま

た

周

囲

か

ら

の

開

墾

な

ど

に

よ

り

、

現

在

の

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

 

新

居

浜

を

中

心

と

し

た

地

域

は

、

古

代

文

化

が

い

ち

早

く

開

け

た

土

地

で

、

六

～

七

世

紀

の

こ

ろ

、

こ

の

地

方

の

豪

族

が

活

躍

し

て

い

ま

し

た

。

こ

こ

に

は

、

そ

れ

ら

の

豪

族

の

墓

と

見

ら

れ

る

古

墳

が

た

く

さ

ん

あ

り

ま

し

た

が

、

そ

の

ほ

と

ん

ど

が

破

壊

さ

れ

た

り

、

除

去

さ

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

 

現

在

残

っ

て

い

る

の

は

、
正

光

寺

山

古

墳

一

基

だ

け

で

す

。 

   

城

下

の

渡

し 

 

水

の

流

れ

て

い

な

い

今

の

国

領

川

か

ら

は

、

渡

し

船

が

活

躍

し

て

い

た

こ

と

な

ど

想

像

も

で

き

ま

せ

ん

が

、

明

治

三

〇

年

こ

ろ

か

ら

大

正

時

代

の

初

期

こ

ろ

ま

で

、

渡

し

船

が

両

岸

を

結

ん

で

、

人

々

を

運

ん

で

い

た

の

で

す

。
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渡

し

の

場

所

は

、

現

在

の

城

下

橋

の

上

流

約

一

〇

〇

メ

ー

ト

ル

の

地

点

に

あ

り

ま

し

た

。

 

ふ

だ

ん

は

、

木

の

橋

が

か

け

ら

れ

て

い

て

、

人

々

が

行

き

来

し

て

い

ま

し

た

が

、

大

水

が

出

る

と

通

行

で

き

な

く

な

る

た

め

、

船

を

出

し

て

、

渡

し

が

は

じ

ま

り

ま

す

。

 

 

船

は

、「
田

舟

」
と

い

っ

て

、
角

形

で

、
長

さ

三

メ

ー

ト

ル

・

幅

一

・

二

メ

ー

ト

ル

く

ら

い

。

そ

こ

は

、

平

ら

で

、

舳

の

方

は

、

少

し

せ

ま

く

な

っ

て

い

ま

し

た

。

 

 

定

員

は

、

大

人
8

人

く

ら

い

で

、

渡

し

賃

を

と

っ

て

い

ま

し

た

。

 

 

一

回

渡

る

の

に

一

銭

払

っ

た

よ

う

で

す

。

 

 

船

を

操

作

す

る

の

は

、

渡

し

場

の

両

方

に

、

大

き

な

針

金

を

は

り

ま

す

。

針

金

に

は

、

長

さ

一

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

、

直

径

三

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

く

ら

い

の

パ

イ

プ

を

取

り

付

け

、

こ

の

パ

イ

プ

と

船

の

舳

先

と

に

長

さ

一

メ

ー

ト

ル

く

ら

い

の

丈

夫

な

し

ゅ

う

ろ

縄

で

結

び

付

け

、

針

金

を

手

で

た

ぐ

っ

て

、

行

き

来

し

て

い

ま

し

た

。

 

 

や

が

て

、

水

が

減

っ

て

く

る

と

、

橋

を

な

お

し

て

通

行

し

ま

し

た

。

 

 

橋

が

か

か

る

と

、

船

は

、

近

所

の

人

が

出

て

、

肩

に

か

つ

い

で

、

船

主

の

家

ま

で

運

ん

で

、

保

管

し

て

い

ま

し

た

。

 

渡

し

場

は

、

新

居

浜

の

上

部

と

川

東

地

区

を

結

ぶ

重

要

な

地

点

で

、

両

岸

ま

で

来

て

い

る

道

路

は

、

郡

道

と

し

て

、

主

要

な

道

路

で

し

た

。

そ

れ

だ

け

に

、

大

変

重

要

視

さ

れ

、

重

宝

さ

れ

た

も

の

で

し

た

。

 

   

観

音

た

ぬ

き 

 

「

む

か

し

、

城

下

の

「

釜

の

口

」

に

住

ん

で

い

た

た

ぬ

き

は

、

買

い

物

帰

り

の

子

ど

も

が

通

り

か

か

る

と

、

子

ど

も

を

夢

中

に

さ

せ

る

遊

び

相

手

に

な

り

、

そ

の

間

に

好

物

を

か

す

め

て

い

ま

し

た

。

 

あ

る

日

、

油

揚

げ

を

持

っ

た

老

婆

を

見

つ

け

た

た

ぬ

き

は

、

道

ば

た

の

観

音

さ

ま

に

化

け

ま

し

た

。

 

信

心

深

い

老

婆

は

、 

「

も

っ

た

い

な

い

観

音

さ

ま

、

お

供

え

物

が

あ

り

ま

せ

ん

の

で

、

こ

の

油

揚

げ

を

お

供

え

し

ま

す

。
」

 

と

、

言

っ

て

油

揚

げ

を

お

供

え

し

ま

し

た

。 

観

音

さ

ま

に

化

け

た

た

ぬ

き

は

、

好

物

の

油

陽

げ

を

目

の

前

に

置

か

れ

た

か

ら

た

ま

り

ま

せ

ん

。

老

婆

の

お

祈

り

の

す

き

を

見

て

、

ち

ょ

っ

と

手
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を

出

し

ま

し

た

。

そ

の

お

い

し

い

こ

と

。

つ

い

、

気

が

ゆ

る

ん

で

、

し

っ

ぽ

を

出

し

て

し

ま

い

ま

し

た

。

そ

し

て

、

老

婆

に

つ

か

ま

り

、

ひ

ど

く

説

教

を

く

ら

い

ま

し

た

。

 
そ

れ

以

来

、

観

音

た

ぬ

き

は

、

人

を

だ

ま

す

こ

と

が

な

く

な

り

ま

し

た

。

 

   

水

害

記

念

碑 

 

東

庄

内

の

高

橋

博

計

さ

ん

の

家

の

前

に

、

水

害

記

念

碑

が

あ

り

ま

す

。

 

明

治

三

十

二

年

八

月

二

八

日

の

午

前

十

時

か

ら

い

ち

だ

ん

と

強

く

な

っ

た

雨

は

、-

銅

山

峰

を

中

心

に

雷

を

と

も

な

っ

て

、

し

の

つ

く

(

篠

を

た

ば

ね

て

突

き

お

ろ

す

よ

う

に

は

げ

し

く

降

る

雨

)

よ

う

な

大

豪

雨

と

な

り

ま

し

た

。
 

「

ア

ッ

！

」

と

い

う

ま

に

、

谷

川

は

氾

濫

し

、

国

領

川

に

あ

ふ

れ

た

鉄

砲

水

は

立

川

の

眼

鏡

橋

を

押

し

流

し

、

道

路

を

ず

た

ず

た

に

し

、

各

所

で

堤

防

が

決

壊

し

た

の

で

す

。

 

む

か

し

の

金

子

村

で

は

、

庄

内

、

城

下

の

上

下

で

堤

防

が

数

十

間

(

一

間

は

約

一

・

八

メ

ー

ト

ル

)

に

わ

た

っ

て

決

壊

し

ま

し

た

。

濁

流

は

、

田

畑

や

人

家

を

押

し

流

し

、

ひ

ど

い

被

害

を

う

け

ま

し

た

。

記

録

に

よ

る

と

、

流

出

家

屋

一

八

戸

、

死

者

三

八

人

、

田

畑

の

流

失

二

百

二

十

余

町

歩

と

な

っ

て

お

り

、

大

水

害

の

恐

ろ

し

さ

を

示

し

て

い

ま

す

。

 

束

庄

内

に

あ

る

水

害

記

念

碑

は

、

金

子

村

の

有

志

の

人

た

ち

に

よ

っ

て

建

立

さ

れ

に

も

の

で

被

害

の

ひ

ど

さ

を

永

久

に

伝

え

て

い

ま

す

。

 

こ

の

大

豪

雨

の

た

め

、
別

子

銅

山

で

は

、
山

津

波

(

山

崩

れ

の

大

規

模

な

も

の

)

に

お

そ

わ

れ

、
見

花

谷

な

ど

の

労

働

者

住

宅

が

土

石

流

に

巻

き

込

ま

れ

、

五

一

三

人

の

死

者

を

出

し

、

別

子

山

中

高

橋

の

溶

鉱

炉

も

つ

ぶ

さ

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

こ

れ

を

機

会

に

、

開

坑

以

来

、

二

〇

〇

年

に

わ

た

る

別

子

山

中

で

の

精

錬

作

業

は

、

新

居

浜

に

移

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

 

 

水

害

記

念

碑

は

明

治

三

十

八

年

十

二

月

に

新

居

郡

金

子

村

有

志

に

て

建

立

さ

れ

、

そ

の

後

幾

度

か

修

復

さ

れ

た

が

、

現

在

の

碑

は

、

平

成

二

年

三

月

に

現

在

の

位

置

（

高

さ

に

）

復

元

工

事

が

融

資

の

募

金

に

て

行

わ

れ

た

。

 

        

国

領

川

の

第

二

堤

防 

 

現

在

の

南

中

学

校

の

西

側

に

あ

る

道

路

が

む

か

し

の

第

二

堤

で

し

た

。

 
鹿

森

ダ

ム

が

で

き

て

い

な

い

こ

ろ

は

、

台

風

や

大

雨

の

た

び

に

、

一

番

堤

防

が

決

壊

す

る

こ

と

が

よ

く

あ

り

ま

し

た

。

そ

の

た

め

に
,

砂

防

林

を

一

番

堤

防

と

の

間

に

植

え

て

、
第

二

堤

防

を

築

き

、

国

領

川

の

大

水

に

備

え

た

の

で

し

た

。

 

現

在

の

道

路

よ

り

も

一

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

高

く

な

っ

て

い

ま

し

た

。

堤

防

の

幅

は

二

メ

ー

ト

ル

た

ら

ず

で

し

た

。
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鹿

森

ダ

ム

が

で

き

て

か

ら

は

、
水

害

も

減

り

、

第

二

堤

防

の

役

割

が

な

く

な

り

、

現

在

の

道

路

が

菊

本

町

よ

り

拡

張

さ

れ

、

今

の

よ

う

な

幅

に

な

り

ま

し

た

。
 

             

お

か

め

林 

 

旧

地

名

東

枝

元

と

い

わ

れ

た

、

国

領

川

二

番

堤

防

内

の

一

角

に

昭

和

二

十

年

代

ま

で

在

っ

た

雑

木

林

で

あ

る

。 

お

か

め

林

の

名

前

の

由

来

は

定

か

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。
現

在

は

池

田

-

食

品

(

い

け

ち

ゃ

ん

)

の

前

、

こ

の

林

に

は

、

一

宮

神

社

の

一

番

楠

に

も

負

け

な

い

ほ

ど

の

大

楠

が

あ

っ

た

が

、

第

二

次

-

世

界

大

戦

の

時

、

油

を

取

る

た

め

に

切

り

倒

さ

れ

、

買

い

上

げ

ら

れ

ま

し

た

。

今

は

そ

の

跡

に

石

川

酒

店

の

倉

庫

が

建

っ

て

い

ま

す

。

 

こ

の

大

楠

と

雑

木

林

に

、

明

治

三

十

二

年

八

月

の

大

水

害

に

別

子

銅

山

か

ら

流

さ

れ

て

き

た

死

者

が

幾

十

人

も

か

か

り

ま

し

た

。

そ

の

人

た

ち

を

土

地

の

人

々

が

手

厚

く

弔

い

、

今

の

水

難

碑

が

建

て

ら

れ

ま

し

た

.

。

 

                    

南

中

学

校

堤

の

桜 

 

大

正

十

三

年

頃

、

庄

内

の

各

種

団

体

の

手

で

二

～

三

年

ぐ

ら

い

の

苗

木

を

五

十

本

程

植

え

ま

し

た

が

、

そ

の

後

、

枯

れ

た

り

大

水

で

流

さ

れ

た

り

し

た

の

で

補

植

し

ま

し

た

。

現

存

す

る

の

は

、

南

中

学

校

庭

北

端

の

プ

ー

ル

か

ら

南

へ

約

五

百

メ

丨

ト

ル

、

東

庄

内

地

区

に

及

ぶ

堤

防

に

約

五

十

本

で

す

。

毎

春

地

域

の

人

々

の

手

近

な

花

見

会

場

と

し

て

喜

ば

れ

て

い

ま

す

。

 

な

お

,

こ

の

堤

防

と

平

行

し

て

河

川

敷

広

場

に

並

ん

で

る

約

五

十

本

の

桜

は

、

そ

の

後

、

市

に

よ

っ

て

植

え

ら

れ

た

も
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の

で

す

。

 

昔

、
「

黄

河

の

流

れ

を

制

す

る

者

は

、

天

下

を

制

す

。
」

と

云

う

諺

が

、

中

国

に

あ

り

ま

し

た

。

我

が

国

の

政

治

を

行

う

者

も

、

水

を

治

め

る

た

め

の

土

木

工

事

に

は

、

大

変

な

苦

労

を

重

ね

、

信

玄

堤

を

始

め

、

各

地

に

、

工

夫

を

こ

ら

し

た

治

水

工

事

が

多

く

残

っ

て

い

ま

す

。

 

一

つ

の

工

夫

と

し

て

、

江

戸

時

代

に

は

、

堤

防

は

現

代

の

コ

ン

ク

リ

ー

ト

な

ど

が

な

く

、

し

っ

か

り

し

た

堤

防

を

作

る

た

め

に

、

赤

土

を

石

灰

や

ニ

ガ

リ

で

固

め

た

タ

タ

キ

の

芯

を

作

り

、

石

積

み

で

保

護

し

ま

し

た

。

土

を

踏

み

固

め

る

た

め

の

方

法

と

し

て

、

堤

防

の

土

手

に

、

桜

の

木

を

植

え

、

花

見

の

客

を

呼

び

集

め

、

多

く

の

人

々

に

踏

み

固

め

て

も

ら

う

工

夫

を

し

ま

し

た

。

 

明

治

・

大

正

・

昭

和

の

戦

前

ま

で

は

、

こ

の

方

法

が

、

川

や

溜

池

の

堤

防

に

利

用

さ

れ

、

桜

が

多

く

植

え

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

戦

後

の

土

木

工

学

で

は

、

堤

防

に

植

え

た

木

が

、

体

風

な

ど

の

強

風

で

、

ゆ

り

動

か

さ

れ

た

り

、

木

が

枯

れ

た

時

に

、

根

が

腐

り

空

洞

が

で

き

て

、

堤

防

を

破

壊

す

る

原

因

に

な

る

と

す

る

理

由

か

ら

、

木

を

植

え

な

い

方

法

が

取

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

 

庄

内

各

種

団

体

の

奉

仕

で

、

国

領

川

の

土

手

に

桜

を

植

え

た

の

は

、

堤

防

を

丈

夫

に

す

る

た

め

と

、

美

観

の

た

め

と

思

わ

れ

ま

す

。

 

近

年

、

堤

防

へ

の

植

樹

が

多

く

見

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

は

土

木

工

学

の

考

え

方

が

変

わ

っ

た

こ

と

だ

け

で

な

く

自

然

環

境

の

改

善

・

美

化

な

ど

、

様

々

な

面

か

ら

判

断

し

た

た

め

で

あ

る

よ

う

で

す

。

 

   

庄

内

の

地

蔵

堂 

 

庄

内

小

深

東

に

、
新

四

国

十

番

札

所

地

蔵

堂

が

あ

り

ま

す

。

庵

主

さ

ん

と

た

ぬ

き

が

住

ん

で

い

ま

し

た

が

、

昭

和

三

五

年

こ

ろ

、

庵

主

さ

ん

が

亡

く

な

ら

れ

る

と

と

も

に

、

た

ぬ

き

は

姿

を

消

し

ま

し

た

。

当

時

は

、

ワ

ラ

葺

の

古

い

建

物

で

あ

り

ま

し

た

。

そ

の

後

ブ

ロ

ッ

ク

造

り

に

な

り

、

な

お

、

昭

和

六

三

年

、

地

元

の

人

々

の

努

力

で

、

現

在

の

よ

う

な

近

代

的

な

木

造

の

立

派

な

お

堂

と

な

り

ま

し

た

。

 

内

陣

(

お

堂

の

中

)

に

は

、

手

彫

り

の

お

地

蔵

さ

ま

と

お

大

師

さ

ん

が

祀

ら

れ

て

い

ま

す

。

 
正

面

入

り

口

に

は

、

六

地

蔵

・

水

害

記

念

碑

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

寛

吾

爺

さ

ん

の

お

墓

も

こ

こ

に

あ

る

と

、

い

わ
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れ

て

い

ま

す

。

 

数

年

前

よ

り

、

地

蔵

祭

が

復

興

し

、

毎

年

九

月

二

三

日

に

は

、

盛

大

な

お

祭

り

が

開

か

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

昭

和

三

五

年

こ

ろ

ま

で

、

大

き

は

銀

杏

の

木

が

あ

り

ま

し

た

。

ギ

ン

ナ

ン

が

よ

く

と

れ

て

い

ま

し

た

。

 

   

小

深

の

塞

の

神

様 

夜

灯

さ

ん 

 

む

か

し

、

人

々

が

道

中

の

安

全

を

祈

る

た

め

に

、

村

の

出

入

り

口

の

所

に

道

祖

神

(

道

路

の

悪

霊

を

防

い

で

行

人

を

守

る

神

)

「

塞

の

神

様

」

を

お

ま

つ

り

し

て

、

旅

の

安

全

·

交

通

の

安

全

を

お

祈

り

し

た

の

で

す

。

 

こ

の
「

塞

の

神

様

」

は

、

村

の

入

り

口

に

お

ら

れ

、

悪

者

や

悪

病

、

災

難

の

侵

入

を

防

い

で

く

れ

る

と

、

村

の

人

々

は

考

え

て

い

ま

し

た

。

で

す

か

ら

村

の

人

々

は

塞

の

神

様

を
「

お

塞

さ

ん

」

と

呼

ん

で

親

し

み

お

祀

り

し

て

い

ま

し

た

。 

特

に

、

こ

の

小

深

の

塞

の

神

様

は

、

農

作

物

の

害

虫

、

病

気

の

予

防

、

牛

馬

の

安

全

な

ど

を

守

る

神

様

と

し

て

、
地

元

の

お

百

姓

さ

ん

の

信

頼

を

集

め

て

い

ま

し

た

。

な

お

、
そ

ば

に

は

夜

灯

さ

ん

が

あ

り

、
西

の

白

木

夜

灯

さ

ん

、

東

の

小

深

夜

灯

さ

ん

と

し

て

祀

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

 

昭

和

五

二

年

に

、

川

に

倒

さ

れ

て

い

た

の

を

地

元

の

有

志

に

よ

っ

て

、

今

の

よ

う

に

整

理

さ

れ

ま

し

た

。

い

つ

ま

で

も

大

切

に

し

た

い

も

の

で

す

。

 

   

上

小

深

遺

跡 

 

国

立

新

居

浜

工

業

高

等

専

門

学

校

の

南

、

庄

内

町

二

丁

目

六

番

一

二

号

神

野

和

正

さ

ん

の

屋

敷

あ

た

り

の

所

に

「

上

小

深

遺

跡

」

と

い

う

遺

跡

が

あ

り

ま

す

。

 

昭

和

三

〇

年

に

、

庄

内

～

久

保

田

の

道

路

工

事

中

に

地

下

か

ら

、

か

め

、

塚

、

須

恵

器

(

素

焼

き

の

土

器

)

の

破

片

な

ど

が

多

数

発

掘

さ

れ

ま

し

た

。

古

墳

時

代

の

も

の

が

た

く

さ

ん

あ

り

ま

し

た

。

 
現

在

は

、

道

路

、

田

、

宅

地

の

下

に

埋

没

し

て

し

ま

っ

て

く

わ

し

い

こ

と

は

わ

か

り

ま

せ

ん

。

 

た

く

さ

ん

の

土

器
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が

発

見

さ

れ

た

と

い

う

こ

と

か

ら

、

こ

の

辺

り

に

も

大

昔

の

人

が

住

ん

で

い

て

、
生

活

を

し

て

い

た

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。 

ど

ん

な

生

活

を

し

て

い

た

の

で

し

ょ

う

か

。

 
想

像

し

て

み

る

と

楽

し

い

で

す

ね

。

 

   

お

塚

さ

ん 

 

庄

内

地

区

の

屋

敷

の

中

や

田

畑

の

隅

な

ど

で

、

た

く

さ

ん

の

「

お

塚

さ

ん

」

を

見

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

も

と

も

と

、

お

塚

さ

ん

は

、

む

か

し

の

人

々

が

道

中

の

安

全

を

祈

る

た

め

に

、

村

の

出

入

り

口

に

、

道

祖

神

「

塞

の

神

さ

ま

」

を

お

祀

り

し

て

、

旅

行

の

安

全

や

交

通

の

安

全

を

願

っ

て

建

て

た

も

の

で

す

。

庄

内

地

区

の

屋

敷

の

中

や

田

畑

の

隅

な

ど

で

見

る

こ

と

の

で

き

る

お

塚

さ

ん

は

、

ち

ょ

っ

と

違

っ

て

い

る

よ

う

で

す

。

 

天

正

一

三

年
（

一

五

八

五

)

、
豊

臣

秀

吉

の

命

を

受

け

た

小

早

川

隆

景

・

毛

利

輝

元

(

広

島

県

東

部

)

の

軍

と

金

子

備

後

守

の

軍

と

の

合

戦

が

新

居

浜

で

あ

り

ま

し

た

。

金

子

備

後

守

の

軍

は

、

敗

れ

ま

し

た

が

、

そ

の

当

時

の

金

子

備

後

守

の

軍

勢

の

武

将

の

戦

死

し

た

と

こ

ろ

に

建

て

ら

れ

た

の

が

お

塚

さ

ん

で

あ

る

と

言

わ

れ

て

い

ま

す

 

し

か

し

、

戦

死

し

た

武

将

の

名

前

な

ど

は

、

書

か

れ

て

い

ま

せ

ん

。

 

   

土

居

の

内 

 

中

国

、

四

国

地

方

に

は

、
「

土

居

」

と

い

う

字

や

大

字

が

、

た

く

さ

ん

あ

り

ま

す

が

、
「

土

居

の

内

」
と

い

う

地

名

は

、
意

外

と

少

な

い

の

で

す

。
「

土

居

の

内

」
「

垣

内

」
「

土

居

の

構

」

な

ど

は

、

み

な

同

意

語

で

す

。

 

「

土

居

構

」

の

遺

構

に

は

、

西

条

市

神

戸

の

久

門

邸

が

あ

り

ま

す

。

愛

媛

県

文

化

財

の

指

定

を

受

け

て

、

現

存

し

て

い

ま

す

。

 

館

の

周

囲

を

掘

り

、

掘

っ

た

土

を

盛

り

上

げ

て

土

塁

を

築

き

敵

の

攻

撃

に

備

え

る

よ

う

に

し

た

の

が
「

土

井

構

」
で

す

。

と

こ

ろ

で

、

新

居

浜

市

庄

内

町

に

残

っ

て

い

る

「

土

居

の

内

」

と

い

う

地

名

は

、

郷

山

に

あ

っ

た

、

岡

崎

城

の

城

主

藤

田

氏

の

里

館

、「
土

居

構

」

が

あ

っ

た

の

で

、「
土

居

の

内

」

と

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

の

で

し

ょ

う

。

し

か

し

、

残

念

な

が

ら

遺

構

は

残

っ

て

い

ま

せ

ん

。

 

「

上

蔵

の

内

」「
角

蔵

」

と

い

う

地

名

が

残

っ

て

い

ま

す

が

、

こ

れ

は

、

藤

田

氏

の

集

納

米

を

貯

蔵

し

て

い

た

蔵

や

武

器

倉

庫

の

跡

と

い

う

と

こ

ろ

か

ら

、

こ

う

呼

ば

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

そ

う

で

す

。

 

   

庄

内

戸

長

役

場

跡 
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明

治

四

年

廃

藩

置

県

に

よ

り

、

新

居

浜

地

方

は

、

西

条

県

と

な

り

、

明

治

四

年

十

一

月

に

は

松

山

県

、

明

治

五

年

二

月

に

石

鉄

県

、

そ

し

て

明

治

六

年

二

月

に

愛

媛

県

と

改

め

ら

れ

ま

し

た

。

 
明

治

四

年

に

は

区

制

を

実

施

し

ま

し

た

が

、

新

居

浜

地

区

は

、

二

大

区

と

な

り

、

三

二

小

区

に

区

分

さ

れ

、

庄

内

村

と

新

須

賀

村

は

、

第

一

二

小

区

と

な

り

ま

し

た

。

 

そ

し

て

、

庄

内

村

白

木

八

〇

〇

番

地

の

民

家
(

嘉

永

七

年

寅

八

月

一

二

日

に

建

築

を

し

た

)

が

庄

内

村

の

戸

長

役

場

と

な

り

ま

し

た

。

そ

の

後

、

明

治

二

三

年

に

市

町

村

制

度

が

実

施

さ

れ

た

の

で

、

金

子

村

、

庄

内

村

、

新

須

賀

村

の

三

か

村

が

合

併

さ

れ

て

、

金

子

村

と

な

り

ま

し

た

。

そ

の

結

果

、

庄

内

村

の

戸

長

役

場

は

廃

止

さ

れ

ま

し

た

。

家

屋

は

、

村

上

さ

ん

の

所

有

と

な

り

 

現

在

は

住

宅

と

な

っ

て

、

改

築

さ

れ

ま

し

た

。

な

お

、

嘉

永

七

年

の

棟

札

は

、

今

も

宗

像

神

社

に

保

存

さ

れ

!

て

い

ま

す

。 

   

お

社

日

さ

ん 

 

「

社

日

」

と

い

う

の

は

、

土

の

神

様

を

お

祀

り

す

る

日

の

こ

と

で

、

「

お

社

日

さ

ん

」

と

し

て

親

し

ま

れ

て

い

ま

す

。

春

と

秋

の

二

回

あ

り

、

醜

聞

、

春

分

に

最

も

近

い

戊

（

つ

ち

の

え

）

の

日

を
「

社

日

」
と

し

て

、

土

の

神

様

を

お

祀

り

し

ま

す

。

春

社

日

に

は

、

五

穀

（

穀

類

の

こ

と

。

米

・

麦

・

粟

・

豆

・

黍

ま

た

は

稗

な

ど

諸

説

あ

る

）
の

種

子

を

祀

っ

て

、

そ

の

豊

穣

（

豊

か

に

実

る

こ

と

）
を

祈

り

ま

す

。

秋

は

秋

社

日

と

い

っ

て

初

穂

を

お

供

え

し

て

、

収

穫

の

お

礼

を

し

、

収

穫

を

祝

い

ま

す

。

 

お

社

日

さ

ん

は

土

の

神

様

で

、
そ

の

お

宿

は

、
田

の

境

石

、

即

ち

土

地

の

境

界

を

定

め

る

石

と

さ

れ

て

い

ま

す

。

で

す

か

ら

、

境

石

は

動

か

す

も

の

で

は

な

い

と

い

う

い

わ

れ

が

あ

り

ま

す

。

 

お

社

日

さ

ん

は

、

春

の

お

祭

り

が

す

む

と

、

田

の

方

へ

お

出

か

け

に

な

り

、

作

物

を

守

護

し

、

そ

の

成

長

を

見

守

っ

て

く

れ

ま

す

。

そ

し

て

、

秋

の

収

穫

を

見

届

け

る

の

で

す

。

秋

の

収

穫

を

見

届

け

た

後

、

お

宿

へ

戻

っ

て

来

ら

れ

る

そ

う

で

す

 

農

家

で

は

、
「

お

地

神

さ

ん

」
の

お

祭

り

と

い

っ

て

、
当

日

は

、

畑

仕

事

を

休

ん

で

、

お

は

ぎ

な

ど

を

作

り

、

一

升

ま

す

に

米

を

い

れ

、

お

銚

子

に

酒

を

盛

っ

て

、

社

日

宮

に

お

供

え

を

し

、

神

様

へ

の

感

謝

の

気

持

ち

を

捧

げ

た

の

で

す

。
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社

日

宮

は

、

ロ

ー

カ

ル

な

神

様

で

、

土

地

の

人

々

に

は

、

「

お

社

日

さ

ん

」

と

し

て

親

し

ま

れ

て

い

ま

す

が

、

こ

の

神

様

は

、

大

き

な

社

に

祀

ら

れ

る

こ

と

は

な

く

、

田

や

畑

な

ど

に

小

さ

な

御

影

石

に

「

社

日

宮

」

と

、

文

字

が

刻

ま

れ

て

、

静

か

に

お

祀

り

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

金

子

校

区

に

は

、

現

在

、

久

保

田

町

に

一

か

所

、

庄

内

町

の

白

木

と

友

道

に

そ

れ

ぞ

れ

一

か

所

と

田

所

・

一

宮

町

、

合

計

五

か

所

に

あ

り

ま

す

。

 

・

久

保

田

町

東

前

嘉

永

四

年

之

建

(

一

八

四

五

年

)
 

・

庄

内

町

白

木

嘉

永

七

年

之

建

(

一

八

四

八

年

)
 

・

庄

内

町

友

道

安

政

六

年

之

建

(

一

八

五

五

年

)
 

・

田

所

町

(

農

協

本

所

北

側
)

明

治

十

五

年

八

月

吉

日

之

建

(

一

八

八

五

)
 

・

一

宮

町

一

宮

神

社

南

参

道

入

る

東

 

な

お

、

庄

内

町

友

道

の

社

日

宮

に

は

、

風

神

宮

も

同

時

に

祀

ら

れ

て

い

ま

す

 

   

寛

吾

爺

さ

ん 

 

今

か

ら

百

三

十

年

ほ

ど

前

の

安

政

の

こ

ろ

の

お

話

で

す

。

 

庄

内

町

の

梅

が

森

(

現

在

の

白

木

、

公

民

館

の

東

方

)
に

寛

吾

爺

さ

ん

が

住

ん

で

い

ま

し

た

。

寛

吾

爺

さ

ん

は

、

農

業

の

か

た

わ

ら

、

狂

歌

、

和

歌

、

即

興

句

を

詠

む

こ

と

で

、

里

の

人

た

ち

に

よ

く

知

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

里

の

人

た

ち

は

、

寛

吾

爺

さ

ん

と

呼

ん

で

い

ま

し

た

が

、
文

字

に

書

く

と

寡

(

少

な

い

こ

と

)

語

(

か

ご

)

だ

ろ

う

と

い

う

説

も

あ

り

ま

す

。
言

葉

少

な

く

、

歌

と

か

即

興

句

で

、

そ

の

趣

な

り

意

志

を

表

現

し

た

と

い

う

意

味

の

名

前

に

受

け

と

れ

ま

す

。

 

さ

て

、

こ

の

寛

吾

爺

さ

ん

は

、

こ

と

に

頓

智

に

優

れ

て

い

ま

し

た

。

あ

る

年

、

正

月

の

も

ち

を

作

っ

た

と

こ

ろ

、

四

十

九

と

い

う

縁

起

の

悪

い

数

で

困

っ

て

い

る

と

い

う

庄

屋

さ

ん

の

家

へ

出

向

き

ま

し

た

。

 

「

こ

れ

は

め

で

た

い

！

」

 

「

七

つ

ず

つ

 

七

福

神

に

供

え

た

ら

 

四

十

九

に

な

ろ

う

賀

（

祝

う

こ

と

)

の

も

ち

。
）

 

と

、

詠

ん

で

庄

屋

さ

ん

を

喜

ば

せ

た

、

と

い

う

こ

と

で

す

。

 

あ

る

素

封

家

で

正

月

早

々

、

主

人

が

大

事

に

し

て

い

た

土

瓶

を

使

用

人

が

誤

っ

て

割

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

 

正

月

で

縁

起

で

も

な

い

と

い

う

の

で

さ

っ

そ

く

寛

吾

爺

さ

ん

を

よ

ん

で

、

歌

を

詠

ん

で

も

ら

い

ま

し

た

。

 

「

元

日

に

鈍

(

に

ぶ

く

て

の

ろ

い

こ

と

)

と

貧

(

ま

ず

し

い

こ

と

)

を

打

ち

こ

わ

し

あ

と

に

残

る

は

金

の

つ

る

(

蔓

)

か

な

」 

自

分

の

か

わ

い

い

娘

を

郷

村

に

嫁

が

せ

る

時

、

餞

別

の

こ

と

ば

を

娘

に

送

り

ま

し

た

。

 

「

こ

れ

娘

よ

。

庄

内

(

性

無

い

)

者

と

思

わ

れ

る

な

よ

。

郷

に

入

れ

ば

郷

に

し

た

が

え

。
」

 

こ

っ

け

い

に

聞

こ

え

て

、

娘

を

思

う

父

親

の

愛

情

が

胸

を

う

ち

ま

す

。

都

へ

の

旅

に

で

ま

し

た

。

山

城

の

関

所

ま

で

来

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

、

通

行

手

形

が

な

く

て

、

は

た

と

困

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

 

そ

こ

で

、

歌

を

詠

み

ま

し

た

。

 

「

身

は

予

州

、

表

は

讃

州

、

阿

州

な

い

者

、

土

州

召

さ

れ

よ

。
」

(

私

は

伊

予

の

者

、

よ

ろ

し

ゅ

う

ご

ざ

る

か

。

心

は

晴

れ

晴

れ

し

と

る

。

悪

う

な

い

者

、

通

し

召

さ

れ

よ

。

)
 

と

、

詠

ん

で

通

し

て

も

ら

っ

た

そ

う

で

す

。

 

愛

媛

、

香

川

、

徳

島

、

高

知

を

た

く

み

に

歌

に

詠

み

こ

な

し

た

と

こ

ろ

が

お

も

し

ろ

い

で

す

ね

。

 

伊

予

小

松

藩

の

庭

の

立

派

な

大

松

が

倒

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。
 

殿

様

は

、

悲

し

み

に

く

れ

て

い

ま

し

た

が

寛

吾

爺

さ

ん

が

呼

ば

れ

ま

し

た

。

 

寛

吾

爺

さ

ん

は

、

倒

れ

た

松

を

見

て

、

即

座

に

 

「

大

松

は

倒

れ

て

も

小

松

は

栄

え

る

」

 

と

、

答

え

て

面

目

を

ほ

ど

こ

し

、

殿

様

か

ら

ご

ほ

う

び

を

い

た

だ

い

た

と

い

う

こ

と

で

す

。
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寛

吾

爺

さ

ん

は

俳

人

小

林

一

茶

や

種

田

山

頭

火

の

よ

う

に

全

国

を

放

浪

し

、

晩

年

新

居

浜

の

庄

内

に

住

み

つ

き

、
梅

が

森

(

白

木

)

で

亡

く

な

り

ま

し

た

。

 

菩

提

は

、

庄

内

の

地

蔵

堂

墓

地

に

あ

り

ま

し

た

が

、

子

孫

は

絶

え

て

、

現

在

は

、

無

縁

塚

と

な

っ

て

い

る

そ

う

で

す

。

 

        

新

居

庄

と

庄

司

館

跡 

 

荘

園

と

は

、

私

有

地

の

こ

と

で

、

荘

園

を

管

理

、

支

配

す

る

役

人

を

庄

官

と

呼

ん

で

い

ま

し

た

。

ま

た

庄

司

と

も

呼

ば

れ

て

い

ま

し

た

。

新

居

庄

荘

園

一

帯

を

管

理

、

支

配

し

た

そ

の

庄

司

の

役

所

（

庄

司

館

）

が

現

在

の

国

立

に

い

は

ま

工

業

高

等

専

門

学

校

の

敷

地

内

に

あ

り

ま

し

た

。

 

 

庄

司

館

が

あ

っ

た

と

こ

ろ

か

ら

庄

司

と

い

う

地

名

が

で

き

た

の

で

し

ょ

う

。

庄

司

と

呼

ぶ

地

名

は

、

八

雲

町

一

一

三

八

番

地

か

ら

一

一

六

六

番

地

に

あ

た

り

ま

す

。

宗

像

神

社

の

正

面

に

位

置

を

し

め

て

い

て

、

当

時

こ

こ

に

住

ん

で

い

た

庄

司

た

ち

は

、

宗

像

神

社

を

守

護

神

と

し

て

崇

敬

（

あ

が

め

う

や

ま

う

）

し

て

い

た

こ

と

で

し

ょ

う

。

 

 

で

は

、

新

居

庄

荘

園

の

持

ち

主

は

、

誰

だ

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

？

 

 

調

べ

て

み

る

と

、

い

ろ

い

ろ

な

こ

と

が

わ

か

っ

て

き

ま

す

。

お

も

し

ろ

い

で

す

よ

。 

           

化

粧

殿

と

長

馬

場 

 

宗

像

神

社

の

参

道

を

歩

い

て

み

ま

し

ょ

う

。

 

一

の

鳥

居

の

南

の

方

、

一

二

〇

八

番

地

か

ら

一

二

一

九

番

地

ま

で

を

化

粧

殿

と

呼

ん

で

い

ほ

す

。

化

粧

殿

と

い

う

の

は

お

も

し

ろ

い

で

す

ね

。
化

粧

は

、
ふ

つ

う
「

け

し

ょ

う

」
と

、

読

み

ま

す

が

化

粧

殿

の

化

粧

は

、
「

け

ほ

い

」
と

、
読

む

の

で

す

。

 

宗

像

神

社

の

大

神

は

、

女

の

神

様

な

の

で

す

。

神

様

も

お

化

粧

を

す

る

の

で

す

。

化

粧

殿

と

い

う

の

は

、

こ

の

神

様

に

お

化

粧

料

を

献

上

す

る

た

め

の

神

田

だ

っ

た

の

で

す

。

化

粧

殿

と

呼

ば

れ

て

い

る

所

に

は

、

こ

の

神

田

が

あ

っ

た

と

考

え
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ら

れ

ま

す

。

 

も

う

一

度

、

宗

像

神

社

の

参

道

を

歩

い

て

み

ま

し

ょ

う

。

 
長

い

、

長

い

参

道

で

す

ね

。
む

か

し

は

、 

も

っ

と

も

っ

と

長

か

っ

た

の

で

す

。

 

宗

像

神

社

の

参

道

は

、

む

か

し

か

ら

,

「

庄

内

の

長

馬

場

」

と

い

わ

れ

、

国

領

川

に

ま

で

続

き

、

六

五

〇

メ

ー

ト

ル

も

あ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

す

。 

       

和

尚

と

思

い

ぼ

た

ぬ

き 

 

む

か

し

、

新

居

浜

市

庄

内

白

木

の

荒

神

森

に

非

常

に

神

通

力

の

あ

る

一

匹

の

た

ぬ

き

が

住

ん

で

い

ま

し

た

。

里

の

人

々

は

、

こ

の

た

ぬ

き

を

「

思

い

ぼ

た

ぬ

き

」

と

呼

ん

で

い

ま

し

た

。

 

と

い

う

の

は

、

夕

方

、

白

木

の

荒

神

森

の

前

を

何

か

考

え

な

が

ら

通

っ

て

い

る

と

、

森

の

お

く

の

方

か

ら

声

が

し

て

、

「

お

ー

い

、

お

前

さ

ん

は

、

今

こ

ん

な

こ

と

を

考

え

て

い

る

で

あ

ろ

う

。
」
と

、
ぴ

た

り

と

思

っ

て

い

る

こ

と

を

当

て

る

か

ら

で

し

た

。

 

「

思

い

ぼ

た

ぬ

き

」

は

、

こ

ん

な

こ

と

か

ら

里

の

人

々

の

人

気

者

に

な

り

ま

し

た

。

 

そ

の

こ

ろ

、

宗

像

寺

に

は

、

大

変

物

知

り

の

和

尚

さ

ん

が

い

て

、

ま

た

大

変

お

話

が

好

き

な

こ

と

で

里

の

人

々

の

人

気

を

集

め

て

い

ま

し

た

。

 

荒

神

森

の

思

い

ぼ

た

ぬ

き

は

、

そ

の

和

尚

さ

ん

の

こ

と

を

聞

い

て

、

何

と

か

し

て

、

和

尚

さ

ん

と

力

く

ら

べ

を

し

て

み

た

い

と

、

考

え

ま

し

た

。

 

あ

る

日

の

夕

方

、

思

い

ぽ

た

ぬ

き

は

、

一

人

の

お

坊

さ

ん

に

化

け

て

、

宗

像

寺

を

訪

れ

ま

し

た

。

和

尚

さ

ん

は

、

見

知

ら

ぬ

若

い

お

坊

さ

ん

を

迎

え

て

、

 

「

そ

れ

は

、

そ

れ

は

よ

く

お

い

で

た

。

さ

あ

、

さ

あ

、

お

座

敷

の

方

へ

。
」

 

と

、

若

い

お

坊

さ

ん

を

案

内

い

た

し

ま

し

た

。

 

思

い

ぼ

た

ぬ

き

は

、

こ

れ

は

う

ま

く

い

っ

た

、

と

に

こ

に

こ

し

な

が

ら

、
座

っ

て

い

ま

し

た

。
や

が

て

、
和

尚

さ

ん

は

、

お

茶

を

出

し

ま

し

た

が

、

若

い

お

坊

さ

ん

は

、

ど

う

し

て

も

お

茶

を

飲

み

ま

せ

ん

。

そ

う

し

て

、

お

菓

子

を

食

べ

散

ら

か

し

ま

し

た

。

 

和

尚

さ

ん

は

、

こ

れ

は

少

し

変

だ

と

思

い

ま

し

た

。

 

和

尚

さ

ん

は

、

落

ち

着

い

て

、

 

「

あ

ん

た

、

ど

ん

な

ご

用

件

で

ご

ざ

い

ま

す

か

？

」

 

と

、

た

ず

ね

ま

し

た

。

 

す

る

と

、

若

い

お

坊

さ

ん

は

、

 

「

仏

道

の

こ

と

は

、
釈

迦

に

問

え

。
問

答

は

、
我

に

聞

け

。
」

 

と

、

言

う

の

で

す

。

即

ち

、

自

分

と

問

答

を

し

よ

う

と

い

う

わ

け

で

す

。

 

物

知

り

の

和

尚

さ

ん

は

、

に

こ

に

こ

し

な

が

ら

、

 

「

そ

れ

は

お

若

い

の

に

お

も

し

ろ

い

。

で

は

、

や

っ

て

み

よ

う

。
」

 

と

、

言

い

ま

し

た

。

 

と

こ

ろ

が

、

不

思

議

な

こ

と

に

、

和

尚

さ

ん

が

思

っ

て

い

る

こ

と

や

答

え

よ

う

と

考

え

て

い

る

こ

と

を

み

ん

な

 

「

和

尚

さ

ん

、

今

こ

の

よ

う

に

思

っ

て

い

る

で

し

ょ

う

。
」 

と

、

百

発

百

中

、

言

い

当

て

る

の

で

し

た

。
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物

知

り

の

和

尚

さ

ん

も

す

っ

か

り

感

心

し

て

、
そ

の

力

に

!

恐

れ

入

り

ま

し

た

。

 

「

お

前

さ

ん

は

、

お

坊

さ

ん

の

姿

を

し

て

い

る

が

、

荒

神

森

の

思

い

ば

た

ぬ

き

で

は

な

い

か

。 

今

夜

は

、
こ

れ

で

や

め

に

し

て

、

明

晩

あ

ら

た

め

て

問

答

す

る

こ

と

に

す

る

か

ら

、

出

直

し

て

お

い

で

。
」

 

と

、

言

い

ま

し

た

。

 

荒

神

森

の

思

い

ぼ

た

ぬ

き

も

 

「

さ

す

が

物

知

り

の

和

尚

さ

ん

だ

、

見

破

っ

た

か

。
」

 

と

笑

い

な

が

ら

、

明

日

の

晩

を

約

束

し

て

、

荒

神

森

へ

帰

っ

て

い

き

ま

し

た

。

 

和

尚

さ

ん

は

、

使

い

を

だ

し

て

、

近

く

の

和

尚

さ

ん

を

七

人

ば

か

り

集

め

ま

し

た

。

 

そ

れ

は

、

荒

神

森

の

思

い

ば

た

ぬ

き

と

問

答

を

す

る

た

め

で

し

た

。

 

い

よ

い

よ

、

晩

が

き

ま

し

た

。

 

「

荒

神

森

の

思

い

ぼ

た

ぬ

き

は

、

若

い

お

坊

さ

ん

に

な

っ

て

、

寺

を

訪

れ

ま

し

た

。

 

寺

に

は

、

物

知

り

顔

の

お

坊

さ

ん

が

座

敷

に

並

ん

で

座

っ

て

い

ま

し

た

。

 

さ

っ

そ

く

問

答

に

か

か

り

ま

し

た

。

 

と

こ

ろ

が

、

ど

の

和

尚

さ

ん

も

か

ぶ

と

を

ぬ

ぎ

ま

し

た

。

 

と

い

う

の

は

、

荒

神

森

の

思

い

ぽ

た

ぬ

き

は

、

み

ん

な

相

手

の

思

っ

て

い

る

こ

と

を

知

っ

て

い

る

か

ら

で

す

。

 

物

知

り

で

知

ら

れ

た

宗

像

寺

の

和

尚

さ

ん

は

、

た

ぬ

き

に

負

け

て

は

、

面

目

に

か

か

わ

る

と

、

横

合

い

か

ら

突

然

、

 

「

八

萬

法

字

と

は

、

い

か

に

や

。
」

 

と

、

や

り

ま

し

た

。

 

荒

神

森

の

思

い

ぼ

た

ぬ

き

は

、

び

っ

く

り

し

て

、

そ

の

と

た

ん

尻

尾

を

出

し

て

、

 

「

和

尚

さ

ん

、

ま

い

り

ま

し

た

。
」

 

と

、
頭

を

下

げ

 

そ

れ

か

ら

和

尚

さ

ん

の

弟

子

に

な

っ

た

と

い

う

こ

と

で

す

 

荒

神

森

は

、

今

は

な

く

な

っ

て

あ

り

ま

せ

ん

の

で

荒

神

森

の

思

い

ぼ

た

ぬ

き

は

、

宗

像

寺

の

境

内

に

来

て

、

住

ん

で

い

る

こ

と

で

し

ょ

う

。

 

   

宗

像

神

社 

 

推

古

天

皇

(

五

五

四

～

六

二

八

)

の

時

、

越

智

氏

に

よ

っ

て

創

建

さ

れ

た

神

社

で

す

。

 

市

杵

島

姫

命

(

い

ち

き

し

ま

ひ

め

の

み

こ

と

)
-

多

岐

都

理

姫

命

(

た

き

つ

ひ

め

の

み

こ

と

)

・

多

岐

理

姫

命

(

た

ぎ

り

ひ

め

の

み

こ

と

)

の

他

に

十

柱

の

神

様

を

お

祭

り

し

て

い

ま

す

。

 

む

か

し

か

ら

、

新

居

郡

で

も

指

折

り

数

え

ら

れ

る

ほ

ど

の

大

社

と

し

て

、

広

く

知

ら

れ

て

い

ま

し

た

。

神

社

の

参

道

は

六

五

〇

メ

ー

ト

ル

に

も

お

よ

び

、

国

領

川

に

ま

で

続

い

て

い

た

の

で

す

。

実

に

、

荘

厳

(

尊

く

お

ご

そ

か

な

こ

と

)

を

き

わ

め

て

い

ま

し

た

。

現

在

の

参

道

は

、

約

三

〇

〇

メ

ー

ト

ル

く

ら

い

で

す

か

ら

、

む

か

し

は

、

そ

の

二

倍

も

あ

っ

た

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。
 

神

社

の

近

く

に

は
「

宗

像

屋

敷

」「

ネ

ギ

ノ

前

1
 [

化

粧

殿

」

な

ど

の

神

社

に

関

係

の

あ

る

地

名

が

残

さ

れ

て

い

ま

す

。
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悪

病

除

の

神

・

牛

馬

の

守

護

神

・

殖

産

工

業

の

神

様

と

し

て

、

た

く

さ

ん

の

人

々

か

ら

信

仰

さ

れ

て

い

ま

す

。
神

社

の

-

宝

物

と

し

て

、

鎌

倉

時

代

の

も

の

と

考

え

ら

れ

る

随

神

（

木

彫

の

像

)
 

二

体

鮭

殴
(

に

た

い

の

か

え

る

ま

た
)

な

ら

び

に

牛

王

宝

印

(

ぎ

ゅ

う

お

う

ほ

う

い

ん

)

な

ど

が

保

存

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

  

       

田

所

の

阿

弥

陀

堂 

 

田

所

は

、

荘

園

の

御

蔵

跡

で

あ

る

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。
 

天

正

(

一

五

七

三

～

一

五

九

一

)

の

こ

ろ

に

は

、

小

野

氏

の

田

所

館

が

あ

り

ま

し

た

。

天

正

の

陣

で

、

兵

火

に

焼

か

れ

た

円

福

寺

と

と

も

に

、

宇

高

か

ら

新

須

賀

に

移

さ

れ

建

立

さ

れ

た

阿

弥

陀

堂

が

田

所

町

に

あ

り

ま

す

。

 

本

尊

は

、

阿

弥

陀

如

来

で

、

旧

六

月

一

四

日

の

御

願

込

か

ら

八

月

一

四

日

の

御

願

解

の

回

向

が

現

在

ま

で

続

い

て

い

ま

す

。

 

む

か

し

は

、
敷

地

も

広

く

、

堂

宇

も

、
二

間

半

(

四

・

五

メ

ー

ト

ル

)

に

三

間

半

(

六

・

三

メ

ー

ト

ル

)

と

い

う

広

さ

で

し

た

。

目

の

病

気

が

治

る

と

い

う

こ

と

で

、

た

く

さ

ん

の

参

拝

者

が

あ

り

ま

し

た

。

 

こ

ん

な

お

話

が

言

い

伝

え

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

あ

る

年

の

こ

と

で

す

。

大

洪

水

が

あ

り

ま

し

た

。

 

脚

本

尊

の

阿

弥

陀

如

来

さ

ま

が

大

洪

水

で

流

さ

れ

、

瀬

戸

内

海

を

漂

流

し

て

、

対

岸

の

広

島

の

浜

辺

に

打

ち

上

げ

ら

れ

ま

し

た

。

浜

の

漁

師

が

こ

れ

を

見

つ

け

、

拾

っ

て

家

に

持

ち

帰

り

、

て

い

ね

い

に

お

祭

り

を

し

て

い

ま

し

た

。

 

と

こ

ろ

が

、

夜

中

に

な

る

と

、

阿

弥

陀

如

来

さ

ま

を

祀

っ

て

い

る

部

屋

か

ら

、
小

さ

な

声

が

聞

こ

え

て

く

る

の

で

し

た

。 

「

帰

り

た

い

。

元

の

所

へ

帰

り

た

い

。

田

所

の

阿

弥

陀

堂

へ

帰

り

た

い

。
」

 

シ

ク

シ

ク

と

、

泣

く

声

が

聞

こ

え

て

く

る

の

で

す

。

 

漁

師

は

、

こ

の

こ

と

を

浜

の

人

た

ち

に

話

し

ま

し

た

。

う

わ

さ

は

浜

か

ら

村

ま

で

広

が

り

ま

し

た

。

 

村

の

人

た

ち

も

す

て

て

は

置

け

な

い

の

で

、

方

々

を

探

し

て

い

る

と

、

田

所

の

人

も

大

洪

水

の

後

か

た

づ

け

も

そ

こ

そ

こ

に

、

阿

弥

陀

如

来

さ

ま

を

探

し

て

い

る

こ

と

を

知

り

ま

し

た

。 

当

所

に

祀

っ

て

い

る

阿

弥

陀

如

来

さ

ま

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

り

、

無

事

に

お

迎

え

し

て

、

現

在

の

阿

弥

陀

堂

へ

安

置

し

た

と

い

う

こ

と

で

す

。
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万

願

寺 

 
万

願

寺

は

、

一

宮

神

社

の

別

当

院

と

し

て

栄

え

て

い

ま

し

た

が

、

天

正

一

三

年

の

戦

い

で

、

小

早

川

の

軍

に

よ

っ

て

焼

き

払

わ

れ

て

し

ま

い

、

そ

の

ま

ま

廃

寺

と

な

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

 

万

願

寺

の

あ

っ

た

場

所

は

、
現

在

の

Ｎ

Ｔ

Ｔ

、

簡

易

裁

判

所

の

あ

た

り

と

、

推

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

山

門

は

、

一

宮

神

社

の

随

身

門

(

楼

門

)

の

東

、

現

在

の

 

一

宮

町

自

治

会

館

の

東

あ

た

り

に

あ

っ

た

と

い

わ

れ

て

い

ま

す

。

そ

こ

か

ら

、

長

い

参

道

が

続

き

、

境

内

の

東

は

、

尻

無

川

ま

で

あ

り

、

面

積

は

、

二

ヘ

ク

タ

ー

ル

に

も

お

よ

ぶ

大

き

な

寺

で

あ

っ

た

そ

う

で

す

。

 

  

上

仙

さ

ん 

 

新

居

浜

郵

便

局

の

前

に

矢

野

家

の

墓

所

と

大

き

な

楠

の

木

が

あ

り

ま

す

。

 

こ

こ

に

、
上

仙

菩

薩

の

奥

城

(

神

霊

の

鎮

ま

る

所

。
神

の

宮

居

。

墓

)

と

彫

っ

た

大

き

な

碑

が

あ

り

ま

す

。

 

「

上

仙

さ

ん

」

と

い

う

の

は

、

ど

ん

な

人

だ

っ

た

の

で

し

ょ

う

か

。

 

「

上

仙

菩

薩

」

は

、

幼

名

を

千

寿

丸

と

呼

び

、

奈

良

時

代

に

一

宮

神

社

の

社

家

矢

野

実

逸

の

第

二

子

と

し

て

生

ま

れ

ま

し

た

。
大

き

く

な

っ

て

か

ら

、
仏

に

帰

依

し

て

仏

門

に

入

り

、

寂

仙

と

呼

ば

れ

ま

し

た

。

石

鎚

、

瓶

ケ

森

、

笹

ヶ

峰

な

ど

の

霊

山

を

開

創

し

た

と

い

う

こ

と

で

す

。
こ

の

こ

と

は

、
「
日

本

霊

異

記

」

や

「

文

徳

実

録

」

と

い

う

古

い

書

物

に

記

さ

れ

て

い

ま

す

。

 

ま

た

、

万

願

寺

、

正

法

寺

、

善

正

寺

、

上

仙

寺

な

ど

の

名

高

い

お

寺

を

建

て

、

地

方

の

文

化

と

産

業

の

発

展

に

力

を

尽

く

し

た

高

僧

で

し

た

。

 

と

く

に

、
嵯

峨

天

皇

(

七

八

六

～

八

四

二

)

に

ゆ

か

り

の

深

い

人

で

あ

っ

た

と

、

文

徳

実

録

に

く

わ

し

く

書

か

れ

て

い

ま

す

。

 

上

仙

さ

ん

の

死

後

、

万

願

寺

の

聖

域

近

く

に

墓

所

が

作

ら

れ

、

矢

野

一

族

を

は

じ

め

、

地

方

の

人

々

に

崇

敬

さ

れ

て

い

ま

し

た

が

、

昭

和

三

七

年

、

そ

の

遠

孫

に

な

る

矢

野

小

春

、

文

雄

の

母

子

が

相

談

し

て

、

碑

を

建

て

た

と

い

う

こ

と

で

す

。
 

「

新

居

浜

市

史

」

の

第

三

章

(

伝

説

と

物

語

)

の

初

め

に

も

「

上

仙

さ

ま

」

の

こ

と

が

く

わ

し

く

書

か

れ

て

い

ま

す

。

調

べ

て

み

る
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と

よ

い

で

し

ょ

う

。

 

上

仙

さ

ん

は

、

遠

い

む

か

し

の

人

の

こ

と

で

す

が

、

一

宮

町

の

人

た

ち

は

「

上

仙

さ

ん

、

上

仙

さ

ん

。
」

と

,

親

し

み

を

込

め

て

、

今

で

も

こ

う

呼

ん

で

い

ま

す

。

観

音

堂

兼

老

人

会

館

を

建

て

て

、

毎

月

決

ま

っ

た

日

に

老

人

た

ち

が

集

ま

っ

て

楽

し

ん

で

い

ま

す

。

 

   

一

宮

神

社 
 

和

銅

二

年

八

月

(

七

○

九

)
大

三

島

か

ら

大

山

積

神

、

大

雷

神

、

高

雷

龍

神

を

勧

請

し

て

、

新

居

郡

の

一

の

宮

と

し

た

の

が

一

宮

神

社

の

始

ま

り

で

す

。

古

い

歴

史

の

あ

る

神

社

で

あ

る

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。

 

そ

の

後

、

当

社

社

家

矢

野

さ

ん

の

家

か

ら

高

僧

、

上

仙

法

師

が

出

て

、
石

鎚

な

ど

の

霊

峰

を

開

き

ま

し

た

。
（
上

仙

さ

ん

を

も

う

一

度

思

い

出

し

て

み

ま

し

ょ

う

)
 

上

仙

法

師

と

親

し

か

っ

た

嵯

峨

天

皇

の

勅

願

所

と

し

て

、

天

皇

の

崇

敬

も

あ

つ

く

「

神

号

正

一

位

一

宮

大

明

神

」

の

勅

願

 
(

天

皇

の

命

令

に

よ

る

祈

願

)

を

嵯

峨

天

皇

が

一

宮

神

社

に

歓

上

し

ま

し

た

。
こ

の

額

は

、

一

宮

神

社

の

社

宝

と

な

っ

て

い

ま

す

。

 

社

殿

は

、

天

正

一

三

年

(

一

五

八

五

)

小

早

川

隆

景

の

率

い

る

毛

利

軍

に

よ

っ

て

焼

か

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

し

か

し

、

そ

の

後

、

毛

利

家

に

数

々

の

異

変

が

起

こ

っ

た

た

め

、

こ

れ

は

、

神

罰

だ

と

恐

れ

、

元

和

六

年

(

一

六

二

〇

)

に

、

毛

利

長

門

守

と

松

山

藩

主

加

藤

左

馬

頭

と

の

協

同

で

、

社

殿

を

再

建

し

ま

し

た

。

そ

し

て

、

長

州

萩

の

城

下

に

一

宮

神

社

の

分

社

を

ま

つ

り

ま

し

た

。

 

宝

永

二

年

(

一

七

〇

五

)

に

、

西

条

藩

主

松

平

頼

純

が

本

殿

を

造

営

し

、

西

条

藩

の

六

社

に

加

え

ら

れ

ま

し

た

。

 

境

内

に

は

、
伊

予

八

幡

神

社

、
新

居

神

社

な

ど

が

祭

ら

れ

!

て

い

ま

す

 

一

宮

神

社

の

秋

祭

り

は

、

全

国

的

に

知

ら

れ

て

い

る

太

鼓

台

が

く

り

出

さ

れ

と

て

も

に

ぎ

や

か

で

す

。

ま

た

、

隔

年

ご

と

の

御

輿

の

「

海

上

渡

御

」

(

船

御

幸

)

は

、

愛

媛

県

の

特

別

な

神

事

と

し

て

も

有

名

で

す

。

遠

い

む

か

し

を

物

語

る

樟

樹

林

は

、
昭

和

二

六

年

に

、

国

の

天

然

記

念

物

に

指

定

さ

れ

ま

し

た

。

 

そ

の

他

に

、

小

女

郎

た

ぬ

き

の

伝

説

や

葛

淵

の

神

水
（

若

水

町

)

な

ど

が

あ

り

ま

す

。

 

      

小

女

郎

た

ぬ

き 

 

む

か

し

、

立

川

の

奥

の

小

女

郎

谷

に

、

一

匹

の

た

ぬ

き

が

住

ん

で

い

ま

し

た

。

 

夕

方

に

な

る

と

、

美

し

い

娘

に

化

け

る

の

で

、

人

々

は

、

「

小

女

郎

た

ぬ

き

」

と

呼

ん

で

い

ま

し

た

。

小

女

郎

た

ぬ

き

は

、

神

通

力

を

持

っ

て

い

た

の

で

、

一

宮

神

社

の

神

様

に

見

込

ま

れ

て

、

眷

属

(

お

使

い

者

)

と

し

て

、

抱

え

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

、

一

宮

の

森

に

移

っ

て

来

ま

し

た

。

 

小

女

郎

た

ぬ

き

は

、
壬

生

川

の
「

喜

左

衛

門

た

ぬ

き

」
、
屋

島

の

「

禿

げ

た

ぬ

き

」

と

と

も

に

、

三

兄

妹

と

し

て

、

伊

予
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た

ぬ

き

族

の

名

門

で

、

一

番

く

す

に

住

ん

で

い

ま

し

た

。

 

代

々

、

一

宮

神

社

の

宮

司

に

つ

か

え

て

、

か

わ

い

が

ら

れ

て

い

る

利

口

な

た

ぬ

き

で

し

た

。

 
あ

る

日

、
つ

い

で

き

心

か

ら

、
初

穂

(

そ

の

年

初

め

て

収

穫

し

た

穀

物

や

、
そ

れ

に

代

わ

っ

て

神

仏

に

捧

げ

る

も

の

)

の

鯛

を

1

匹

失

敬

し

て

食

べ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

 

と

こ

ろ

が

、

悪

い

こ

と

は

で

き

ま

せ

ん

。

こ

の

こ

と

が

宮

司

に

ば

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。

 

「

初

穂

の

鯛

を

盗

む

よ

う

な

奴

は

、
一

族

の

資

格

が

な

い

。

今

日

か

ぎ

り

、

一

宮

の

森

か

ら

追

放

す

る

。
」

 

と

う

と

う

、

住

み

つ

い

て

い

た

一

番

く

す

か

ら

、

追

い

出

さ

れ

て

し

ま

い

ま

し

た

。
 

住

み

な

れ

た

一

宮

の

森

を

去

っ

て

、

あ

て

も

な

く

、

さ

ま

よ

い

歩

く

う

ち

に

浜

辺

に

来

ま

し

た

。

困

っ

た

小

女

郎

た

ぬ

き

は

、

慈

眼

寺

の

和

尚

に

化

け

て

、

い

ま

こ

ぎ

出

そ

う

と

す

る

船

に

乗

せ

て

も

ら

い

ま

し

た

。

 

何

日

も

の

船

旅

で

、

腹

の

へ

っ

た

小

女

郎

た

ぬ

き

は

、

積

み

荷

の

鯛

を

一

匹

、

衣

の

下

に

か

く

し

て

、

盗

み

食

い

を

し

て

い

ま

し

た

。

 

こ

れ

ま

た

、

見

つ

け

ら

れ

て

、

 

「

こ

の

生

ぐ

さ

坊

主

。
」

 

と

、
棒

で

一

撃

を

受

け

た

と

に

ん

に

化

け

の

皮

が

は

が

れ

、

あ

わ

や

水

葬

礼

(

水

中

に

死

骸

を

投

じ

て

葬

る

こ

と

)
に

な

る

と

こ

ろ

を

や

つ

と

の

思

い

で

命

が

助

か

り

ま

し

た

。

 

そ

の

時

、

小

女

郎

た

ぬ

き

は

前

非

を

悔

い

て

、

 

「

こ

の

ご

恩

は

、

か

な

ら

ず

報

い

ま

す

。

大

阪

に

着

い

た

ら

、

金

の

茶

釜

に

化

け

ま

す

か

ら

こ

れ

を

売

っ

て

鯛

の

身

の

し

ろ

金

に

し

て

く

だ

さ

い

。
」

 

と

言

い

ま

し

た

。

 

大

阪

に

着

く

と

、

金

の

茶

釜

に

化

け

て

、

古

道

具

屋

に

高

く

買

っ

て

も

ら

い

ま

し

た

。

 

こ

う

し

て

金

の

茶

釜

の

約

束

を

は

た

し

た

小

女

郎

た

ぬ

き

は

き

れ

い

な

娘

に

化

け

て

、

古

道

具

屋

を

抜

け

出

し

、

大

阪

の

町

を

道

頓

堀

、
千

日

前

と

歩

き

回

り

、
友

だ

ち

の

い

る
「

し

だ

の

森

」
を

訪

ね

ま

し

た

。 

し

ば

ら

く

そ

こ

に

住

ん

で

い

ま

し

た

が

そ

の

後

、

許

さ

れ

て

一

宮

の

森

に

帰

っ

た

と

い

う

こ

と

で

す

。

 

い

ま

で

は

、「

諸

願

成

就

」

の

守

り

神

様

と

し

て

、

信

仰

-

を

集

め

て

い

ま

す

。

 

(

国

領

川

を

上

流

に

行

く

と

、

立

川

で

山

あ

い

に

入

る

。

そ

こ

か

ら

、

本

谷

を

「

小

女

郎

川

」

と

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。

)
 

       

く

す

の

木 

 

樟

樹

は

、

暖

か

い

土

地

の

好

き

な

常

緑

広

葉

樹

で

、

日

本

の

西

南

地

方

の

海

岸

に

近

い

暖

地

の

植

物

で

す

。

ま

た

、

日

本

は

、

樟

の

特

産

地

と

し

て

よ

く

知

ら

れ

て

い

ま

す

。

 

一

宮

神

社

に

は

、

数

十

本

も

の

巨

大

な

樟

樹

が

あ

り

、

そ

れ

は

そ

れ

は

見

事

な

も

の

で

、

実

に

壮

観

な

も

の

で

す

。

 
こ

の

樟

樹

は

、

い

つ

ご

ろ

植

え

ら

れ

た

も

の

で

し

ょ

う

か

？

 

樹

齢

は

、

何

年

く

ら

い

で

し

ょ

う

か

？

 

一

宮

裤

社

が

建

立

さ

れ

た

の

は

、
千

数

百

年

前

(

七

〇

九

年

建

立

)

と

い

い

ま

す

か

ら

、
こ

の

く

ら

い

の

年

輪

を

刻

ん

で

い

る

も

の

と

、

考

え

ら

れ

ま

す

。

そ

の

中

で

も

、

一

番

大

き

な
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樟

樹

は
「

一

番

く

す

」
で

、

根

回

り

は

一

四

・

九

メ

ー

ト

ル

、

高

さ

二

九

メ

ー

ト

ル

、

枝

張

り

面

積

三

二

平

方

メ

ー

ト

ル

も

あ

り

ま

す

。

昭

和

二

三

年

天

然

記

念

物

と

し

て

愛

媛

県

の

指

定

を

受

け

、

さ

ら

に

昭

和

二

六

年

六

月

、

国

の

指

定

を

受

け

ま

し

た

。

 

           

道

し

る

べ 

 

道

し

る

べ

！

 

こ

れ

は

、

あ

り

が

た

い

も

の

で

す

。

 

こ

こ

か

ら

ど

こ

ま

で

何

キ

ロ

と

か

、

こ

っ

ち

へ

行

け

ば

ど

こ

そ

こ

へ

行

く

な

ど

、

矢

印

と

数

字

で

示

し

て

い

ま

す

。

歩

道

橋

や

鉄

柱

に

そ

う

い

う

標

識

が

あ

っ

て

、

バ

ス

も

車

も

そ

れ

を

頼

り

に

楽

々

と

走

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

 

今

は

、

そ

う

で

す

が

、

む

か

し

は

む

か

し

な

り

に

、

道

し

る

べ

が

あ

っ

た

こ

と

は

、

旅

行

を

し

て

み

る

と

よ

く

わ

か

り

ま

す

。
四

国

八

十

八

ヶ

所

参

り

を

す

る

と

、
「

へ

ん

ろ

道

」
の

道

し

る

べ

が

寺

か

ら

寺

へ

と

導

い

て

く

れ

ま

す

。

 

一

宮

神

社

の

正

門

(

農

協

支

所

の

北

四

つ

角

)

玉

垣

の

前

に

、

惣

開

へ

の

道

し

る

べ

が

あ

り

ま

す

。

 

む

か

し

の

名

残

り

で

す

。

 

二

〇

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

×

一

五

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

、

高

さ

一

メ

ー

ト

ル

ほ

ど

の

花

崗

岩

の

柱

で

す

。

 

南

面

の

上

の

は

し

に

「

左

」

の

文

字

が

あ

り

、

そ

の

下

に

西

を

さ

す

手

形

を

彫

り

、

そ

の

下

に

「

そ

う

び

ら

き

」

と

あ

り

ま

す

。

 

西

面

に

は

、

手

形

の

指

の

先

か

ら

の

ば

し

た

矢

印

を

刻

し

、

矢

印

の

上

に

「

北

」

の

文

字

、

そ

の

下

に
「

ニ

イ

ハ

マ

」

と

あ

り

ま

す

。

 

北

面

に

は

、「
道

し

る

べ

 

大

正

十

年

春

 

一

宮

部

落

」

と

、

あ

り

ま

す

。

一

宮

部

落

の

人

々

の

温

か

い

心

を

発

散

し

て

い

ま

す

。

 

登

り

道

を

久

保

田

の

方

か

ら

下

っ

て

、

惣

開

の

住

友

の

工

場

の

方

へ

行

く

人

が

だ

ん

じ

り

道

を

西

へ

、 

そ

し

て

、
黒

橋
(

金

子

橋

)

を

渡

っ

て

行

く

人

々

の

姿

が

目

に

浮

か

ん

で

き

ま

す

。
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尋

常

小

学

校

跡 

 
明

治

五

年

八

月
（

一

八

七

二

）
、
学

制

が

発

布

さ

れ

る

と

同

時

に

太

政

官

布

告

が

発

せ

ら

れ

、

教

育

の

必

要

性

が

高

ま

り

ま

し

た

。
こ

の

当

時

は

、
今

の

よ

う

な

義

務

教

育

で

は

な

く

、

経

費

の

責

任

を

保

護

者

の

負

担

と

し

ま

し

た

。

学

校

教

育

の

初

め

の

こ

ろ

の

時

代

で

、

就

学

率

も

低

か

っ

た

の

で

す

。

 

さ

て

、

金

子

尋

常

小

学

校

は

、

今

の

農

協

支

所

の

所

に

あ

り

、

酒

蔵

を

利

用

し

て

の

開

校

で

し

た

。

 

金

子

地

区

の

学

校

の

始

ま

り

は

、

明

治

八

年

に

で

き

た

、

新

須

賀

村

の
「

日

新

学

校

」
、
庄

内

村

の

「

柳

泉

学

校

」

そ

し

て

、

金

子

村

の

「

有

終

学

校

」

で

し

た

。

 

「

有

終

学

校

は

、

金

子

甲

四

五

二

番

地

(

久

保

田

町

)

に

創

設

さ

れ

ま

し

た

が

、

三

校

と

も

三

村

合

併

に

よ

り

、

金

子

尋

常

小

学

校

へ

と

合

流

す

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

 

   

久

保

田

の

地

蔵

様 

金

子

小

学

校

西

通

用

門

を

南

へ

二

百

メ

ー

ト

ル

ば

か

り

行

っ

た

四

つ

辻

の

西

南

の

所

に

、

お

地

蔵

様

を

祀

っ

て

あ

り

ま

す

。

 

昔

、

こ

の

四

つ

辻

の

東

北

に

、

溜

池

が

あ

り

ま

し

た

。

溜

池

の

所

に

お

金

持

ち

の

屋

敷

が

あ

り

、

多

く

の

下

男

や

下

女

を

雇

っ

て

ま

し

た

。

屋

敷

で

は

下

男

や

下

女

は

、

現

在

と

異

な

っ

て

き

び

し

い

法

度

で

働

か

せ

て

い

ま

し

た

。

特

に

男

女

の

仲

に

つ

い

て

は

き

び

し

か

っ

た

よ

う

で

す

。

屋

敷

で

働

い

て

い

た

男

と

女

が

仲

良

く

な

っ

た

が

、

結

ば

れ

て

夫

婦

と

な

る

こ

と

も

で

き

な

か

っ

た

の

で

,
 

二

人

は

手

を

取

り

合

っ

て

池

に

身

を

投

げ

て

死

ん

で

し

ま

い

ま

し

た

。

付

近

の

人

が

二

人

の

霊

を

な

ぐ

さ

め

、

と

む

ら

う

た

め

に

お

地

蔵

様

を

お

祀

り

し

た

と

い

う

こ

と

で

す

 

   

こ

は

ま

地

蔵 
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こ

の

お

地

蔵

様

の

建

立

は

天

明

四

年

甲

辰

八

月

と

台

座

に

刻

ま

れ

て

お

り

ま

す

。

 

天

明

四

年

(

一

七

八

四

年

)

は

今

か

ら

二

百

年

昔

で

あ

り

丁

度

そ

の

頃

、

天

明

飢

餓

が

あ

り

ま

し

た

の

で

犠

牲

者

の

供

養

の

た

め

建

て

ら

れ

た

も

の

と

思

わ

れ

ま

す

。

こ

の

「

こ

は

ま

地

蔵

」

は

地

域

の

人

々

の

厚

い

信

仰

を

集

め

永

い

風

雪

を

絶

え

て

こ

ら

れ

ま

し

た

。

多

逢

勝

縁

と

は

多

く

の

良

縁

に

会

う

こ

と

が

出

来

る

と

い

う

意

味

で

あ

り

、

大

慈

悲

を

も

っ

て

衆

生

の

苦

し

み

を

救

い

悪

病

の

侵

入

を

防

ぎ

、

と

り

わ

け

幼

い

子

供

の

安

泰

を

守

っ

て

下

さ

る

有

難

い

菩

薩

で

あ

り

ま

す

。

こ

の

「

こ

は

ま

地

蔵

」

に

願

を

か

け

る

と

「

一

つ

だ

け

の

願

い

」

は

叶

え

て

下

さ

る

と

い

う

古

い

言

い

伝

え

が

あ

り

ま

す

。

皆

様

も

ひ

そ

か

な

つ

つ

ま

し

い

願

い

を

こ

め

て

お

参

り

下

さ

い

。

そ

し

て

末

永

く

お

地

蔵

様

を

大

切

に

お

護

り

下

さ

る

よ

う

お

願

い

し

ま

す

。

 

   

へ

ん

ろ

地

蔵 

 

い

つ

の

頃

か

、

生

国

も

名

前

も

わ

か

ら

な

い

が

、

一

人

の

遍

路

が

金

子

川

の

金

栄

橋

付

近

を

ね

ぐ

ら

と

し

て

住

ん

で

い

ま

し

た

。

 

付

近

の

情

け

深

い

人

が

家

に

泊

め

て

、

家

族

同

様

に

し

て

生

活

し

て

い

ま

し

た

が

、

三

ヵ

月

も

過

ぎ

て

も

出

て

い

か

な

い

の

で

、

遍

路

を

追

い

出

し

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

、

遍

路

は

ま

た

橋

の

付

近

を

ね

ぐ

ら

に

住

む

よ

う

に

な

り

、

ま

も

な

く

し

て

死

ん

で

し

ま

っ

た

の

で

し

た

。

 

そ

の

後

、

そ

の

家

に

不

幸

が

続

き

、

遍

路

の

た

た

り

で

あ

る

と

、

地

蔵

様

を

祀

っ

て

霊

を

な

ぐ

さ

め

た

。

 

そ

の

家

に

は

、

そ

の

後

不

幸

が

訪

れ

る

こ

と

は

あ

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

 

昭

和

三

～

十

年

頃

の

、

夏

の

旧

盆

に

は

、

こ

の

遍

路

地

蔵

の

祭

り

が

に

ぎ

や

か

に

行

わ

れ

て

い

ま

し

た

が

、

戦

後

は

夏

祭

り

も

絶

え

て

さ

び

し

い

か

ぎ

り

で

す

。

 

こ

の

地

蔵

様

、
新

四

国

八

十

八

カ

所

の

六

十

二

番

所

で

す

。 

   

六

地

蔵

の

お

ん

ぶ

タ

ヌ

キ 

 

金

子

川

の

久

保

田

の

西

南

端

で

川

西

の

河

内

に

、

人

々

の

幸

福

を

祈

っ

て

六

体

の

地

蔵

が

祀

ら

れ

た

六

地

蔵

(

旧

地

名

)

が

あ

り

、

今

は

神

楽

場

と

呼

ん

で

ま

す

。

 

秋

山

の

爺

さ

ん

の

か

っ

ぷ

く

か

ら

、
地

の

人

は

六

地

蔵

の

-

西

郷

さ

ん

と

呼

ん

で

い

ま

し

た

。

今

の

久

保

田

黒

住

教

会

前

に

大

ク

ス

の

木

が

あ

り

、

そ

の

下

を

爺

さ

ん

が

通

り

か

か

る

と

、
雨

が

降

る

よ

う

に

砂

が

パ

ラ

パ

ラ

と

落

ち

て

来

ま

し

た

。 
三

度

も

出

会

う

の

で

、
「
今

日

こ

そ

許

さ

ん

ぞ

、
下

り

て

来

い

！

」

と

、

ど

な

り

つ

け

小

石

を

な

げ

つ

け

る

と

、

そ

れ

か

ら

は

い

た

ず

ら

を

し

な

く

な

っ

た

と

い

う

こ

と

で

す

。

 

あ

る

お

ぼ

ろ

月

の

夜

、

教

会

の

前

を

通

る

と

、

き

れ

い

な

べ

べ

(

着

物

)

を

贈

た

美

人

が

「

も

し

も

し

爺

さ

ん

、

わ

た

し
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は

足

が

痛

う

て

歩

け

ん

の

で

、

向

か

い

の

土

手

ま

で

お

ん

ぶ

し

て

渡

し

て

く

れ

ま

い

か

。
」

と

、

し

き

り

に

頼

み

ま

す

。

 

爺

さ

ん

は
「

よ

し

よ

し

わ

け

の

な

い

こ

と

じ

ゃ

。
」
と

、
女

を

背

負

っ

て

や

り

ま

し

た

。

と

こ

ろ

が

、

大

き

な

し

っ

ぽ

が

手

に

ふ

れ

た

。

こ

れ

幸

い

と

爺

さ

ん

は

し

っ

ぽ

を

し

っ

か

り

と

つ

か

ん

で

「

タ

ヌ

キ

ち

ゃ

ん

よ

、

わ

し

を

誰

と

思

う

と

る

の

か

、

今

晩

こ

そ

は

だ

ま

さ

れ

ん

ぞ

。

連

れ

て

い

ん

で

タ

ヌ

キ

の

正

体

を

見

破

っ

て

や

る

、

か

く

ご

せ

い

！

」

と

、

川

を

渡

り

終

わ

ろ

う

と

す

る

と

、
タ

ヌ

キ

は
「

こ

れ

か

ら

人

を

だ

ま

さ

ん

け

ん

、

ど

う

ぞ

お

ろ

し

て

く

だ

さ

い

。
」

と

、

必

死

に

哀

願

し

ま

す

、「
お

前

は

そ

う

言

い

も

て

、

人

を

だ

ま

す

け

ん

絶

対

に

お

ろ

さ

ん

ぞ

、

タ

ヌ

キ

汁

に

し

て

食

う

て

や

る

け

ん

か

く

ご

せ

い

。
」
と

こ

っ

ぴ

ど

く

戒

め

て

か

ら

助

け

て

や

り

ま

し

た

。

 

爺

さ

ん

の

恩

を

知

っ

て

か

、
そ

の

後

は

、

こ

の

お

ん

ぶ

タ

ヌ

キ

は

人

を

化

か

さ

ぬ

よ

う

に

な

っ

た

と

い

う

こ

と

で

す

。

 


