
塩
の
道
　
　
探
検
記

編
集
委
員
が
行
く 

其
の
二

周
辺

舞
川
の
暮
ら
し
、昔
談
議
。

恒石文明さん
（69歳）
南国市在住

恒石歳春さん
（90歳）
香我美町舞川在住

小松光廣さん
（68歳）
香我美町舞川在住

大西理政さん
（72歳）
南国市在住

子
ど
も
の
こ
ろ
の
遊
び

　
子
ど
も
の
こ
ろ
は
玩
具
ら
し
い

物
は
な
く
、
竹
馬
・
コ
マ
・
チ
ャ
ン

バ
ラ
ご
っ
こ
で
遊
ん
だ
。
教
室
で

は
石
盤
と
石
墨
を
使
っ
て
い
た
。

通
学
は
も
ち
ろ
ん
徒
歩
で
、
わ
ら

じ
を
は
い
て
い
た
。

　
戦
時
中
は
Ｂ
29
が
上
空
を
飛
ん

で
い
た
。

店
屋
の
所
在

　
近
所
に
は
３
軒
ほ
ど
の
店
屋
が

あ
り
食
品
や
雑
貨
を
売
っ
て
い
た
。

洋
服
な
ど
は
物
部
の
大
栃
へ
買
い

に
行
っ
た
。
ま
た
、
地
元
商
店
で
は

そ
ろ
え
ら
れ
な
い
も
の
は
、
香
北

の
府
内
へ
出
向
い
た
。

赤
岡
へ
の
交
通
手
段

　
大
正
５
、６
年
ご
ろ
郡
道
が
開
通
。

馬
が
引
く
荷
車
で
、
朝
５
時
に
家

を
出
て
、
岸
本
や
赤
岡
で
買
い
物

を
し
て
夜
に
は
帰
宅
し
て
い
た
。

山
か
ら
は
椎
茸
、木
炭
、が
ん
び（
和

紙
の
原
料
）
な
ど
を
持
っ
て
岸
本

や
赤
岡
で
売
り
さ
ば
き
、
赤
岡
か

ら
は
日
用
品
、塩
さ
ば
、干
魚
、鯨
肉
、

塩
な
ど
を
買
い
整
え
て
い
た
。

　
通
過
す
る
村
落
は
、
奈
良
峠
・
別

役
・
正
延
・
山
川
・
堀
ノ
内
・
稗
地
・

岸
本
・
赤
岡
で
片
道
約
24
㎞
。
通
常

は
往
復
約
15
時
間
、
足
の
早
い
人

な
ら
、
近
道
を
通
っ
て
約
８
時
間

で
往
復
し
て
い
た
。
ま
た
、
羽
尾
・

国
光
・
夜
須
川
・
手
結
へ
の
道
を
と

る
人
も
い
た
と
小
松
さ
ん
の
話
は

弾
む
。

　
野
口
谷
に
は「
遍
路
墓
」が
あ
り
、

病
弱
な
牛
馬
の
捨
て
場
に
も
な
っ

て
い
た
。
そ
こ
は
樹
木
が
う
っ
そ

う
と
覆
い
か
ぶ
さ
り
、
昼
間
で
も

気
味
の
悪
い
所
だ
っ
た
。

婚
礼
・
神
祭

　
「
年
ご
ろ
に
な
っ
て
、
４
㎞
ほ
ど

美
良
布
寄
り
物
部
の
庄
谷
相
か
ら
、

娘
が
見
合
い
の
た
め
に
我
が
家
へ

訪
れ
て
来
た
が
、
そ
の
ま
ま
家
に

在
り
付
い
た
。
そ
れ
が
女
房
よ
」
と

歳
春
さ
ん
。
当
時
は
こ
の
よ
う
に

親
同
士
の
話
し
合
い
で
、
お
互
い

に
顔
も
知
ら
ず
に
結
婚
す
る
こ
と

が
珍
し
く
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
神

祭
の
時
季
に
は
周
辺
の
村
落
か
ら

お
呼
び
が
か
か
り
、
優
に
２
週
間

は
帰
宅
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

目
元
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
な
が
ら
も
真

面
目
な
顔
で
話
を
続
け
ら
れ
た
。

山
と
木
材

　
終
戦
後
か
ら
の
木
材
景
気
で
、

山
は
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
と
、
当
時

山
の
売
買
を
仕
事
に
し
て
い
た
歳

春
さ
ん
。
息
子
の
文
明
さ
ん
は
所

有
の
山
か
ら
杉
や
桧
を
切
り
ワ
イ

ヤ
ー
で
飛
ば
し
て
い
た
こ
ろ
の
写

真
を
見
せ
な
が
ら
説
明
し
て
く
だ

さ
っ
た
。
伐
採
後
、
植
林
し
良
い
木

に
成
長
し
て
い
る
が
、
現
況
の
安

値
で
は
伐
採
す
る
気
に
な
ら
な
い

と
あ
き
ら
め
顔
だ
っ
た
。

伝
わ
る
昔
ば
な
し

　
長
谷
の
西
、
高
さ
７
１
４
ｍ
の

熊
王
山
に
は
悲
し
い
物
語
が
あ
る
。

　
大
昔
、
夫
婦
が
熊
王
山
に
差
し

掛
か
る
と
妻
が
急
に
産
気
づ
い
た
。

木
の
股
に
妻
を
押
し
上
げ
た
夫
は
、

妻
の
た
め
に
深
い
谷
へ
水
を
く
み

に
下
り
、１
時
間
ほ
ど
し
て
戻
っ
た
。

し
か
し
、
す
で
に
妻
の
姿
は
な
く

山
犬
に
食
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
た

い
そ
う
嘆
き
、
く
ん
で
き
た
水
を

供
養
の
た
め
に
そ
の
辺
り
に
ま
く

と
、
小
さ
な
池
に
な
っ
た
。
今
で
も

そ
の
池
は
年
中
枯
れ
る
こ
と
な
く

水
を
た
た
え
て
い
る
と
い
う
。

恒
石
家
三
代
が
顔
を
連
ね
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昔
談
議

柴茶の枝をそのままあぶり、大胆にやかんに押し込む。

グツグツと煮立ったお茶は、天然の最高茶である。

　歳春さんの母の写真は「ガラス

写真」に収まっていて、写真の下

には大栃の写真館の名が刻まれ

ていた。恒石家の先祖は粋な人た

ちだったと推測される。

　
「
塩
の
道
」
を
調
べ
て
い
く
中
、
広
報
編
集
委
員
の
久
保
き
み
さ
ん
の
祖
父
が
90
歳
で
舞

川
に
健
在
と
知
り
ま
し
た
。
生
き
た
「
塩
の
道
」
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
お
う
と
、
地
元
の

古
老
た
ち
に
も
加
わ
っ
て
も
ら
い
「
舞
川
昔
談
議
」
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

香
南
市
最
北
の
地

　
　
　
　
　
　
舞
川
へ

　
市
役
所
を
出
発
し
、
香
我
美
町

山
北
か
ら
山
川
へ
抜
け
、別
役
を
通
っ

て
、
奈
良
峠
へ
。
日
向
川
の
大
蛇
藤

ま
で
、つ
づ
ら
折
の
道
を
約
１
時
間
、

舞
川
公
民
館
に
到
着
し
た
。

　
細
長
い
地
形
の
香
南
市
は
、
山

深
く
、
川
清
く
、
里
広
く
、
潮
騒
を

耳
に
、
四
季
を
通
じ
て
温
和
な
土

地
柄
で
あ
る
こ
と
を
さ
ら
に
認
識

し
た
。

舞
川
流
お
接
待

　
公
民
館
に
は
芳
香
が
満
ち
て
い

た
。私
た
ち
の
訪
問
を
歓
迎
し
て「
柴

茶
」（
実
や
花
の
つ
い
た
生
茶
）
を

ス
ト
ー
ブ
で
あ
ぶ
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
た
。「
こ
れ
が
舞
川
流
サ
ー
ビ

ス
よ
ね
」
と
笑
い
な
が
ら
あ
い
さ

つ
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
舞
川
の
昔
の

暮
ら
し
や
地
域
の
こ
と
、
近
隣
と

の
交
流
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
う

か
が
っ
た
。

舞
川
公
民
館
周
辺

　
公
民
館
前
の
三
差
路
の
橋
の
下

に
は
ち
い
さ
な
「
ど
ん
ど
」（
滝
）
が

あ
る
。
翡
翠
色
し
た
淵
の
よ
ど
み

を
さ
ら
に
暗
く
し
て
い
る
杉
の
古

木
に
藤
が
絡
ま
り
空
を
覆
っ
て
い

た
。
こ
れ
が
有
名
な
「
大
蛇
藤
」
で

あ
る
。
毎
年
開
花
の
季
節
に
あ
わ

せ
て「
藤
祭
り
」が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
公
民
館
の
上
に
は
廃
校
に
な
っ

た
北
部
小
中
学
校
が
あ
り
、
昨
秋

に
は
地
元
出
身
者
ら
が
集
ま
り
13

年
ぶ
り
に
運
動
会
が
行
わ
れ
た
。

淵
の
大
蛇
伝
説

　
こ
こ
に
は
伝
説
が
あ
り
、
昔
こ

の
淵
か
ら
南
の
棚
田
へ
延
び
る
穴

が
あ
っ
て
、
時
に
は
そ
の
穴
か
ら

大
蛇
の
し
っ
ぽ
が
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ

動
く
の
を
見
た
と
い
う
話
。
ま
た
、

そ
の
辺
り
に
住
む
と
資
産
家
に
な

る
と
い
う
言
い
伝
え
も
。
棚
田
の

水
を
濁
す
と
淵
の
水
も
濁
っ
た
と

い
う
話
も
あ
っ
て
、
今
で
も
２
ｍ

を
超
す
蛇
の
抜
け
殻
が
、
そ
こ
ら

あ
た
り
に
見
ら
れ
る
、と
大
西
さ
ん
。

　
こ
れ
ら
の
伝
説
が
生
き
て
い
た

時
代
、
周
辺
の
子
ど
も
た
ち
は
こ

の
淵
を
敬
遠
し
て
川
遊
び
を
し
な

か
っ
た
。子
ど
も
た
ち
が「
ど
ん
ど
」

の
わ
き
の
岩
か
ら
先
を
争
っ
て
飛

び
込
み
、夏
の
絶
好
の
遊
び
場
と
な
っ

た
の
は
昭
和
35
年
ご
ろ
か
ら
だ
、

と
小
松
さ
ん
。

庄
谷
相
か
ら
十
七
の
娘
が

「
見
合
い
」
に
わ
が
家
を
訪
れ
て

そ
の
ま
ま
家
に
在
り
付
い
た
。

そ
れ
が
わ
し
の
女
房
よ
。

ひ
な
た

し
ば

ち
ゃ

ひ
す
い

ふ
　
ち

て
　
ん
　
　
や

ふ
ち

す
ぎ

ふ
ち

ふ
ち

ふ
ち

お
も
ち
ゃ

す
ぎ

ひ
の
き

せ
き
ば
ん

て
　
ん
　
や

し
い
た
け

せ
き
ぼ
く

ほ
う
こ
う

伝
説
の
あ
る
大
蛇
藤

北
部
小
中
学
校
校
舎
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北部小中学校校舎内

いき

　塩の道は県内に多くあって、その一つが庄谷相から、もう一つは

香我美町奥西川の七社から羽尾へ。そこから芸西村へ干物やジャ

コの買出しに利用したということです。

　さらに一つは、香我美町東川の末清から夜須へ。歳春さんの話で

は、やはり舞川経由・赤岡への道が主幹道だったという。

　今後さらなる「塩の道」確認のため、長谷寺や羽尾を訪ね、いつ

の日か取材に出向かなければなるまいと思っている。

　塩の道は県内に多くあって、その一つが庄谷相から、もう一つは

香我美町奥西川の七社から羽尾へ。そこから芸西村へ干物やジャ

コの買出しに利用したということです。

　さらに一つは、香我美町東川の末清から夜須へ。歳春さんの話で

は、やはり舞川経由・赤岡への道が主幹道だったという。

　今後さらなる「塩の道」確認のため、長谷寺や羽尾を訪ね、いつ

の日か取材に出向かなければなるまいと思っている。

夜須への塩の道もあり！

「昔談議」参加者
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