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塩
の
道
で

発
見
し
た
お
宝
は
？

　
宗
我
神
社
は
岩
田
橋
の
南
に
あ

り
ま
す
。
中
ノ
村
宗
我
に
あ
っ
た

も
の
を
、
大
正
３
年
現
在
地
に
移

し
ま
し
た
。
由
来
は
古
く
、
弘
法
大

師
の
つ
え
跡
の
石
も
あ
り
ま
す
。

　
神
社
の
横
の
小
道
は
赤
岡
か
ら

の
主
要
道
で
恵
日
寺
へ
の
道
標
石

も
あ
り
、
そ
の
先
、
山
北
川
に
は
改

修
ま
で
、
歩
幅
に
合
わ
せ
て
飛
び

石
が
あ
り
、
昭
和
座
跡
の
方
へ
。
そ

の
北
に
は
宗
我
神
社
跡
の
石
碑
、

上
流
の
山
北
口
橋
の
下
流
（
富
家

ぜ
き
辺
り
）
に
も
飛
び
石
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
安
岡
家
（
文
化
財
）
へ
も

道
が
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。

　
近
く
の
西
内
繁
子
さ
ん
（
95
歳
）

に
よ
る
と
、
神
社
境
内
の
東
に
大

き
な
松
が
あ
り
、
少
し
高
い
所
に

穴
が
あ
っ
て
、
子
ど
も
が
入
っ
て

遊
ん
だ
と
か
。
昭
和
の
は
じ
め
、
橋

の
北
側
に
は
、
小
屋
が
あ
り
、
数
台

の
人
力
車
が
客
待
ち
を
し
て
い
た

そ
う
で
す
。
ま
た
天
秤
棒
を
担
ぎ

女
性
の
行
商
が
「
い
お
は
い
ら
ん

か
ね
」
と
富
家
辺
り
ま
で
行
き
、
し

ば
木
や
竹
の
皮
と
交
換
。
後
日
そ

れ
を
草
履
に
編
ん
で
き
た
。

　
や
が
て
天
秤
が
小
さ
な
手
押
車

や
大
八
車
・
リ
ヤ
カ
ー
へ
。
道
の
幅

も
場
所
も
時
代
と
と
も
に
変
っ
て

い
っ
た
と
懐
か
し
そ
う
に
話
し
て

く
れ
ま
し
た
。　
　
　（
十
萬
眞
明
）
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奥
西
川
の
有
宮
神
社
か
ら
少
し

峠
寄
り
の
道
端
に
、「
塩
の
道
保
存

会
」
の
案
内
板
が
立
っ
て
い
た
。「
こ

こ
か
ら
未
整
備
な
の
で
、
塩
の
道
を

歩
か
れ
る
方
は
香
北
･
赤
岡
線
を
通

っ
て
く
だ
さ
い
」
と
掲
示
し
て
あ
る

の
は
、
こ
れ
か
ら
先
が
「
塩
の
道
」
と

し
て
最
大
の
難
所
な
の
で
あ
ろ
う
。

昔
な
ら
追
剥
が
出
そ
う
な
薄
暗
い

樹
間
を
つ
づ
ら
折
り
に
あ
が
っ
た
。

途
中
、
い
く
つ
か
の
「
塩
の
道
」
を
確

認
し
つ
つ
、
連
続
の
ヘ
ア
ピ
ン
カ
ー

ブ
に
後
部
座
席
で
空
ブ
レ
ー
キ
を

踏
み
、
四
肢
が
硬
直
、
冷
や
汗
を
か

い
た
。

　
急
に
目
の
前
が
開
け
た
。

　
こ
こ
が
文
代
峠
！

　
赤
色
の
奉
納
旗
が
鮮
や
か
に
風

に
な
び
き
、
小
さ
な
祠
に
は
馬
頭
観

音
が
鎮
座
さ
れ
て
い
た
。60
㎝
ほ
ど

の
自
然
石
に
浮
き
彫
の
観
音
像
の

宝
冠
は
、
確
か
に
馬
頭
を
頂
い
て
い

る
。

　
カ
メ
ラ
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
不
能
で

肝
心
の
馬
頭
部
分
が
暗
く
、
窮
余
の

一
策
。
女
性
編
集
員
に
、「
化
粧
用
コ

ン
パ
ク
ト
を
貸
し
て
」
と
言
え
ば
即

座
に
、馬
頭
観
音
に
光
が
当
た
っ
た
。

　
一
般
的
に
木
彫
り
の
馬
頭
観
音

は
憤
怒
相
が
多
い
が
、
こ
の
観
音
様

は
穏
や
な
優
し
い
慈
悲
相
の
お
顔
。

前
面
に
「
嘉
永
元
年
八
月
十
七
日
」

と
刻
銘
が
あ
り
、
江
戸
時
代
末
期
に

建
立
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

　
馬
頭
観
音
の
信
仰
は
、
平
安
時
代

か
ら
と
い
う
。
山
間
の
人
々
に
は
身

内
の
よ
う
な
牛
馬
の
無
事
息
災
と
、

死
後
の
冥
福
を
祈
り
、
重
ね
て
身
辺

の
人
々
の
苦
悩
救
済
に
祀
ら
れ
て

き
た
。

　
そ
の
昔
、
地
域
産
業
の
中
心
だ
っ

た
赤
岡
と
物
部
郷
を
結
ぶ
交
易
の

往
還
道
で
あ
っ
た
「
塩
の
道
」
に
は
、

い
く
所
か
馬
頭
観
音
が
祀
ら
れ
、
ま

た
「
馬
止
め
」「
馬
淵
」
な
ど
馬
に
ま

つ
わ
る
地
名
も
多
い
。
馬
が
い
か
に

重
要
な
交
通
手
段
で
あ
っ
た
か
、
ま

た
、
こ
の
「
塩
の
道
」
が
厳
し
い
難
所

で
あ
っ
た
こ
と
も
含
め
て
伺
い
知

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

 

文
代
峠
を
去
る
に
当
た
り
、峠
の

頂
上
と
思
し
き
所
に
「
こ
こ
か
ら
香

美
市
」
の
案
内
標
識
が
所
在
無
く
立

つ
と
こ
ろ
か
ら
、晩
秋
の
風
が
音
も

な
く
吹
け
抜
け
て
く
る
。

　
文
代
峠
の
観
音
様
。

　
諸
願
成
就
、
家
内
安
全
無
病
息

災
、
交
通
安
全
祈
願
と
地
元
の
人
々

に
手
厚
く
祀
ら
れ
、
今
な
お
四
季

折
々
の
草
花
が
絶
え
る
こ
と
な
く

供
え
ら
れ
て
い
た
。　（
島
崎
則
彦
）

　
文
代
峠
か
ら
く
ね
く
ね
と
急
坂

を
下
っ
た
中
西
川
は
民
家
が
点
在

し
、
穏
や
か
な
そ
の
山
里
の
風
景

に
ほ
っ
と
す
る
。

　
西
川
村
役
場
跡
の
下
手
に
大
き

な
杉
に
囲
ま
れ
た
君
子
方
神
社
が

あ
る
。
鳥
居
の
脇
に
は
「
香
我
美
町

天
然
記
念
物
・
君
子
方
神
社
の
ス

ギ
。
右
左
幹
周
り
は
３
ｍ
以
上
、
高

さ
は
約
30
ｍ
」
と
あ
る
。
樹
齢
は
不

明
だ
が
、
雷
に
打
た
れ
た
の
か
焼

け
こ
げ
た
跡
も
あ
り
、
長
い
間
こ

こ
に
踏
ん
張
っ
て
い
る
姿
に
、
あ

り
が
た
さ
を
感
じ
た
。

　
石
段
を
登
る
と
目
に
飛
び
込
ん

で
く
る
の
が
拝
殿
の
柱
。
滝
を
登

る
鯉
の
両
側
に
竜
、
さ
ら
に
は
鶴

の
姿
も
。
今
に
も
飛
び
出
し
そ
う

な
ほ
ど
の
彫
刻
に
、
口
を
あ
け
た

ま
ま
見
入
っ
て
し
ま
う
。

　「
こ
れ
は
登
竜
門
を
意
味
し
ち
ょ

ら
あ
ね
」
…
な
る
ほ
ど
。
急
流
の
滝

を
鯉
だ
け
が
登
り
き
り
、竜
に
な
っ

た
と
い
う
伝
説
で
立
身
出
世
に
か

か
わ
る
難
関
突
破
の
意
味
。

　
子
ど
も
を
持
つ
わ
た
し
た
ち
は

「
拝
ん
じ
ょ
か
な
い
か
ん
！
」
と
思

わ
ず
手
を
合
わ
せ
た
。

　
「
登
竜
門
」
の
裏
側
に
は
、
菊
の

紋
も
ひ
っ
そ
り
、
し
か
し
、
し
っ
か

り
と
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
の
が
印

象
的
だ
っ
た
。　
　（
久
保
き
み
）

　
下
組
地
区
の
川
沿
い
に
は
田
舎

の
風
景
が
あ
っ
た
。
岸
辺
に
は
渋

柿
が
鈴
な
り
！
そ
う
、
吊
し
柿
は

保
存
食
な
の
だ
。

　
山
手
へ
行
く
と
、
７
頭
の
手
作

り
馬
頭
観
音
が
祀
ら
れ
て
い
た
。

地
域
の
人
が
、
思
い
を
込
め
て
一

生
懸
命
に
彫
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
山
沿
い
に
続
い
て
い
く
運
搬
用

の
モ
ノ
レ
ー
ル
。
小
さ
な
橋
の
下

に
は
カ
ニ
を
捕
る
た
め
の
梁
。
こ

の
山
里
で
「
人
が
生
き
る
た
め
の

知
恵
」
が
至
る
所
に
見
受
け
ら
れ

た
。

　
西
川
小
学
校
跡
か
ら
少
し
下
っ

て
い
く
と
地
場
産
品
直
販
所
「
あ

ぐ
り
の
さ
と
」
。
そ
の
少
し
手
前
、

県
道
の
下
に
「
鞍
掛
石
」
が
あ
る
。

昔
、
塩
の
道
を
往
来
す
る
馬
の
鞍

を
掛
け
て
、
ひ
と
休
み
さ
せ
た
の

だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。
な
る

ほ
ど
、
鞍
を
掛
け
る
に
は
絶
好
の

形
を
し
て
い
る
。

　
今
は
田
ん
ぼ
の
中
に
あ
る
こ
の

石
。
小
さ
な
道
が
こ
の
側
に
も
通

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
な
。

　
先
日
８
周
年
を
祝
っ
た
「
あ
ぐ

り
の
さ
と
」
は
現
在
の
「
鞍
掛
石
」

な
の
か
も
ね
。　
　（
田
中
た
い
子
）

　塩の道のルートはたく

さんあります。次回は香南

市最北の舞川地区で聞い

た話を紹介します。

お
い
は
ぎ

ぶ
ん
し
ろ

ぶ
ん
し
ろ

わ
き

ま
つ

や
な

く
ら
か
け

く
ら
か
け

く
ら

そ
　
が

て
ん
び
ん

魚

て
ん
び
ん

く
ら

く
　
し
　
か
た

ふ
ん
ぬ

ま
つ

ま
つ

ま
つ

ほ
こ
ら

あ
ぐ
り
の
さ
と
周
辺
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