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裏
路地

険
探

■
『
じ
ろ
は
っ
た
ん
』の
舞
台
を
歩
く
／
朝
来
市
和
田
山
町
宮み
や
だ田

童
話『
じ
ろ
は
っ
た
ん
』の
舞
台
と
な
っ
た
心
優
し
き
村

高
台
の
寺
院
や
お
社
、円
山
川
沿
い
の
堤
防
道
…

物
語
に
登
場
す
る
但
馬
の
原
風
景
が
目
に
浮
か
ぶ

　
『
明
石
か
ら
汽
車
に
乗
っ
て
、
は
じ
め

て
、
山
陰
線
の
養
父
駅
で
お
り
た
。
ち

い
さ
な
、
さ
び
し
い
駅
や
っ
た
』

　

こ
れ
は
知
的
障
害
の
あ
る
青
年
を

中
心
に
、心
の
ふ
れ
あ
い
を
描
い
た
童
話

『
じ
ろ
は
っ
た
ん
』の
冒
頭
の一
節
。
物
語

は
語
り
手
で
あ
る
「
は
な
先
生
（
わ
た

し
）
」
が
駅
を
降
り
立
っ
た
、
昭
和
３
年

か
ら
太
平
洋
戦
争
ま
で
を
描
く
。
但
馬

の
方
言
で
書
か
れ
た
作
品
は
、
そ
の
時

代
の
風
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

　

じ
ろ
は
っ
た
ん
は
知
的
障
害
の
あ
る
青

年
だ
が
、
優
し
く
純
粋
な
心
の
持
ち
主
。

子
ど
も
の
人
気
者
で
あ
る
彼
を
、
村
の

人
々
は
温
か
く
見
守
っ
て
い
た
。
神
戸
か

ら
や
っ
て
き
た
疎
開
児
童
に
も
、
優
し
い

心
で
接
す
る
じ
ろ
は
っ
た
ん
。
作
者
で
あ

る
森
は
な
さ
ん
は
、
こ
う
し
た
心
の
つ
な

が
り
を
書
き
た
か
っ
た
と
話
し
て
い
る
。

　

物
語
の
舞
台
と
な
る
朝
来
市
和
田

山
町
大お

お
く
ら蔵

地
区
（
宮み

や
だ田

）は
作
者
が
生

ま
れ
た
場
所
。
は
な
さ
ん
は
懐
か
し
い
ふ

る
里
の
山
や
川
を
思
い
な
が
ら
、
こ
の

作
品
を
書
い
た
。
小
学
校
教
師
と
し
て

教
べ
ん
を
と
っ
た
後
、
64
歳
で『
じ
ろ
は
っ

た
ん
』
を
出
版
。
日
本
児
童
文
学
者
協

会
新
人
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、遅
咲
き

の
新
人
と
し
て
名
作
を
残
し
た
。
生
家

は
面
影
を
と
ど
め
て
い
な
い
が
、
集
落
に

は
物
語
ゆ
か
り
の
場
所
が
点
在
す
る
。

　

高
台
に
立
つ「
法ほ

う
せ
ん
じ

泉
寺
」
は
、
集
団

疎
開
の
子
ど
も
た
ち
が
暮
ら
し
た
お
寺
。

　
『
こ
こ
か
ら
は
、
村
が
ひ
と
目
に
み
わ

た
せ
る
… 

じ
ろ
は
っ
た
ん
は
、
こ
の
鐘
つ

き
堂
の
石
段
が
、
す
き
や
っ
た
。』

　

そ
の
言
葉
通
り
、
寺
か
ら
は
大
蔵
小

学
校
が
望
め
る
気
持
ち
の
よ
い
場
所
だ
。

　

兵
隊
に
行
く
親
友
・
新
や
ん
と
の
別

れ
、
大
好
き
だ
っ
た
石
野
先
生
と
疎
開

児
童
と
の
別
れ
…
。
鐘
つ
き
堂
の
石
段
は

い
つ
も
重
要
な
場
面
で
登
場
す
る
。
き
っ

と
は
な
さ
ん
も
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
の
お

物語の中で神戸の疎開児童と石野先生が滞在
した法泉寺・庚申堂（上）。戦後、寺では日曜学
校が開かれ、子どもたちに人を慈しむ大切さ
が説かれていた。案内役の福山さんは「大蔵の
人は昔から気性が穏やか。心やさしい風土が
物語を作ったんではないか」と話す。

観音堂として登場する宮田の氏神である若宮神社。
ツバキが群生しているから、ツバキ神社とも呼ばれて
いる。最近では桜祭りも開催。昔から子どもの遊び
場であり、秋祭りでは夜に子ども相撲が奉納される。
かつてはかがり火を焚いて行われていた。

３階建てのモダンな旧道沿いの屋敷（左）は地区の地主
であり、かつては大きな米蔵も建っていた。旧道沿いに
は大蔵地区の中心部として、旅籠や商店が軒を並べて
いた。また、円山川に近く、水運も発達していたそう。

『蟹追いて 授業中なるに 
帰り来ず』。境内にある森
はなさんの句碑。

法泉寺の鐘つき堂はじろはった
んお気に入りの場所。物語はこ
の場所ではな先生が孫に語りか
けるところから始まる。

至
豊
岡

大蔵地区市民会館 至
養
父
駅
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URAROJI TANKEN

●「裏路地探険」参加募集
平成24年10月20日（土）
10:00 〜 12:00

「柴山かに」の町を歩く 
香美町香住区 柴山港周辺

＊実 施日の10日前までに、18
ページ掲載のＴ2 編集部へ、
住所・氏名・年齢・電話番号・

「裏路地参加希望」とお書きの
上、ハガキで申し込みください。
開催は午前中、現地集合・現
地解散となります。申込締切日
後、案内を参加ご希望の方へ
送付致します。

気
に
入
り
の
場
所
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

庚こ
う
し
ん
ど
う

申
堂
（
物
語
で
は
薬
師
堂
）の
裏

手
に
登
場
す
る
「
泰た

い
さ
ん
ぼ
く

山
木
」
は
実
際
に

は
な
い
が
、
よ
く
似
た
葉
を
持
つ
大
木
が

そ
び
え
て
い
る
。
じ
ろ
は
っ
た
ん
は
戦
死
し

た
新
や
ん
を
弔
う
た
め
、
泰
山
木
の
葉
で

作
っ
た
舟
を
香
住
の
海
に
流
し
た
。
木
蓮

の
仲
間
で
、
甘
い
香
り
が
す
る
そ
う
だ
。

　
「
じ
ろ
は
っ
た
ん
は
モ
デ
ル
が
い
て
、
村

の
古
老
か
ら
話
し
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
知
的
障
害
の
子
ど
も
で
す

が
、
村
に
こ
の
よ
う
な
子
が
生
ま
れ
る

と
、
神
の
使
い
と
し
て
大
切
に
し
た
そ
う

で
す
」
と
は
、
地
元
の
足
立
さ
ん
。

　

現
在
、
地
元
で
は
「
じ
ろ
は
っ
た
ん
」

の
心
の
や
さ
し
さ
、
思
い
や
り
を
軸
と
し

た
村
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
。
春
に
は

４
回
目
と
な
る
「
じ
ろ
は
っ
た
ん
ウ
ォ
ー

ク
」
を
開
催
。
物
語
そ
の
ま
ま
に
都
市

部
と
の
交
流
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
作
者
が
生
前
に
居
を
構
え
て

い
た
加
古
川
市
の
市
民
団
体
が
「
森
は

な
の
伝
記
を『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
ド
ラ
へ
』の
会
」

を
発
足
。
朝
来
市
も
賛
同
し
、
署
名
は

６
万
人
を
超
え
た
と
い
う
。「
物
語
の

テ
ー
マ
で
あ
る
慈
し
み
の
心
を
、
た
く
さ

ん
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
」
と
、
大
蔵
自

治
協
議
会
の
森
下
会
長
は
話
す
。

　

現
代
人
が
忘
れ
つ
つ
あ
る
心
の
ふ
れ

あ
い
を
求
め
て
、
物
語
の
舞
台
を
歩
い

て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。　

お気軽にご相談ください

資産運用

「山陰海岸ジオパーク 香住海岸 今子大引鼻より臨む」

至
豊
岡

糸井橋

3階建ての屋敷

火のみ櫓
があった

大蔵小学校
じろはったん村の地図

こども園

大蔵地区市民会館
大蔵郵便局
生家跡

G.S
大蔵村役場
があった場所

道標と道路元標

若宮神社

大蔵部山

法泉寺

庚申堂

百年桜

小学生の声によって火
災から免れた桜の古木

宮田地区の昔の佇まいを残す
民家。明治30 年の大火により、
村のほとんどが消失。これを契
機に、中 2 階の丈が低い、瓦屋
根の家が建てられた。

昭和 40 年の台風で流出し、架け替
えられた糸井橋。円山川沿いにある
ことから、水害も多かったという。 右岸道路

円山川
至養父

国道9号

手づくりパンの店
BONPAIN
（ボンパン）「ふくち山、いつし、みや津」と書か

れた古い道標（左）。大正 9 年に設
置されたといわれる道路元標（右）
は、道路の起終点を表す。市町村
ごとに、役場といった中心地に置
かれた。

至
姫
路

きれいな湧き水が
絶えず流れている

大蔵こども園の横に設
置されている大蔵村じ
ろはったんの看板

「じろはったんせんべい」
や「じろはったん米」を
販売するなど、村おこし
に取り組んでいる。

キテイさんの森の
モデルとなった場所

至
養
父
駅

大きな鬼瓦がある

森はな句碑


