
　地域の人でも桑
原八幡神社が大昔
からあることを知
らない人も多いと
思うので、身近な
ところでもこんな
に歴史が詰まって
いることをみんな
に伝えていきたい
です。　　 （相原）

　伊賀上さんの努
力する姿を見て、
私も勉強などで努
力すればその分自
分に返ってくると
思うので、努力す
ることを大事にし
ていきたいと思い
ます。

（早田）

　淡路ヶ峠は桑原
の看板的存在でみ
んなに愛されてい
ます。自然と人間
の共存がとても重
要だと思うので、
それを私たちがこ
れから守っていき
たいです。

（久保）

桑
原
の
シ
ン
ボ
ル
「
淡
路
ヶ
峠
」

　

淡あ
わ

路じ

ヶが

峠と
う

は
、
桑
原
中
学
校

の
す
ぐ
東
に
あ
る
、
標
高
２
７

３
㍍
の
峠
で
す
。
桑
原
中
学
校

の
校
歌
に
も
「
み
ど
り
の
山
脈 

美
し
く 

淡
路
ヶ
峠
に
抱
か
れ

て
」
と
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

４
０
０
年
ほ
ど
前
、
こ
こ
に

は
、
道
後
湯
築
城
の
と
り
で
が

あ
り
、
林は

や
し
あ
わ
じ
の
か
み
み
ち
お
き

淡
路
守
通
起
と
い
う

人
が
守
り
に
つ
い
て
い
て
、
後

世
の
人
が
そ
の
名
前
を
と
っ
て

「
淡
路
ヶ
峠
」
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
林
淡
路
守
通
起
の
子

孫
に
あ
た
る
の
が
、
初
代
総
理

大
臣
の
伊
藤
博
文
で
す
。
１
９

０
９
年
、
伊
藤
博
文
は
、
道
後

温
泉
に
来
た
と
き
に
桑
原
の
方

を
指
さ
し
、「
来
年
、再
び
来
て
、

祖
先
の
供
養
を
し
た
い
」
と

言
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
年

に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

淡
路
ヶ
峠
で
は
多
く
の
登
山

者
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
、「
頂

上
の
展
望
台
が
好
き
」「
手
軽

に
登
れ
る
の
が
良
い
」「
高
齢

の
人
に
と
っ
て
い
い
運
動
に
な

る
」
な
ど
の
声
を
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
淡
路
ヶ
峠
は
地

域
の
人
々
に
と
っ
て
身
近
で
大

切
な
存
在
な
の
で
す
。

　

現
在
、
桑
原
の

人
々
が
「
淡
路
ヶ
峠

遊
歩
道
整
備
管
理
協

議
会
」
を
作
り
、
登

山
道
の
整
備
・
管
理

を
行
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
も
、
リ
ー

ダ
ー
研
修
会
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
の
際

に
お
手
伝
い
を
し
て

い
ま
す
。

　
淡
路
ヶ
峠
は
古
く

か
ら
桑
原
の
人
に
愛

さ
れ
、
地
域
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
大
切
に

守
ら
れ
て
い
ま
す
。

１
０
０
０
年
以
上
前
か
ら

桑
原
を
見
守
る
桑
原
八
幡
神
社

　

桑
原
八
幡
神
社
は
、
桑
原
の

東
側
に
あ
り
ま
す
。

　
昔
、
桑
原
は
稲
作
が
盛
ん
で
、

田
ん
ぼ
の
多
い
地
域
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
そ
の
た
め
、
人
々
は

豊
作
を
願
い
、
実
り
や
日
々
の

営
み
に
感
謝
し
、
神
社
で
神
様

と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
生
活

を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
今

で
も
続
い
て
い
て
、
秋
祭
り
の

時
に
は
、
桑
原
全
て
の
大
人
み

こ
し
や
子
ど
も
み
こ
し
、
さ
ら

に
周
辺
地
域
の
み
こ
し
が
た
く

さ
ん
集
ま
り
ま
す
。

　

桑
原
八
幡
神
社
は
、
す
で
に

古
墳
時
代
に
は
桑
原
に
あ
っ
た

と
い
わ
れ
、
１
０
０
０
年
以
上

も
昔
か
ら
桑
原
の
発
展
と
そ
こ

に
住
む
人
々
を
見
守
っ
て
い
ま

す
。

吟
詠
日
本
一  

伊
賀
上
郁
夫
さ
ん

　

伊
賀
上
郁
夫
さ
ん
は
、
声
帯

ポ
リ
ー
プ
と
肺
が
ん
に
打
ち
克

ち
、
吟
詠
の
全
国
大
会
で
日
本

一
に
な
っ
た
人
で
す
。

　
吟
詠
と
は
日
本
人
の
心
を
歌

う
、
詩
に
節
を
つ
け
て
歌
う
邦

楽
の
一
つ
で
す
。
明
治
時
代
初

期
、
一
部
の
私
塾
や
藩
校
で
漢

詩
を
素
読
す
る
際
に
独
特
の
節

を
つ
け
て
読
ま
れ
た
の
が
今
日

の
吟
詠
の
直
接
の
ル
ー
ツ
だ
そ

う
で
す
。

　

小
学
生
か
ら
吟
詠
を
始
め
た

伊
賀
上
さ
ん
は
「
吟
詠
を
広
め

た
い
」
と
い
う
強
い
思
い
で
、

病
気
を
克
服
し
た
あ
と
、
努
力

を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　

吟
詠
を
す
る
と
き
は
「
作
者

が
吟
詠
に
込
め
た
想
い
を
考
え

な
が
ら
詠
う
こ
と
」
を
一
番
に

意
識
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

伊
賀
上
さ
ん
は
松
山
市
教
育

会
の
詩
吟
教
室

で
８
人
の
お
弟

子
さ
ん
に
吟
詠

を
教
え
な
が

ら
、「
も
っ
と

若
い
人
に
も
吟

詠
を
や
っ
て
も

ら
い
、
日
本
の

伝
統
文
化
を
守
っ
て
い
き
た

い
」
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　
歴
史
や
伝
統
を
受
け
継
い
で

い
く
た
め
に
努
力
す
る
こ
と

で
、
努
力
し
た
分
の
思
い
を
次

の
世
代
へ
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き

る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 未来の桑原を守るために

　
私
た
ち
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
、
地
域
の
名
所
な
ど
を
巡
り
な
が
ら
地
域
の
人
た
ち
と
触
れ
合
う

「
く
わ
ば
ら
発
見
！
〜
人
・
物
・
風
景
〜
」を
行
い
ま
し
た
。

桑原中学校

中学生連載企画
私たちの
ふるさと
松山学

私たちの
ふるさと
松山学№22

歴
史
と
伝
統
が
生
き
、

自
然
と
共
存
す
る
ま
ち

桑
原

　松山の先人や文化に
関する心に響くエピ
ソードをまとめた教材
集です。一話が10～14
ページ程度で、気軽に
松山ゆかりの先人の足
跡や文化に親しむこと
ができ、市立図書館で
見ることができます。

先人と文化の
読み物教材

「語り継ぎたい
 ふるさと松山 百話
           Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」

広報まつやま 18.1-7 面

（7）2018（平成30）年１月１日号

桑原八幡神社参拝の様子

吟詠について話す伊賀上さん

久保 一路さん
（１年）

相原 未紀さん
（１年）

早田 萌希さん
（１年）

「淡路ヶ峠」展望台から望む風景


