
　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
」

松
山
平
野
の
水
の

　
　
　
ふ
る
さ
と
湯
山

　
私
た
ち
の
住
ん
で
い
る
湯
山

地
域
の
真
ん
中
を
石
手
川
が
流

れ
て
い
ま
す
。
石
手
川
に
は
農

業
用
水
な
ど
を
引
く
た
め
の
堰せ

き

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
中
で
も
湯
山
地
域
に
多
く
の

堰
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
調
査

で
は
寺
井
堰
、
草
場（
葉
）堰
、

市（
一
）之
井
手
堰
の
３
カ
所
を

に
お
け
る
草
分
け
で
あ
る
と
語

り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
湯
山

地
域
の
山
中
に
は
そ
れ
を
記
念

す
る
「
湯
山
筍

た
け
の
こ

発
祥
之
地
」
の

記
念
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
湯
山
公
民
館
で
は
毎

年
４
月
下
旬
に
、
タ
ケ
ノ
コ
へ

の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た

め
、
記
念
碑
の
参
拝
や
タ
ケ
ノ

コ
掘
り
大
会
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
「
湯
山
タ
ケ

ノ
コ
」
の
良
さ
を
こ
れ
か
ら
も

た
く
さ
ん
の
人
に
知
っ
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

湯
の
里
の
歴
史

　　
私
た
ち
の
ふ
る
さ
と「
湯
山
」

は
、温
泉
の
里
で
も
あ
り
ま
す
。

地
域
の
中
に
７
つ
の
源
泉
が
あ

り
、「
湯
山
七
湯
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
現
在

活
用
さ
れ
て
い
る
の
が
「
湯
ノ

元
源
泉
」
で
す
。
泉
質
は
ア
ル

カ
リ
性
硫
黄
泉
で
源
泉
の
温
度

は
38
度
で
す
。
実
際
に
源
泉
を

と
り
、
触
っ
た
り
に
お
い
を
か

い
だ
り
す
る
と
、
ぬ
る
ぬ
る
し

た
肌
触
り
で
硫
黄
の
に
お
い
が

し
ま
し
た
。
バ
ル
ブ
を
開
く
と

す
ご
い
勢
い
で
噴
き
出
し
、
１

分
間
に
４
０
０
㍑
、
２
㍑
の

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
２
０
０
本
分
と

い
う
湯
量
の
多
さ
が
実
感
で
き

ま
し
た
。

　

今
は
、
温
泉
地
と
し

て
知
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
最
初
は
ボ
ー
リ
ン

グ
を
実
施
し
て
も
な
か

な
か
温
泉
が
湧
い
て
こ

ず
、
諦
め
か
け
た
こ
と

も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
地
域
の
た
め

に
と
考
え
掘
り
続
け
た

調
べ
ま
し
た
。

　
寺
井
堰
は
、
天
保
13
年
（
１

８
４
２
）に
三
浦
正
左
衛
門
に

よ
っ
て
改
修
さ
れ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
業
績
を
顕
彰

し
た
頌し

ょ
う

功こ
う

碑ひ

が
建
立
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
草
場
堰
は
石
手
川
筋
で
は
最

古
の
も
の
と
も
い
わ
れ
、
永
禄

年
間
（
１
５
０
０
年
代
中
頃
）

に
枝
松
太
郎
光
栄
ら
の
手
に

よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

市
之
井
手
堰
は
天
正
年
間

（
１
５
０
０
年
代
後
半
）
に
井

手
若
狭
守
に
よ
り
開
か
れ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
水
路
沿
い
に

は
家
か
ら
小
さ
な
階
段
が
つ
な

が
っ
て
い
る
場
所
が
あ
り
、
炊

事
や
洗
濯
な
ど
日
常
生
活
に
使

わ
れ
て
い
た
跡
も
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
の
堰
も
固
い
岩
を
砕
く

な
ど
難
工
事
の
末
に
完
成
さ
れ

結
果
、
湯
量
豊
富
な
源
泉
を
掘

り
当
て
今
の
温
泉
が
完
成
し
、

市
内
の
ホ
テ
ル
に
も
引
き
湯
を

し
て
い
る
そ
う
で
す
。
こ
の
源

泉
を
利
用
し
て
い
る
地
元
の
ホ

テ
ル
で
は
源
泉
１
０
０
㌫
掛
け

流
し
で
提
供
し
、
国
内
の
観
光

客
だ
け
で
な
く
、
海
外
の
人
か

ら
も
人
気
で
温
泉
治
療
や
美
容

に
効
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
湯

の
里
ら
し
く
温
泉
が
湧
き
続
け

る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

た
も
の
で
す
。
今
で
も
松
山
平

野
の
稲
作
や
畑
作
に
と
っ
て
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
感

じ
ま
し
た
。

湯
山
の
タ
ケ
ノ
コ

　
湯
山
か
ら
連
想
す
る
も
の
と

聞
か
れ
た
ら
「
タ
ケ
ノ
コ
」
と

答
え
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
タ
ケ
ノ
コ
は
湯
山
地
区
の
農

家
に
と
っ
て
中
心
作
物
の
１
つ

で
す
。「
湯
山
タ
ケ
ノ
コ
」
と

し
て
人
気
が
高
く
、
白
く
て
肉

質
が
柔
ら
か
く
、
え
ぐ
み
が
少

な
い
の
が
特
徴
で
す
。
タ
ケ
ノ

コ
の
品
種
で
あ
る
孟モ

ウ
ソ
ウ
チ
ク

宗
竹
は
中

国
の
江
南
地
方
が
原
産
と
い
わ

れ
、
今
か
ら
約
２
０
０
年
ほ
ど

前
に
旧
杉
立
村
の
宮
本
作
右
衛

門
が
京
都
か
ら
種
竹
と
し
て
２

本
持
ち
帰
っ
た
の
が
松
山
地
方

ふるさと「湯山」を将来へつなげたい

　
私
た
ち
は
、
ふ
る
さ
と「
湯
山
」の
里
を
巡
り
な
が
ら
普
段
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
い
地
域

の
特
色
や
歴
史
、産
業
な
ど
に
つ
い
て
調
べ
ま
と
め
ま
し
た
。

湯山中学校

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№23

い
ろ
い
ろ
な
人
の
力
で
築
か
れ
た

ふ
る
さ
と「
湯
山
」め
ぐ
り
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寺井堰

竹林の中にある記念碑

湯ノ元源泉

湯山中学校のキャラクター「ゆっぴー」
湯山のタケノコと温泉をモチーフに
平成28年度に誕生しました

　普段は何気なく通っている道、見ている川、山の中に堰や
温泉、タケノコなど、ふるさと「湯山」を築いた人の足跡があ
ることを知りました。昔の人の努力を尊敬しながら、私たち
若い世代が将来へつなげていきたいと思います。

左から戒能圭伍さん、向井圓之介さん、秋岡ちひろさん、岡部実生
さん（いずれも１年）

湯山めぐりの地図


