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「広報のと」6 月号の印刷費は一部当たり 24 円です。

P L U S

旅
日
記
⑥　

5
月
16
日
、
最
大
の
難
所
を
越
え
近
江
に

府
中
（
現
在
の
越
前
市
）
を
出
発
し
て
、「
脇
本
」
の
茶
屋

で
休
ん
で
い
る
と
、
加
賀
の
隣
国
越
中
の
大
工
2
～
3
人

と
共
に
。
お
互
い
に
素
性
な
ど
を
語
り
合
い
ま
し
た
。
こ
の
人
た

ち
は
品
性
が
や
さ
し
く
、
旅
の
疲
れ
も
足
の
痛
み
も
忘
れ
る
ほ
ど

で
す
。
街
道
筋
を
進
む
と
左
側
に
「
雛
が
嵩
」
が
見
え
ま
す
。
普

段
は
人
が
登
っ
て
い
け
ま
せ
ん
が
、
7
月
22
日
一
夜
だ
け
、
祭
で

参
詣
す
る
と
い
い
ま
す
。

　

湯
尾
峠
の
頂
上
の
茶
屋
に
は
「
疱
瘡
（
ほ
う
そ
う
・
天
然
痘
）

の
神
」
が
宿
る
と
い
わ
れ
の
あ
る
「
孫ま
ご
ち
ゃ
く
し

嫡
子
」
が
あ
り
、餅
を
売
っ

て
い
て
、
子
供
の
で
き
も
の

0

0

0

0

よ
け
に
買
い
求
め
て
ゆ
く
人
が
多
く

い
ま
す
。
峠
を
行
き
交
う
人
々
は
つ
ら
い
道
の
せ
い
か
、
必
ず
こ

の
茶
屋
で
休
ん
で
餅
を
食
べ
ま
す
。
孫
嫡
子
と
は
、
疱
瘡
を
治
し

た
高
僧
の
名
前
の
よ
う
で
す
。

　

板
取
峠
は
伊
勢
松
坂
ま
で
の
道
中
で
、
も
っ
と
も
難
所
で
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
急
峻
な
山
峡
で
川
音
が
凄
く
、
険
し
い
山
、
深

い
峡
谷
が
奥
深
く
連
な
り
、
連
れ
な
く
し
て
越
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
地
形
で
す
。
石
動
出
身
の
人
が
合
流
し
て
計
5
人
で
の
道
中

に
な
り
ま
し
た
。
板
取
の
は
ず
れ
の
関
所
か
ら
６
キ
ロ
ほ
ど
上
り

坂
を
越
え
中
河
内
（
滋
賀
県
長
浜
市
）
に
着
く
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
の

声
が
胸
を
う
ち
ま
す
。

　

う
き
旅
を　

す
さ
め
に
け
り
な
郭
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

猶
わ
け
入
ん　

山
の
し
る
し
に

　

険
し
い
道
を
進
む
ス
ト
レ
ス
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
、
歌
を
詠
う

姿
が
頼
も
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
宇
出
津
を
出
発
し
て
9
日
。
吉

彦
は
よ
う
や
く
近
江
の
国
（
現
在
の
滋
賀
県
）
に
入
り
ま
し
た
。

加
藤
三
千
雄
さ
ん
が
た
ど
る 

先
祖
・
吉
彦
の
鈴
屋
入
門

寛政の旅人：加藤吉彦（かとう・えひこ）。寛政 9（1797）年、36 歳の
　　　　　　時、伊勢の本居宣長の元を訪ね入門。酒垂神社 12 代宮司。
平成の旅人：加藤三千雄（かとう・みちお＝写真）。現酒垂神社宮司。
　　　　　　9 代前の先祖、吉彦の道中を実際にたどり、伊勢松坂で
　　　　　　吉彦と宣長の交流の跡を目の当たりにした。

❶

❷

①湯尾峠は石垣などが残り、現在も往時の

姿をしのぶことができる。かつては交通の

要衝として多くの往来があった。　②孫嫡

子神社のほこら　③板取峠を越え中河内に

至ると、滋賀ナンバーのバスが待っていた。

（写真は全て加藤さん撮影。）

　
ま
つ
な
み
キ
ッ
ズ
セ
ン
タ
ー
「
端
午
の
節
句
ミ
ニ
お
茶
会
」

　（
5
月
14
日
）

❸

「行政」「人」「地域の魅力・価値」を「プラス」でつなぐ情報誌


