
　

芥
子
坊
主
農
村
公
園
と
し
て
整

備
さ
れ
た
の
は
平
成
９
年
で
す
。

展
望
台
や
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
が
作

ら
れ
市
民
や
観
光
客
の
憩
い
の
場

や
交
流
の
場
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
（
松
本
市

Ｈ
Ｐ
よ
り
抜
粋
）。

　

天
気
が
良
け
れ
ば

松
本
平
や
北
ア
ル
プ
ス
、

美
ヶ
原
が
一
望
で
き
、

し
ん
き
ん
の
森
で
は
秋

に
な
る
と
見
事
な
紅
葉

が
見
ら
れ
ま
す
。

　

春
〜
秋
に
か
け
て
は

週
末
に
な
る
と
県
内
外

か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が

来
て
キ
ャ
ン
プ
や
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
な
ど
を
楽
し
ん

で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
て
い
た
グ

ル
ー
プ
の
代
表
の
方（
40
代
男
性
）

に
お
話
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
「
20
年

以
上
利
用
し
て
い
ま
す
。
気
軽

に
焚
火
を
楽
し
め
る

場
所
は
少
な
い
の
で

と
て
も
重
宝
し
て
い

ま
す
」
と
笑
顔
で

答
え
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　

ま
た
、
芥
子
坊

主
と
い
え
ば
、
地
元

の
子
供
た
ち
と
の
深

い
関
わ
り
も
あ
り
ま

す
。
岡
田
小
で
は
、

昭
和
46
年
か
ら
続
い

て
い
た
一
年
生
か
ら

六
年
生
で
構
成
す
る

縦
割
班
遠
足
と
い
う

地
元
の
山

地
元
の
山    
芥芥けけ

子子しし

坊坊ぼ
う
ぼ
う

主主ずず

を
望
む

を
望
む

も
の
が
あ
り
、
毎
年
芥
子
坊
主

を
登
っ
て
い
ま
し
た
。
登
山
コ
ー

ス
を
三
つ
に
分
け
、
班
で
話
し
合
っ

て
決
め
た
コ
ー
ス
を
登
り
、
頂
上

で
豚
汁
や
カ
レ
ー
な
ど
を
協
力
し

て
作
る
と
い
う
、
児
童
同
士
の
交

流
が
深
ま
る
行
事
で
し
た
。
ま

た
、
毎
年
作
成
さ
れ
て
い
た
文
集

の
タ
イ
ト
ル
が
「
芥
子
坊
主
」
と

い
う
名
前
だ
っ
た
時
代
も
あ
り
、

岡
田
小
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
、

芥
子
坊
主
は
常
に
身
近
な
存
在

で
し
た
。

　

残
念
な
が
ら
現
在
で
は
、
コ
ロ

ナ
禍
や
登
山
コ
ー
ス
の
倒
木
に
よ
る

安
全
上
の
理
由
か
ら
令
和
３
年
よ

り
芥
子
坊
主
遠
足
は
中
止
、
ま

た
文
集
は
学
校
の
諸
事
情
な
ど
に

よ
り
平
成
28
年
度
を
最
後
に
廃

刊
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

三
九
郎
の
ご
神
木
に
使
わ
れ
る
木

の
植
林
地
で
あ
っ
た
り
、
夏
に
は

子
供
キ
ャ
ン
プ
が
行
わ
れ
た
り
、

女
鳥
羽
中
学
校
の
強
歩
大
会
の

コ
ー
ス
の
一
部
だ
っ
た
り
と
、
自
然

豊
か
な
地
は
、
今
で
も
子
供
た
ち

を
育
ん
で
く
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
存
知
の
方
も
多
い
と
は
思
い

ま
す
が
こ
の
公
園
の
整
備
な
ど
は

岡
田
地
区
の
皆
さ
ん
で
行
って
い
て

草
刈
り
や
ト
イ
レ
掃
除
な
ど
、
各

町
会
が
順
番
で
回
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
は
ト
イ
レ
が
新
し
く
な
り
、

よ
り
快
適
に
使
って
い
た
だ
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、

ゴ
ミ
の
問
題
や
火
の
不
始
末
な
ど

あいさつで
明るくすみよい
まちづくり

課
題
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
４
年

ほ
ど
前
に
は
近
く
の
家
ま
で
迫
る

よ
う
な
火
災
が
あ
り
ま
し
た
。

　

今
後
、
大
き
な
問
題
が
発
生

す
れ
ば
今
の
よ
う
な
気
軽
に
使
え

る
場
所
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う

可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
綺
麗
に
使

い
、
い
つ
ま
で
も
み
ん
な
の
憩
い
の

場
と
し
て
残
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　国土地理院発行の地図に「芥子望主山」と表記されて
いるこの山は、明治時代の地図には「浅間山」と記され
ていました。しかし、戦前の昭和６年作成の地図から「芥
子望主山」に変更されています。ひと昔、岡田の道端の
あちこちに芥子の花が咲いていました。その実を芥子坊
主といいます。草地に被われた山頂に松の木が生えた山
影は芥子の実がゆれる岡田の原風景を象徴する「芥子坊
主」だったのかもしれません。名前の由来はわかりませ
んが、岡田の人々は「芥子望主」ではなく「芥子坊主」と
いう漢字を様々な場面で普段使いしています。

「芥子望主」「芥子坊主」どっち？
コラム

　
城
山
公
園
、ア
ル
プ
ス
公
園
か
ら
続
く
西
山
の
最
高
峰
が
、岡
田
の
人
々

に
は
馴
染
み
の
深
い
芥
子
望
主
山
（
標
高
8
9
1
m
）
で
す
。
展
望
台
や

F
M
長
野
の
反
射
板
が
山
頂
の
目
印
に
な
り
ま
す
。
一
帯
は
芥
子
坊
主
農

村
公
園
と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
「
け
し
ぼ
う
ず
」

に
ま
つ
わ
る
歴
史
か
ら
最
新
の
ニュ
ー
ス
ま
で
紹
介
し
ま
す
。

岡田方面を一望  中央の山頂が芥子望主山  中山丘稜から

文集  芥子坊主

新しくなったトイレ

展望台
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春
先
に
松
本
平
か
ら
吹
き
込
む
南
風

に
舞
う
白
い
も
の
は
な
に
？
（
答

え
：
池
に
生
え
る
ガ
マ
の
穂
）、
池

か
ら
続
く
あ
ぜ
道
に
咲
く
、
10
セ

ン
チ
も
あ
る
巨
大
な
タ
ン
ポ
ポ
の
綿

毛
は
な
に
？
（
答
え
：
バ
ラ
モ
ン
ジ

ン
の
綿
毛
）。
ま
た
、
池
に
続
く
用

水
路
で
は
、
ウ
シ
ガ
エ
ル
の
オ
タ
マ

ジ
ャ
ク
シ
が
、
足
を
生
や
し
た
ま
ま

泳
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
池
や

そ
こ
で
育
ま
れ
る
生
態
系
は
様
々
な

発
見
を
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

夏
に
近
づ
く
と
、
池
の
対
岸
の
草

木
は
、
水
面
を
飲
み
込
む
か
の
よ
う

な
樹
勢
で
繁
茂
す
る
。
豊
か
で
宝
物

の
よ
う
な
自
然
を
里
山
と
し
て
維
持

す
る
に
は
並
々
な
ら
ぬ
手
間
を
必
要

と
す
る
。
高
齢
化
に
伴
い
、
町
会
の

運
営
も
以
前
の
よ
う
に
は
い
か
な
く

な
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
、
里
山
と

し
て
の
塩
倉
池
を
子
ど
も
た
ち
に
残

し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
塩
倉　

松
岡　

宏
紀
）

●塩倉池●

里
山
最
前
線

　

塩
倉
池
は
、
田
溝
池
よ
り
も
わ

ず
か
に
小
さ
い
も
の
の
、
大
門
沢

ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
３
杯
分
ほ

ど
の
貯
水
量
を
誇
り
、
塩
倉
地
区
の

中
央
に
開
け
た
景
観
を
作
っ
て
く

れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
養
鯉
や
観
光

用
の
貸
し
ボ
ー
ト
も
あ
っ
た
そ
う
だ

が
、
今
で
は
こ
の
農
業
用
た
め
池
を

訪
れ
る
人
は
そ
う
多
く
な
い
よ
う
に

思
う
。
た
だ
、
一
年
を
通
じ
て
大
小

の
魚
や
生
き
物
を
見
る
こ
と
が
で

き
、
子
ど
も
た
ち
も
池
の
存
在
を
気

に
入
っ
て
い
る
。

　

特
に
冬
に
は
様
々
な
種
類
の
カ
モ

や
ウ
が
飛
来
す
る
。
早
朝
に
堤
防
沿

い
を
通
る
た
び
に
、
池
か
ら
上
が
っ

て
い
た
鳥
た
ち
が
一
斉
に
池
に
飛
び

込
む
の
で
、
い
つ
も
申
し
訳
な
く
思

う
。
以
前
の
よ
う
に
全
面
結
氷
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
が
、

水
と
氷
の
一
進
一
退
が
日
々
行
わ

れ
、
ご
く
僅
か
に
残
さ
れ
た
水
面
に

カ
モ
達
が
愛
ら
し
く
密
集
し
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
が
迷

い
込
ん
で
き
た
と
き
に
は
、
つ
い
に

塩
倉
池
が
メ
ジ
ャ
ー
デ
ビ
ュ
ー
し
た

と
の
熱
気
を
感
じ
た
。

　

子
ど
も
た
ち
と
過
ご
し
て
い
る

と
、
色
々
な
こ
と
を
質
問
さ
れ
る
。

塩倉池の景観を彩る野鳥たち

　　

私
の
住
ん
で
い
る
常
会
は
、
神

社
の
近
く
の
木
々
や
畑
に
囲
ま

れ
て
い
て
、
桜
の
花
や
新
緑
が

目
に
入
る
よ
う
な
所
で
す
。

　

子
供
た
ち
は
岡
田
の
鎌
倉
？

な
ど
と
勝
手
に
い
っ
て
い
て
「
お

母
さ
ん 

岡
田
の
鎌
倉
野
菜
だ
ね
」

と
い
っ
て
か
ら
か
わ
れ
ま
す
。

　

仕
事
が
定
年
と
な

り
畑
で
野
菜
作
り
を

始
め
る
よ
う
に
な
り
、

た
だ
作
っ
て
自
己
消

費
し
て
い
て
も
、
時
期
に
は
採

れ
す
ぎ
た
り
し
て
余
り
気
味
と

な
る
野
菜
た
ち
。
そ
れ
を
解
消

す
る
べ
く
ま
た
い
ろ
い
ろ
な
野

菜
を
近
く
の
人
に
も
食
べ
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
つ
き
、
近
く

の
畑
を
や
っ
て
い
る
仲
間
と
畑

の
片
隅
を
お
借
り
し
て
、
小
さ

な
無
人
市
場
の
よ
う
な
良
心
市
を
始

め
て
か
ら
10
年
近
く
経
ち
ま
し
た
。

　

春
先
は
冬
越
し
し
た
野
菜
、
そ
れ

ら
を
棚
に
並
べ
る
、
あ
と
は
ほ
う
れ

ん
草
や
菜
の
花
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

山
菜
も
人
気
で
す
。
5
月
に
な
る
と

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
栽
培
を
し
て
い
る

仲
間
が
キ
ュ
ウ
リ
を
出
し
ま
す
。
初

夏
か
ら
は
ト
マ
ト
や
ナ
ス
。
私
は
オ

レ
ン
ジ
色
の
大
き
い
ト
マ
ト
が
好
き

で
す
。
真
夏
は
ス
イ
カ
。
ス
イ
カ
は

こ
だ
ま
ス
イ
カ
が
人
気
で
甘
い
ら
し

い
で
す
。
秋
は
大
根
や
白
菜
と
い
っ

た
も
の
が
並
び
ま
す
。

　

そ
ん
な
神
社
や
畑
、
緑
に
囲
ま
れ

て
野
菜
を
作
っ
て
い
ま
す
。

野
菜
作
り
と
お
花
見

東  

区

関
沢 

和
子

　

桜
の
花
の
咲
く
頃
に
は
、
裏
参

道
と
い
わ
れ
る
古
い
小
道
に
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
を
は
り
、
常
会
の
花

見
を
催
す
の
が
恒
例
と
な
り
ま
し

た
。
今
年
も
常
会
長
さ
ん
の
采
配

の
も
と
無
事
に
花
見
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
大
し
た
準
備
は
い
ら
な
い
、

お
弁
当
と
お
団
子
く
ら
い
で
ブ

ル
ー
シ
ー
ト
が
あ
れ

ば
楽
し
め
ま
す
。
皆

さ
ん
も
常
会
で
花
見

な
ど
催
さ
れ
る
と
楽

し
い
で
す
よ
。

　

ま
た
、
岡
田
地
区
に
は
所
々
に

小
さ
な
良
心
市
が
棚
を
並
べ
て
い

る
様
で
す
。
皆
さ
ん
も
、
散
歩
が

て
ら
に
畑
の
傍
ら
に
あ
る
小
さ
な

良
心
市
の
野
菜
た
ち
を
探
し
に
で

か
け
ら
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

　6月15日 ( 土 )、岡田公民館の新しい企画「ゆ
るつな講座」が開かれました。第1回のテーマは「カ
エル」。ボランティアで公民館に来ていた学生さん
たちも合流して賑やかにスタートしました。
　話題提供者の酒井さん（松岡町会）は「岡田地区
に“カエラー”（カエル好き）を増やしたい！」と宣
言。勤め先の商品キャラクターがきっかけでハマり、
以来グッズの収集を続けて現在は家中カエルだらけ
だとか。まあるい目と笑顔(？)に癒されるそうです。
参加者からも「子どものころ地バチを採るのにアカ
ガエルの肉を使った」「先輩にカエルの LINE スタ
ンプを作ってる人がいる」「うちは水辺に近いわけ
でもないのに、なぜカエルが居るんだろう？」「若
返るように、鏡の前に常滑焼のカエルを置いている」
などなど、カエルにまつわる様々な関心やユニーク
なエピソードが語られました。
　「ゆるつな講座」は、好きなこと、興味のあるこ
と（テーマ）について参加者同士で語り合う集いで
す。共通の趣味や話題をもとに、地区のなかで「ゆ
る～くつながりあう」きっかけになりそうですね。
今後も不定期に開催予定とのこと。「こんなテーマ
をとりあげてほ
しい」という
提案があれば、
ぜひ公民館ま
でお寄せくだ
さい。

公民館の“新企画”で

ゆる～くつながろう♪
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