
い
わ
れ
、
親
戚
や
村
の
人
た
ち
と
徹
夜
で
松

を
植
え
、
罪
を
赦
さ
れ
た
（
首
松
伝
説
）
な

ど
、
諸
説
が
地
誌
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

マ
ツ
並
木
が
消
失
し
た
経
緯

　

天
然
記
念
物
指
定
当
初
、
１
０
６
５
本
の

松
が
確
認
さ
れ
て
い
た
マ
ツ
並
木
は
、
樹
齢

推
定
２
５
０
年
〜
４
０
０
年
で
樹
高
20
ｍ
以

上
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
台

風
に
よ
る
被
害
や
国
道
改
修
、
松
く
い
虫
被

害
な
ど
で
、
天
然
記
念
物
指
定
か
ら
55
年
後

の
昭
和
55
年
に
最
後
の
松
の
木
が
切
り
倒
さ

れ
ま
し
た
。

❶
昭
和
35
年
〜
45
年

　

高
度
経
済
成
長
期
の
こ
の
頃
、
淡
路
の
交

通
網
は
一
変
し
ま
す
。
35
年
か
ら
の
国
道
28

号
線
大
改
修
、
41
年
の
電
車
線
の
廃
止
が
行

わ
れ
、
マ
ツ
並
木
の
保
存
・
復
元
が
困
難
な

状
況
と
な
り
ま
し
た
。

　

特
に
国
道
の
整
備
で
は
、
１
８
０
本
以
上

の
松
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当

初
、
国
か
ら
文
化
財
保
護
を
考
慮
に
入
れ
た

国
道
改
修
計
画
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
地
元

住
民
か
ら
強
い
反
対
が
あ
り
、計
画
は
変
更
。

原
案
で
は
、
田
畑
を
潰
す
こ
と
や
国
道
沿
い

の
商
店
の
衰
退
を
招
く
と
い
う
理
由
か
ら
、

2
広報 

3 2010.7.1発行

　

ツ
タ
が
は
い
の
ぼ
り
、
濃
緑
の
コ
ケ
が
寄

生
し
た
老
松
の
雄
大
な
姿
に
は
、
遠
い
往
時

の
面
影
が
し
の
ば
れ
た
・
・
・
。
か
つ
て
八

木
養
宜
上
か
ら
神
代
地
頭
方
ま
で
の
国
道
28

号
線
の
道
筋
約
５
㎞
に
わ
た
り
、
１
０
０
０

本
以
上
の
黒
松
が
林
立
し
て
い
た
「
淡
路
国

道
マ
ツ
並
木
」。
日
本
の
代
表
的
な
景
勝
地
と

し
て
、
大
正
15
年
２
月
24
日
に
は
国
指
定
天

然
記
念
物
と
し
て
指
定
を
受
け
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
ほ
ど
市
内
唯
一
の
天
然
記
念
物
指

定
か
ら
解
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

淡
路
国
道
マ
ツ
並
木
は
、
詩
情
豊
か
な
松

並
で
、
大
木
ぞ
ろ
い
で
鬱
そ
う
と
茂
っ
た
枝

は
、
初
夏
に
は
道
行
く
旅
人
の
通
過
に
涼
み

を
与
え
て
、
松
の
下
で
昼
寝
を
す
る
旅
人
も

多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
マ
ツ
並
木
を
記
憶
し
て
い
る
の

は
、
現
在
の
40
代
以
上
の
人
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
あ
る
人
は
学
校
の
帰
り
道
に
ペ

タ
ペ
タ
と
松
の
幹
を
触
り
な
が
ら
下
校
し
、

あ
る
人
は
洲
本
の
市
場
ま
で
荷
車
を
引
い
た

道
だ
っ
た
な
ど
、
当
た
り
前
の
風
景
だ
っ
た

と
い
い
ま
す
。
そ
ん
な
マ
ツ
並
木
も
昭
和
55

年
に
最
後
の
一
本
が
伐
採
さ
れ
、
今
年
で
30

年
に
な
り
ま
す
。

マ
ツ
並
木
の
起
源
は
諸
説
あ
り

　

起
源
に
は
諸
説
が
あ
り
ま
す
。

　

①
養や

ぎ宜
館や
か
たの
細
川
氏
が
延
命
寺
（
神
代
）

に
墓
参
り
す
る
沿
道
に
松
を
植
え
た
②
豊
臣

秀
吉
の
家
臣
が
洲
本
城
主
で
あ
っ
た
時
代
、

村
の
庄
屋
が
罪
あ
っ
て
斬
首
に
さ
れ
か
け
た

と
き
、「
一
夜
の
う
ち
に
、
こ
の
街
道
の
両

側
に
松
を
植
え
れ
ば
罪
を
赦ゆ
る

し
て
や
る
」
と

淡路国道マツ並木

マ
ツ
並
木
を
犠
牲
に
し
て
で
も
「
旧
国
道
の

拡
幅
」
を
行
う
と
い
う
住
民
要
望
の
多
い
路

線
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

❷
昭
和
46
年
〜
53
年

　

台
風
や
松
く
い
虫
な
ど
の
被
害
で
、
46
年

10
月
に
は
２
６
５
本
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、

八
木
か
ら
市
円
行
寺
橋
付
近
ま
で
の
約
２
㎞

の
間
で
は
マ
ツ
並
木
と
し
て
の
景
観
が
保
た

れ
て
い
た
も
の
の
、
市
地
区
か
ら
神
代
地
区

に
か
け
て
の
約
３
㎞
の
区
間
に
は
、
30
本
程

度
の
松
が
疎ま
ば

ら
に
残
る
の
み
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
翌
47
年
に
は
同
区
間
の

天
然
記
念
物
指
定
が
一
部
解
除
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
翌
48
年
か
ら
は
松

く
い
虫
の
被
害
が
拡
大
し
、
年
間
10
数
本
〜

50
本
以
上
の
枯
死
木
を
伐
採
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
状
態
に
な
り
ま
す
。

❸
昭
和
54
年
〜
55
年

　

54
年
12
月
に
は
合
計
３
本
の
松
が
残
る
の

み
と
な
り
、
翌
55
年
に
は
最
後
の
一
本
が
切

り
倒
さ
れ
ま
し
た
。

（
市
）
は
、
並
松
を
「
ふ
る
さ
と
の
誇
り
」

と
当
時
を
し
の
び
ま
す
。

　
「
そ
の
土
地
土
地
で
一
番
大
き
な
道
を
『
往お
う

還か
ん

』
と
呼
ぶ
ん
で
す
が
、
並
松
が
あ
っ
た
八

木
の
旧
国
道
も
『
八
木
の
往
還
』
と
呼
ば
れ
、

多
く
の
人
が
行
き
交
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

並
松
は
、
大
木
が
多
く
根
っ
こ
が
盛
り
上
が

り
、
夏
は
涼
み
台
を
出
し
て
涼
み
に
、
う
ち

わ
片
手
に
隣
近
所
が
集
ま
っ
て
世
間
話
に
花

を
咲
か
せ
た
り
、
将
棋
を
指
す
人
も
い
て
、

涼
を
楽
し
む
場
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
土

地
の
人
々
が
今
で
も
懐
か
し
ん
で
い
る
並
松

が
台
風
や
松
く
い
虫
な
ど
の
自
然
災
害
で
な

く
な
っ
た
の
が
、
非
常
に
惜
し
い
と
い
う
気

持
ち
も
あ
り
ま
す
ね
」
と
話
し
ま
す
。

　

一
方
で
、
並
松
の
保
存
に
は
複
雑
な
利
害

関
係
も
あ
り
ま
し
た
。「
天
然
記
念
物
と
し

て
の
価
値
を
尊
重
す
る
一
方
で
、
並
松
周
辺

の
田
ん
ぼ
を
持
つ
人
に
と
っ
て
は
、
作
物
が

日
陰
に
な
っ
た
り
、
松
の
葉
が
多
量
に
落
ち

た
り
と
問
題
も
あ
り
ま
し
た
」
と
当
時
を
振

り
返
り
ま
し
た
。

並
松
が
懐
か
し
い
。
並
松
は
地
域

の
象
徴
だ
っ
た
。

　

柏
木
一
馬
さ
ん
（
八
木
）
は
、
並
松
を
小

さ
い
頃
か
ら
見
て
育
ち
ま
し
た
。「
子
ど
も

な
が
ら
に
並
松
の
松
の
太
さ
を
比
べ
よ
う
と

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
３
ｍ
を
超
え
る
幹

を
３
人
で
手
を
つ
な
い
で
よ
く
測
っ
て
み
た

も
の
で
す
。
ま
た
、
樹
高
30
ｍ
を
超
え
る
松

も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
も
覚
え
て
い
ま
す
。

あ
る
と
き
、
空
が
バ
リ
バ
リ
ッ
と
鳴
っ
て
、

高
い
松
の
木
に
雷
が
落
ち
ま
し
た
。見
に
行
っ

て
み
る
と
、
松
の
皮
が
上
か
ら
下
ま
で
裂
け

て
中
が
む
き
出
て
た
ん
で
す
。
高
か
っ
た
あ

の
松
も
い
つ
の
間
に
か
枯
れ
て
ま
し
た
よ
。

　

台
風
の
被
害
も
多
か
っ
た
で
す
ね
。
強
風

で
高
い
松
が
倒
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

道
路
も
今
と
違
っ
て
、
松
の
根
っ
こ
が
あ
る

両
サ
イ
ド
が
道
路
よ
り
高
い
ん
で
す
ね
。
そ

の
た
め
、
倒
れ
た
木
が
反
対
側
に
掛
か
っ

て
、
倒
木
の
下
を
く
ぐ
り
ぬ
け
て
通
っ
た
記

憶
も
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
交
通
の
妨
げ

に
な
っ
た
の
で
、
後
の
処
理
が
大
変
だ
っ
た

ん
で
し
ょ
う
け
ど
・
・
・
。

　

並
松
は
も
う
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
地
域
の
象
徴
で
し
た
。
皆
が
知
っ
て
い

た
も
の
が
無
く
な
っ
た
と
き
は
寂
し
く
も
あ

り
ま
し
た
が
、
最
近
の
交
通
事
情
へ
の
対
応

な
ど
で
、
あ
き
ら
め
る
ほ
か
方
法
も
な
か
っ

た
ん
で
す
よ
ね
。
こ
の
地
に
立
派
な
天
然
記

念
物
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
忘
れ
な
い
よ
う
に

し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。」

「
松
は
ず
れ
」
と
い
わ
れ
る
地
名

　

当
時
、
並
松
が
途
切
れ
る
神
代
の
辺
り
を

松
が
こ
こ
ま
で
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
「
松
は

ず
れ
」
と
呼
ん
だ
そ
う
で
す
。
並
松
は
、人
々

の
生
活
と
密
着
し
、
不
思
議
な
糸
で
人
と
人

と
を
繋
い
で
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

▲昭和32年の旧国道28号線（八木）のマツ並木。当時は自転車が生活の足
で、ハイヤーが通ることは珍しかったそうです（野水正朔さん撮影）

松
は
失
わ
れ
た
が
、人
々
の
心
に

並
松
は
ふ
る
さ
と
の
誇
り
。無
く
な
っ

た
の
は
惜
し
い
気
持
ち
も
あ
る
。

　

文
化
財
保
護
審
議
委
員
の
素す

川が
わ

恒ひ
さ

男お

さ
ん

▲野水正朔さん（市）
　並松の下は、いつもザァーと
音がしていました。少し風が吹
くと、松の葉が擦れるんです。
夕方は民家のかまどや風呂か
ら煙りが上がってね、松の幹に
ある穴からフクロウがホーホー
と鳴く声も聞こえるんです。風
情がありましたよ。

八木の並
なんまつ

松と親しまれてきた「淡路国道マツ並木」が、消失から30年を
経た今、国の天然記念物としての指定を解除されました。当時の記録や
思い出を元に、人々の生活の中に存在したマツ並木を特集します。

天然記念物指定解除

▲かつて並松が存在した場所に
ある公園では、老人会が清掃活
動を行っているという柏木さん

▲最後の巨木をバッサリ。
クレーン車に吊るされた松
（八木鳥井バス停前）

▲旧国道には大変立派な松が
多くあったが、無くなるのはあっ
という間だったという素川さん

▲江戸時代後期のマツ並木（『淡路草』より）

▲昭和30年代、並松は巨木が
多かったといいます（野水正朔
さん撮影）

▲昭和50年代、八木大久保

▲昭和30年代、並松の道に
は牛車も通っていました（野
水正朔さん撮影）

▲マツ並木があった国道28
号線（八木）には道路沿いに
石碑が立てられています

▲昭和50年代、八木鳥井
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