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特
異
な
石
灰
岩
地

　

林
道
を
進
み
伊
方
へ
と
向
か
う
、
目
指
す
は

竜
ヶ
鼻
。
石
灰
岩
特
有
の
こ
の
地
は
、
長
い
間
、

風
雨
に
浸
食
さ
れ
た
岩
石
が
い
く
つ
も
露
出
し

て
い
て
、
文
字
ど
お
り
竜
の
鼻
先
を
連
想
さ
せ

る
断だ

ん

崖が
い

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
天
正
年
間

の
狼の

ろ
し煙
台
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、
入
り
口
に
人
の

手
に
よ
っ
て
組
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
５
㍍
ほ
ど

の
石
組
み
が
あ
る
。
敵
方
の
攻
撃
に
備
え
た
こ

の
狼の

ろ
し煙
台
は
、
香
春
岳
城
へ
の
連
絡
に
用
い
ら

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

前
の
ペ
ー
ジ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
福
智
山
は

花か

崗こ
う

岩が
ん

が
土
台
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
竜
ヶ

鼻
は
一
変
し
て
石
灰
岩
地
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
花か

崗こ
う

岩が
ん

と
石
灰
岩
が
接
触
す
る
所

は
、
結
晶
や
鉱
物
が
で
き
や
す
い
環
境
に
あ
る

と
い
う
。
ま
た
植
生
に
つ
い
て
も
絶
滅
危き

ぐ惧
種

の
イ
ワ
シ
デ
な
ど
、
貴
重
な
群
落
が
み
ら
れ
、

こ
こ
一
体
は
、
開
発
や
樹
木
の
伐
採
な
ど
を
制

限
し
た
第
一
種
特
別
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

竜
ヶ
鼻
は
、
外
敵
を
防
ぎ
や
す
い
こ
と
か
ら
、

香
春
岳
に
生
息
す
る
サ
ル
の
休
息
所
に
も
な
っ

て
い
る
と
い
う
。
巨
岩
に
腰
掛
け
、
す
ば
ら
し

い
眺
め
を
楽
し
み
な
が
ら
の
ん
び
り
す
る
サ
ル

た
ち
を
思
う
と
、
少
し
う
ら
や
ま
し
く
感
じ
た
。

竜
ヶ
鼻
に
立
つ

貴
重
な
植
生
と
密
教
の
聖
地
、
キ
ー
ワ
ー
ド
は
巨
岩
。
竜
ヶ
鼻
と
岩
屋
権
現
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。

◉
竜
ヶ
鼻　

◉
梵
字
曼
荼
羅　

◉
大
杉　

◉
石
鎚
山

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

か
つ
て
鉱
山
が
あ
り
ま
し
た

　

竜
ヶ
鼻
の
付
近
に
は
江
戸
時
代
か

ら
の
末
広
鉱
山
や
畑
銅
山
が
あ
り
、

末
広
鉱
山
は
昭
和
の
初
期
ま
で
鉱
業

が
営
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
も

実
際
に
坑
内
に
入
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
竜
ヶ
鼻
を
含
め
て
、
福

智
山
一
帯
は
自
然
と
文
化
の
宝
庫
で

あ
り
、
町
に
と
っ
て
の
貴
重
な
財
産

で
す
。
景
観
や
植
生
を
く
ず
さ
な
い

よ
う
に
広
く
ア
ピ
ー
ル
し
て
、
大
切

な
観
光
資
源
と
し
て
活
用
し
、
た
く

さ
ん
の
人
が
訪
れ
る
町
に
な
れ
ば
い

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

高
津
勝
春
さ
ん（
伊
方
）

↓展望台（写真下）から福智町を望むと、
ここが扇状地であり、盆地であるとい
う地形がすぐに確認できる。近くには
弘法岩などの奇岩もみられる。

→
写
真
右
か
ら
岩

肌
が
見
え
る
突
起

し
た
部
分
が
竜
ヶ

鼻
と
呼
ば
れ
る
場

所
。
入
り
口
の
石

積
み
を
登
る
と
、

の
ろ
し
台
が
あ
り
、
竜
ヶ
鼻
の
先
端
部
分

に
出
る
。
こ
こ
は
絶
壁
で
、
落
ち
た
ら
ひ

と
た
ま
り
も
な
い
の
で
、
決
し
て
一
人
で

は
行
か
な
い
よ
う
に
。
こ
の
よ
う
な
石
灰

岩
と
花
こ
う
岩
が
交
わ
る
「
接
触
交
代
鉱

床
」に「
ス
カ
ル
ン
鉱
物
」が
で
き
や
す
い
。

↑
竜
ヶ
鼻
の
巨
岩
と
、
そ
こ
か
ら
の
眺
望
。

謎
め
く
岩
屋
権
現

　

石
段
を
進
み
、
橋
を
渡
る
と
、
目
の
前
に
見

上
げ
る
ほ
ど
の
岩
壁
が
そ
び
え
る
。
弁
城
に

あ
る
岩
屋
権
現
。
そ
の
大
岩
の
一
角
に
、
梵ぼ

ん

字じ

曼ま
ん
だ
ら

荼
羅
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
梵ぼ

ん

字じ

と
は
仏
教
と

と
も
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
イ
ン
ド
の
文
字

を
総
称
し
た
も
の
。
こ
こ
で
は
不
動
明
王
や

阿あ
み
だ
に
ょ
ら
い

弥
陀
如
来
な
ど
、
一
文
字
ず
つ
神
仏
が
表
さ

れ
て
い
る
と
い
う
。
県
内
で
は
最
古
の
梵
字
で
、

健
武
２
年
（
１
３
３
５
年
）
に
法
橋
良
密
に
よ

っ
て
刻
ま
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
の

英
彦
山
山
伏
の
嶺
入
り
修
験
を
物
語
る
資
料

→
上
野
峡
に
あ
る
落
差
２
５
メ
ー
ト
ル
の
「
白
糸
の
滝
」。

↑石橋の向こうの正面が岩屋権現の岩壁、右側に梵字と大杉がある。
→県指定文化財の梵字曼荼羅、正式名は「方城岩屋磨崖梵字曼荼羅」。
←天然記念物、岩屋権現の大スギ。樹勢はよく、今も成長している。
↓岩屋権現横の壁面に口を開ける鍾乳洞、ここから奥深く伸びている。

↑→ごくわずかな水分で生息する石灰岩地
にしか生えないイワシデ。竜ヶ鼻に群落が
あり、幹が分かれた大ぶりなものもある。

四国の石鎚山から分神霊場として開場された石鎚山大権現、うっ
そうとした杉林の中に石仏が転々と座し、巨岩や奇岩が目立つ。

で
、
天
然
の
岩
盤
に
年
号
と
と
も
に
刻
ま
れ
た

貴
重
な
も
の
と
し
て
、
県
の
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
の
岩
盤
の
向
か
い
側
に
あ
る
ス
ギ
の
木
は

樹
高
36
・
２
㍍
、
根
元
周
囲
６
・
６
㍍
の
巨
木
。

日
本
古
来
の
ス
ギ
は
、
九
州
本
土
に
人
の
植
栽

に
よ
る
も
の
し
か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
大
ス
ギ
は
実
生
の
可
能
性
が
あ
り
、
県
の

天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
岩
屋
権
現
に
は
鍾
乳
洞
が
存

在
す
る
な
ど
、
謎
め
い
た
部
分
を
秘
め
な
が
ら

密
教
の
聖
地
と
し
て
の
雰
囲
気
を
静
か
に
醸
し

出
し
て
い
る
。

←
竜
ヶ
鼻
先
端
部
分
か
ら
の
眺
め
、
真
下
は
伊
方
の
広
谷
地
区
。

↑林道には評判の湧水がある。
遠方からくみに来る人も多い。

特集／嗚呼、福智山。


