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上︓モノレールが終わり尾根にあがることろ。 獣が滑り降りてる跡がある

左︓国道 169 号線から北山川
　　　へ下り、 対岸に渡渉する

右︓標高が上がるにつれて、 雪
　　　が深くなってきた

中︓モノレール沿いを上がっていく
　　　ルートファインディングは不要
　　　だが、 ものすごい急傾斜

下︓辻堂山までは基本的には尾根通しで歩くが、 尾根が細くなっている
　　　ところは林業の作業道を歩く。 雪が深くて歩きにくい

　
　
　

海
道
開
拓
の
先
駆

　
　
　

者
で
あ
り
「
北
海

道
」
と
い
う
名
前
を
命
名

し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
松

浦
武
四
郎
。
幕
末
か
ら
明

治
に
か
け
て
活
躍
し
た
、

冒
険
家
で
あ
り
著
述
家
で

も
あ
る
松
浦
氏
は
晩
年
、

最
後
の
仕
事
と
し
て
大
台

ヶ
原
の
開
拓
に
力
を
注
い

だ
。
生
家
の
あ
る
松
阪
に

は
伊
勢
参
宮
街
道
が
あ
り
、

全
国
各
地
か
ら
の
参
拝
者
、

物
資
や
文
化
・
情
報
な
ど

が
行
き
交
う
拠
点
と
な
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
幼

少
期
か
ら
各
地
の
文
化
に

触
れ
る
機
会
が
多
く
、
自

分
の
知
ら
な
い
世
界
、
行
っ

た
こ
と
の
な
い
土
地
に
強

い
興
味
を
持
っ
て
い
た
松

浦
氏
。
好
奇
心
が
原
動
力

と
な
り
、
日
本
中
を
旅
し
各

地
の
山
へ
登
り
、
人
や
文
化
・

風
習
に
触
れ
る
こ
と
が
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
だ
っ
た
。

　

松
浦
氏
が
作
っ
た
北
海
道

の
地
図
を
見
る
と
、
未
開
の

地
で
あ
っ
た
北
海
道
の
形
を

記
す
の
は
も
ち
ろ
ん
、
内
陸

に
至
る
ま
で
細
か
い
字
で
び

っ
し
り
と
地
名
が
書
か
れ
て

お
り
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど

の
情
熱
と
探
求
心
が
あ
れ
ば
、

こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か…

想

像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
ん
な
松
浦
氏
は
、
大
台
開

拓
の
際
、
何
度
か
上
北
山
村

に
訪
れ
、
そ
こ
を
拠
点
に
大

台
ヶ
原
へ
向
か
っ
て
歩
い
て

い
る
。い
っ
た
い
ど
こ
を
通
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
ぜ
ひ

と
も
同
じ
と
こ
ろ
を
歩
い
て

み
た
い…

。
す
で
に
色
々

と
調
べ
て
い
る
村
の
方
が

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
協
力

し
て
武
四
郎
の
道
を
た

ど
っ
て
み
よ
う
と
い
う
話

に
な
り
、
春
の
本
格
的
な

調
査
の
事
前
調
査
と
し

て
、
冬
で
も
行
け
る
エ
リ

ア
を
ぶ
ら
っ
と
探
索
に
行

く
こ
と
に
し
た
。

何
度
か
大
台
ヶ
原
へ
訪
れ

て
い
る
松
浦
氏
だ
が
、
上

北
山
村
・
天
ヶ
瀬
の
民
に

道
案
内
を
し
て
も
ら
い
和

佐
又
や
大
普
賢
岳
へ
行
っ

た
よ
う
だ
。
そ
し
て
、天
ヶ

瀬
集
落
か
ら
辻
堂
山
を
経

由
し
て
大
台
ヶ
原
に
入
っ

た
と
記
録
を
残
し
て
い

る
。
天
ヶ
瀬
の
集
落
は
、

和
佐
又
山
の
麓
に
あ
る
。

北
山
川
を
挟
ん
で
、
向
か

かみきた山歩記 -003

辻堂山周回コース
（　　　　　　　ｍ）

さんぽき

北

辻堂山展望台から下山する際に見えた和佐又山。 この角度から見ること、 大普賢岳を後ろに従えて凛々しい姿である



い
側
が
辻
堂
山
。
地
形
図
を
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
て
、
ど
こ
通
っ

て
の
か
な…

と
想
像
す
る
。
ワ
ク
ワ
ク
し
て
楽
し
い
時
間
で
あ

る
。
松
浦
氏
の
記
録
に
よ
る
と
、
天
ヶ
瀬
集
落
す
ぐ
横
に
あ
る

日
浦
集
落
あ
た
り
か
ら
北
山
川
へ
下
り
、
そ
こ
か
ら
辻
堂
山
へ

登
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
今
で
は
残
っ
て
い
な
い
地
名
な
ど

も
あ
り
、
は
っ
き
り
と
は
ど
こ
を
通
っ
て
い
る
か
は
不
明
だ
が
、

お
そ
ら
く
緩
や
か
な
尾
根
道
を
通
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
想
像
す
る
。
今
回
は
事
前
調
査
（
と
い
う
名
の
気
ま
ま

な
山
歩
き
）
だ
し
、
日
浦
集
落
か
ら
北
山
川
へ
下
り
た
付
近
か

ら
モ
ノ
レ
ー
ル
の
線
路
沿
い
に
上
が
り
、
辻
堂
山
か
ら
伸
び
て

い
る
尾
根
に
取
り
付
く
こ
と
に
し
た
。
そ
の
尾
根
沿
い
で
辻
堂

山
方
面
へ
。
山
頂
は
あ
ま
り
展
望
は
な
い
の
で
、
今
回
ピ
ー
ク

は
踏
ま
ず
に
林
道
へ
。
そ
の
後
、
株
の
谷
・
一
の
谷
方
面
へ
下

り
る
古
い
登
山
道
を
使
い
下
山
。

モ
ノ
レ
ー
ル
沿
い
に
歩
け
ば
道
に
迷
う
こ
と
は
な
い
が
、
当
然

歩
き
や
す
さ
は
一
切
考
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
も
の
す
ご
い

急
傾
斜
。
少
し
登
っ
て
は
休
憩
す
る
、
を
繰
り
返
す
こ
と
約
１

時
間
。
辻
堂
山
か
ら
緩
や
か
に
伸
び
る
尾
根
に
の
っ
た
。
そ
こ

か
ら
辻
堂
山
ま
で
は
、
あ
ら
か
た
緩
や
か
で
広
々
と
し
て
お
り
、

ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
に
は
持
っ
て
こ
い
！
の
場
所
で
あ
っ
た
。
い
っ

た
ん
、林
道
辻
堂
山
線
に
出
て
展
望
台
で
昼
ご
飯
。
そ
の
あ
と
は
、

昔
の
登
山
道
の
面
影
を
残
す
尾
根
で
株
の
谷
・
一
の
谷
方
面
へ

下
る
。尾
根
を
下
っ
て
い
る
と
、正
面
に
見
え
る
和
佐
又
山
。バ
ッ

ク
に
は
大
普
賢
岳
。
な
か
な
か
の
凛
々
し
い
姿
で
あ
る
。
沢
沿

い
の
道
は
、
崩
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
注
意
が
必
要
だ
が
、
も

う
少
し
踏
み
跡
が
し
っ
か
り
す
れ
ば
十
分
に
山
歩
き
を
楽
し
め

る
コ
ー
ス
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

右︓国道 169 号線から見る天ヶ瀬の集落。 よく見ると山の中腹に開けたところがある
左︓ピリ辛スパイシーラーメンで、 体を温める。 寒いときはこれに限る︕

1︓辻堂山山頂周辺は、 なだらかで開けてい
　　 るので、 スノーシューを楽しむのにもいい
2︓林道沿いにある辻堂山展望台から
　　 奥駈の稜線を眺める
3︓辻堂山から一の谷におりてきたところ
　　 うっすらと古い登山道の名残が残っている
4︓ウサギの足跡が先導してくれた

5︓一の谷と株の谷が合流し、 北山川に流れ
　　 こむ少し手前にある小さな滝。 最近の寒さ
　　 のせいで、 周りが少し凍って小さい氷瀑に
　　 なっていた

和歌山・那智勝浦町色川で開催さ

れた「狩猟体験ツアー」に行って

きました。その時にいただいた鹿

肉を利用して、色んな料理を試作

鹿肉の有効利用を考えていきま

す！おすすめレシピがあれば教え

てください☆

今月のひとこま
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【編集後記】

＊小谷雅美協力隊員の山行記録は、ブログでも読めます。「山へ散歩いこう」で検索してみてください☆
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＊歩行距離約 9キロ・歩行時間（休憩含む）4時間 40 分

13:50

” 松浦武四郎の歩いた道” とともに、もうひとつ気になっている” 筏師” のこと。林業が盛ん

だったころ、村にもたくさんいたと思われる筏師について、写真や資料・情報などお持ちの

方は、ぜひ小谷までご一報ください！当時の林業に携わる話も合わせてご存知の方は、ぜひ

ぜひ教えてください☆よろしくお願いいたします


