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郷
土
の

味
を
た
ず
ね
て

～新しくなる　肱川橋とともに　大洲の町を再発見～

大洲だより大洲だより
幾
多
の
時
代
を
経
て
引
き
継
が
れ
た

地
元
の
人
々
の
熱
き
想
い
の
結
晶
が
こ
こ
に

現
代
に
甦
っ
た
日
本
一
の
天
守 

木
造
復
元
大
洲
城
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熱
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幾
多
の
時
代
を
経
て
引
き
継
が
れ
た

地
元
の
人
々
の
熱
き
想
い
の
結
晶
が
こ
こ
に

現
代
に
甦
っ
た
日
本
一
の
天
守 

木
造
復
元
大
洲
城

　

毎
日
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
目
に

す
る
景
色
だ
か
ら
、
特
別
に
感
じ
て

い
な
か
っ
た
。
大
洲
城
。
そ
の
見
方

が
変
わ
っ
た
の
は
、
偶
然
伊
予
大
洲

駅
で
出
逢
っ
た
観
光
客
と
の
会
話
か

ら
だ
っ
た
。
松
山
駅
か
ら
観
光
列
車

「
伊
予
灘
も
の
が
た
り
」
に
乗
っ
て

や
っ
て
き
た
と
い
う
彼
。
今
夏
、
日

本
経
済
新
聞
が
発
表
し
た
「
お
薦
め

の
観
光
列
車 

ベ
ス
ト
10
」
で
見
事
１

位
に
輝
い
た
、
話
題
の
列
車
だ
。
そ

ん
な
城
郭
マ
ニ
ア
の
彼
に
よ
る
と
、

大
洲
城
は
戦
後
復
元
さ
れ
た
木
造
天

守
と
し
て
日
本
初
の
四
層
四
階
で
あ

り
、
1
9.
1
5
m
と
い
う
高
さ
は
日

本
一
な
の
だ
と
か
。
地
元
に
住
ん
で

い
な
が
ら
ま
さ
か
旅
人
に
教
え
て
も

ら
う
な
ん
て…

さ
す
が
に
恥
ず
か
し

さ
を
覚
え
た
私
は
、
次
の
休
日
、
早

速
大
洲
城
を
た
ず
ね
た
。

　

復
元
さ
れ
た
天
守
内
部
で
は
、
城

の
歴
史
や
復
元
ま
で
の
歩
み
が
紹
介

さ
れ
て
い
た
。
鎌
倉
時
代
末
期
の
元

弘
元
年
（
１
３
３
１
）
、
守
護
と
し

て
国
入
り
し
た
伊
予
宇
都
宮
豊
房
に

よ
り
築
城
さ
れ
た
大
洲
城
。
そ
の
後
、

幾
多
の
合
戦
を
経
て
、
文
禄
４
年

（
１
５
９
５
）
に
築
城
の
名
手
・
藤

堂
高
虎
が
入
城
す
る
と
近
世
の
城
郭

と
し
て
整
備
さ
れ
、
続
い
て
慶
長
14

年
（
１
６
０
９
）
に
淡
路
の
洲

本
か
ら
脇
坂
安
治
が
入
城
。
こ

の
２
人
の
時
代
に
大
規
模
な
修

築
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
元

和
３
年
（
１
６
１
７
）
に
は

米
子
か
ら
加
藤
貞
泰
が
大
洲

藩
主
と
し
て
入
封
。
以
後
２

５
０
年
、
12
代
に
渡
り
こ
の

地
を
治
め
、
城
下
町
は
大

い
に
繁
栄
し
た
。

　

明
治
21
年
（
１
８
８

８
）
、
老
朽
化
に
よ
り
天

守
は
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ

た
が
、
大
洲
城
を
愛
す

る
地
元
住
民
の
働
き
か

け
に
よ
り
、
平
成
16
年
に
復
元
。
全

国
各
地
に
復
元
天
守
は
あ
る
が
、
大

洲
城
の
素
晴
ら
し
い
点
、
そ
れ
は
当

時
と
同
じ
木
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

明
治
時
代
の
古
い
写
真
や
江
戸
期
の

築
城
の
際
に
作
ら
れ
た
木
組
み
の
模

型
「
天
守
雛
形
」
な
ど
、
復
元
に
必

要
な
多
く
の
資
料
が
奇
跡
的
に
残
っ

て
い
た
こ
と
が
大
き
な
後
押
し
と

な
っ
た
と
い
う
。
樹
齢
３
０
０
年
の

木
曽
檜
な
ど
、
強
度
の
高
い
国
産
材

を
使
用
し
た
城
郭
建
築
特
有
の
木
組

み
は
大
変
迫
力
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら

見
え
る
肱
川
の
流
れ
、
城
下
町
を
眺

め
な
が
ら
殿
様
の
暮
ら
し
て
い
た
時

代
へ
想
い
を
馳
せ
る
の
も
い
い
も
の

だ
。

　

そ
う
い
え
ば
、
例
の
彼
が
教
え
て

く
れ
た
。
「
伊
予
灘
も
の
が
た
り
」

が
肱
川
を
渡
る
と
き
、
目
の
前
に
見

え
る
大
洲
城
か
ら
人
々
が
旗
を
振
っ

て
見
送
っ
て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
。

「
暖
か
い
お
も
て
な
し
が
嬉
し
い
ん

で
す
よ
」
。
そ
ん
な
一
言
が
胸
に
沁

み
て
、
わ
が
町
・
大
洲
が
も
っ
と
好

き
に
な
っ
た
。

　

江
戸
時
代
、米
子
か
ら
入
封
し
た
大
洲
藩

主
・
加
藤
家
と
と
も
に
、そ
の
お
抱
え
料
理

人
と
し
て
大
洲
へ
と
渡
っ
た
泉
家
。元
禄
元

年
に「
い
づ
み
や
」を
創
業
し
た
。長
ら
く
、

魚
屋
と
兼
業
し
て
料
理
屋
を
営
ん
で
い
た

が
、
現
在
の
店
主
・
泉 

秀
哉
さ
ん
の
代
に

な
っ
た
約
20
年
前
、建
て
替
え
を
機
に
魚
屋

を
畳
み
、そ
れ
ま
で
の
仕
出
し
、宴
会
中
心

の
ス
タ
イ
ル
か
ら
割
烹
へ
。地
元
客
も
、観

光
客
も
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
よ
う
な
店
づ

く
り
を
目
指
し
て
い
る
。

　

料
理
は
、い
も
た
き
や
さ
つ
ま
汁
、鯛
め

し
な
ど
大
洲
を
中
心
に
、南
予
地
域
の
郷
土

の
味
を
提
案
。い
も
た
き
１
人
前
１
２
０
０

円（
じ
ゃ
こ
天
・
お
に
ぎ
り
付
）な
ど
、郷
土

料
理
が
一
人
前
か
ら
味
わ
え
る
と
あ
っ
て
、

ふ
ら
り
と
訪
れ
た
旅
人
に
喜
ば
れ
て
い
る
。

創
業
元
禄
元
年
�大
洲
に
根
ざ
し

歴
史
を
刻
む
名
店
こ
こ
に
あ
り

割
烹 

い
づ
み
や
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閉校となった豊茂小学

校の校舎を中心に、周

辺の民家と一体となっ

て、夜を彩るイルミ

ネーションが魅力。

点灯期間12月6日～

1月9日

愛媛県唯一の十日ゑびす祭りであり、愛媛県南予地区を始め

愛媛県内外より、商

売繁盛・家内安全を

求めて多くの崇敬者

が参詣され、また、大

鯛（約１m）撒きが行

われております。

開 催 日／12月19日（土）17：30～
開催場所／豊茂ふれあい広場
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大
洲

　
か
つ
て
、
加
藤
六
万
石
の
城
下
町

だ
っ
た
大
洲
。
米
子
藩
か
ら
入
封
し
た

加
藤
貞
泰
は
跡
目
の
届
け
出
を
す
る
前

に
急
逝
し
、
二
代
藩
主
・
泰
興
が
大
洲

藩
を
治
め
た
。
泰
興
は
藩
政
の
強
化
に

努
め
、
賢
侯
と
の
誉
れ
高
い
人
物
で

あ
っ
た
。
隠
居
後
は
剃
髪
し
て
月
窓
と

名
を
改
め
た
と
い
う
が
、
そ
の
名
を
冠
し
た
の
が
、
村
田
文
福
老
舗

の
「
月
窓
餅
」
だ
。
御
用
菓
子
司
と
し
て
加
藤
家
と
と
も
に
大
洲
へ

渡
り
、
寛
永
元
年
（
１
６
２
４
）
創
業
。
独
特
の
製
法
で
作
ら
れ
る

本
ワ
ラ
ビ
餅
で
北
海
道
産
小
豆
の
こ
し
餡
を
包
み
、
青
大
豆
の
き
な

粉
を
ま
ぶ
し
た
上
品
な
純
和
菓
子
は
、
大
洲
藩
の
御
用
菓
子
と
し
て

も
愛
さ
れ
た
。
ま
た
、
青
大
豆
や
わ
ら
び
粉
は
幕
府
に
も
献
上
さ

れ
、
そ
の
青
大
豆
を
月
窓
公
も
大
変
気
に
入
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
現
在
は
十
四
代
目
店
主
の
村
田
耕
一
さ
ん
と
息
子
の
真
嗣
さ
ん
が

受
け
継
ぎ
、
当
時
の
レ
シ
ピ
を
踏
襲
し
、
一
つ
ひ
と
つ
手
づ
く
り
し

て
い
る
。
機
械
を
導
入
す
れ
ば
生
産
性
、
効
率
は
上
が
る
が
、
「
店

を
大
き
く
す
る
な
」
と
い
う
家
伝
を
守
り
、
毎
日
手
作
業
で
作
り
、

盆
や
正
月
な
ど
忙
し
い
時
期
は
休
む
暇
も
な

く
月
窓
餅
を
こ
し
ら
え
て
い
る
。
「
本
ワ
ラ

ビ
餅
の
こ
の
柔
ら
か
さ
、
こ
し
餡
と
青
大
豆

き
な
粉
の
合
わ
せ
加
減
は
、
機
械
で
は
出
せ

な
い
。
職
人
の
技
の
見
せ
所
で
す
」
と
耕
一

さ
ん
は
胸
を
張
る
。
耕
一
さ
ん
親
子
は
そ
の

代
々
守
ら
れ
て
き
た
製
法
と
と
も
に
、
心
意

気
も
受
け
継
い
で
い
る
。

　
江
戸
時
代
に
は
既
に
日
本
独
自
の
醸
造
技
術
が
確
立
さ
れ
、
日
本

料
理
に
欠
か
せ
な
い
調
味
料
と
し
て
存
在
し
て
い
た
醤
油
。
そ
の
時

代
は
、
酒
も
醤
油
も
、
み
ん
な
一
升
で
同
じ
ほ
ど
の
価
値
だ
っ
た
と

い
う
。
そ
れ
が
今
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
売
ら
れ

る
価
格
を
見
比
べ
て
み
れ
ば
、
醤
油
だ
け
、
ぐ
ん
と
下
が
っ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
現
実
に
危
機
感
を
募
ら
せ
、
今
一
度
、
本
物

の
醤
油
の
価
値
を
伝
え
た
い
と
い
う
気
概
を
持
っ
て
醤
油
の
醸
造
に

取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、
梶
田
商
店
の
六
代
目
、
梶
田
泰
嗣
さ
ん

だ
。
明
治
７
年
（
１
８
７
４
）
頃
か
ら
、
大
洲
で
醤
油
を
醸
し
続
け

て
１
４
０
余
年
。
梶
田
商
店
で
は
、
こ
の
地
で
培
っ
て
き
た
醸
造
技

術
や
知
識
を
活
か
し
、
現
在
も
１
０
０
％
自
社
醸
造
を
貫
い
て
い

る
。
そ
の
仕
込
み
に
は
時
間
を
か
け
て
お
り
、
一
切
の
添
加
物
を
加

え
な
い
天
然
醸
造
で
じ
っ
く
り
と
醗
酵
、
熟
成
さ
せ
て
い
る
。
原
料

に
関
し
て
も
地
元
の
大
豆
「
フ
ク
ユ
タ

カ
」
や
小
麦
「
ミ
ナ
ミ
ノ
カ
オ
リ
」
な

ど
、
地
元
の“

い
い
も
の”

を
意
識
し
て

採
用
。

　
「
食
は
命
の
源
。
だ
か
ら
こ
そ
本
物
を

知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
。
自
然
と
向
き

合
い
な
が
ら
、
先
人
の
教
え
と
新
た
な
試

み
を
見
極
め
な
が
ら…

。
安
心
安
全
、
そ

し
て
何
よ
り
「
美
味
し
い
」
醤
油
を
梶
田

さ
ん
は
追
求
し
続
け
る
。

歴
史
の
風
薫
る
大
洲
市
。
そ
の
商
店
街
に
は
、
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
、

活
気
の
あ
る
お
店
が
立
ち
並
ん
で
い
ま
す
。

商
店
街
探
訪

村
田
文
福
老
舗

梶
田
商
店

肱
川
橋
架
替
工
事
リ
ポ
ー
ト
②

肱
川
橋
架
替
工
事
リ
ポ
ー
ト
②

賢
侯
も
愛
し
た
、大
洲
藩
の
御
用
菓
子

作
り
手
の
思
い
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず

不
易
流
行
。自
然
、時
代
と
向
き
合
い

本
物
の
醤
油
の
価
値
を
伝
え
た
い

住　　所／大洲市中村559
電話番号／0893-24-2021
営業時間／8:00～17:00
定 休 日／第2・4土・日・祝日

住　　所／大洲市大洲183
電話番号／0893-24-2359
営業時間／9:00～18:00
定 休 日／元旦のみ

▲工事用道路設置完了（右岸側）▲工事用道路設置完了（左岸側）

▲工事用仮桟橋着手前▲工事用仮桟橋完成

本
町
本
店

１
．
現
在
の
工
事
の
進
捗
状
況
は

　

工
事
の
進
捗
状
況
は
、
10
月
31
日
下
旬
に
工
事
用
道
路
の
設
置
、

11
月
30
日
現
在
で
仮
桟
橋
の
設
置
（
担
当
業
者
：
谷
本
建
設
工
業
）

が
完
了
し
て
い
ま
す
。

2
．
上
田
建
設
㈱
は
ど
の
よ
う
な
工
事
を
行
う
の
で
す
か

　

ま
た
、
そ
の
工
事
方
法
を
具
体
的
に
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い

　

大
型
の
ク
レ
ー
ン
を
使
用
し
て
河
川
内
に
２
０
ｍ
程
度
の
Ｈ
鋼

杭
を
打
込
み
、
そ
の
上
に
桁
を
並
べ
、
覆
工
板
を
載
せ
て
迂
回
路

道
路
の
設
置
を
行
い
ま
す
。（
担
当
業
者
：
右
岸
側
半
分
・
上
田
建

設
、
左
岸
側
半
分
・
西
田
興
産
）

　　

Ｈ
鋼
杭
の
打
込
み
は
、
バ

イ
ブ
ロ
ハ
ン
マ
ー
工
法
を
用

い
ま
す
。
振
動
式
杭
打
機
で

強
制
振
動
を
杭
に
伝
達
す
る

事
に
よ
り
、
先
端
の
抵
抗
及

び
摩
擦
抵
抗
を
急
速
か
つ
一

時
的
に
低
減
さ
せ
、
打
込
み

や
引
き
抜
き
を
行
い
ま
す
。

（
写
真
参
照
）

3
．
工
事
中
ど
の
よ
う
な
事
に
気
を
付
け
て
作
業
を
進

め
ま
す
か

　

Ｈ
鋼
杭
打
込
み
時
に
は
、
周
辺
環
境
へ
の
振
動
・
騒
音
を
考
慮

し
て
、低
騒
音
・
低
振
動
機
械
を
使
用
し
施
工
を
行
い
ま
す
。ま
た
、

交
通
災
害
・
第
三
者
災
害
事
故
に
も
十
分
配
慮
し
て
作
業
を
進
め

て
い
き
ま
す
。

4
．
肱
川
橋
を
新
し
く
架
け
替
え
る
こ
と
に
つ
い
て
の

感
想
は
？

　

肱
川
橋
は
、
肱
川
両
岸
の
中
心
市
街
地
を
結
ぶ
道
路
で
あ
り
、

建
造
後
約
１
０
０
年
と
い
う
歴
史
の
あ
る
橋
で
す
。
そ
の
歴
史
あ

る
肱
川
橋
橋
梁
架
替
事
業
に
携
わ
る
事
が
で
き
、
非
常
に
光
栄
に

思
っ
て
い
ま
す
。

5
．
工
事
に
対
す
る
意
気
込
み
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　

工
事
を
進
め
る
に
あ
た
り
、
無
事
故
無
災
害
で
工
事
関
係
者
一

同
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
御
協
力
の
程
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

今
回
は
、
上
田
建
設
㈱ 

現
場
代
理
人
・

監
理
技
術
者　

千
葉
さ
ん
に
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

今
回
は
、
上
田
建
設
㈱ 

現
場
代
理
人
・

監
理
技
術
者　

千
葉
さ
ん
に
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。


