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伊予の小京都

大
洲
グ
ル
メ
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
大
洲
の
街
を
見
守
る
、小
高
い
社

福
徳
、商
売
繁
盛
、安
産
の
神
様

十
日
ゑ
び
す
で
知
ら
れ
る
大
洲
神
社

大
洲
の
街
を
見
守
る
、小
高
い
社

福
徳
、商
売
繁
盛
、安
産
の
神
様

十
日
ゑ
び
す
で
知
ら
れ
る
大
洲
神
社

大
洲
の
街
を
見
守
る
、小
高
い
社

福
徳
、商
売
繁
盛
、安
産
の
神
様

十
日
ゑ
び
す
で
知
ら
れ
る
大
洲
神
社

　
お
は
な
は
ん
通
り
に
明
治

の
家
並
み…

伊
予
の
小
京
都

と
称
さ
れ
る
風
情
あ
る
大
洲

の
町
並
み
を
見
下
ろ
す
よ
う

に
た
た
ず
む
、
大
洲
神
社
。

　
そ
の
由
緒
は
鎌
倉
時
代
、

大
洲
城
築
城
時
の
こ
と
。
宇

都
宮
家
譜
に
よ
れ
ば
、
下
野
国
（
現
在

の
栃
木
県
）
の
宇
都
宮
氏
６
代
頼
房
の

三
男
で
あ
る
豊
房
が
伊
予
守
護
職
に
任

じ
ら
れ
、
元
和
元
年
（
１
３
３
１
年
）

に
大
洲
城
を
築
城
。
そ
の
際
、
城
内
総

鎮
守
神
と
し
て
下
野
国
二
荒
山
（
ふ
た

ら
や
ま
）
神
社
よ
り
勧
請
し
、
太
郎
宮

と
し
て
斎
祭
さ
れ
た
。
御
祭
神
で
あ
る

大
國
主
命
（
お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ

と
）
（
大
國
様
）
は
そ
の
後
、
大
洲
城

に
入
城
し
た
戸
田
家
、
藤
堂
家
、
脇
坂

家
の
時
代
ま
で
２
８
０
年
に
わ
た
り
、

大
洲
城
に
安
置
さ
れ
た
。

　
元
和
３
年
（
１
６
１
７
）
、
加
藤
貞

泰
が
入
城
し
、
先
例
に
よ
っ
て
神
楽
山

を
祈
願
所
と
定
め
て
崇
敬
。
御
神
体
は

こ
ち
ら
に
移
さ
れ
、
大
洲
神
社
と
し
て

祀
ら
れ
た
。
そ
の
尊
崇
は
厚
く
、
社
殿

の
造
営
や
修
復
な
ど
の
寄
進
が
た
び
た

び
さ
れ
、
旧
県
社
に
列
せ
ら
れ
た
。

　
現
在
、
大
洲
神
社
で
は
毎
年
１
月
９

日
か
ら
11
日
に
か
け
て
「
十
日
ゑ
び

す
」
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
由
来

は
明
治
４
年
、
神
社
崇
敬
心
を
統
一
し
、

町
内
一
神
社
と
す
る
た
め
に
「
恵
比
須

神
社
」
が
本
町
２
丁
目
か
ら
神
楽
山
に

移
さ
れ
、
大
洲
神
社
に
合
祀
し
た
こ
と

か
ら
。
そ
の
御
祭
神
は
事
代
主
命
（
こ

と
し
ろ
ぬ
し
の
み
こ
と
）
（
ゑ
び
す
様
）
。

よ
っ
て
、
大
洲
神
社
は
商
売
繁
盛
、
福

徳
、
さ
ら
に
安
産
の
神
様
と
し
て
知
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
近
年
で
は
、
N
H
K
の
連
続
テ
レ
ビ

小
説
「
お
は
な
は
ん
」
や
「
東
京
ラ
ブ

ス
ト
ー
リ
ー
」
、
映
画
「
ぼ
く
の
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
」
の
ロ
ケ
地
と
し
て
も
有
名

で
、
現
在
「
東
京
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
」

が
再
放
送
さ
れ
て
い
る
台
湾
か
ら
の
参

拝
客
は
特
に
多
い
と
い
う
。
ま
た
、
平

成
の
大
修
復
工
事
に
よ
り
平
成
22
年
に

生
ま
れ
変
わ
っ
た
本
殿
は
建
築
物
と
し

て
も
見
応
え
が
あ
る
。
一
方
で
、
そ
の

右
隣
に
位
置
す
る
恵
比
須
神
社
は
、
本

町
か
ら
移
築
さ
れ
た
当
時
の
も
の
で
、

江
戸
時
代
の
建
築
。
老
朽
化
が
進
み
、

幾
度
か
の
修
繕
が
加
え
ら
れ
て
は
い
る

が
、
十
二
支
を
描
い
た
天
井
絵
や
釘
を

使
わ
ず
木
組
み
だ
け
で
仕
上
げ
た
意
匠

な
ど
が
歴
史
を
感
じ
さ
せ
る
。

　
厳
か
な
境
内
に
は
、
さ
ら
に
稲
荷
神

社
や
若
宮
神
社
、
天
満
神
社
、
水
金
神

社
、
祖
神
社
、
火
防
神
社
も
祀
ら
れ
て

お
り
、
大
洲
の
人
々
の
拠
り
所
と
し
て
、

今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
崇
敬
さ
れ
て
い
る
。

　
２
０
１
６
年
２
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
「
キ
ッ
チ
ン
・

ポ
ル
ポ
」。
料
理
人
一
筋
25
年
の
三
好
宏
シ
ェ
フ
が

腕
を
振
る
う
、
本
格
派
の
洋
食
が
味
わ
え
ま
す
。
八

幡
浜
出
身
の
三
好
さ
ん
は
、
大
阪
や
神
戸
な
ど
の
ホ

テ
ル
や
ゴ
ル
フ
倶
楽
部
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
経
験
を

生
か
し
、
フ
レ
ン
チ
や
イ
タ
リ
ア
ン
な
ど
洋
食
全
般

を
手
が
け
ま
す
。
食
材
は
八
幡
浜
港
に
水
揚
げ
さ
れ

た
魚
介
や
愛
媛
産
の
肉
、
大
洲
の
野
菜
な
ど
地
物
に

こ
だ
わ
り
、
旬
の
美
味
し
さ
を
追
求
。
ラ
ン
チ
は
大

人
気
の
ペ
ス
カ
ト
ー
レ
や
ハ
ン
バ
ー
グ
、
カ
レ
ー
、

ス
テ
ー
キ
な
ど
を
気
軽
に
。
ま
た
デ
ィ

ナ
ー
タ
イ
ム
は
単
品
の
ほ
か
、
予
算

や
希
望
に
応
じ
た
コ
ー
ス
料
理
に
も

対
応
し
て
お
り
、
女
子
会
や
宴
会
に

オ
ス
ス
メ
。
飲
み
放
題
付
き
に
も
で

き
ま
す
。
さ
ら
に
ク
リ
ス
マ
ス
に
向

け
た
特
別
デ
ィ
ナ
ー
（
５
０
０
０
円
）

も
予
定
。
ぜ
ひ
お
早
め
に
ご
予
約
を
。

ベ
テ
ラ
ン
シ
�
フ
が
腕
を
振
る
う

地
元
の
素
材
を
生
か
し
た
洋
食

キ
ッ
チ
ン
・
ポ
ル
ポ
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大
洲
、い
い
も
の
探
訪

　
戦
前
よ
り
大
洲
で
小
麦
の
卸

業
を
営
ん
で
い
た
初
代
は
、
戦

時
中
、
パ
ン
作
り
の
腕
を
買
わ

れ
、
満
州
で
御
用
商
人
と
し
て

活
躍
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の

後
、
昭
和
21
年
に
中
野
製
粉
所

を
設
立
。
小
麦
の
卸
し
、
製
パ

ン
に
加
え
製
麺
業
も
始
め
た
。

「
中
野
の
パ
ン
屋
さ
ん
」
で
お

な
じ
み
の
初
代
が
生
み
出
し
た

「
ミ
ル
ク
パ
ン
」
は
、
現
在
も

ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
商
品
と
し
て
愛

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
全
国
へ
と
販
路
を
拡
大
し
た
二
代
目
が
力
を

注
い
だ
の
が
、
ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
麺
（
LL
麺
）
。
そ
れ
ま
で
、
保
存
食
と

し
て
は
乾
麺
、
冷
蔵
タ
イ
プ
の
生
麺
は
日
持
ち
が
し
な
い
と
い
う
見
方

だ
っ
た
が
、
LL
麺
は
、
生
麺
の
味
と
保
存
性
を
両
立
し
た
麺
と
し
て
こ

の
常
識
を
覆
す
製
品
と
な
っ
た
。
酸
性
と
ア
ル
カ
リ
性
を
整
え
る
pH
調

整
に
よ
り
麺
の
変
質
や
変
色
を
防
い
で
品
質
の
安
定
を
図
り
、
菌
の
繁

殖
を
抑
え
て
腐
食
を
防
ぐ
。
さ
ら
に
常
温
で
長
期
間
保
存
で
き
る
の
も

大
き
な
特
長
だ
。
二
代
目
は
、
20
年
ほ
ど
前
か
ら
全
国
に
先
駆
け
て
LL

麺
の
取
り
扱
い
を
開
始
し
、
価
格
競
争
の
激
し
い
日
本
国
内
の
み
な
ら

ず
世
界
を
視
野
に
入
れ
、
海
外
進
出
へ
の
礎
を
築
い
た
。

　
15
年
ほ
ど
前
に
帰
郷
し
、
三
代
目
と
し
て

中
野
食
品
を
守
る
亮
さ
ん
は
、
「
祖
父
、
そ

し
て
父
の
想
い
を
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
発
展

さ
せ
て
い
き
た
い
」
と
話
す
。
安
心
・
安
全

な
M
A
D
E 

I
N 

J
A
P
A
N
の
製
品
を

地
元
大
洲
か
ら
世
界
へ
。
LL
麺
の
パ
ス
タ
詰

め
合
わ
せ
と
い
っ
た
ギ
フ
ト
商
品
の
開
発
な

ど
新
た
な
取
り
組
み
に
も
期
待
が
高
ま
る
。

　
昭
和
元
年
（
１
９
２
６
）

創
業
。大
洲
の
郷
土
菓
子
で

あ
る
志
ぐ
れ
の
老
舗
と
し

て
愛
さ
れ
る
二
葉
屋
。現
在

は
４
代
目
の
長
穂
斗
志
英

さ
ん
、弟
の
文
洋
さ
ん
が
兄

弟
で
店
を
守
り
、創
業
時
か

ら
変
わ
ら
ぬ
製
法
を
貫
い

て
い
る
。二
葉
屋
の
し
ぐ
れ

は
、米
粉
が
美
味
し
さ
の
決

め
手
。県
内
産
の
コ
シ
ヒ
カ

リ
を
店
で
挽
き
、米
本
来
の

甘
み
を
引
き
出
す
。そ
こ
に

加
え
る
の
は
、羽
釜
で
炊
い

た
小
豆
。
一
粒
ひ
と
粒
が
ふ
っ
く
ら
と
炊
き
上
が
っ
た
小
豆
と
米
粉

の
も
っ
ち
り
と
歯
切
れ
の
良
い
食
感
が
あ
い
ま
っ
て
、
二
葉
屋
な
ら

で
は
の
素
朴
な
味
わ
い
と
な
る
。
保
存
料
・
添
加
物
を
一
切
使
用
せ

ず
、
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
安
心
し
て
お
や
つ
や
お
茶
う
け
に

い
た
だ
け
る
と
評
判
で
、
全
国
各
地
か
ら
の
注
文
も
。
ま
た
、
秋
は
大

洲
や
内
子
な
ど
南
予
の
栗
が
た
っ
ぷ
り
の「
栗
入
り
志
ぐ
れ
餅
」も
好

評
。毎
年
９
月
上
旬
か
ら

11
月
３
日
ま
で
販
売
し
て
お
り
、こ
の
時
期

を
楽
し
み
に
し
て
い
る
常
連
さ
ん
も
多
い
。

　
和
菓
子
修
業
を
経
て
店
を
継
い
だ
斗
志
英
さ
ん
と
文
洋
さ
ん
は
志

ぐ
れ
の
味
を
守
り
つ
つ
、
新
た
な
挑
戦
に
も
意
欲
的
。「
店
自
慢
の
米

粉
を
生
か
し
た
お
菓
子
を
」
と
の
想
い
で
20
年
ほ
ど
前
に
生
み
出
し

た「
福
ふ
く
」は
、米
粉
を
ふ
っ
く
ら
と
蒸
し
あ
げ
た
ま
ん
じ
ゅ
う
だ
。

こ
ち
ら
も
素
材
の
風
味
を
感
じ
ら
れ

る
素
朴
な
美
味
し
さ
で
、
地
元
の
人
々

や
観
光
客
を
ほ
っ
と
和
ま
せ
て
い
る
。

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

活
気
の
あ
る
お
店
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

今
回
は
、
中
野
食
品
さ
ん
と
二
葉
屋
さ
ん
を
訪
ね
ま
し
た
。

株
式
会
社 

中
野
食
品

二
葉
屋

肱
川
橋
架
替
工
事
リ
ポ
ー
ト
⑨

肱
川
橋
架
替
工
事
リ
ポ
ー
ト
⑨

M
A
D
E 

I
N 

J
A
P
A
N
で
世
界
へ
！

ロ
ン
グ
ラ
イ
フ
麺
の
先
駆
け
的
存
在

大
洲
の
郷
土
菓
子
・
志
ぐ
れ

素
朴
な
美
味
し
さ
を
兄
弟
で
守
る

住　　所／大洲市大洲275
電話番号／0893-24-4475
営業時間／8:30～17:00
定 休 日／元旦のみ

住　　所／大洲市中村569-2
電話番号／0893-24-2131
営業時間／8:00～17:00
定 休 日／日・祝・祭日

　

西
田
興
産
は
、
平
成
29
年
４
月
中
旬
に
工
事
を
受
注
し
ま
し
た
。

今
回
私
た
ち
の
担
当
す
る
工
事
は
、
肱
川
橋
左
岸
側
の
橋
台
新
設
工

事
と
護
岸
工
事
を
担
当
し
ま
す
。
７
月
中
旬
か
ら
準
備
工
事
を
始
め
、

お
盆
明
け
８
月
中
旬
よ
り
本
格
的
に
工
事
を
開
始
し
ま
し
た
。
ま
ず

は
、
橋
台
を
支
え
る
た
め
の
、
土
台
と
な
る
基
礎
杭
を
施
工
し
ま
す
。

地
表
面
か
ら
30
メ
ー
ト
ル
下
ま
で
直
径
１
メ
ー
ト
ル
の
円
形
の
穴
を

掘
り
ま
す
。
次
に
、
掘
っ
た
穴
に
、
あ
ら
か
じ
め
組
立
て
た
鉄
筋
か

ご
を
セ
ッ
ト
し
ま
す
。
最
後
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
打
ち
込
ん
で
基
礎

杭
を
完
成
さ
せ
ま
す
。
基
礎
杭
の
長
さ
は
18
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
上
に

橋
台
を
構
築
し
ま
す
。
基
礎
杭
は
７
本
を
１
列
と
し
、
等
間
隔
に
４

列
の
合
計
28
本
で
橋
台
を
支
え
ま
す
。（
図
１
参
照
）

　

現
在
は
、
そ
の
基
礎
杭
を
施
工
し
て
い
る
真
っ
最
中
で
、
お
よ
そ
２

〜
３
日
に
１
本
の
ペ
ー
ス
で
進
ん
で
い
ま
す
。
杭
基
礎
を
作
る
会
社
、

土
砂
を
運
搬
を
す
る
会
社
、
交
通
誘
導
を
す
る
会
社
と
そ
れ
ぞ
れ
の
担

当
に
分
か
れ
、
連
携
し
て
、
11
月
末
頃
ま
で
こ
の
作
業
を
進
め
て
い
き

ま
す
。
そ
の
後
、
橋
台
を
構
築
し
護
岸
の
整
備
工
事
へ
と
進
ん
で
い
き

ま
す
。
工
期
は
平
成
30
年
７
月
末
ま
で
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

肱
川
橋
は
国
道
56
号
と
い
う
幹
線
道
路
で
す
。
交
通
量
、
歩
行
者
も

多
く
、
そ
の
横
で
の
工
事
な
の
で
安
全
に
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い

ま
す
。
高
校
や
中
学
校
も
近
く
に
あ
り
、
朝
夕
は
徒
歩
や
自
転
車
の
生

徒
が
た
く
さ
ん
通
行
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
地
元
の
方
々
の
安

全
な
通
行
を
第
一
に
考
え
、
工
事
車
両
の
出
入
り
に
は
特
に
気
を
付
け

て
い
ま
す
。
ま
た
、
工
事
車
両
が
現
場

内
の
泥
で
道
路
を
汚
す
こ
と
な
い
よ
う

に
環
境
面
で
も
気
を
つ
け
て
い
ま
す
。

　

工
事
を
施
工
す
る
に
あ
た
り
、
重
機

の
音
や
振
動
で
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る

こ
と
も
あ
ろ
う
か
と
は
思
い
ま
す
が
、

安
全
を
最
優
先
に
工
事
を
進
め
て
ま
い

り
ま
す
。

　

新
た
な
肱
川
橋
の
誕
生
に
携
わ
れ
る

こ
と
を
誇
り
に
、
地
元
企
業
と
し
て
出

来
る
限
り
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
の

で
、
ど
う
ぞ
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

　今回は、新たな肱川橋の橋台・護岸
工事を担当されている株式会社西田
興産の岡村公一郎さんに、工事の進
捗状況などお話を伺いました。

岡村さん（前列右から2人目）ら西田興産
の方々と協力会社の皆さん

大
洲
市
民
の
皆
様
に
支
え
ら
れ
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
肱
川
橋
で
す
。

　

大
正
２
年
の
初
代
完
成
か
ら
１
０
０
年
以
上
、
大
洲
市
民
の
生
活
を
支
え
て
き
た
肱
川
橋
。

現
在
行
わ
れ
て
い
る
５
代
目
へ
の
架
替
え
に
関
し
て
は
、
地
震
時
の
耐
震
性
の
強
化
や
、
橋
脚

を
５
本
か
ら
３
本
に
減
ら
す
こ
と
で
川
の
流
れ
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
と
い
う
治
水
上
の
問
題
の

解
消
な
ど
、
様
々
な
課
題
解
決
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
歩
道
を
広
げ
る
こ
と
で
歩

行
者
や
自
転
車
の
方
の
通
行
も
ス
ム
ー
ズ
に
。
大
洲
市
民
の
み
な
さ
ん
が
安
心
し
て
利
用
で
き

る
橋
を
目
指
し
て
工
事
は
進
ん
で
い
ま
す
。

基礎杭を上から見ると

7
本

4列


