
　
明
治
維
新
に
伴
っ
て
社
会
の
大
変

革
と
混
乱
の
中
で
着
実
に
大
洲
地
方

も
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
さ
ら
に
交
通
や
様
々

な
産
業
が
発
達
し
、
大
き
な
成
長
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
大
正
か
ら
平
成
の
時

代
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

第
５
章

大
正
・
昭
和
・

平
成
の
展
開

大
正
か
ら
は

大
洲
が
大
き
く
発
展
し
た

時
代
な
ん
だ
ね
。

長
浜
大
橋
が
で
き
た
の
も

こ
の
時
代
な
ん
だ
よ
。

長浜大橋

撮影：河野 達郎氏
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❶

大
正
時
代

（
１
）
肱
川
へ
の
架
橋

　

こ
こ
か
ら
は
、
大
正
時
代
の
大
洲
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま

す
。

　

大
洲
は
、
川
か
ら
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
歴
史
が
あ
る
一
方

で
、
川
の
流
れ
が
地
域
を
分
断
し
、
物
流
を
妨
げ
て
き

た
歴
史
も
あ
り
ま
す
。
川
を
渡
る
に
は
、
長
ら
く
渡
し
舟
が
使

わ
れ
、そ
の
後
川
舟
に
板
を
並
べ
た
簡
素
な
橋
（
通
称
浮う

き

亀き

橋
）

を
利
用
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
１
９
１
３
（
大

正
２
）
年
に
、
時
代
の
要
請
を
受
け
て
、
堅け

ん

牢ろ
う

な
初
代
肱
川

橋
が
完
成
し
ま
し
た
。
こ
の
橋
に
よ
っ
て
大
洲
の
産
業
は
発

展
を
遂
げ
て
い
き
ま
す
。
１
９
６
１
（
昭
和
36
）
年
に
は
、
第

３
代
の
肱
川
橋
に
姿
を
変
え
ま
し
た
。
そ
の
後
の
車
社
会
の
発

達
に
伴
い
、
肱
川
橋
は
歩
道
の
設
置
や
拡
幅
な
ど
の
改
修
が
繰

り
返
し
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
洲
道
路
の
完
成
に
よ
り
、

肱
川
橋
が
大
洲
を
通
過
す
る
主
た
る
手
段
で
は
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
今
で
も
川
の
南
北
を
結
ぶ
、
市
民
に
と
っ
て
最
も
身
近

な
橋
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
現
在
（
２
０
２
０
（
令
和
２
）

年
12
月
）
は
、２
０
２
２
（
令
和
４
）
年
夏
の
完
成
を
目
指
し
て
、

第
５
代
肱
川
橋
を
架
け
る
た
め
の
大
規
模
な
工
事
が
進
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
第
４
代
の
肱
川
橋
に
比
べ
る
と
、
幅
が
２
ｍ
ほ
ど

第２〜４代：国土交通省大洲河川国道事務所提供

第２代

初代

第４代

第３代

初
代
〜
第
４
代
肱
川
橋
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八
多
喜
ト
ン
ネ
ル

　

愛
媛
鉄
道
の
ト
ン
ネ
ル
は
、
現

在
も
三
か
所
残
っ
て
い
ま
す
。
当

時
の
姿
に
最
も
近
い
形
で
残
っ
て

い
る
の
は
新
町
か
ら
米
津
に
抜
け

る
「
八
多
喜
ト
ン
ネ
ル
」
で
、
現

在
は
道
路
ト
ン
ネ
ル
と
し
て
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

浮
亀
橋

　

「
浮
亀
橋
」
は
、
川
の
中
央
部

分
を
上
流
下
流
か
ら
の
船
が
行
き

来
で
き
る
よ

う
に
高
く
上

げ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ

の
様
子
が
亀

の
甲
ら
に
似

て
い
た
と
こ

ろ
か
ら
命
名

さ
れ
ま
し
た

広
く
な
り
、
ゆ
と
り
を
感
じ
る
橋
が
お
目
見
え
す
る
予
定
で
す
。

（
２
）
肱
川
下
流
域
の
交
通
の
発
展

　

大
正
時
代
に
な
る
と
、
大
洲
の
産
業
を
支
え
て
き
た
輸
送
手
段
が
、
肱
川
の
流
れ
を
利
用
し
た
水
運
か
ら
、

川
沿
い
を
走
る
鉄
道
に
移
行
し
て
き
ま
し
た
。
１
９
１
６
（
大
正
５
）
年
、
西に

し

村む
ら

兵
ひ
ょ
う

太た

郎ろ
う

に
よ
っ
て
愛
媛

鉄
道
が
誘
致
さ
れ
る
と
、
１
９
１
８
（
大
正
７
）
年
に
大
洲
・
長
浜
間
が
、
１
９
２
０
（
大
正
９
）
年
に
大
洲
・

内
子
間
が
鉄
道
で
結
ば
れ
ま
し
た
。
こ
の
鉄
道
で
は
、
大
洲
や
内
子
か
ら
長
浜
に
向
け
て
材
木
や
炭
、
竹
材
、

米
な
ど
が
運
ば
れ
、
長
浜
か
ら
大
洲
や
内
子
に
向
け
て
は
、
砕
石
や
石
炭
、
堆た

い

肥ひ

な
ど
が
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

列
車
は
、
現
在
よ
り
30
㎝
以
上
幅
の
狭
い
線
路
を
走
る
軽
便
鉄
道
で
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
列
車
の
よ
う
な
小
さ
な

も
の
で
し
た
。
長
浜
か
ら
大
洲
の
16
㎞
を
約
52
分
間
か
け
て
走
り
、
１
日
に
上
り
・
下
り
各
10
便
ず
つ
が
運
転
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
運
賃
は
、
長
浜
か
ら
大
洲
が
54
銭
で
し
た
。
今
の
運
賃
に
換
算
す
る
と
、
約
６
８
０
０
円
に

な
り
ま
す
。
当
時
、
そ
ば
１
杯
が
２
銭
で
し
た
の
で
、
誰
も
が
簡
単
に
乗
車
で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

当
時
の
愛
媛
鉄
道
の
路
線
は
、
肱
川
の
氾
濫
を
避
け
る
よ
う
に
し
て
山
際
に
敷
設
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
現
在
の
Ｊ
Ｒ
予
讃
線
と
は
ル
ー
ト
が
大
き
く
異
な
る
区
間
が
あ
り
ま
す
。
八
多
喜
地
区
に
残
っ
て
い
る

そ
の
区
間
に
は
、
今
で
も
煉
瓦
造
の
ト
ン
ネ
ル
や
橋
梁
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
頃
の
面
影
を
見
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

八
多
喜
に
は
、
こ
の
肱
川
に
縁
の
あ
る
歴
史
的
に
有
名
な
場
所
が
他
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
八
多
喜
町

岩
津
の
肱
川
沿
い
に
あ
る
「
祇
園
神
社
」
で
す
。
こ
こ
の
鳥
居
右
手
側
を
肱
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
は
、

京
都
の
朱す

ざ

く雀
天
皇
か
ら〝

藤
原
純
友
追つ

い

捕ほ〟

の
命
を
受
け
て
や
っ
て
来
た〝

大お
お

伴と
も

吉き

良ら

喜き〟

が
長
浜
か
ら
肱
川

の
上
流
へ
向
か
っ
て
来
て
、
上
陸
し
た
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

祇
園
神
社
の
鳥
居
を
く
ぐ
っ
た
右
手
に
、
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
吉
良
喜
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

第
１
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「
吉
良
喜
は
、
京
都
出
発
に
当
た
り
、
日
頃
信
仰
し
て
い
る
祇
園
神
（
八
坂
神
社
）
の
分
霊
を
持
っ
て
、
こ
こ

粟
津
の
森
に
建
て
た
神
社
に
そ
の
神
を
ま
つ
り
ま
し
た
。」
と
あ
り
ま
す
。

　

八
坂
神
社
の
守
護
神
は
「
牛ご

頭ず

天て
ん

王の
う

」
で
、
こ
こ
に
も
同
じ
よ
う
に
牛
の
座
像
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
戦
国

の
世
に
、
こ
の
祇
園
の
森
に
祖う

母ば

が

い井
之ゆ

き

照て
る

の
家
臣
で
あ
る
水
沼
左
京
が
城
を
築
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
水
沼

家
が
神
主
と
し
て
こ
の
神
社
を
守
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
れ
以
後
、
度
重
な
る
戦
の
た
び
に
、
戦
勝
祈
願
を
こ
の
神
社
で
行
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
世

は
泰
平
の
江
戸
時
代
に
入
り
、
代
々
の
大
洲
藩
主
が
参
勤
交
代
で
の
海
上
安
全
を
祈
願
す
る
た
め
、
途

中
立
ち
寄
っ
て
い
ま
し
た
。

❷

昭
和
・
平
成
の
時
代

（
１
）
水
害
と
の
戦
い
と
発
展
す
る
町
大
洲

　

い
よ
い
よ
、
時
代
は
昭
和
に
な
り
ま
す
。

　

大
洲
に
は
、
肱
川
の
洪
水
に
長
く
悩
ま
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
、
こ
の
問
題
を
解

消
し
よ
う
と
努
力
を
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
昭
和
に
な
る
と
ダ
ム
に
よ
っ
て
水
を
治
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

１
９
５
９
（
昭
和
34
）
年
に
完
成
し
た
鹿
野
川
ダ
ム
は
、
治
水
と
利
水
（
発
電
）
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
ま

し
た
。
高
さ
61
ｍ
、
堤
の
延
長
１
６
８
ｍ
、
総
貯
水
量
４
８
２
０
万
㎥
に
な
り
、
当
時
の
四
国
で
は
、
有
数
の

貯
水
量
を
誇
る
ダ
ム
で
す
。
こ
の
ダ
ム
の
完
成
に
よ
っ
て
、
大
洲
の
洪
水
被
害
は
大
き
く
軽
減
さ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
、
肱
川
は
今
で
も
氾
濫
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
肱
川
流
域
で
は
、
現
在
も
堤
防
な
ど
の
整
備
が

続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
７
年
７
月
の
洪
水
で
は
、
床
上
浸
水
７
６
８
戸
、
床
下
浸
水
４
２
７
戸
と
い
う
大
き
な
被
害
を
受
け
、

堤
防
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
12
年
に
は
、
肱
川
の
洪
水
被
害
か
ら
川
沿
い
の
地
域
を
守

鹿野川ダムには、洪水

対策を目的に国内最大

級の洪水吐きトンネル

（写真左端）が完成し

ました。

大洲道路（冨士山から北只方面）
国土交通省大洲河川国道事務所提供 国土交通省大洲河川国道事務所提供
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被
災
か
ら
未
来
に

向
け
て

　

豪
雨
災
害
か
ら
２
年
が
経
ち
ま

し
た
。
私
は
、
被
災
し
た
時
の
こ

と
を
思
い
出
す
と
、
今
で
も
胸
が

苦
し
く
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
人
は
、

ま
だ
た
く
さ
ん
い
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
と
き
は
、

周
り
の
人
が
支
え
て
く
れ
ま
す
。

辛つ
ら

い
と
き
は
、
誰
か
が
必
ず
助
け

て
く
れ
ま
す
。
お
互
い
に
支
え
合

い
、
こ
れ
か
ら
少
し
で
も
立
ち
直

れ
る
よ
う
に
、
み
ん
な
で
頑
張
っ

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

大洲市立肱川中学校３年　金野比呂翔さん

る
た
め
の
パ
ト
ロ
ー
ル
や
水
防
の
機
能
を
有
し
、
平
時
に
は
河
川
の
管
理
や
保
全
活
動
の
拠
点
と
し
て
機
能
す

る
肱
川
河
川
防
災
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
完
成
し
ま
し
た
。

　

平
成
30
年
７
月
、
台
風
７
号
と
梅
雨
前
線
の
影
響
に
よ
り
、
肱
川
の
戦
後
最
大
の
流
量
を
も
た
ら
す
記
録
的

な
大
雨
が
降
り
ま
し
た
（
平
成
30
年
７
月
豪
雨
）。
鹿
野
川
ダ
ム
上
流
で
４
５
０
㎜
、
野
村
ダ
ム
上
流
で
６
０
０

㎜
を
超
え
る
降
雨
を
観
測
し
、
肱
川
橋
付
近
の
水
位
は
８
・
11
ｍ
に
ま
で
達
し
ま
し
た
。
洪
水
に
よ
る
浸
水
被

害
は
甚
大
で
、
床
上
浸
水
が
２
、２
３
４
戸
、
床
下
浸
水
が
７
８
８
戸
で
し
た
。
現
在
は
、
こ
の
よ
う
な
甚
大
な

水
害
が
起
き
な
い
よ
う
、
10
年
を
目
途
に
し
た
短
期
・
中
期
・
長
期
の
治
水
対
策
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
大
災
害
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
整
備
し
た
堤
防
や
ダ
ム
、
排
水
ポ
ン
プ
車
等
が
確
実
に
効
果
を
発
揮
し
、

被
害
を
防
止
・
軽
減
し
た
一
方
で
、
洪
水
・
土
砂
災
害
が
複
合
的
に
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ

プ
な
ど
の
リ
ス
ク
情
報
が
住
民
避
難
に
つ
な
が
ら
な
い
等
の
問
題
が
生
じ
、
人
々
の
仕
事
や
暮
ら
し
へ
の
影
響

が
長
期
間
に
及
び
ま
し
た
。
市
や
町
、
県
な
ど
関
係
機
関
が
よ
り
一
層
連
携
を
深
め
る
と
と
も
に
、
ハ
ー
ド
対

策
と
ソ
フ
ト
対
策
を
一
体
的
か
つ
計
画
的
に
進
め
、
社
会
全
体
で
常
に
洪
水
に
備
え
る
「
水
防
災
意
識
社
会
」

を
創
り
上
げ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
、
先
人
た
ち
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
か
け
が
え
の
な

い
命
や
財
産
を
守
り
自
然
豊
か
な
肱
川
と
共
に
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　

次
に
、
大
洲
の
道
路
事
情
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。

　

大
洲
は
周
り
を
高
い
山
々
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、
周
辺
地
域
と
の
往
来
に
は
、
険
し
い
峠
越
え
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
１
９
７
０
（
昭
和
45
）
年
、
国
道
56
号
線
に
鳥
坂
ト
ン
ネ
ル
や
犬
寄
ト

ン
ネ
ル
が
開
通
し
た
の
を
は
じ
め
、
八
幡
浜
方
面
に
は
夜
昼
ト
ン
ネ
ル
が
開
通
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら

の
ト
ン
ネ
ル
や
道
路
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
で
、
大
洲
は
も
と
よ
り
、
南
予
地
方
の
産
業
が
発
展
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
高
速
道
路
も
順
次
整
備
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

１
９
９
３
（
平
成
５
）
年
に
、冨
士
山
の
南
麓
を
回
る
よ
う
に
大
洲
道
路
が
先
行
的
に
開
通
し
、２
０
０
０
（
平
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成
12
）
年
に
な
る
と
、
徳
島
市
か
ら
大
洲
市
に
至
る
四
国
縦
貫
自
動
車
道
が
全
線
開
通
し
ま
し
た
。
こ

れ
で
、
大
洲
と
全
国
各
地
と
が
高
速
道
路
で
結
ば
れ
た
の
で
す
。
現
在
は
、
高
速
道
路
は
更
に
南
へ
と
伸
び
、

２
０
１
５
（
平
成
27
）
年
に
は
、
宇
和
島
市
津
島
町
ま
で
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
高
速
道
路
は
、
大

洲
市
の
み
な
ら
ず
四
国
各
地
の
産
業
を
支
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、防
災
面
で
も
重
要
な
交
通
路
と
な
る
こ
と
か
ら
、

更
な
る
道
路
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
２
）
大
洲
の
観
光
産
業
の
振
興

　

こ
こ
で
は
、
昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
推
進
さ
れ
た
観
光
産
業
を
見
て
い
き
ま
す
。

　

２
０
０
４
（
平
成
16
）
年
に
、
城
山
に
４
層
４
階
の
大
洲
城
天
守
閣
が
、
往
時
の
姿
で
復
元
さ

れ
ま
し
た
。
戦
後
復
元
さ
れ
た
木
造
天
守
の
中
で
は
、
19
ｍ
15
㎝
の
高
さ
は
日
本
一
で
す
。
し
か
し
、
現
在
の

法
律
で
は
、
こ
の
建
物
を
復
元
す
る
こ
と
は
困
難
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
２
年
間
に
わ
た
る
折
衝
を
重
ね
た
結
果
、

保
存
建
築
物
と
し
て
建
築
基
準
法
の
適
用
除
外
と
な
り
、
建
築
時
の
複
合
連
結
式
に
よ
る
天
守
群
が
復
元
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
天
守
閣
が
、
往
時
の
姿
を
ほ
ぼ
正
確
に
復
元
で
き
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
絵
図
の
ほ
か
、
明
治
時
代
に

撮
影
さ
れ
た
外
観
写
真
や
、
木
組
み
で
で
き
た
模
型
で
あ
る
天
守
雛
形
な
ど
内
部
構
造
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

資
料
が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
し
た
。

　

大
洲
城
天
守
閣
か
ら
見
え
る
肱
川
に
は
、
夏
の
風
物
詩
と
し
て
、
全
国
的
に
も
有
名
な
水
郷
大
洲
の
う
か
い
が
あ

り
ま
す
。

　

う
か
い
は
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
に
も
記
述
が
あ
る
昔
な
が
ら
の
漁
法
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
も
う

か
い
で
ア
ユ
（
鮎
）
を
捕
っ
て
い
た
こ
と
が
古
文
書
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
漁
法
で
と
っ
た
ア
ユ
は
、ウ
（
鵜
）

の
食
道
で
魚
を
一
気
に
気
絶
さ
せ
る
た
め
、
傷
が
付
か
ず
、
し
か
も
新
鮮
で
す
。

　

大
洲
藩
で
は
、
肱
川
で
と
れ
た
ア
ユ
を
、
焼
き
ア
ユ
や
塩
ア
ユ
に
し
て
、
古
く
か
ら
将
軍
な
ど
へ
の
献
上
品

令和元年の大洲盆地
国土交通省大洲河川国道事務所提供

昭和37年の大洲盆地
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江
戸
時
代
の
漁
法

　

ア
ユ
を
捕
る
た
め
に
、
釣
り
の

他
に
、
瀬
張
り
や
梁や

な

、
う
か
い
な

ど
の
漁
法
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録

に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
も
た
き

　

大
洲
市
柚
木
の
如
法
寺
河
原
で

は
、
毎
年
秋
に
な
る
と
、
観
光
い

も
た
き
が
行
わ
れ
ま
す
。

いもたき初煮会（８月下旬）

う
か
い
は
ぼ
く
が

活
躍
す
る
と
こ
ろ
だ
。

と
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
漁
期
や
禁
漁
区
を
定
め
、

ア
ユ
を
保
護
し
て
き
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　

明
治
以
降
は
、
漁
法
も
近
代
化
が
進
み
、
う
か
い
は
一
時
は

衰
退
し
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
５
７
（
昭
和
32
）
年
に
観
光
事

業
と
し
て
復
活
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
大
洲
に
は
藩
政
の
時
代
か
ら
、「
お
籠こ

も
り
」
と

言
わ
れ
る
、
住
民
が
集
ま
る
風
習
が
春
と
秋
に
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
秋
に
は
、
各
農
家
が
肱
川
の
上
流
か
ら
運
ば
れ
て

き
た
肥
沃
な
土
で
育
っ
た
里さ

と

芋い
も

を
河
原
へ
持
ち
寄
り
、
肱
川

で
捕
れ
た
ア
ユ
か
ら
と
っ
た
出だ

汁し

で
炊
い
て
、
こ
れ
を
み
ん

な
で
食
べ
て
い
ま
し
た
。
観
光
行
事
化
さ
れ
た
「
い
も
た
き
」

で
は
、
大
洲
の
里
芋
の
お
い
し
さ
や
和
や
か
な
雰
囲
気
を
楽

し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

うかい

瀬張り漁

四手網

第
１
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古
い
町
並
み
の
活
用

　

古
い
町
割
り
や
家
並
み
を
活
用

し
た
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

おはなはん通り ポコペン横丁肱南地区の町並み（比地町）
引用：大洲市勢要覧

（
３
）
肱
南
地
区
の
古
い
町
並
み
の
活
用

　

大
洲
城
天
守
閣
が
復
元
さ
れ
た
２
０
０
４
（
平
成
16
）
年
４
月
17
日
、
松
山
自
動
車
道
大
洲
北
只
Ｉ
Ｃ
〜
西

予
宇
和
Ｉ
Ｃ
が
開
通
し
、
県
内
外
の
人
が
気
軽
に
大
洲
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

同
じ
年
の
４
月
29
日
か
ら
10
月
31
日
に
は
、
大
洲
市
・
内
子
町
・
西
予
市
を
中
心
に
「
え
ひ
め
町
並
博

２
０
０
４
」
が
開
催
さ
れ
、
１
７
０
万
人
を
超
え
る
人
が
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
ま
し
た
。
ま
た
、
２
０
１
６
（
平

成
28
）
年
３
月
26
日
か
ら
11
月
20
日
ま
で
の
約
８
か
月
間
「
え
ひ
め
い
や
し
の
南
予
博
２
０
１
６
」
も
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
大
洲
市
で
は
大
洲
城
や
臥
龍
山
荘
は
も
と
よ
り
、
江
戸
か
ら
明
治
時
代
の
町
割
り
や
家
並
み
が
そ

の
ま
ま
残
る
お
は
な
は
ん
通
り
や
お
お
ず
赤
煉
瓦
館
、
昭
和
30
年
代
の
レ
ト
ロ
な
風
景
が
再
現
さ
れ
た
ポ
コ
ペ

ン
横
丁
な
ど
、
肱
南
地
区
の
観
光
資
源
に
多
く
の
人
が
訪
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
Ｊ
Ｒ
四
国
に
よ
っ
て
、
観
光
列
車
「
伊
予
灘
も
の
が
た
り
」
が
運
行
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
々

が
乗
車
し
ま
し
た
。
伊
予
の
小
京
都
：
大
洲
を
巡
る
ま
ち
歩
き
ツ
ア
ー
は
「
え
ひ
め
い
や
し
の
南
予
博

２
０
１
６
」
終
了
後
も
継
続
さ
れ
て
お
り
、
ガ
イ
ド
で
あ
る
「
お
お
ず
歴
史
華
回
廊
案
内
人
」
と
と
も
に
ま
ち

を
歩
い
て
大
洲
の
魅
力
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
に
は
、
城
下
町
の
趣
を
生
か
し
た
古
民
家
ホ
テ
ル
が
肱
南
地
区
に
オ
ー
プ

ン
し
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
４
）
大
洲
の
製
糸
業
と
林
業

　

最
後
に
、
明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
製
糸
業
や
林
業
が
、
昭
和
時
代
に
入
り
、

次
第
に
衰
退
し
て
い
っ
た
様
子
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

大
正
時
代
の
養
蚕
や
製
糸
業
は
昭
和
時
代
に
入
っ
て
も
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
１
９
３
０
（
昭

和
５
）
年
を
頂
点
に
、
そ
の
後
は
昭
和
恐
慌
と
言
わ
れ
る
大
不
況
と
化
学
繊
維
の
出
現
な
ど
に
よ
っ
て
生
糸
の
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大
洲
の
森
林

　

現
在
の
民
有
林
の
森
林
面
積
は

３
１
４
６
１
ha
で
針
葉
樹
林
が

63
％
、
広
葉
樹
林
が
32
％
の
比
率

で
す
。

　

主
な
針
葉
樹
林
は
、
マ
ツ
、
ス

ギ
、
ヒ
ノ
キ
。
広
葉
樹
林
は
、
ク

ヌ
ギ
他
が
あ
り
ま
す
。

大
洲
市
２
０
１
４（
平
成
26
）
年
度
末
デ
ー
タ

林
業
は
長
い
歴
史
が

あ
る
ん
だ
ね
。

集材作業
引用：大洲市勢要覧

価
格
が
大
暴
落
し
、
製
糸
業
は
衰
退
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
。
当
時
の
政
府
は
、
こ
の
暴
落
防
止
に
努
め
ま

し
た
が
、
日
中
戦
争
が
起
こ
り
、
戦
時
食
糧
増
産
体
制

に
入
っ
た
た
め
に
、
製
糸
業
は
減
少
し
、
１
９
２
３
（
大

正
12
）
年
に
は
28
を
数
え
た
大
洲
市
内
の
製
糸
工
場
の

多
く
が
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。
製
糸
工
場
は
、
戦

後
も
大
洲
駅
周
辺
や
肱
南
地
区
に
数
軒
残
っ
て
い
ま
し

た
が
、
そ
れ
も
な
く
な
り
、
大
洲
地
方
の
養
蚕
も
衰
退
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

次
に
、
林
業
に
つ
い
て
で
す
。

　

大
洲
の
林
業
の
歴
史
は
古
く
、
１
６
１
７
年
、
米
子
か
ら
６
万
石
の
大
洲
城
に
移
っ
た
加か

藤と
う

貞さ
だ

泰や
す

が
、
特
に

薪
炭
材
と
し
て
最
も
有
利
な
ク
ヌ
ギ
や
治
山
治
水
を
図
る
ス
ギ
の
造
林
を
藩
の
方
針
と
し
て
奨
励
し
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
肱
川
町
で
は
、
現
在
も
ク
ヌ
ギ
の
美
林
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
道
路
が
未
整
備
で
あ
る
こ

の
時
代
に
は
、
肱
川
を
使
う
こ
と
で
大
量
の
木
材
を
輸
送
し
て
い
ま
し
た
。
肱
川
流
域
に
あ
る
河
港
か
ら
は
、
薪
、

ハ
ゼ
（
櫨
）
の
実
、
コ
ウ
ゾ
（
楮
）
な
ど
、
大
正
時
代
に
は
木
炭
や
フ
シ
（
五
倍
子
）
が
、
盛
ん
に
輸
送
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
特
に
、
肱
川
地
域
の
木
炭
は
良
質
と
さ
れ
、
全
国
一
の
生
産
量
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
林

業
は
、
肱
川
林
業
の
大
き
な
特
色
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
５
５
（
昭
和
30
）
年
を
ピ
ー
ク
に
次
第
に
振
る

わ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
農
林
業
一
体
の
経
営
形
態
は
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
の
影
響
に
よ
り
、
第
二
次
・
第

三
次
産
業
の
仕
事
を
兼
業
す
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
今
後
は
、
農
林
業
を
含
め
た
複
合
経
営
で
あ

る
六
次
産
業
を
ど
う
進
め
る
か
が
課
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。

今岡製糸　1967（昭和42）年

河野製糸大洲工場　1950（昭和25）年
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長
浜
大
橋

　

長
浜
大
橋
は
、
１
９
３
３（
昭

和
８
）
年
に
着
工
、
１
９
３
５
（
昭

和
10
）
年
８
月
に
完
成
し
ま
し
た
。

現
役
の
道
路
可
動
橋
と
し
て
は
全

国
で
最
も
古
く
、
橋
長
２
２
６
ｍ
、

幅
５
・
５
ｍ
（
完
成
当
時
）
の
バ

ス
キ
ュ
ー
ル
式
と
呼
ば
れ
る
跳

ち
ょ
う

開か
い

橋
で
す
。
開
閉
部
の
反
対
側
に
「
お

も
り
」
を
置
き
、
開
閉
の
負
担
を

軽
く
す
る
、
天
秤
タ
イ
プ
の
構
造

で
あ
り
、
跳
開
橋
の
仕
組
み
と
し

て
は
全
国
で
唯
一
と
言
わ
れ
る
、

珍
し
い
も
の
で
す
。

　

総
工
費
は
29
万
円
で
、
現
在
の

価
値
に
換
算
す
れ
ば
２
億
円
近
い

費
用
を
か
け
、
当
時
の
最
先
端
の

技
術
に
よ
っ
て
架
け
ら
れ
た
橋
で

し
た
。
こ
の
橋
が
で
き
る
ま
で
、

対
岸
の
沖
浦
へ
行
く
に
は
渡
船
を

使
っ
て
い
ま
し
た
。
沖
浦
観
音
祭

り
の
時
に
は
川
舟
の
上
に
板
を
か

け
た
臨
時
の
橋
が
作
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

（
５
）
長
浜
大
橋

　

肱
川
の
河
口
近
く
に
、
鉄
骨
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き

た
赤
い
大
き
な
橋
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
橋
が
長
浜
大
橋

で
す
。
こ
の
橋
が
で
き
た
頃
は
、
大
き
な
船
が
上
流
の

港
に
向
か
っ
て
航
行
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
船

が
支
障
な
く
通
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
中
央
部
の

18
ｍ
の
区
間
を
開
閉
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
１
９
３
５
（
昭
和
10
）
年
に
完

成
し
、
日
本
で
現
存
す
る
道
路
開
閉
橋
と
し
て

は
最
も
古
い
も
の
で
、
２
０
１
４
（
平
成
26
）
年
、

国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
地
域
の
人
々

は
親
し
み
を
込
め
て
「
赤
橋
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
毎

週
日
曜
日
に
は
、
点
検
と
観
光
を
兼
ね
て
開
閉
が
行
わ

れ
ま
す
。
長
浜
に
は
先
に
も
触
れ
た
肱
川
あ
ら
し
と
呼

ば
れ
る
冬
の
風
物
詩
が
あ
り
ま
す
が
、
真
綿
を
ち
ぎ
っ

た
よ
う
な
霧
が
飛
ぶ
肱
川
あ
ら
し
と
、
こ
の
赤
橋
と
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
見
事
と
い
う
他
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

長
浜
大
橋
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
に
、
ア
メ

リ
カ
海
軍
の
グ
ラ
マ
ン
戦
闘
機
か
ら
銃
撃
を
受
け
た
跡

が
至
る
所
に
残
っ
て
い
ま
す
。
長
浜
大
橋
も
未
来
に
語

り
継
い
で
い
き
た
い
戦
争
遺
産
で
す
。

長浜大橋
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肱
川
あ
ら
し

　

肱
川
の
河
口
で
は
、
10
月
頃
か

ら
３
月
に
か
け
て
、
内
陸
部
か
ら

海
上
へ
向
け
て
、
風
速
20
ｍ
も
あ

る
強
い
局
地
風
が
吹
き
荒
れ
ま

す
。
こ
れ
は
、
晴
れ
て
冷
え
込
ん

だ
日
の
朝
、
10
㎞
上
流
の
大
洲
盆

地
に
、
夜
間
発
生
し
た
霧
が
、
出

口
（
河
口
部
）
が
狭
く
な
っ
て
い

る
海
に
向
け
て
、
一
気
に
流
れ
出

る
自
然
現
象
で
、
「
長
浜
の
風
物

詩
」
で
は
あ
り
ま
す
が
、
世
界
的

に
見
て
も
と
て
も
珍
し
い
現
象
と

し
て
有
名
で
す
。

　

道
路
と
呼
べ
る
道
が
少
な
く
、
ト
ラ
ッ
ク
も
な
か
っ

た
時
代
に
は
、
流
れ
を
さ
え
ぎ
る
堰
の
な
い
肱
川
を
利

用
し
た
水
上
輸
送
が
貨
物
輸
送
の
中
心
で
、
そ
の
河
口

に
あ
る
長
浜
港
が
木
材
な
ど
の
一
大
集
散
地
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。 

長
浜
で
の
取
引
が
西
日
本
の
木
材
価
格

を
決
め
て
い
た
と
も
言
わ
れ
、
全
国
で
も
重
要
な
位
置

を
占
め
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
は
、
木
材
だ
け
で
な
く
野
菜
や
繭
、
和
紙
な
ど

多
く
の
産
物
が
長
浜
に
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
普
通
は
、

川
舟
一
艘
に
７
０
０
〜
１
０
０
０
貫
（
１
貫
は
約
４
㎏
）

ほ
ど
積
載
し
て
川
を
下
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
た
め
長

浜
に
は
、
大
変
な
活
気
が
あ
り
、
大
小
約
40
軒
の
料
亭

や
飲
食
店
で
大
い
に
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
長
浜
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
の
が
西に

し

村む
ら

兵
ひ
ょ
う

太た

郎ろ
う

氏
で
す
。
長
浜
大
橋
の
建
設
も
彼
の
業
績
で
す
。
そ
れ

で
は
、
そ
の
西
村
兵
太
郎
と
は
ど
う
い
う
人
物
だ
っ
た

の
か
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

第
１
章　

 

近
世
の
始
ま
り
（
〜
安
土
桃
山
時
代
）

第
２
章　

大
洲
藩　

加
藤
家
の
治
世

第
３
章　

激
動
の
幕
末

第
４
章　

明
治
の
発
展

第
５
章　

大
正
・
昭
和
の
展
開

第
６
章　

大
洲
市
ゆ
か
り
の
人
々

78



俳
人　

西
村
兵
太
郎

　

西
村
は
、
俳
人
と
し
て
も
活
躍

し
、
俳
誌
「
シ
ブ
キ
」
の
発
行
に

も
携
わ
り
ま
し
た
。
自
身
も
「
笑

波
」
の
号
で
投
句
を
行
い
、
長
浜

高
等
学
校
前
の
銅
像
に
並
べ
て
、

句
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
は
「
嵐
が
晴
れ
て
肱
川
裾
の

筏
か
な　

笑
波
」
と
彫
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

俳

誌
「

シ

ブ

キ

」

と

は
、

１
９
０
５
（
明
治
38
）
年
、
長
浜

町
で
創
刊
さ
れ
、
日
本
初
の
俳
誌

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
後
の
空
白
を

埋
め
た
と
い
う
点
で
貴
重
な
雑
誌

と
言
え
ま
す
。

長
浜
町
を
大
き
く

発
展
さ
せ
た
人
で
す
。

（
６
）
西に

し

村む

ら

兵
ひ
ょ
う

太た

郎ろ

う

（
１
８
８
４
〜
１
９
３
５
）

　
「
水
産
界
の
偉
人
、
漁
業
組
合
界

の
恩
人
、
人
格
者
、
水
産
帝
国
に

お
け
る
西
村
、
稀き

世せ
い

の
人
傑
西
村

兵
太
郎
…
」
な
ど
と
た
た
え
ら
れ

た
西
村
兵
太
郎
は
、
１
８
８
４
（
明

治
17
）
年
に
西
宇
和
郡
神か

ん

松ま
つ

名な

村

大
字
二ふ

た

名な

津づ

に
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
両
親
と
と
も
に
長
浜

へ
移
り
、
１
９
０
２
（
明
治
35

）

年
長
浜
町
役
場
戸
籍
主
任
に
就
任
し
て
か
ら
町
政
へ
の
参
画
が
始
ま
り
ま
す
。
１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
に
長

浜
町
長
に
就
任
し
て
か
ら
、
１
９
３
５
（
昭
和
10
）
年
に
病
没
す
る
ま
で
の
21
年
５
か
月
の
間
、
長
浜
町
長
と

し
て
町
政
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
た
、
同
じ
時
期
に
県
議
会
議
長
も
含
め
県
議
会
議
員
も
17
年
務
め
ま
し

た
。
そ
の
間
、
愛
媛
鉄
道
の
誘
致
や
長
浜
小
学
校
の
改
築
、
長
浜
大
橋
の
建
設
、
長
浜
水
族
館
の
開

設
な
ど
の
大
き
な
事
業
を
手
が
け
、
長
浜
町
を
大
き
く
発
展
さ
せ
ま
し
た
。

　

西
村
は
、
そ
こ
に
生
ま
れ
た
が
た
め
に
差
別
さ
れ
る
部
落
差
別
解
消
に
も
強
い
信
念
を
持
っ
て
取
り
組
み
ま

し
た
。
特
に
、「
差
別
さ
れ
て
い
る
地
区
ま
で
出
向
き
、
そ
こ
の
住
民
と
ひ
ざ
を
交
え
て
話
を
す
る
こ
と
」「
行

政
職
員
へ
の
採
用
は
、
社
会
的
地
位
を
高
め
る
一
つ
の
方
法
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
を
、
１
９
１
９
（
大
正
８
）

年
11
月
の
県
議
会
で
、
強
く
訴
え
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
西
村
は
、
部
落
差
別
を
不
合
理
な
こ
と
と
し
て
と
ら
え
る
人
権
感
覚
を
持
ち
、
行
政
の
責
務
と 西村兵太郎の銅像と石碑
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し
て
差
別
の
解
消
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
す
。

（
７
）
長
浜
水
族
館

　

長
浜
に
は
１
９
８
６
（
昭
和
61
）
年
ま
で
、
水
族
館
が
あ
り
ま
し
た
。
５
０
０
坪
近
い
土
地

に
竜
宮
城
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
造
り
の
水
族
館
は
県
内
唯
一
の
も
の
で
、
近
接
す
る
長
浜
海

水
浴
場
と
と
も
に
県
民
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
と
し
て
長
年
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
総
工
費
は

１
万
円
余
り
（
現
在
の
８
０
０
万
円
近
く
）
か
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　

１
９
３
５
（
昭
和
10
）
年
開
館
当
時
は
、
淡
水
の
水
槽
が
20
槽
余
り
、
海
水
の
水
槽
が
30
槽
余

り
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
魚
類
は
も
と
よ
り
、
そ
の
他
の
水
辺
に
暮
ら
す
動
物
や
鳥
獣
類
も
飼

育
し
て
い
ま
し
た
。
水
族
館
は
、
町
の
社
交
場
の

よ
う
な
役
割
も
果
た
し
て
お
り
、
お
茶
を
飲
み
な

が
ら
あ
れ
こ
れ
世
間
話
を
す
る
場
で
も
あ
り
ま
し

た
が
、
老
朽
化
と
赤
字
経
営
の
た
め
１
９
８
６
（
昭

和
61
）
年
に
、
つ
い
に
閉
館
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
閉
館
当
時
の
入
館
料
は
、大
人
が
１
０
０
円
、

小
中
学
生
は
60
円
で
し
た
。

　

し
か
し
、
長
浜
町
で
は
な
ん
と
か
水
族
館
を
復
活
さ
せ
た
い

と
い
う
強
い
希
望
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
１
９
９
９
（
平

成
11
）
年
に
有
志
の
手
に
よ
り
、
町
内
の
個
人
や
事
業
所
の

水
槽
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
び
、
町
全
体
を
水
族
館
に

す
る
「
長
浜
ま
ち
な
み
水
族
館
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ

長浜水族館　1975（昭和50）年頃

長浜水族館入口
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の
中
核
と
し
て
、
長
浜
高
校
内
に
「
長
高
水
族
館
」
が
開
館
し
、
水
族
館
復
活
の
夢
が
か
な
え

ら
れ
ま
し
た
。

　

長
高
水
族
館
で
は
、
同
高
校
の
水
族
館
部
の
生
徒
が
中
心
と
な
っ
て
水
族
館
の
運
営
を
行
っ
て

い
ま
す
。
水
族
館
部
は
魚
の
管
理
だ
け
で
は
な
く
、
調
査
研
究
も
進
め
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
も

多
く
の
研
究
成
果
を
発
表
す
る
な
ど
、
活
発
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
２
０
１
５
（
平
成
27
）
年
５

月
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
で
開
催
さ
れ
た
「
イ
ン
テ
ル
国
際
学
生
科
学
技
術
フ
ェ
ア

２
０
１
５
」
に
日
本
代
表
で
出
場
し
、
動
物
科
学
部
門
で
、
優
秀
賞
４
等
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

こ
の
大
会
は
、
世
界
75
の
国
や
地
域
か
ら
１
７
０
０
人
以
上
が
参
加
す
る
世
界
最
大
の
科
学
コ
ン

テ
ス
ト
で
、
科
学
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

長
高
水
族
館
は
、
毎
月
第
三
土
曜
日
に
一
般
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
元
の
肱
川
に
棲
む
淡
水

魚
や
瀬
戸
内
海
、
宇
和
海
、
沖
縄
の
海
の
海
水
魚
、
サ
ン
ゴ
な
ど
約
１
５
０
種
２
０
０
０
点
を
飼

育
展
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
水
槽
の
展
示
だ
け
で
な
く
、
家
族
で
楽
し
め
る
タ
ッ
チ
プ
ー
ル
や

魚
釣
り
ゲ
ー
ム
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
づ
く
り
の
コ
ー
ナ
ー
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
西
村
兵
太
郎
が
育
ん

で
き
た
長
浜
の
水
族
館
の
歴
史
は
、
長
浜
地
域
の
人
々
や
高
校
生
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
大
き

く
羽
ば
た
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。

長高水族館

み
ん
な
も

見
に
き
て
ね
。
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