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中学生連載企画
私たちの
ふるさと
松山学№45

内宮中学校

千
年
の
い
の
ち
の
和
釘

2020（令和２）年１月1日号（8）

　幸
伯
さ
ん
は
生
前
、
息
子
の

興
光
さ
ん
に
、「
こ
の
受
け
継
が

れ
て
き
た
技
術
を
次
の
世
代
に

繋
い
で
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
い
た

そ
う
で
す
。
幸
伯
さ
ん
の
銘
は

「
興
光
」
そ
し
て
、
息
子
さ
ん
の

名
も
興
光
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。

　興
光
さ
ん
も
、「
自
分
が
や
め

て
し
ま
う
と
今
あ
る
文
化
財
が

維
持
で
き
な
く
な
る
」
と
使
命

を
感
じ
、
父
親
か
ら
受
け
継
い

だ
技
術
で
、
今
も
和
釘
を
打
ち

続
け
て
い
ま
す
。

�

（
土
居
　拓
未
）

※
道
後
温
泉
別
館�

飛あ
す
か鳥
乃の

湯ゆ泉

の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
を
飾
る
巨
大

な
木
版
壁
画
を
支
え
て
い
る
の

は
、
興
光
さ
ん
の
打
っ
た
７
０

０
本
の
和
釘
で
す

白
鷹
さ
ん
か
ら
学
ん
だ
こ
と

　一
度
は
離
れ
た
職
業
に
就
き
、

何
十
年
も
本
気
で
続
け
た
こ
と

は
、
本
当
に
す
ご
い
と
思
い
ま
し

た
。
私
も
、
小
さ
な
こ
と
か
ら
続

け
て
、
い
つ
か
は
社
会
に
貢
献
す

る
こ
と
に
つ
な
げ
ら
れ
た
ら
と
思

い
ま
す
。�

（
佐
伯
　苺
）

　細
か
い
作
業
の
中
、
白
鷹
さ

ん
の
集
中
力
と
職
人
と
し
て
の

意
識
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
な

と
思
い
ま
し
た
。�（
東
川
　來
虹
）

　白
鷹
興
光
さ
ん
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
僕
は

と
て
も
努
力
は
大
切
な
ん
だ
と

学
び
ま
し
た
。�

（
木
戸
　麗
考
）

　今
回
学
ん
だ
の
は
、
何
の
た

め
に
仕
事
を
す
る
か
と
い
う
白

鷹
さ
ん
の
「
仕
事
へ
の
意
義
」
で

す
。
白
鷹
さ
ん
は
、
未
来
の
た

め
に
自
分
の
仕
事
に
誇
り
を
持

ち
生
涯
を
さ
さ
げ
ま
し
た
。
私

も
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
精
一
杯

し
て
、
多
く
の
人
か
ら
信
頼
さ

れ
る
人
を
目
指
し
ま
す
。

�

（
中
岡
　柚
羽
）

　息
子
の
興
光
さ
ん
に
伝
え
た

「
和
釘
づ
く
り
を
次
の
世
代
に
つ

な
い
で
ほ
し
い
」と
い
う
願
い
は
、

「
人
生
何
が
あ
る
か

分
か
ら
な
い
ん
だ
か

ら
、
今
あ
る
試
練
を

乗
り
越
え
る
ん
だ
」

と
伝
え
た
か
っ
た
の

だ
と
私
は
思
い
ま
し

た
。�（
土
居
　拓
未
）

な
ぜ
和
釘
を
つ
く
り
始
め
た
の
か

　
　

そ
の
心
は
息
子
・
興お

き

光み
つ

さ
ん

へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
る

白
鷹
幸
伯
さ
ん
は
ど
ん
な
人

　

（
佐
伯
　苺
）

息子の白鷹興光さん（右）を取材している
木戸さん（左）と土居さん（中）

和釘を鍛錬する
白鷹幸伯さん
画：石﨑　三奈

（
中
岡
　柚
羽
）

（
東
川
　來
虹
）

「
千
年
も
つ
」
と
い
わ
れ
る
和
釘

　

　幸
伯
さ
ん
は
、若
い
頃
「
木

屋
」
と
い
う
東
京
の
刃
物
屋

で
働
い
て
い
た
時
に
、
宮
大

工
の
棟
梁
と
し
て
有
名
な
西に
し

岡お
か

常つ
ね
一か
ず
さ
ん
と
出
会
い
ま
し

た
。
そ
の
西
岡
棟
梁
に
、
古

代
の
大
工
道
具
に
つ
い
て
詳

し
く
教
え
て
も
ら
う
う
ち
に
、

そ
れ
を
復
元
し
た
い
と
強
く

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　松
山
に
帰
り
、
鍛
冶
屋
を

継
い
で
か
ら
も
、
古
代
道
具

の
復
元
を
試
み
続
け
て
い
ま

し
た
が
、
あ
る
時
、
西
岡
棟

梁
の
も
と
に
薬
師
寺
西
塔
再

建
の
依
頼
が
来
た
の
で
す
。
西

岡
棟
梁
は
「
四
国
に
面
白
い
鍛

冶
屋
が
い
る
」
と
、
幸
伯
さ
ん

に
声
を
か
け
、
和
釘
づ
く
り
を

任
せ
ま
し
た
。

�

（
木
戸
　麗
考
）

地元では「ひげさん」と呼ばれていた
画：土居　拓未

　「生
き
方
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
学
習
し
て
い
る
総

合
的
な
学
習
の
時
間
。
先
人
か
ら
も
学
び
た
い
と
、
地
域
の

偉
人
で
あ
る
白し

ら

鷹た
か

幸ゆ
き

伯の
り

さ
ん

を
と
り
あ
げ
ま
し
た
。

薬師寺西塔
（世界文化遺産：奈良県）

画：石﨑　三奈

　松山
ゆ
か
り
の
先
人
78

人
と
伝
統
文
化
や
歴
史
の

お
話
17
話
を
掲
載
し
て
い

ま
す
。
購
入
方
法
な
ど
詳

細
は
市
教
育
研
修
セ
ン

タ
ー
事
務
所
☎
989
5
1
4
4

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

先
人
と
文
化
の
読
み
物
教
材

広
が
れ
！
ふ
る
さ
と
松
山
の
心

「語り継ぎたいふるさと
松山 百話 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ」
は学校教材です

　働
く
こ
と
は
、「
自
分
の
仕

事
に
誇
り
を
持
ち
、
責
任
感
を

持
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
。

途
中
で
や
め
な
い
で
、
最
後
ま

で
一
つ
の
こ
と
を
貫
き
通
せ
ば
、

社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
に
も
つ

な
が
る
。」
と
学
び
ま
し
た
。

学
習
の
ま
と
め

後列左から  土居さん、木戸さん、東川さん、𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷さん（𠮷𠮷𠮷𠮷）
前列左から  石﨑さん（挿絵）、佐伯さん、中岡さん（全員２年生）

内宮中に寄贈された和釘


