
4

中学生連載企画
私たちの
ふるさと
松山学

　私た
ち
の
学
校
で
は
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
使
っ
て
、
三
津
浜
地
区
に
つ
い
て
学
ぶ
「
マ
イ
タ

ウ
ン
リ
サ
ー
チ
」
の
中
で
三
津
浜
め
ぐ
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
魅
力
が
あ
る
三
津
浜
地

区
で
、
港
町
な
ら
で
は
の
歴
史
や
食
文
化
に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
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港
と
と
も
に
歩
ん
で
き
た
三
津
浜

〜
今
な
お
残
る
食
文
化
〜
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旧
デ
ビ
ラ
街
道

　「三
津
の
渡
し
」
乗
り
場
付
近

の
道
は
、
旧
デ
ビ
ラ
街
道
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。

　デ
ビ
ラ
と
は
瀬
戸
内
海
で
捕

れ
る
カ
レ
イ
の
一
種
で
、
漁
師

が
網
で
引
い
て
き
た
も
の
を
浜

に
上
げ
て
す
ぐ
に
開
き
、
数
日

乾
燥
さ
せ
て
珍
味
に
し
た
も
の

で
す
。
季
節
限
定
で
見
ら
れ
る
、

青
空
に
何
枚
も
の
白
く
輝
く
デ

ビ
ラ
が
干
さ
れ
た
景
色
は
、
港

町
特
有
の
雰
囲
気
を
よ
り
一
層

濃
く
す
る
風
景
で
し
た
。
し
か

　「三
津
浜
港
名
物
、
み
つ
ー
は
ー
ま
ー
や
ー
き
ー

あ
つ
あ
つ
ふ
わ
ふ
わ
お
い
し
い
よ
ー
　食
べ
れ
ば
や

み
つ
き
に
ー
♪
」三
津
浜
中
学
校
生
徒
会
作
詞
の「
三

津
浜
焼
き
の
歌
」
を
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
、
学
校
の
調
理
室
で

は
、
ソ
ー
ス
の
香
ば
し
い
匂
い
が
漂
っ
て
い
ま
す
。

　三
津
浜
地
区
に
は
、
三
津
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
三

津
を
盛
り
上
げ
た
い
と
い
う
志
を
も
っ
た
町
お
こ
し

団
体
「
平
成
船
手
組
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
た
ち

に
三
津
浜
焼
き
の
レ
シ
ピ
や
秘
伝
ソ
ー
ス
を
提
供
い

た
だ
き
、
ふ
る
さ
と
の
味
を
伝
承
す
る
た
め
、
三
津

浜
焼
き
に
挑
戦
し
ま
し
た
。三
津
浜
焼
き
十
ヶ
条（
地

域
で
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
紅
白
の
ち
く
わ
を

使
う
、
魚
の
け
ず
り
粉
を
隠
し
味
と
し
て
入
れ
る
な

ど
）を
意
識
し
、一
人
一
枚
焼
き
上
げ
ま
し
た
。
ひ
っ

く
り
返
す
の
に
手
こ
ず
っ
た
り
、
香
ば
し
す
ぎ
る
焼

き
色
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
と
、ト
ラ
ブ
ル
も
続
出
。

で
も
、
苦
労
し
た
分
、
そ
の
お
い
し
さ
は
ハ
ン
パ
な

い
っ
て
！
三
津
浜
焼
き
を
仲
間
と
食
べ
な
が
ら
、
笑

顔
あ
ふ
れ
る
ひ
と
と
き
と
な
り
ま
し
た
。

　松
山
の
玄
関
口
と
し
て

栄
え
た
三
津
浜
の
歴
史
や

食
文
化
を
調
べ
て
い
く
う

ち
に
三
津
浜
が
さ
ら
に
好

き
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
、
も
し
か
し
た
ら
、
正

岡
子
規
や
秋
山
兄
弟
も
こ

の
三
津
浜
で
い
ろ
い
ろ
な

も
の
を
食
べ
た
の
で
は
…

と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し

た
。
ま
た
、
も
っ
と
多
く

の
人
に
三
津
浜
の
こ
と
を

知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
気
持
ち
も
強
く
な
り
ま

し
た
。
三
津
浜
め
ぐ
り
で
、

多
く
の
こ
と
を
教
え
て
く

だ
さ
っ
た
地
域
の
皆
さ
ん
、

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

三
津
の
朝
市

　三
津
の
朝
市
は
、
応
仁
の
乱

が
始
ま
っ
た
頃
の
湊
山
城
主
・

河
野
通
春
が
、
食
糧
を
近
く
の

村
か
ら
購
入
し
た
の
が
始
ま
り

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸

時
代
に
な
る
と
松
山
藩
の
特
別

な
保
護
を
受
け
、
大
き
く
発
展

し
、「
伊
予
節
」
で
は
道
後
の
湯

と
並
ん
で
松
山
の
名
物
と
し
て

歌
わ
れ
ま
し
た
。

　明
治
時
代
に
は
大
き
な
丸
屋

根
の
あ
る
魚
市
場
と
な
り
、
松

山
市
民
の
台
所
と
し
て
、
ま
す

ま
す
に
ぎ
わ
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
昭
和
５６
（
１
９
８
１
）

年
に
中
央
卸
売
市
場
が
開
設
さ

れ
三
津
の
朝
市
は
、
そ
の
歴
史

を
一
度
は
閉
じ
ま
す
が
、そ
の
後
、

地
元
の
人
た
ち
を
中
心
に
復
活

を
望
む
声
が
あ
が
り
、
つ
い
に
、

平
成
2５
（
２
０
１
３
）
年
に
「
三

津
の
朝
市
・
旬
鮮
味
ま
つ
り
」

と
し
て
復
活
。
現
在
も
多
く
の

人
た
ち
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
す
。

し
現
在
で
は
、
魚
の
捕
れ
る
量

が
減
る
な
ど
し
た
た
め
、
見
ら

れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

三
津
浜
の
醤

し
ょ
う

油ゆ

　三
津
浜
に
は
江
戸
時
代
や
明

治
時
代
か
ら
続
く
、
醤
油
を
製

造
し
て
い
る
蔵
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
輸
送

の
中
心
が
船
で
あ
っ
た
時
代
、

三
津
浜
は
物
流
の
拠
点
で
、
醤

油
の
原
料
で
あ
る
大
豆
や
麦
が

手
に
入
り
や
す
か
っ
た
こ
と
、

江
戸
時
代
に
藩
直
轄
の
大
き
な

塩
田
が
あ
っ
た
こ
と
、
参
勤
交

代
の
お
茶
屋
で
使
わ
れ
る
ほ
ど

の
質
の
良
い
地
下
水
が
手
に

入
っ
た
こ
と
な
ど
で
す
。

　現
在
で
は
、
蔵
の
数
は
減
り

ま
し
た
が
、
愛
媛
県
産
の
原
料

を
使
い
な
が
ら
、
昔
の
も
の
を

現
代
風
に
し
て
長
く
続
く
よ
う

に
工
夫
を
し
た
り
、
少
し
の
量
で

も
世
界
に
出
せ
る
品
質
の
高
い

も
の
を
作
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

一
銭
洋
食

　三
津
浜
の
ソ
ウ
ル
フ
ー
ド
で

あ
る
「
三
津
浜
焼
き
」
の
ル
ー

ツ
は
「
一
銭
洋
食
」
に
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。一
銭
洋
食
と
は
、

大
正
時
代
に
ち
ょ
っ
と
し
た
お

金
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
、

小
麦
粉
を
水
に
溶
い
た
も
の
に
、

天
か
す
や
煮
干
し
の
粉
、
ち
く

わ
な
ど
を
載
せ
て
焼
い
た
食
べ

物
で
す
。
簡
単
に
作
る
こ
と
が

で
き
、
新
聞
紙
な
ど
に
包
ま
れ

て
売
ら
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
が
、
昭
和
初
期
、
そ
し
て

太
平
洋
戦
争
後
と
時
代
に
合
わ

せ
て
キ
ャ
ベ
ツ
や
お
客
さ
ん
が

持
参
し
た
卵
な
ど
が
入
る
も
の

に
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
今

も
昔
も
、
常
に
三
津
浜
の
人
々

の
生
活
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

（
後
列
左
か
ら
）

足
利

治
樹
さ
ん
、
森
本

静
希

さ
ん
、
黒
田

想
乃
さ
ん

（
前
列
左
か
ら
）
赤
松

瑞
夏
さ
ん
、
河
原

苺
加

さ
ん
、
三
谷

舞
さ
ん

三
津
浜
が
さ
ら
に

好
き
に
な
り
ま
し
た
♡

みんな大好き！
「三津浜焼き」の調理実習を行いました

地元の人へインタビュー

　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
☎
9
8
9
―
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」
もあります

三津浜の情報が集まる場所「ミツハマル」

参勤交代で使われた道と醤油店

三津浜焼きの店もある三津浜商店街

旧デビラ街道


