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中学生連載企画
私たちの
ふるさと
松山学

　
私
た
ち
は
、「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
に
自
分
た
ち
の
住
む
地
域
に
出
か
け
、
歴
史
や
文
化
に

つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。
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「
ふ
る
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と
勝
山
め
ぐ
り
」
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さ
れ
た
り
、
周
囲
の
別
の
桜
と

交
配
さ
れ
た
り
し
て
、
も
と
も

と
の
十
六
日
桜
で
は
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

【
勝
山
の
祭
り
】

「
鐘

し
ょ
う

馗き

さ
ん
」の
不
思
議
な
伝
説

　宝
亀
３（
７
７
２
）年
、
安
養

寺
（
現
在
の
鐘
馗
寺
）
前
の
大

き
な
屋
敷
に
お
化
け
が
出
る
と

い
う
う
わ
さ
が
立
ち
ま
し
た
。

そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
修
行
者
が

そ
の
正
体
を
見
届
け
よ
う
と
屋

敷
に
隠
れ
て
待
っ
て
い
る
と
、

黒
い
影
が
壁
の
中
に
入
っ
て
い

く
の
が
見
え
ま
し
た
。
壁
に
は
、

鐘
馗
大
神
の
御ご

真し
ん

影え
い

（
肖
像
画
）

が
貼
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の

御
真
影
を
安
養
寺
に
移
し
、
本

尊
と
し
て
ま
つ
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
そ
れ
以
降
、
お
化
け
は

【
勝
山
の
文
化
】

小
泉
八
雲
が
世
界
に
紹
介
し
た

「
十
六
日
桜
」

　昔
、
龍

り
ょ
う

穏お
ん

寺じ

に
あ
っ
た
十
六

日
桜
は
、
旧
暦
正
月
十
六
日
に

花
を
咲
か
せ
る
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の

一
種
で
死
期
の
近
づ
い
た
山
越

に
住
む
老
父
が
「
ひ
と
目
桜
の

花
を
見
て
死
に
た
い
」
と
訴
え

た
こ
と
か
ら
、
そ
の
息
子
が
庭

の
桜
の
木
に
何
度
も
何
度
も
お

願
い
し
、
最
後
に
は
そ
の
ま
ご

こ
ろ
に
よ
っ
て
桜
が
花
を
つ
け

た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。

紹
介
文
の
「
夜
が
明
け
て
、真
っ

白
に
降
り
積
も
っ
た
雪
の
中
に

見
事
な
桜
の
花
が
咲
い
て
い
た
」

と
い
う
部
分
を
読
ん
で
、
と
て

も
幻
想
的
に
感
じ
ま
し
た
。
現

在
は
龍
穏
寺
の
桜
も
松
山
大
空

襲
で
焼
け
て
し
ま
い
、
株
分
け

出
な
く
な
り
、
こ
の
地
方
に
流

行
し
て
い
た
熱
病
も
消
え
去
っ

た
そ
う
で
す
。

　以
来
、
鐘
馗
大
神
は
疫
病
除

け
、
子
ど
も
の
守
護
神
と
し
て

親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
現
在
は
７
月
11
・
12
日
に

毎
年
お
祭
り
が
行
わ
れ
て
い
て
、

当
日
は
本
堂
の
御
真
影
が
開
帳

さ
れ
て
い
ま
す
。

【
勝
山
ゆ
か
り
の
人
】

放
浪
の
俳
人
・
種
田
山
頭
火

が
住
ん
だ
一
草
庵

　放
浪
の
俳
人
・
種
田
山
頭
火

は
「
今
ま
で
日
本
中
を
歩
い
た

が
、
伊
予
の
国
が
一
番
よ
か
っ

た
と
思
う
。
風
土
も
美
し
く
人

情
も
よ
か
っ
た
。
ど
う
せ
死
ぬ

の
な
ら
、
伊
予
へ
渡
る
と
し
よ

う
か
」
と
友
人
ら
に
相
談
し
、

「
一
草
庵
」
を
世
話
し
て
も
ら
っ

た
そ
う
で
す
。
落
ち
着
い
た
環

境
と
、
温
か
い
人
情
、
そ
し
て

好
き
な
道
後
温
泉
と
酒
に
心
を

ほ
ぐ
さ
れ
、
す
ば
ら
し
い
句
が

次
々
と
こ
こ
で
誕
生
し
ま
し
た
。

　一
草
庵
に
は
山
頭
火
の
４
つ

の
句
碑
が
建
て
ら
れ
、
そ
の
う

ち『
鉄て

っ

鉢ぱ
つ

の
中
へ
も
霰あ

ら
れ
』の
句
は
、

山
頭
火
が
随
筆
で
「
私
は
満
身

満
心
に
霰
を
浴
び
た
の
で
あ
る
」

と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
句
が
単
な
る
風
景
を
描
い
て

い
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。

【
勝
山
の
シ
ン
ボ
ル
】

「
松
山
城
」の
見
え
る
勝
山

　加
藤
嘉
明
が
、
関
ヶ
原
の
戦

い
で
の
戦
功
が
認
め
ら
れ
、
今

の
松
山
城
が
築
か
れ
ま
し
た
。

勝
山
に
は
松
の
木
が
多
く
見
ら

れ
た
こ
と
と
、
勝
山
に
神
社
が

あ
っ
た
た
め
、
そ
の
ま
ま
で
は

恐
れ
多
い
と

い
う
こ
と
か

ら
名
を
松
山

と
改
め
た
と

い
う
こ
と
で

す
。
実
際
に

勝
山
に
登
っ

て
み
る
と
、

「
登
り
石
垣
」

や「
門
・
櫓
・

塀
」
が
し
っ

か
り
と
城
を

囲
ん
で
い

て
、
攻
め
と

守
り
の
こ
と

を
と
て
も
考

え
て
作
ら
れ

て
い
る
こ
と

を
実
感
し
ま

し
た
。
ま
た
、

天
守
に
は
、

修
復
中
に
見
つ
か
っ
た
江
戸
時

代
の
大
工
さ
ん
が
描
い
た
と
み

ら
れ
る
落
書
き
の
あ
る
下
見
板

が
展
示
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
中

の
侍
の
似
顔
絵
か
ら
、
当
時
の

人
た
ち
の
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

【
勝
山
の
自
然
】

「
紫
井
戸
」と「
片
目
鮒
の
井
戸
」

　伊
予
節
に
う
た
わ
れ
て
い
る

「
紫
井
戸
」は
こ
の
井
戸
の
水
質

が
良
く
、
こ
の
水
で
し
ょ
う
油

を
造
っ
た
の
で
、
当
時
の
し
ょ

う
油
の
呼
び
名
「
む
ら
さ
き
」か

ら
、
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
今
は

枯
れ
て
い
ま
す
が
、
岩
で
囲
ま

れ
、
直
径
２
㍍
ほ
ど
の
大
き
な

井
戸
が
当
時
の
面
影
を
残
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
近
く
に

あ
る
「
片
目
鮒
の
井
戸
」は
、
弘

法
大
師
が
片
方
焼
か
れ
た
フ
ナ

を
生
き
返
ら
せ
た
と
い
う
伝
説

が
残
っ
て
い
ま
す
。
調
べ
て
い

く
と
、
こ
の
辺
り
は
昔
か
ら
水

の
豊
富
な
と
こ
ろ
で
、
大
正
末

期
ご
ろ
ま
で
は
地
下
水
が
あ
ち

こ
ち
で
自
噴
し
て
い
た
そ
う
で

す
。
井
戸
は
枯
れ
て
し
ま
っ
た

け
れ
ど
、「
清
水
」「
味
酒
」と
い

う
こ
と
ば
が
、
町
名
や
学
校
名

な
ど
と
な
っ
て
今
も
地
域
に
生

き
続
け
て
い
ま
す
。

　勝山の先人には偉大なことを成し遂げた人が
多くいて、これからもそれを伝えていくことが
大切だと思いました。

（前列左から）小島彩聖さん、渡部友緒子さん、福本大翔さん、
橋本莉一さん

（後列左から）西島みかささん、内藤颯眞さん、太場信之介さん
 （いずれも２年生）

調べてみて

「十六日桜」にまつわる俳句が記された石碑

　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

ふるさと勝山めぐり

文化祭で紹介した「ふるさと勝山めぐり」新聞（松山城の紹介）


