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中学生連載企画
私たちの
ふるさと
松山学

　
今
ま
で
あ
ま
り
知
ら
な

か
っ
た
高
浜
虚
子
に
つ
い
て
調

べ
て
み
る
と
、
私
た
ち
が
住
む

北
条
に
縁
の
あ
る
人
だ
と
分

か
り
ま
し
た
。

　
実
際
に
虚
子
が
書
い
た
と

さ
れ
る
も
の
や
、
句
碑
が
残
っ

て
い
る
の
で
、
皆
さ
ん
に
も

知
っ
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

調
べ
て
み
て

で
し
ょ
う
か
。

　
虚
子
は
晩
年
、
西
ノ
下
に
住

む
こ
と
を
希
望

し
て
、
適
当
な
住

居
を
探
し
回
っ
た

と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
昭
和
34
年

4
月
8
日
に
85

歳
で
亡
く
な
る

ま
で
そ
の
願
い
は
か
な
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
俳
句
界
で
活
躍

し
た
虚
子
の
胸
の
中
に
は
、
幼

い
時
を
過
ご
し
た
ふ
る
さ
と
西

ノ
下
の
美
し
い
風
景
が
い
つ
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

こ
こ
に
ま
た

　

住
ま
ば
や
と
思
う
春
の
暮

　
虚
子
が
66
歳
の
時
に
、
父
の

50
回
忌
に
住
居
跡
を
訪
ね
詠
ん

だ
句
。
虚
子
は
ま
た
西
ノ
下
で

暮
ら
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
し

た
。

　
虚
子
が
俳
人
と
し
て
成
功
し

た
と
き
、
虚
子
は
、
幼
少
の
こ

ろ
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
西

ノ
下
に
つ
い
て
「
私
は
帰
省
す

る
た
び
に
必
ず
暇
を
作
っ
て
一

度
は
こ
の
風
早
の
西
の
下
の
郷

居
の
跡
を
訪
ね
る
の
で
あ
る
。

四
軒
並
ん
で
郷
居
を
し
て
居
っ

た
其
の
址あ

と

は
今
は
全
く
無
い
。

唯
、
麦
畑
、
芋
畑
が
連
つ
て
い

る
ば
か
り
で
あ
る
。」（『
虚
子

自
伝
』）
と
記
し
て
い
ま
す
。

虚
子
の
思
い
描
く
原
風
景
と
は

違
う
西
ノ
下
と
か
つ
て
の
西
ノ

下
を
回
想
し
、帰
省
し
た
時
に
、

懐
か
し
さ
と
共
に
寂
し
さ
も
同

時
に
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い

記
し
て
い
ま
す
。
西
ノ
下
の
自

然
豊
か
な
風
景
は
、
虚
子
の
も

の
の
見
方
、
感
じ
方
の
根
本
と

な
り
ま
し
た
。

　
花
鳥
諷ふ

う

詠え
い

は
、

１
９
２
７
年
に

虚
子
が
主
唱
し

た
俳
句
作
法
上

の
理
念
で
、
虚

子
が
行
っ
た
俳

人
と
し
て
の
活

動
の
中
で
最
も
大
き
な
も
の
と

言
え
ま
す
。

　
花
鳥
諷
詠
と
は
、
人
事
も
含

め
た
自
然
現
象
を
よ
く
見
て
、

そ
の
感
動
を
整
っ
た
調
子
で
詠

む
こ
と
で
す
。

　
幼
い
こ
ろ
に
見
た
、
美
し
い

瀬
戸
内
海
や
行
き
交
う
小
さ
な

船
、
草
木
が
生
い
茂
っ
た
周
囲

の
山
々
、
父
の
畑
な
ど
全
て
が

虚
子
の
原
風
景
と
な
っ
て
い

て
、
西
ノ
下
で
育
っ
た
た
め
に

花
鳥
諷
詠
が
考
え
出
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

此
松
の

下
に
佇
め
ば
露
の
我

　
虚
子
が
43
歳
の
時
に
西
ノ
下

に
帰
っ
た
際
に
詠
ん
だ
句
。

を
と
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
し
か
し
、
虚
子
が
物
心
つ
く

前
の
幼
い
こ
ろ
に
、
青
年
で

あ
っ
た
３
人
の
兄
た
ち
は
農
業

を
好
ま
ず
、
間
も
な
く
松
山
に

舞
い
戻
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

７
年
間
、
鍬
を
と
っ
て
い

た
父
も
つ
い
に
幼
い
虚

子
を
連
れ
て
城
下
に
戻

り
ま
し
た
。

　
父
ら
と
共
に
帰
農
し

た
西
ノ
下
に
は
、
同
じ

よ
う
に
帰
農
し
た
４
軒

の
家
が
並
ん
で
い
る
だ

け
で
し
た
。
後
に
、
虚
子

は
、「
そ
の
周
囲
に
あ
る

山
川
草
木
は
、
私
の
目

に
焼
き
つ
い
た
。
海
上

に
あ
る
千ち  

切ぎ
り

、
小
鹿
島
、

そ
れ
か
ら
鹿
島
。
陸
地

に
は
、
恵え

り

良ょ
う

、
腰こ

し
折お

れ
、
高

縄
、
お
ん
ご
、
め
ん
ご
等

の
山
々
。
其そ

れ
等ら

は
皆
私
の

幼
な
友
達
で
あ
る
。
県

道
の
松
並
木
、
そ
の
ほ

と
り
の
部
落
、
電
信
棒
、

大
川
の

土
橋
、
大

師
堂
、
そ

の
傍
に
あ

る
大
松
。」

（『
虚
子
自

伝
』）
と

家か

禄ろ
く

奉
還
金
と
し
て
も
ら
っ
た

禄
券
を
懐
に
し
て
城
下
か
ら
三

里
半
ほ
ど
離
れ
た
田
舎
西
ノ
下

に
居
を
移
し
ま
し
た
。
そ
の
場

所
で
、
虚
子
の
父
は
、
農
業
に

従
事
す
る
つ
も
り
で
、
自
ら
鍬く

わ

　
虚
子
一
家
は
、
も
と
も
と
松

山
城
下
に
住
ん
で
い
ま
し
た

が
、
虚
子
の
父
が
政
府
か
ら
、

西
ノ
下
で
暮
ら
す
よ
う
に

な
っ
た
経
緯

西
ノ
下
で
培
っ
た
も
の
を

「
花
鳥
諷
詠
」
へ

西
ノ
下
へ
の
思
い
入
れ
の

強
さ
が
伝
わ
る
俳
句

好
き
な
虚
子
の
俳
句

当
時
の
西
ノ
下
の
様
子

校
内
に
飾
ら
れ
て
い
る
虚
子
が
書
い
た
と
さ
れ
る
書
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虚子の胸像と句碑が建てられている西ノ下大師堂

高
浜
虚
子
は
生
ま
れ
て
間
も
な
い
こ
ろ
か
ら
約
７
年
間
、
当
時
の
風
早
郡
別
府
村
西
ノ
下
（
現
・
松
山
市
柳
原
）
で
育
ち
ま
し
た
。

そ
こ
で
、〝
西
ノ
下
〞
と
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
虚
子
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
夏
休
み
を
使
っ
て
調
べ
て
み
ま
し
た
。
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高
浜
虚
子
を
つ
く
る
土
台
と
な
っ
た
故
郷
〝
西に
し
ノの  

下げ 

〞


