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え
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た
水
に
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ち
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る
ぼ
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さや
な
ぎ

⑧
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の
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や
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鬮
を
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け
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の
風
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く
じ

⑦
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の
山
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重
の
塔
に
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と
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し
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や
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の
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ほ
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③
　砂
土
手
や
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日
を
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け
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麦
の
花

す
な
ど
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に
し
び

④
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の
沓
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ふ
る
や
櫨
の

　
　
　
　紅
葉
散
る

く
つ

か

も
み
じ

は
ぜ

⑤
　稲
の
香
に
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居
ら
ず
な
り

　
　
　
　避
病
院

い
ね

か

ひ
と
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び
ょ
う
い
ん

②
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高
し
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舞
ひ
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上
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①
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に
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を
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の
花
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え
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②

③

④ ⑤

⑥

⑦
⑧

⑨⑩

散策ガイド 
石手・道後コース
( 明治二十八年九月二十日 )

そ
ば

附属

附属

■ 

柳
原
極
堂
（
一
八
六
七̶

一
九
五
七
）

　松
山
中
学
校
に
入
学
し
た
柳
原
極
堂
が
、
子
規
を

中
心
と
し
た
漢
詩
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
に
な
る
た
め
、

子
規
に
漢
詩
を
送
っ
た
こ
と
か
ら
二
人
の
交
際
は
始

ま
り
ま
し
た
。

　そ
の
後
、
子
規
の
俳
句
革
新
運
動
を
助
け
よ
う
と

俳
句
雑
誌
「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
を
創
刊
し
た
他
、
子
規

没
後
に
は
「
松
山

子
規
会
」
を
発
足

す
る
な
ど
、
子
規

の
俳
句
活
動
を
広

く
世
に
伝
え
た
人

物
で
す
。

石手寺
御竹藪

避病院跡
砂土手跡

愚陀仏庵跡

道後公園ひめぎん
ホール

松山東高校

●  総合社会福祉会館

愛媛大学
教育学部

付属中学校

松山三越

道後中学校

愛媛大学
農学部

愛媛大学
付属高校

道後小学校

みどころ

②
　秋
高
し

　
　
　鳶
舞
ひ
し
つ
む

　
　
　
　城
の
上

と
び
ま

①
　杖
に
よ
り
て

　
　
　町
を
出
づ
れ
ハ

　
　
　
　稲
の
花

つ
え

い
①

② 御
宝
町
エ
リ
ア■ 

当
日
の
子
規
の
様
子

　病
気
の
療
養
の
た
め
、
体
を
休
め

て
い
た
子
規
は
、
こ
の
日
、
体
調
が

良
か
っ
た
の
で
、
ち
ょ
う
ど
見
舞
い

に
来
た
友
人
で
俳
人
の
柳
原
極
堂
と

一
緒
に
散
策
に
出
か
け
ま
し
た
。

　こ
の
日
、
子
規
は
杖
を
突
き
な
が

ら
、
散
策
し
た
よ
う
で
す
。

　御
宝
町
を
抜
け
る
と
、
目
の
前
に
田
ん
ぼ

が
広
が
り
、
一
面
に
稲
の
花
が
咲
い
て
い
た

様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。  

■ 

鳶
　ト
ビ
は
、
タ
カ
の
仲
間
で
す
。

大
柄
で
目
立
つ
上
に
、
そ
の
鳴
き

声
が
よ
く
ひ
び
く
こ
と
か
ら
、
昔

か
ら
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
鳴

き
声
は
、「
ピ
ー
ヒ
ョ
ロ
ヒ
ョ
ロ
」

と
聞
こ
え
ま
す
。

　散
策
途
中
、
松
山
城
を
見
上
げ
る
と
、
お

城
の
上
空
を
ト
ビ
が
ま
る
で
舞
う
よ
う
に
飛

ん
で
い
た
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　愚陀仏庵から子規の母校であ
る松山中学校（現　松山東高校）
へと繋がる道を、当時の様子を
想像しながら、歩いてみよう。

みどころ①

　散
策
し
て
い
る
子
規
を
思

い
浮
か
べ
な
が
ら
、
町
を
歩

い
て
み
よ
う
。

み
た
か
ら
ま
ち

１

▲ 稲の花

▲ 鳶

①

▲ 昔の松山城
　 （愛媛文化双書刊行会発行
　 『子規と松山』より）

▶ 

柳
原
極
堂

▲ 御宝町から見た御幸寺山
　（昭和 45 年頃）（「松山観光ボラン
　ティアガイドの会」のホームペー
　ジ　四国・松山まち歩き観光より）

と
び

や
な
ぎ
は
ら
き
ょ
く
ど
う

とび

つな
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③
　砂
土
手
や

　
　
　西
日
を
う
け
て

　
　
　
　蕎
麦
の
花

す
な
ど
て

そ
ば

に
し
び

④
　馬
の
沓

　
　
　換
ふ
る
や
櫨
の

　
　
　
　紅
葉
散
る

く
つ

か

も
み
じ

は
ぜ

みどころ

④②

③
③ 砂

土
手
エ
リ
ア■ 

蕎
麦

　ソ
バ
の
花
は
、
青
い
空
と
の
調

和
が
絶
妙
な
こ
と
か
ら
、
俳
句
の

世
界
に
も
数
多
く
登
場
し
ま
す
。

　こ
の
エ
リ
ア
は
も
と
も
と
田
ん

ぼ
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
前

年
の
干
ば
つ
に
よ
る
被
害
を
受
け

て
ソ
バ
畑
に
変
わ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　砂
土
手
に
上
る
と
、
一
面
に
ソ
バ
の
白
い

花
が
西
日
を
受
け
て
美
し
く
咲
い
て
い
た
様

子
を
表
し
て
い
ま
す
。 

■ 

馬
の
沓

　馬
の
沓
と
は
、
蹄
鉄
の
こ
と
を

指
し
、
馬
に
履
か
せ
て
い
る
靴
の

よ
う
な
も
の
で
す
。

　ま
だ
、
そ
こ
か
し
こ
に
馬
が
行

き
交
っ
て
い
た
当
時
の
風
景
が
思

い
浮
か
ば
れ
ま
す
。

　沿
道
で
馬
の
蹄
鉄
の
交
換
作
業
が
行
わ
れ

て
い
る
傍
ら
、
紅
葉
し
た
櫨
の
葉
が
散
っ
て

い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　子規も見た砂土手の
名残を見つけよう。　

みどころ②

　今
も
残
る
砂
土
手

跡
を
見
つ
け
よ
う
。

みどころ③

　松
山
東
高
校
に
あ
る

明
教
館  

を
訪
れ
て
、

子
規
が
学
ん
だ
と
き
の

資
料
を
見
て
み
よ
う
。

す
な
ど
て

２

▲ 蕎麦の花
▲蹄鉄

▲櫨の木の紅葉

▲昔の城下町の地図
　砂土手は、松山城の防備のために、堀を掘った
　土を積み上げて作られたと言われています。

※

明
教
館
を
訪
れ
る
際
に
は
、
事
前
に
松
山
東
高
校
へ
の
連
絡
が
必
要
で
す
。

▲砂土手の名残
　（「松山観光ボランティアガイド
　の会」のホームページ　四国・
　松山まち歩き観光より）

砂土手

城山

堀之内

※

て
い
て
つ

は
ぜ

⑥
　ほ
し
店
の

　
　
　鬼
灯
吹
く
や

　
　
　
　秋
の
風

ほ
お
ず
き

⑤
　稲
の
香
に

　
　
　人
居
ら
ず
な
り

　
　
　
　避
病
院

い
ね

か

ひ
と
おひ

び
ょ
う
い
ん

▲昔の石手川と土手にあった避病院（愛媛文化双書刊行会発行　『子規と松山』より）▲鬼灯

石手寺
御竹藪

避病院跡
砂土手跡

愚陀仏庵跡

道後公園ひめぎん
ホール

松山東高校

●  総合社会福祉会館

愛媛大学
教育学部

附属中学校

松山三越

道後中学校

愛媛大学
農学部

愛媛大学
付属高校

道後小学校

みどころ

⑤

⑥

④
石
手
川
エ
リ
ア■ 

避
病
院

　こ
の
時
代
は
、
日
本
各
地
で
コ

レ
ラ
・
赤
痢
・
腸
チ
フ
ス
な
ど
の

伝
染
病
が
よ
く
流
行
し
、
大
勢
の

方
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
当
時
は

こ
れ
ら
の
伝
染
病
の
治
療
法
が
な

か
っ
た
た
め
、
病
人
は
避
病
院
に

隔
離
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　豊
作
の
年
を
迎
え
、
稲
の
香
り
が
ま
ち
な

か
に
広
が
り
、
避
病
院
に
も
患
者
が
い
な
く

な
る
ほ
ど
み
ん
な
が
元
気
に
な
っ
た
様
子
が

う
か
が
え
ま
す
。 

■ 

ほ
し
店
　

　「ほ
し
店
」
と
は
、
露
天
商
の

こ
と
で
す
。
石
手
寺
に
訪
れ
る
人

び
と
に
向
け
て
様
々
な
も
の
を

売
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

■ 

鬼
灯
　

　鬼
灯
と
は
、
な
す
科
の
多
年
生

植
物
で
す
。
袋
状
の
萼
に
包
ま
れ
、

そ
の
実
は
球
状
で
赤
く
熟
し
ま

す
。
昔
は
、
ホ
オ
ズ
キ
の
実
で
笛

を
作
っ
て
鳴
ら
し
、
遊
ん
で
い
ま

し
た
。

　秋
の
風
が
吹
く
中
、
露
天
商
が
鳴
ら
す
鬼

灯
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
石
手
寺
に
向
か
っ

て
川
沿
い
を
歩
い
て
い
た
様
子
を
表
し
て
い

ま
す
。

　石手川の土手を子規
が歩いていた様子を想
像しつつ散策しよう。

みどころ④

　昔
の
石
手
川
の
写

真
と
今
の
石
手
川
を

見
比
べ
て
み
よ
う
。

い
し
て
が
わ

３

避病院

が
く

附属
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石手寺
御竹藪

避病院跡
砂土手跡

愚陀仏庵跡

道後公園ひめぎん
ホール

松山東高校

●  総合社会福祉会館

愛媛大学
教育学部

附属中学校

松山三越

道後中学校

愛媛大学
農学部

愛媛大学
付属高校

道後小学校

③
　砂
土
手
や

　
　
　西
日
を
う
け
て

　
　
　
　蕎
麦
の
花

す
な
ど
て

そ
ば

に
し
び

④
　馬
の
沓

　
　
　換
ふ
る
や
櫨
の

　
　
　
　紅
葉
散
る

く
つ

か

も
み
じ

は
ぜ

みどころ

④②

③
③ 砂

土
手
エ
リ
ア■ 

蕎
麦

　ソ
バ
の
花
は
、
青
い
空
と
の
調

和
が
絶
妙
な
こ
と
か
ら
、
俳
句
の

世
界
に
も
数
多
く
登
場
し
ま
す
。

　こ
の
エ
リ
ア
は
も
と
も
と
田
ん

ぼ
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
前

年
の
干
ば
つ
に
よ
る
被
害
を
受
け

て
ソ
バ
畑
に
変
わ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　砂
土
手
に
上
る
と
、
一
面
に
ソ
バ
の
白
い

花
が
西
日
を
受
け
て
美
し
く
咲
い
て
い
た
様

子
を
表
し
て
い
ま
す
。 

■ 

馬
の
沓

　馬
の
沓
と
は
、
蹄
鉄
の
こ
と
を

指
し
、
馬
に
履
か
せ
て
い
る
靴
の

よ
う
な
も
の
で
す
。

　ま
だ
、
そ
こ
か
し
こ
に
馬
が
行

き
交
っ
て
い
た
当
時
の
風
景
が
思

い
浮
か
ば
れ
ま
す
。

　沿
道
で
馬
の
蹄
鉄
の
交
換
作
業
が
行
わ
れ

て
い
る
傍
ら
、
紅
葉
し
た
櫨
の
葉
が
散
っ
て

い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　子規も見た砂土手の
名残を見つけよう。　

みどころ②

　今
も
残
る
砂
土
手

跡
を
見
つ
け
よ
う
。

みどころ③

　松
山
東
高
校
に
あ
る

明
教
館  

を
訪
れ
て
、

子
規
が
学
ん
だ
と
き
の

資
料
を
見
て
み
よ
う
。

す
な
ど
て

２

▲ 蕎麦の花
▲蹄鉄

▲櫨の木の紅葉

▲昔の城下町の地図
　砂土手は、松山城の防備のために、堀を掘った
　土を積み上げて作られたと言われています。

※

明
教
館
を
訪
れ
る
際
に
は
、
事
前
に
松
山
東
高
校
へ
の
連
絡
が
必
要
で
す
。

▲砂土手の名残
　（「松山観光ボランティアガイド
　の会」のホームページ　四国・
　松山まち歩き観光より）

砂土手

城山

堀之内

※

て
い
て
つ

は
ぜ

⑥
　ほ
し
店
の

　
　
　鬼
灯
吹
く
や

　
　
　
　秋
の
風

ほ
お
ず
き

⑤
　稲
の
香
に

　
　
　人
居
ら
ず
な
り

　
　
　
　避
病
院

い
ね

か

ひ
と
おひ

び
ょ
う
い
ん

▲昔の石手川と土手にあった避病院（愛媛文化双書刊行会発行　『子規と松山』より）▲鬼灯

石手寺
御竹藪

避病院跡
砂土手跡

愚陀仏庵跡

道後公園ひめぎん
ホール

松山東高校

●  総合社会福祉会館

愛媛大学
教育学部

附属中学校

松山三越

道後中学校

愛媛大学
農学部

愛媛大学
付属高校

道後小学校

みどころ

⑤

⑥

④
石
手
川
エ
リ
ア■ 

避
病
院

　こ
の
時
代
は
、
日
本
各
地
で
コ

レ
ラ
・
赤
痢
・
腸
チ
フ
ス
な
ど
の

伝
染
病
が
よ
く
流
行
し
、
大
勢
の

方
が
亡
く
な
り
ま
し
た
。
当
時
は

こ
れ
ら
の
伝
染
病
の
治
療
法
が
な

か
っ
た
た
め
、
病
人
は
避
病
院
に

隔
離
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　豊
作
の
年
を
迎
え
、
稲
の
香
り
が
ま
ち
な

か
に
広
が
り
、
避
病
院
に
も
患
者
が
い
な
く

な
る
ほ
ど
み
ん
な
が
元
気
に
な
っ
た
様
子
が

う
か
が
え
ま
す
。 

■ 

ほ
し
店
　

　「ほ
し
店
」
と
は
、
露
天
商
の

こ
と
で
す
。
石
手
寺
に
訪
れ
る
人

び
と
に
向
け
て
様
々
な
も
の
を

売
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

■ 

鬼
灯
　

　鬼
灯
と
は
、
な
す
科
の
多
年
生

植
物
で
す
。
袋
状
の
萼
に
包
ま
れ
、

そ
の
実
は
球
状
で
赤
く
熟
し
ま

す
。
昔
は
、
ホ
オ
ズ
キ
の
実
で
笛

を
作
っ
て
鳴
ら
し
、
遊
ん
で
い
ま

し
た
。

　秋
の
風
が
吹
く
中
、
露
天
商
が
鳴
ら
す
鬼

灯
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
石
手
寺
に
向
か
っ

て
川
沿
い
を
歩
い
て
い
た
様
子
を
表
し
て
い

ま
す
。

　石手川の土手を子規
が歩いていた様子を想
像しつつ散策しよう。

みどころ④

　昔
の
石
手
川
の
写

真
と
今
の
石
手
川
を

見
比
べ
て
み
よ
う
。

い
し
て
が
わ

３

避病院

が
く

附属
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三重の塔

地底マントラ洞窟

⑧
　身
の
上
や

　
　
　御
鬮
を
引
け
ば

　
　
　
　秋
の
風

み
く
じ

⑦
　秋
の
山

　
　
　五
重
の
塔
に

　
　
　
　並
び
け
り

ご
じ
ゅ
う

と
う

▶
当
時
の
お
み
く
じ

　（愛
媛
文
化
双
書
刊
行
会
発
行
『
子

　

 

規
と
松
山
』
よ
り
）

▲石手寺の三重の塔

石手寺
御竹藪

避病院跡
砂土手跡

愚陀仏庵跡

道後公園ひめぎん
ホール

松山東高校

●  総合社会福祉会館

愛媛大学
教育学部

付属中学校

松山三越

道後中学校

愛媛大学
農学部

愛媛大学
付属高校

道後小学校

みどころ

⑧

⑦

⑥

⑤

石
手
寺
エ
リ
ア■ 

五
重
の
塔

　五
重
の
塔
と
は
、
石
手
寺
の
境

内
に
そ
び
え
る
三
重
の
塔
（
重
要

文
化
財
）
の
こ
と
で
す
。

　子
規
は
、
石
手
寺
を
見
た
こ
と

の
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
五
重
の

塔
と
言
っ
た
方
が
紅
葉
の
立
派
さ

が
伝
わ
り
や
す
い
と
考
え
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　紅
葉
が
鮮
や
か
な
石
手
寺
の
裏
山
が
、
境

内
の
塔
と
同
じ
く
ら
い
立
派
に
並
ん
で
い
た

様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

■ 

当
時
の
子
規

　そ
も
そ
も
、
子
規
が
こ
の
時
期

松
山
に
帰
省
し
た
理
由
は
、
当
時

不
治
の
病
と
さ
れ
て
い
た
肺
結
核

の
療
養
の
た
め
で
し
た
。

　子
規
が
、
恐
る
恐
る
く
じ
を
引

い
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
よ
く
な
い

運
勢
だ
っ
た
の
で
、
秋
と
悪
鬼
を

か
け
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　子
規
は
石
手
寺
で
お
み
く
じ
を
引
い
た
も
の

の
、あ
ま
り
良
い
運
勢
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、

が
っ
か
り
し
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　51 番札所の石手寺の
中を探検してみよう。

みどころ⑤

　子
規
も
見
た
石
手
寺

の
塔
を
見
て
み
よ
う
。

みどころ⑥

　お
み
く
じ
を
見
て

が
っ
か
り
し
た
子
規

の
様
子
を
想
像
し
て

み
よ
う
。

い
し
て
じ

４

▲当時の石手寺（『創造都市まつやま』より）
　　729 年創建。四国八十八ヶ所第 51 番札所。境内には、国
　宝である二王門や本堂をはじめとする数多くの重要文化財が
　残されています。

石手寺
御竹藪

避病院跡
砂土手跡

愚陀仏庵跡

道後公園ひめぎん
ホール

松山東高校

●  総合社会福祉会館

愛媛大学
教育学部

付属中学校

松山三越

道後中学校

愛媛大学
農学部

愛媛大学
付属高校

道後小学校

みどころ

⑩ ⑨⑧ ⑦

御
竹
藪
エ
リ
ア■ 

御
竹
藪

　湯
築
城
跡
は
、
藩
の
要
地
だ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
時
代

か
ら
放
置
さ
れ
、
欝
蒼
と
し
た
藪

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
御

竹
藪
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。

　旧
く
な
っ
た
お
堀
の
濁
っ
た
水
に
柳
が

散
っ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

■ 

道
後
鉄
道

　道
後
鉄
道
は
、
子
規
が
散
策
し

た
約
一
月
前
の
、
明
治
二
十
八
年

八
月
二
十
二
日
に
開
通
し
ま
し

た
。　子

規
た
ち
も
こ
の
新
し
い
汽
車

を
見
よ
う
と
歩
い
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　秋
の
夕
暮
れ
時
、
稲
の
香
り
が
た
だ
よ
う

中
、
汽
車
の
音
が
聞
こ
え
て
い
た
様
子
を
表

し
て
い
ま
す
。

　道後公園の展望台から
今の松山の景色と昔の景
色を見比べてみよう。

みどころ⑦

　道
後
公
園
で
竹
や

ぶ
の
名
残
を
探
し
て

み
よ
う
。

みどころ⑧

　鉄
道
の
音
に
注
意

し
て
歩
い
て
み
よ
う
。

お
た
け
や
ぶ

５

▲道後公園からの展望（『ふるさと松山』より）
　　明治 44 年頃に撮影された写真です。道後公園から松山城方
　面を見ると、田畑が広がっていた様子がうかがえます。

▲御竹藪（昭和 45 年頃）
　　（「松山観光ボランティアガイドの会」のホームページ　四
　国・松山まち歩き観光より）

▲当時の道後鉄道（『ふるさと松山』より）

⑩
　稲
の
香
や

　
　
　野
末
ハ
暮
れ
て

　
　
　
　汽
車
の
音

い
ね

か

の
ず
え

く

⑨
　古
濠
や

　
　
　腐
っ
た
水
に

　
　
　
　柳
ち
る

ふ
る
ぼ
りく

さや
な
ぎ

▲昔の持田周辺から松山城を眺めた風景（『ふるさと松山』より）
　　現在の松山東警察署の場所に建っていた愛媛県立農業学校の
　写真です。（明治 44 年頃撮影）

お
た
け
や
ぶ

う
っ
そ
う

ふ
る

附属
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三重の塔

地底マントラ洞窟

⑧
　身
の
上
や

　
　
　御
鬮
を
引
け
ば

　
　
　
　秋
の
風

み
く
じ

⑦
　秋
の
山

　
　
　五
重
の
塔
に

　
　
　
　並
び
け
り

ご
じ
ゅ
う

と
う

▶
当
時
の
お
み
く
じ

　（愛
媛
文
化
双
書
刊
行
会
発
行
『
子

　

 

規
と
松
山
』
よ
り
）

▲石手寺の三重の塔

石手寺
御竹藪

避病院跡
砂土手跡

愚陀仏庵跡

道後公園ひめぎん
ホール

松山東高校

●  総合社会福祉会館

愛媛大学
教育学部

付属中学校

松山三越

道後中学校

愛媛大学
農学部

愛媛大学
付属高校

道後小学校

みどころ

⑧

⑦

⑥

⑤

石
手
寺
エ
リ
ア■ 

五
重
の
塔

　五
重
の
塔
と
は
、
石
手
寺
の
境

内
に
そ
び
え
る
三
重
の
塔
（
重
要

文
化
財
）
の
こ
と
で
す
。

　子
規
は
、
石
手
寺
を
見
た
こ
と

の
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
五
重
の

塔
と
言
っ
た
方
が
紅
葉
の
立
派
さ

が
伝
わ
り
や
す
い
と
考
え
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　紅
葉
が
鮮
や
か
な
石
手
寺
の
裏
山
が
、
境

内
の
塔
と
同
じ
く
ら
い
立
派
に
並
ん
で
い
た

様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

■ 

当
時
の
子
規

　そ
も
そ
も
、
子
規
が
こ
の
時
期

松
山
に
帰
省
し
た
理
由
は
、
当
時

不
治
の
病
と
さ
れ
て
い
た
肺
結
核

の
療
養
の
た
め
で
し
た
。

　子
規
が
、
恐
る
恐
る
く
じ
を
引

い
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
よ
く
な
い

運
勢
だ
っ
た
の
で
、
秋
と
悪
鬼
を

か
け
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　子
規
は
石
手
寺
で
お
み
く
じ
を
引
い
た
も
の

の
、あ
ま
り
良
い
運
勢
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、

が
っ
か
り
し
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　51 番札所の石手寺の
中を探検してみよう。

みどころ⑤

　子
規
も
見
た
石
手
寺

の
塔
を
見
て
み
よ
う
。

みどころ⑥

　お
み
く
じ
を
見
て

が
っ
か
り
し
た
子
規

の
様
子
を
想
像
し
て

み
よ
う
。

い
し
て
じ

４

▲当時の石手寺（『創造都市まつやま』より）
　　729 年創建。四国八十八ヶ所第 51 番札所。境内には、国
　宝である二王門や本堂をはじめとする数多くの重要文化財が
　残されています。

石手寺
御竹藪

避病院跡
砂土手跡

愚陀仏庵跡

道後公園ひめぎん
ホール

松山東高校

●  総合社会福祉会館

愛媛大学
教育学部

付属中学校

松山三越

道後中学校

愛媛大学
農学部

愛媛大学
付属高校

道後小学校

みどころ

⑩ ⑨⑧ ⑦

御
竹
藪
エ
リ
ア■ 

御
竹
藪

　湯
築
城
跡
は
、
藩
の
要
地
だ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
江
戸
時
代

か
ら
放
置
さ
れ
、
欝
蒼
と
し
た
藪

の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
御

竹
藪
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。

　旧
く
な
っ
た
お
堀
の
濁
っ
た
水
に
柳
が

散
っ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

■ 

道
後
鉄
道

　道
後
鉄
道
は
、
子
規
が
散
策
し

た
約
一
月
前
の
、
明
治
二
十
八
年

八
月
二
十
二
日
に
開
通
し
ま
し

た
。　子

規
た
ち
も
こ
の
新
し
い
汽
車

を
見
よ
う
と
歩
い
て
い
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　秋
の
夕
暮
れ
時
、
稲
の
香
り
が
た
だ
よ
う

中
、
汽
車
の
音
が
聞
こ
え
て
い
た
様
子
を
表

し
て
い
ま
す
。

　道後公園の展望台から
今の松山の景色と昔の景
色を見比べてみよう。

みどころ⑦

　道
後
公
園
で
竹
や

ぶ
の
名
残
を
探
し
て

み
よ
う
。

みどころ⑧

　鉄
道
の
音
に
注
意

し
て
歩
い
て
み
よ
う
。

お
た
け
や
ぶ

５

▲道後公園からの展望（『ふるさと松山』より）
　　明治 44 年頃に撮影された写真です。道後公園から松山城方
　面を見ると、田畑が広がっていた様子がうかがえます。

▲御竹藪（昭和 45 年頃）
　　（「松山観光ボランティアガイドの会」のホームページ　四
　国・松山まち歩き観光より）

▲当時の道後鉄道（『ふるさと松山』より）

⑩
　稲
の
香
や

　
　
　野
末
ハ
暮
れ
て

　
　
　
　汽
車
の
音

い
ね

か

の
ず
え

く

⑨
　古
濠
や

　
　
　腐
っ
た
水
に

　
　
　
　柳
ち
る

ふ
る
ぼ
りく

さや
な
ぎ

▲昔の持田周辺から松山城を眺めた風景（『ふるさと松山』より）
　　現在の松山東警察署の場所に建っていた愛媛県立農業学校の
　写真です。（明治 44 年頃撮影）

お
た
け
や
ぶ

う
っ
そ
う

ふ
る

附属
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