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と
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ま
か
れ
た
る

　
　
　
　温
泉
哉

か
き

い
で
ゆ
か
な

①

①

道
後
温
泉
本
館
エ
リ
ア

■ 

夏
目
漱
石
（
一
八
六
七̶

一
九
一
六
）

　夏
目
漱
石
は
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

や
『
坊
っ
ち
や
ん
』
な
ど
の
小
説
を
書

い
た
日
本
を
代
表
す
る
小
説
家
で
す
。

　明
治
二
十
八
年
、
正
岡
子
規
が
松
山

に
戻
っ
た
時
、
漱
石
は
愛
媛
県
尋
常
中

学
校
の
先
生
と
し
て
愚
陀
仏
庵
に
滞
在

し
て
い
ま
し
た
。
子
規
は
、
愚
陀
仏
庵

で
漱
石
と
と
も
に
五
十
二
日
間
同
居
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　こ
の
日
、
子
規
は
、
漱
石
と
と
も
に

道
後
の
町
を
散
策
し
ま
し
た
。

■ 

道
後
温
泉
本
館

　明
治
二
十
七
年
四
月
に
、
伊

佐
庭
如
矢
に
よ
っ
て
、
現
在
の

三
層
楼
へ
と
改
築
さ
れ
ま
し

た
。　道

後
温
泉
本
館
は
、
小
説

『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
も
住
田
温

泉
と
し
て
登
場
し
て
い
ま
す
。

■ 

道
後
鉄
道

　正
岡
子
規
と
夏
目
漱
石
は
、
　明
治

二
十
八
年
八
月
二
十
二
日
に
開
通
し

た
ば
か
り
の「
道
後
鉄
道
」に
乗
っ
て
、

愚
陀
仏
庵
の
あ
る
一
番
町
か
ら
道
後

ま
で
出
か
け
ま
し
た
。

　子
規
と
漱
石
は
、
道
後
温
泉
本
館
を
訪
れ

ま
し
た
。
こ
の
俳
句
は
、
三
階
か
ら
見
え
た
、

道
後
温
泉
を
取
り
囲
む
よ
う
に
柿
の
木
が
植

わ
っ
て
い
た
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　夏目漱石も通った、道後
の中心地の道後温泉本館を
たずねよう。　みどころ①

　道
後
温
泉
本
館
の
昔

の
写
真
と
今
の
様
子
を

見
比
べ
て
み
よ
う
。

▲夏目漱石

１こ
の
日
の
ま
ち
歩
き
に
つ
い
て

　今
日
ハ
日
曜
な
り
天
気
は
快
晴
な
り

　病
気
ハ
軽
快
な
り

　遊
志
勃
然
漱
石
と
共
に
道
後
に

　遊
ぶ
三
層
楼
中
天
に
聳
え
て
来
浴
の

　旅
人
ひ
き
も
き
ら
ず

▲昔の道後の町並み（『創造都市まつやま』より）
　　1894 年（明治 27 年頃）に撮影されたものです。純和風建築の中に、
　洋風建築の技法も用いられていました。

▶
道
後
の
町
並
み
（『
創
造
都
市
松
山
』
よ
り
）

▶
昔
（
明
治
二
十
八
年
頃
）
の
道
後
駅

　

(

「
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)

ど
う
ご
お
ん
せ
ん
ほ
ん
か
ん

さ
に
わ
ゆ
き
や

かよ

い

ゆ
う
し
ぼ
つ
ぜ
ん

そ
び
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④ ④
⑤⑤

大
禅
寺
エ
リ
ア

　子
規
は
、
鷺
谷
墓
地
に
あ
る
小
島
久
の
お

墓
を
た
ず
ね
ま
し
た
が
、
彼
女
の
お
墓
で
は

な
く
花
を
つ
け
た
す
す
き
し
か
見
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

■ 

芭
蕉

　芭
蕉
は
、
花
や
実
が
バ
ナ
ナ
に

似
た
植
物
で
す
。
昔
は
、
布
を
作

る
材
料
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

■ 

小
島

　久

　小
島
久
は
、
子
規
の
ひ
い
お
ば

あ
さ
ん
で
す
。
子
規
は
、
幼
い
こ

ろ
に
、
久
に
愛
情
を
も
っ
て
育
て

ら
れ
た
た
め
、
久
が
亡
く
な
っ
た

と
き
は
大
層
悲
し
み
ま
し
た
。

■ 

黄
檗
の
山
門

　黄
檗
の
山
門
と
は
、
大
禅
寺
と
い
う

お
寺
の
門
の
こ
と
で
、
現
在
の
ホ
テ
ル

椿
館
の
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。

　大
禅
寺
に
は
、
蓑
毛
桜
と
呼
ば
れ
る

桜
が
あ
り
ま
し
た
。
花
の
形
が
ち
ょ
う

ど
白
鷺
の
繁
殖
期
に
首
や
背
中
に
生
え

る
蓑
毛
と
言
わ
れ
る
飾
り
羽
に
似
て
い

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
前
が
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

　秋山好古、伊佐庭如矢、中
村草田男といった偉人の眠る
鷺谷墓地をたずねよう。

みどころ④

　大
禅
寺
が
建
っ
て
い
た

時
の
様
子
を
想
像
し
な
が

ら
、
歩
い
て
み
よ
う
。

みどころ⑤

　鷺
谷
墓
地
の
高
台
か

ら
道
後
の
町
を
見
て
み

よ
う
。

だ
い
ぜ
ん
じ

３

▲
昔
の
大
禅
寺
と
蓑
毛
桜

　（「
子
規
会
誌
」
よ
り
）

こ
じ
ま

　
　
　ひ
さ

あきやまよしふる いさにわゆきや なか

むらくさたお

み
の
げ
ざ
く
ら

み
の
げ
ざ
く
ら

し
ら
さ
ぎ

み
の
げ

　子
規
と
漱
石
は
大
禅
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
俳
句
は
、
お
寺
の
大
き
な
門
の
周
り
に
芭

蕉
が
茂
っ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

椿の湯椿の湯
つばきのゆ

道後温泉本館道後温泉本館
どうごおんせんほんかん

円満寺円満寺
えんまんじ

伊佐爾波神社伊佐爾波神社
いさにわじんじゃ

湯神社湯神社
ゆじんじゃ

道後温泉駅道後温泉駅
どうごおんせんえき

道後公園道後公園
どうごこうえん 松山市子規松山市子規

記念博物館記念博物館

まつやましき

きねんはくぶつかん

道後温泉道後温泉
にぎたつ会館にぎたつ会館

かいかん

どうごおんせん

り
通
ラ
カ
イ
ハ

り
通
ラ
カ
イ
ハ

と
お

大禅寺跡
だいぜんじあと

鷺谷墓地
さぎたにぼち

宝厳寺
ほうごんじ

花月亭跡
かげつていあと

②
　山
本
や

　
　
　う
し
ろ
上
り
に

　
　
　
　蕎
麦
の
花

そ
ば

③
　稲
の
穂
に

　
　
　温
泉
の
町
低
し

　
　
　
　二
百
軒

い
ね

ほ
ゆ

みどころ

③
③

②
②

鷺
谷
エ
リ
ア

　鷺
谷
墓
地
へ
と
向
か
う
山
道
か
ら
振
り
返

る
と
、
数
多
く
の
商
店
や
民
家
が
軒
を
連
ね

て
い
る
道
後
の
町
並
み
が
見
え
た
様
子
を
表

し
て
い
ま
す
。

■ 

山
本

　山
本
と
は
、「
山
の
ふ
も

と
」
と
い
う
意
味
で
す
。

■ 

白
鷺
伝
説

　道
後
温
泉
は
白
鷺
が
発
見
し
た
と
い

う
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　「昔
、
脚
を
傷
つ
け
た
一
羽
の
白
鷺

が
、
毎
日
の
よ
う
に
飛
ん
で
来
て
、
同

じ
場
所
に
舞
い
降
り
た
。
や
が
て
、
白

鷺
は
元
気
に
な
っ
て
飛
び
去
っ
た
。
こ

れ
を
見
て
い
た
村
人
が
不
思
議
に
思
っ

て
、
そ
の
場
所
を
調
べ
て
み
る
と
お
湯

が
わ
き
出
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
以

来
、
村
人
は
病
気
の
治
療
に
、
疲
労
回

復
に
温
泉
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。」

■ 

鷺
谷
墓
地

　鷺
谷
墓
地
は
、当
時
こ
の
辺
り
に
あ
っ

た
大
禅
寺
の
墓
地
で
し
た
が
、
今
は
松

山
市
の
共
同
墓
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　小
説
『
坂
の
上
の
雲
』
の
秋
山
好
古

や
道
後
温
泉
本
館
の
改
築
で
有
名
な
伊

佐
庭
如
矢
な
ど
著
名
人
の
お
墓
が
あ
り

ま
す
。

　鷺
谷
へ
と
向
か
う
山
道
の
ふ
も
と
か
ら
道
後

の
町
を
振
り
返
る
と
、
蕎
麦
の
花
が
見
え
た
様

子
を
表
し
て
い
ま
す
。（
蕎
麦
の
花
に
つ
い
て
は
「
石
手
・
道
後

コ
ー
ス
」
の
「
２

　砂
土
手
エ
リ
ア
」
参
照
）

　道後温泉にまつわる　白鷺
伝説の地である鷺谷から道後
の町並みを眺めてみよう。

みどころ②

　鷺
谷
地
区
の
昔
の

写
真
と
今
の
町
の
様

子
を
見
比
べ
よ
う
。

みどころ③

　鷺
谷
墓
地
に
向
か
う

坂
の
上
か
ら
道
後
の
町

を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

さ
ぎ
だ
に

２

▲昔の鷺谷地区
　この地域は、白鷺伝説があった場所と言われています。

▲昔の鷺谷から見た道後の町並み
　　明治時代に道後鷺谷から眺めた道後の町並みです。
　左奥に湯築城跡があります。 『The Legend of Dogo Onsen』より

さ
ぎ
だ
に
ぼ
ち
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④
　黄
檗
の

　
　
　山
門
深
き

　
　
　
　芭
蕉
哉

お
う
ば
く

さ
ん
も
んば

し
ょ
う
か
な

⑤
　花
芒

　
　
　墓
い
づ
れ
と
も

　
　
　
　見
定
め
ず

は
な
す
す
き

▶
大
禅
寺
跡
の
石
碑

　（「
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
）

▲芭蕉

▲すすきの花

椿の湯椿の湯
つばきのゆ

道後温泉本館道後温泉本館
どうごおんせんほんかん

円満寺円満寺
えんまんじ

伊佐爾波神社伊佐爾波神社
いさにわじんじゃ

湯神社湯神社
ゆじんじゃ

道後温泉駅道後温泉駅
どうごおんせんえき

道後公園道後公園
どうごこうえん 松山市子規松山市子規

記念博物館記念博物館

まつやましき

きねんはくぶつかん

道後温泉道後温泉
にぎたつ会館にぎたつ会館

かいかん

どうごおんせん

り
通
ラ
カ
イ
ハ

り
通
ラ
カ
イ
ハ

と
お

大禅寺跡
だいぜんじあと

鷺谷墓地
さぎたにぼち

宝厳寺
ほうごんじ

花月亭跡
かげつていあと

みどころ

④ ④
⑤⑤

大
禅
寺
エ
リ
ア

　子
規
は
、
鷺
谷
墓
地
に
あ
る
小
島
久
の
お

墓
を
た
ず
ね
ま
し
た
が
、
彼
女
の
お
墓
で
は

な
く
花
を
つ
け
た
す
す
き
し
か
見
つ
け
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

■ 

芭
蕉

　芭
蕉
は
、
花
や
実
が
バ
ナ
ナ
に

似
た
植
物
で
す
。
昔
は
、
布
を
作

る
材
料
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

■ 

小
島

　久

　小
島
久
は
、
子
規
の
ひ
い
お
ば

あ
さ
ん
で
す
。
子
規
は
、
幼
い
こ

ろ
に
、
久
に
愛
情
を
も
っ
て
育
て

ら
れ
た
た
め
、
久
が
亡
く
な
っ
た

と
き
は
大
層
悲
し
み
ま
し
た
。

■ 

黄
檗
の
山
門

　黄
檗
の
山
門
と
は
、
大
禅
寺
と
い
う

お
寺
の
門
の
こ
と
で
、
現
在
の
ホ
テ
ル

椿
館
の
場
所
に
あ
り
ま
し
た
。

　大
禅
寺
に
は
、
蓑
毛
桜
と
呼
ば
れ
る

桜
が
あ
り
ま
し
た
。
花
の
形
が
ち
ょ
う

ど
白
鷺
の
繁
殖
期
に
首
や
背
中
に
生
え

る
蓑
毛
と
言
わ
れ
る
飾
り
羽
に
似
て
い

た
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
前
が
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

　秋山好古、伊佐庭如矢、中
村草田男といった偉人の眠る
鷺谷墓地をたずねよう。

みどころ④

　大
禅
寺
が
建
っ
て
い
た

時
の
様
子
を
想
像
し
な
が

ら
、
歩
い
て
み
よ
う
。

みどころ⑤

　鷺
谷
墓
地
の
高
台
か

ら
道
後
の
町
を
見
て
み

よ
う
。

だ
い
ぜ
ん
じ

３

▲
昔
の
大
禅
寺
と
蓑
毛
桜

　（「
子
規
会
誌
」
よ
り
）

こ
じ
ま

　
　
　ひ
さ

あきやまよしふる いさにわゆきや なか

むらくさたお

み
の
げ
ざ
く
ら

み
の
げ
ざ
く
ら

し
ら
さ
ぎ

み
の
げ

　子
規
と
漱
石
は
大
禅
寺
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
俳
句
は
、
お
寺
の
大
き
な
門
の
周
り
に
芭

蕉
が
茂
っ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

椿の湯椿の湯
つばきのゆ

道後温泉本館道後温泉本館
どうごおんせんほんかん

円満寺円満寺
えんまんじ

伊佐爾波神社伊佐爾波神社
いさにわじんじゃ

湯神社湯神社
ゆじんじゃ

道後温泉駅道後温泉駅
どうごおんせんえき

道後公園道後公園
どうごこうえん 松山市子規松山市子規

記念博物館記念博物館

まつやましき

きねんはくぶつかん

道後温泉道後温泉
にぎたつ会館にぎたつ会館

かいかん

どうごおんせん

り
通
ラ
カ
イ
ハ

り
通
ラ
カ
イ
ハ

と
お

大禅寺跡
だいぜんじあと

鷺谷墓地
さぎたにぼち

宝厳寺
ほうごんじ

花月亭跡
かげつていあと

②
　山
本
や

　
　
　う
し
ろ
上
り
に

　
　
　
　蕎
麦
の
花

そ
ば

③
　稲
の
穂
に

　
　
　温
泉
の
町
低
し

　
　
　
　二
百
軒

い
ね

ほ
ゆ

みどころ

③
③

②
②

鷺
谷
エ
リ
ア

　鷺
谷
墓
地
へ
と
向
か
う
山
道
か
ら
振
り
返

る
と
、
数
多
く
の
商
店
や
民
家
が
軒
を
連
ね

て
い
る
道
後
の
町
並
み
が
見
え
た
様
子
を
表

し
て
い
ま
す
。

■ 

山
本

　山
本
と
は
、「
山
の
ふ
も

と
」
と
い
う
意
味
で
す
。

■ 

白
鷺
伝
説

　道
後
温
泉
は
白
鷺
が
発
見
し
た
と
い

う
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　「昔
、
脚
を
傷
つ
け
た
一
羽
の
白
鷺

が
、
毎
日
の
よ
う
に
飛
ん
で
来
て
、
同

じ
場
所
に
舞
い
降
り
た
。
や
が
て
、
白

鷺
は
元
気
に
な
っ
て
飛
び
去
っ
た
。
こ

れ
を
見
て
い
た
村
人
が
不
思
議
に
思
っ

て
、
そ
の
場
所
を
調
べ
て
み
る
と
お
湯

が
わ
き
出
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
以

来
、
村
人
は
病
気
の
治
療
に
、
疲
労
回

復
に
温
泉
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。」

■ 

鷺
谷
墓
地

　鷺
谷
墓
地
は
、当
時
こ
の
辺
り
に
あ
っ

た
大
禅
寺
の
墓
地
で
し
た
が
、
今
は
松

山
市
の
共
同
墓
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　小
説
『
坂
の
上
の
雲
』
の
秋
山
好
古

や
道
後
温
泉
本
館
の
改
築
で
有
名
な
伊

佐
庭
如
矢
な
ど
著
名
人
の
お
墓
が
あ
り

ま
す
。

　鷺
谷
へ
と
向
か
う
山
道
の
ふ
も
と
か
ら
道
後

の
町
を
振
り
返
る
と
、
蕎
麦
の
花
が
見
え
た
様

子
を
表
し
て
い
ま
す
。（
蕎
麦
の
花
に
つ
い
て
は
「
石
手
・
道
後

コ
ー
ス
」
の
「
２

　砂
土
手
エ
リ
ア
」
参
照
）

　道後温泉にまつわる　白鷺
伝説の地である鷺谷から道後
の町並みを眺めてみよう。

みどころ②

　鷺
谷
地
区
の
昔
の

写
真
と
今
の
町
の
様

子
を
見
比
べ
よ
う
。

みどころ③

　鷺
谷
墓
地
に
向
か
う

坂
の
上
か
ら
道
後
の
町

を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

さ
ぎ
だ
に

２

▲昔の鷺谷地区
　この地域は、白鷺伝説があった場所と言われています。

▲昔の鷺谷から見た道後の町並み
　　明治時代に道後鷺谷から眺めた道後の町並みです。
　左奥に湯築城跡があります。 『The Legend of Dogo Onsen』より

さ
ぎ
だ
に
ぼ
ち
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▲百日紅
▲花月亭の様子（「子規会誌」より）

椿の湯椿の湯
つばきのゆ

道後温泉本館道後温泉本館
どうごおんせんほんかん

円満寺円満寺
えんまんじ

伊佐爾波神社伊佐爾波神社
いさにわじんじゃ

湯神社湯神社
ゆじんじゃ

道後温泉駅道後温泉駅
どうごおんせんえき

道後公園道後公園
どうごこうえん 松山市子規松山市子規

記念博物館記念博物館

まつやましき

きねんはくぶつかん

道後温泉道後温泉
にぎたつ会館にぎたつ会館

かいかん

どうごおんせん

り
通
ラ
カ
イ
ハ

り
通
ラ
カ
イ
ハ

と
お

大禅寺跡
だいぜんじあと

鷺谷墓地
さぎたにぼち

宝厳寺
ほうごんじ

花月亭跡
かげつていあと

みどころ

⑥ ⑦ ⑥

花
月
亭
エ
リ
ア

　花
月
亭
の
百
日
紅
の
花
が
散
り
、
幹
や
枝

ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
姿
を
見
て
、
冬
の
寒

さ
が
近
く
ま
で
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て

い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

■ 

花
月
亭

　花
月
亭
と
は
、
伊
佐
爾
波
神
社

参
道
沿
い
に
、
数
軒
あ
っ
た
料
理

屋
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。

　玄
関
を
入
る
と
奥
は
す
ぐ
に
清

流
と
樹
木
に
囲
ま
れ
た
自
然
が
あ

ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

■ 

鴉
渓

　鴉
渓
と
は
、
石
手
か
ら
道
後
に

流
れ
る
御
手
洗
川
沿
い
の
渓
流
で

す
。
道
後
十
六
谷
の
一
つ
で
、
現

在
も
ふ
な
や
旅
館
の
庭
園
を
流
れ

て
い
ま
す
。

　古
く
か
ら
景
勝
地
と
し
て
知
ら

れ
、
安
芸
の
宮
島
の
「
紅
葉
谷
」

に
な
ぞ
ら
え
て
「
新
紅
葉
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　鴉
渓
に
紅
葉
が
映
え
、
小
料
理
屋
が
立

ち
並
ぶ
風
情
あ
る
景
色
が
う
か
が
え
ま
す
。

　子規と漱石が散策している
様子を思い浮かべながら鴉渓
の風情を楽しもう。

みどころ⑥

　ふ
な
や
旅
館
の
庭
園
か

ら
子
規
と
漱
石
も
歩
い
た

鴉
渓
の
風
情
を
楽
し
も
う
。

か
げ
つ
て
い

４

▲昔の伊佐爾波神社への参道
　　明治時代のものです。右側に映っている建物は、花月亭
　を含めて数軒あった料理屋です。

椿の湯椿の湯
つばきのゆ

道後温泉本館道後温泉本館
どうごおんせんほんかん

円満寺円満寺
えんまんじ

伊佐爾波神社伊佐爾波神社
いさにわじんじゃ

湯神社湯神社
ゆじんじゃ

道後温泉駅道後温泉駅
どうごおんせんえき

道後公園道後公園
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どうごおんせん
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ラ
カ
イ
ハ

り
通
ラ
カ
イ
ハ

と
お

大禅寺跡
だいぜんじあと

鷺谷墓地
さぎたにぼち

宝厳寺
ほうごんじ

花月亭跡
かげつていあと

⑦
　亭
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

　
　
　渓
に
橋
あ
る

　
　
　
　紅
葉
哉

た
に

て
い

も
み
じ
か
な

⑥
　百
日
紅

　
　
　梢
ば
か
り
の

　
　
　
　寒
さ
哉

こ
ず
え

さ
る
す
べ
り

か
な

あ
け
いみ

た
ら
い
が
わ

あ
き

あけい

▲昔の伊佐爾波神社

椿の湯椿の湯
つばきのゆ
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り
通
ラ
カ
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ハ
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ハ

と
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鷺谷墓地
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宝厳寺
ほうごんじ

花月亭跡
かげつていあと

みどころ

⑧

⑧ ⑨

⑦ 花
月
亭
〜
宝
厳
寺
エ
リ
ア

　花
月
亭
前
に
は
、
伊
佐
爾
波
神
社
の
野

口
光
寛
宮
司
の
家
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

広
大
な
家
と
そ
の
門
構
え
が
立
派
で
あ
っ

た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

■ 

伊
佐
爾
波
神
社

　国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
を
受
け
て

い
る
日
本
三
大
八
幡
造
り
の
社
殿
が
今

も
残
っ
て
い
ま
す
。

　伊
佐
爾
波
神
社
に
は
、
多
く
の
和
算

（
日
本
の
数
学
）
の
算
額
が
奉
納
さ
れ
て

い
ま
す
。

■ 

古
塚
と
宝
厳
寺

　古
塚
と
は
、「
一
遍
上
人
生
誕
地
の
碑
」

の
こ
と
で
す
。

　宝
厳
寺
は
、
時
宗
の
開
祖
で
あ
る
一
遍

上
人
の
生
誕
地
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
境

内
に
は
、子
規
が
詠
ん
だ
句
碑
を
は
じ
め
、

数
多
く
の
句
碑
・
歌
碑
・
詩
碑
が
建
て
ら

れ
て
い
ま
す
。

　古
塚
の
柳
が
散
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見

て
、
恋
の
終
わ
り
を
感
じ
て
い
る
様
子
が

う
か
が
え
ま
す
。

　昔の様子を想像しなが
ら、宝厳寺へと向かう上
人坂を歩こう。

みどころ⑦

　伊
佐
爾
波
神
社
の
階
段

を
登
り
、
道
後
の
町
を
眺

め
て
み
よ
う
。

みどころ⑧

　宝
厳
寺
の
境
内
を

探
検
し
て
み
よ
う
。

か
げ
つ
て
い

ほ
う
ご
ん
じ

５

▲昔の古塚と宝厳寺への道
　　左側の手前に映っている石碑は、一遍上人生誕地
　の石碑です。（「子規会誌」より引用）

⑨
　古
塚
や

　
　
　恋
の
さ
め
た
る

　
　
　
　柳
散
る

ふ
る
づ
か

⑧
　柿
の
木
や

　
　
　宮
司
か
宿
の

　
　
　
　門
が
ま
え

ぐ
う
じ

や
ど

か
き

▲昔（大正 13 年頃）の宝厳寺
　（㈱国書刊行会発行『ふるさとの想い出写真集　松山』より）

い
さ
に
わ
じ
ん
じ
ゃ

い
さ
に
わ
じ
ん
じ
ゃ

い
っ
ぺ
ん
し
ょ
う
に
ん
せ
い
た
ん
ち

にんざか

しょう
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▲百日紅
▲花月亭の様子（「子規会誌」より）
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⑥ ⑦ ⑥

花
月
亭
エ
リ
ア

　花
月
亭
の
百
日
紅
の
花
が
散
り
、
幹
や
枝

ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
姿
を
見
て
、
冬
の
寒

さ
が
近
く
ま
で
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て

い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

■ 

花
月
亭

　花
月
亭
と
は
、
伊
佐
爾
波
神
社

参
道
沿
い
に
、
数
軒
あ
っ
た
料
理

屋
の
う
ち
の
一
つ
で
す
。

　玄
関
を
入
る
と
奥
は
す
ぐ
に
清

流
と
樹
木
に
囲
ま
れ
た
自
然
が
あ

ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

■ 

鴉
渓

　鴉
渓
と
は
、
石
手
か
ら
道
後
に

流
れ
る
御
手
洗
川
沿
い
の
渓
流
で

す
。
道
後
十
六
谷
の
一
つ
で
、
現

在
も
ふ
な
や
旅
館
の
庭
園
を
流
れ

て
い
ま
す
。

　古
く
か
ら
景
勝
地
と
し
て
知
ら

れ
、
安
芸
の
宮
島
の
「
紅
葉
谷
」

に
な
ぞ
ら
え
て
「
新
紅
葉
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　鴉
渓
に
紅
葉
が
映
え
、
小
料
理
屋
が
立

ち
並
ぶ
風
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あ
る
景
色
が
う
か
が
え
ま
す
。
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の風情を楽しもう。
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楽
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げ
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４
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▲昔の古塚と宝厳寺への道
　　左側の手前に映っている石碑は、一遍上人生誕地
　の石碑です。（「子規会誌」より引用）
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