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町
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糖
木
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の
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分
哉

さ
と
ぎ
ば
た
け

ほ
う
じ
ゅ
っ
ち
ょ
う

の
わ
け
か
な

⑦
　花
木
槿

　
　
　家
あ
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限
り

　
　
　
　機
の
音

は
な
む
く
げは

た

⑥
　萩
あ
れ
て

　
　
　百
舌
啼
く
松
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　梢
か
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も
ず
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は
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え
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の
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か
し

な
り

あ
わ

③
　御
所
柿
に

　
　
　雄
群
祭
の

　
　
　
　用
意
哉

ご
し
ょ
が
き

お
ぐ
り

か
な

④
　鳩
麦
や

　
　
　昔
通
ひ
し

　
　
　
　叔
父
が
家

は
と
む
ぎ

か
よお

じ

⑤
　行
く
秋
や

　
　

 

手
を
引
き
合
ひ
し

　
　
　
　松
二
木

①
　朝
寒
や

　
　

 
た
の
も
と
ひ
ゞ
く

　
　
　
　内
玄
関

あ
さ
ざ
む

①

②

③
④

⑤⑥

⑦

⑧

⑨
■
　
留
意
点

　
こ
の
コ
ー
ス
は
す
べ
て
周
る
と
一
日
か
か

り
ま
す
。
休
憩
ポ
イ
ン
ト
（
★
）
で
休
憩
を

は
さ
む
か
、
一
部
の
エ
リ
ア
だ
け
を
散
策
す

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

散策ガイド
 松山市南西部コース

( 明治二十八年十月七日 )
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①
　朝
寒
や

　
　

 

た
の
も
と
ひ
ゞ
く

　
　
　
　内
玄
関

あ
さ
ざ
む

①①
②

正
宗
寺
エ
リ
ア

■ 

子
規
堂

　
正
宗
寺
の
境
内
に
あ
る
子
規
堂
は
、
子
規
が
十

七
歳
ま
で
暮
ら
し
た
家
を
復
元
し
た
建
物
で
す
。

子
規
堂
内
に
は
、
子
規
の
直
筆
原
稿
や
遺
品
な
ど

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

■ 

当
時
の
子
規

　
子
規
は
、十
数
日
前
か
ら
今
出
（
垣
生
）

に
住
む
村
上
霽
月
（
同
コ
ー
ス
の
「
４
　
村
上

霽
月
邸
〜
長
楽
寺
エ
リ
ア
」
参
照
）
に
「
私
の
と

こ
ろ
を
訪
ね
て
来
て
ほ
し
い
」
と
何
度

も
誘
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
天

気
も
体
調
も
悪
く
、
霽
月
邸
を
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
日
が
続
い
て
い
ま
し

た
。

　
こ
の
日
は
、
快
晴
で
体
調
も
良
か
っ

た
た
め
、
人
力
車
で
霽
月
邸
ま
で
出
か

け
ま
し
た
。

■ 

正
宗
寺
住
職
　
釈
仏
海

　
霽
月
邸
に
向
か
う
途
中
、
子
規
は
正
宗
寺

に
寄
っ
て
住
職
の
釈
仏
海
を
誘
い
ま
し
た
。

仏
海
は
子
規
の
幼
馴
染
で
俳
号
を
「
一
宿
」

と
い
い
ま
す
。

　
仏
海
は
、
子
規
の
竹
馬
の
友
で
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
交
友
を
続
け
ま
す
が
、
こ
の
日
は

都
合
が
悪
く
同
行
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。■ 

「
た
の
も
」

　「
た
の
も
う
」
の
こ
と
。
武
士
等
が
他
家

を
訪
れ
た
時
の
挨
拶
で
、「
た
の
み
ま
し
ょ

う
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　
朝
冷
え
が
す
る
禅
寺
の
内
玄
関
で
、
誰
か

の
「
た
の
も
う
ー
」
と
言
う
声
が
響
い
て
い

る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　子規堂を訪れて、子規の直
筆の作品や遺品を鑑賞しよう。

みどころ①

　
正
宗
寺
境
内
に
あ
る

子
規
堂
を
訪
れ
て
、
子

規
の
書
い
た
原
稿
や
絵

を
見
て
み
よ
う
。

みどころ②

　
正
宗
寺
境
内
に
あ
る

昔
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
列

車
」
の
客
室
に
乗
っ
て

み
よ
う
。

し
ょ
う
じ
ゅ
う
じ

１こ
の
日
の
ま
ち
歩
き
に
つ
い
て

　天
気
快
晴
心
地
ひ
ろ
く
す
が
す
が
し

　け
れ
ば
俄
か
に
思
ひ
立
ち
て
人
車
を

　や
と
ひ
今
出
へ
と
出
で
立
つ
道
に
一

　宿
を
正
宗
寺
に
訪
ふ
　同
伴
を
欲
す

　る
也
　一
宿
故
あ
り
て
行
か
ず

※

　
子
規
堂
へ
の
入
館
に
は
、
大
人
は
入
館
料
五
十
円
が
必
要
で
す
。 ▲子規堂内に再現されている子規の勉強部屋　　

▲人力車（明治末期頃）　　
　（『創造都市まつやま』より）

※

は
ぶ

し
ゃ
く
ぶ
っ
か
い

ぜ
ん
で
ら

に
わい

ま
ず

33



空港東第三公園

奥土居神社

正宗寺

鬼子母神
雄郡神社

子規を
しのぶ道
の石碑

土居田の社
( 本村公園 )

保免の宮
( 日招八幡大明神 )

手引き松
（三島大明神）

森円月邸付近

村上霽月邸

松山空港

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

松山市駅

県立病院

●松山小栗町
郵便局

●松山市立
雄郡中学校

●余土駅

坊ちゃんスタジアム

⑨
　見
ゆ
る
べ
き

　
　
　御
鼻
も
霧
の

　
　
　
　十
八
里 き

り

⑧
　方
十
町

　
　
　砂
糖
木
畠
の

　
　
　
　野
分
哉

さ
と
ぎ
ば
た
け

ほ
う
じ
ゅ
っ
ち
ょ
う

の
わ
け
か
な

⑦
　花
木
槿

　
　
　家
あ
る
限
り

　
　
　
　機
の
音

は
な
む
く
げは

た

⑥
　萩
あ
れ
て

　
　
　百
舌
啼
く
松
の

　
　
　
　梢
か
な

も
ず
　
　な

は
ぎ

こ
ず
え

②
　男
ば
か
り
と
見
え
て

　
　
　案
山
子
の

　
　
　
　哀
れ
也

か
か
し

な
り

あ
わ

③
　御
所
柿
に

　
　
　雄
群
祭
の

　
　
　
　用
意
哉

ご
し
ょ
が
き

お
ぐ
り

か
な

④
　鳩
麦
や

　
　
　昔
通
ひ
し

　
　
　
　叔
父
が
家

は
と
む
ぎ

か
よお

じ

⑤
　行
く
秋
や

　
　

 

手
を
引
き
合
ひ
し

　
　
　
　松
二
木

①
　朝
寒
や

　
　

 

た
の
も
と
ひ
ゞ
く

　
　
　
　内
玄
関

あ
さ
ざ
む

①

②

③
④

⑤⑥

⑦

⑧

⑨
■
　
留
意
点

　
こ
の
コ
ー
ス
は
す
べ
て
周
る
と
一
日
か
か

り
ま
す
。
休
憩
ポ
イ
ン
ト
（
★
）
で
休
憩
を

は
さ
む
か
、
一
部
の
エ
リ
ア
だ
け
を
散
策
す

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

散策ガイド
 松山市南西部コース

( 明治二十八年十月七日 )

空港東第三公園

奥土居神社

正宗寺

鬼子母神
雄郡神社

子規を
しのぶ道
の石碑

土居田の社
( 本村公園 )

保免の宮
( 日招八幡大明神 )

手引き松
（三島大明神）

森円月邸付近

村上霽月邸

松山空港

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

松山市駅

県立病院

●松山小栗町
郵便局

●松山市立
雄郡中学校

●余土駅

坊ちゃんスタジアム

石手川

正宗寺
松山市駅

県立病院

雄郡神社

●松山小栗町
郵便局

みどころ

①
　朝
寒
や

　
　

 

た
の
も
と
ひ
ゞ
く

　
　
　
　内
玄
関

あ
さ
ざ
む

①①
②

正
宗
寺
エ
リ
ア

■ 

子
規
堂

　
正
宗
寺
の
境
内
に
あ
る
子
規
堂
は
、
子
規
が
十

七
歳
ま
で
暮
ら
し
た
家
を
復
元
し
た
建
物
で
す
。

子
規
堂
内
に
は
、
子
規
の
直
筆
原
稿
や
遺
品
な
ど

が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

■ 

当
時
の
子
規

　
子
規
は
、十
数
日
前
か
ら
今
出
（
垣
生
）

に
住
む
村
上
霽
月
（
同
コ
ー
ス
の
「
４
　
村
上

霽
月
邸
〜
長
楽
寺
エ
リ
ア
」
参
照
）
に
「
私
の
と

こ
ろ
を
訪
ね
て
来
て
ほ
し
い
」
と
何
度

も
誘
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
天

気
も
体
調
も
悪
く
、
霽
月
邸
を
訪
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
日
が
続
い
て
い
ま
し

た
。

　
こ
の
日
は
、
快
晴
で
体
調
も
良
か
っ

た
た
め
、
人
力
車
で
霽
月
邸
ま
で
出
か

け
ま
し
た
。

■ 

正
宗
寺
住
職
　
釈
仏
海

　
霽
月
邸
に
向
か
う
途
中
、
子
規
は
正
宗
寺

に
寄
っ
て
住
職
の
釈
仏
海
を
誘
い
ま
し
た
。

仏
海
は
子
規
の
幼
馴
染
で
俳
号
を
「
一
宿
」

と
い
い
ま
す
。

　
仏
海
は
、
子
規
の
竹
馬
の
友
で
、
生
涯
に

わ
た
っ
て
交
友
を
続
け
ま
す
が
、
こ
の
日
は

都
合
が
悪
く
同
行
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。■ 

「
た
の
も
」

　「
た
の
も
う
」
の
こ
と
。
武
士
等
が
他
家

を
訪
れ
た
時
の
挨
拶
で
、「
た
の
み
ま
し
ょ

う
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　
朝
冷
え
が
す
る
禅
寺
の
内
玄
関
で
、
誰
か

の
「
た
の
も
う
ー
」
と
言
う
声
が
響
い
て
い

る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　子規堂を訪れて、子規の直
筆の作品や遺品を鑑賞しよう。

みどころ①

　
正
宗
寺
境
内
に
あ
る

子
規
堂
を
訪
れ
て
、
子

規
の
書
い
た
原
稿
や
絵

を
見
て
み
よ
う
。

みどころ②

　
正
宗
寺
境
内
に
あ
る

昔
の
「
坊
っ
ち
ゃ
ん
列

車
」
の
客
室
に
乗
っ
て

み
よ
う
。

し
ょ
う
じ
ゅ
う
じ

１こ
の
日
の
ま
ち
歩
き
に
つ
い
て

　天
気
快
晴
心
地
ひ
ろ
く
す
が
す
が
し

　け
れ
ば
俄
か
に
思
ひ
立
ち
て
人
車
を

　や
と
ひ
今
出
へ
と
出
で
立
つ
道
に
一

　宿
を
正
宗
寺
に
訪
ふ
　同
伴
を
欲
す

　る
也
　一
宿
故
あ
り
て
行
か
ず

※

　
子
規
堂
へ
の
入
館
に
は
、
大
人
は
入
館
料
五
十
円
が
必
要
で
す
。 ▲子規堂内に再現されている子規の勉強部屋　　

▲人力車（明治末期頃）　　
　（『創造都市まつやま』より）

※

は
ぶ

し
ゃ
く
ぶ
っ
か
い

ぜ
ん
で
ら

に
わい

ま
ず

34



空港東第三公園

奥土居神社

正宗寺

鬼子母神
雄郡神社

子規を
しのぶ道
の石碑

土居田の社
( 本村公園 )

保免の宮
( 日招八幡大明神 )

手引き松
（三島大明神）

森円月邸付近

村上霽月邸

松山空港

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

松山市駅

県立病院

●松山小栗町
郵便局

●松山市立
雄郡中学校

●余土駅

坊ちゃんスタジアム

空港東第三公園

奥土居神社

正宗寺

鬼子母神
雄郡神社

子規を
しのぶ道
の石碑

土居田の社
( 本村公園 )

保免の宮
( 日招八幡大明神 )

手引き松
（三島大明神）

森円月邸付近

村上霽月邸

松山空港

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

松山市駅

県立病院

●松山小栗町
郵便局

●松山市立
雄郡中学校

●余土駅

坊ちゃんスタジアム

②
　男
ば
か
り
と
見
え
て

　
　
　案
山
子
の

　
　
　
　哀
れ
也

か
か
し

な
り

あ
わ
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　用
意
哉

ご
し
ょ
が
き

お
ぐ
り

か
な

みどころ

③

②

③

雄
群
神
社
エ
リ
ア

■ 

雄
郡
神
社

　
雄
郡
神
社
は
、
正
岡
家
の
産

土
神
で
す
。

　
産
土
神
と
は
、
生
ま
れ
た
土

地
を
守
護
す
る
神
様
で
あ
り
、

そ
の
土
地
に
生
ま
れ
た
者
を
生

ま
れ
た
時
か
ら
死
ぬ
時
ま
で

守
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。
　

■ 

雄
群
祭

　
雄
郡
神
社
の
お
祭
り
は
、
当

時
、
毎
年
十
月
二
十
三
日
と
二

十
四
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
現
在
は
、
毎
年
十
月
七
日

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

■ 

御
所
柿

　
御
所
柿
と
は
、
奈
良
県
御
所

市
原
産
の
小
ぶ
り
な
甘
柿
で
、

子
規
の
好
物
で
し
た
。

　
子
規
が
雄
郡
神
社
に
向
か
っ
て
い
る
と
、

稲
の
穂
が
実
る
田
ん
ぼ
の
中
に
男
性
ば
か
り

の
案
山
子
が
立
っ
て
い
て
、
さ
み
し
い
感
じ

を
受
け
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。 

　
雄
郡
神
社
を
通
り
が
か
っ
た
と
き
に
、
お
祭

り
用
の
御
所
柿
を
準
備
し
て
い
る
風
景
を
し
み

じ
み
と
眺
め
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　昔の田園風景を想像し
つつ、雄郡神社へと続く
道を歩いてみよう。

みどころ③

　
子
規
と
ゆ
か
り
の
あ

る
雄
郡
神
社
の
境
内
を

探
検
し
て
み
よ
う
。

お
ぐ
り
じ
ん
じ
ゃ

２

▲昔の農業の様子（『創造都市まつやま』より）▲昔の雄郡神社

★　雄郡神社の境内に休憩できるスペースがあります。

▲昔の保免の宮 （愛媛文化双書刊行会発行　『子規と松山』より）
　　このエリアは、当時、辺り一面に田畑が広がっていたため、2 キロ先の保
　免の宮（日招八幡大神社）がここからも見えたと言われています。

う
ぶ

す
な
し
ん

お
ぐ
り

空港東第三公園

奥土居神社

正宗寺

鬼子母神
雄郡神社

子規を
しのぶ道
の石碑

土居田の社
( 本村公園 )

保免の宮
( 日招八幡大明神 )

手引き松
（三島大明神）

森円月邸付近

村上霽月邸

松山空港

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

松山市駅

県立病院

●松山小栗町
郵便局

●松山市立
雄郡中学校

●余土駅

坊ちゃんスタジアム

④
　鳩
麦
や

　
　
　昔
通
ひ
し

　
　
　
　叔
父
が
家

は
と
む
ぎ

か
よお

じ

⑤
　行
く
秋
や

　
　

 
手
を
引
き
合
ひ
し

　
　
　
　松
二
木

みどころ

⑤

④

⑤

④

鬼
子
母
神
〜
手
引
き
松
エ
リ
ア

■ 

叔
父
　
佐
伯
政
房

　
子
規
の
叔
父 

政
房
は
余
戸
に
住
ん

で
い
ま
し
た
。
旧
藩
時
代
は
上
司
に

代
わ
り
文
章
を
書
く
役
目
を
務
め
た

人
物
で
あ
り
、
御
家
流
の
書
に
優
れ

て
い
ま
し
た
。

■ 

鳩
麦

　
鳩
麦
は
、
イ
ネ
科
の
植
物
で
、
別

の
植
物
「
ジ
ュ
ズ
ダ
マ
」
と
間
違
え

る
ほ
ど
、
こ
の
植
物
に
よ
く
似
て
い

ま
す
。
子
規
は
後
に
こ
の
句
の
「
鳩

麦
や
」
の
部
分
を
「
薏
苡
仁
や
」
に

改
め
ま
し
た
。

■ 

手
引
き
松
　

　
竹
の
宮
と
呼
ば
れ
て
い
た
三
島
大

明
神
の
境
内
に
は
、
松
の
木
が
二
本

並
ん
で
お
り
、
そ
の
片
方
の
枝
が
隣

の
松
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
二
本
の
松
は
、
ま
る
で
人
と

人
が
手
を
つ
な
い
で
い
る
よ
う
に
見

え
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
手
引
き
松
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
鳩
麦
を
見
て
、
子
ど
も
の
頃
に
書
を
習
い

に
通
っ
て
い
た
叔
父
の
家
を
思
い
浮
か
べ
て

い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
手
引
き
松
を
見
て
、
子
ど
も
の
頃
に
遊
ん

だ
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
、
秋
の
終
わ
り

を
感
じ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　子規も子どもの頃に遊
んだ三島大明神の境内を
散策しよう。

みどころ⑤

　
今
も
残
さ
れ
て
い
る
手

引
き
松
を
見
て
み
よ
う
。

みどころ④

　
子
規
も
立
ち
寄
っ
た
鬼
子

母
神
堂
の
昔
の
写
真
と
今
の

様
子
を
見
比
べ
て
み
よ
う
。

き
し
ぼ
じ
ん

３

★　本村公園内に休憩できるスペースがあります。

車の往来に気をつけよう！

▲土居田の社 （「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）
　　現在の本村公園の中に、当時、土居田の社がありました。子規も
　散策の途中でこの社に立ち寄ったようです。

▲鬼子母神堂（昭和 45 年頃撮影）
　（「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）

▶
手
引
き
の
松
（
昭
和
四
十
五
年
頃
撮
影
）

　（「
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
）

　

じ
ゅ
ず
だ
ま

は
と
む
ぎ

さ
え
き
ま
さ
ふ
さ

やしろ
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空港東第三公園

奥土居神社

正宗寺

鬼子母神
雄郡神社

子規を
しのぶ道
の石碑

土居田の社
( 本村公園 )

保免の宮
( 日招八幡大明神 )

手引き松
（三島大明神）

森円月邸付近

村上霽月邸

松山空港

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

松山市駅

県立病院

●松山小栗町
郵便局

●松山市立
雄郡中学校

●余土駅

坊ちゃんスタジアム

空港東第三公園

奥土居神社

正宗寺

鬼子母神
雄郡神社

子規を
しのぶ道
の石碑

土居田の社
( 本村公園 )

保免の宮
( 日招八幡大明神 )

手引き松
（三島大明神）

森円月邸付近

村上霽月邸

松山空港

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

松山市駅

県立病院

●松山小栗町
郵便局

●松山市立
雄郡中学校

●余土駅

坊ちゃんスタジアム

②
　男
ば
か
り
と
見
え
て

　
　
　案
山
子
の

　
　
　
　哀
れ
也

か
か
し

な
り

あ
わ

③
　御
所
柿
に

　
　
　雄
群
祭
の

　
　
　
　用
意
哉

ご
し
ょ
が
き

お
ぐ
り

か
な

みどころ

③

②

③

雄
群
神
社
エ
リ
ア

■ 

雄
郡
神
社

　
雄
郡
神
社
は
、
正
岡
家
の
産

土
神
で
す
。

　
産
土
神
と
は
、
生
ま
れ
た
土

地
を
守
護
す
る
神
様
で
あ
り
、

そ
の
土
地
に
生
ま
れ
た
者
を
生

ま
れ
た
時
か
ら
死
ぬ
時
ま
で

守
っ
て
く
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。
　

■ 

雄
群
祭

　
雄
郡
神
社
の
お
祭
り
は
、
当

時
、
毎
年
十
月
二
十
三
日
と
二

十
四
日
に
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
現
在
は
、
毎
年
十
月
七
日

に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

■ 

御
所
柿

　
御
所
柿
と
は
、
奈
良
県
御
所

市
原
産
の
小
ぶ
り
な
甘
柿
で
、

子
規
の
好
物
で
し
た
。

　
子
規
が
雄
郡
神
社
に
向
か
っ
て
い
る
と
、

稲
の
穂
が
実
る
田
ん
ぼ
の
中
に
男
性
ば
か
り

の
案
山
子
が
立
っ
て
い
て
、
さ
み
し
い
感
じ

を
受
け
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。 

　
雄
郡
神
社
を
通
り
が
か
っ
た
と
き
に
、
お
祭

り
用
の
御
所
柿
を
準
備
し
て
い
る
風
景
を
し
み

じ
み
と
眺
め
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　昔の田園風景を想像し
つつ、雄郡神社へと続く
道を歩いてみよう。

みどころ③

　
子
規
と
ゆ
か
り
の
あ

る
雄
郡
神
社
の
境
内
を

探
検
し
て
み
よ
う
。

お
ぐ
り
じ
ん
じ
ゃ

２

▲昔の農業の様子（『創造都市まつやま』より）▲昔の雄郡神社

★　雄郡神社の境内に休憩できるスペースがあります。

▲昔の保免の宮 （愛媛文化双書刊行会発行　『子規と松山』より）
　　このエリアは、当時、辺り一面に田畑が広がっていたため、2 キロ先の保
　免の宮（日招八幡大神社）がここからも見えたと言われています。

う
ぶ

す
な
し
ん

お
ぐ
り

空港東第三公園

奥土居神社

正宗寺

鬼子母神
雄郡神社

子規を
しのぶ道
の石碑

土居田の社
( 本村公園 )

保免の宮
( 日招八幡大明神 )

手引き松
（三島大明神）

森円月邸付近

村上霽月邸

松山空港

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

松山市駅

県立病院

●松山小栗町
郵便局

●松山市立
雄郡中学校

●余土駅

坊ちゃんスタジアム

④
　鳩
麦
や

　
　
　昔
通
ひ
し

　
　
　
　叔
父
が
家

は
と
む
ぎ

か
よお

じ

⑤
　行
く
秋
や

　
　

 

手
を
引
き
合
ひ
し

　
　
　
　松
二
木

みどころ

⑤

④

⑤

④

鬼
子
母
神
〜
手
引
き
松
エ
リ
ア

■ 

叔
父
　
佐
伯
政
房

　
子
規
の
叔
父 

政
房
は
余
戸
に
住
ん

で
い
ま
し
た
。
旧
藩
時
代
は
上
司
に

代
わ
り
文
章
を
書
く
役
目
を
務
め
た

人
物
で
あ
り
、
御
家
流
の
書
に
優
れ

て
い
ま
し
た
。

■ 

鳩
麦

　
鳩
麦
は
、
イ
ネ
科
の
植
物
で
、
別

の
植
物
「
ジ
ュ
ズ
ダ
マ
」
と
間
違
え

る
ほ
ど
、
こ
の
植
物
に
よ
く
似
て
い

ま
す
。
子
規
は
後
に
こ
の
句
の
「
鳩

麦
や
」
の
部
分
を
「
薏
苡
仁
や
」
に

改
め
ま
し
た
。

■ 

手
引
き
松
　

　
竹
の
宮
と
呼
ば
れ
て
い
た
三
島
大

明
神
の
境
内
に
は
、
松
の
木
が
二
本

並
ん
で
お
り
、
そ
の
片
方
の
枝
が
隣

の
松
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
の
二
本
の
松
は
、
ま
る
で
人
と

人
が
手
を
つ
な
い
で
い
る
よ
う
に
見

え
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
手
引
き
松
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　
鳩
麦
を
見
て
、
子
ど
も
の
頃
に
書
を
習
い

に
通
っ
て
い
た
叔
父
の
家
を
思
い
浮
か
べ
て

い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
手
引
き
松
を
見
て
、
子
ど
も
の
頃
に
遊
ん

だ
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
、
秋
の
終
わ
り

を
感
じ
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　子規も子どもの頃に遊
んだ三島大明神の境内を
散策しよう。

みどころ⑤

　
今
も
残
さ
れ
て
い
る
手

引
き
松
を
見
て
み
よ
う
。

みどころ④

　
子
規
も
立
ち
寄
っ
た
鬼
子

母
神
堂
の
昔
の
写
真
と
今
の

様
子
を
見
比
べ
て
み
よ
う
。

き
し
ぼ
じ
ん

３

★　本村公園内に休憩できるスペースがあります。

車の往来に気をつけよう！

▲土居田の社 （「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）
　　現在の本村公園の中に、当時、土居田の社がありました。子規も
　散策の途中でこの社に立ち寄ったようです。

▲鬼子母神堂（昭和 45 年頃撮影）
　（「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）

▶
手
引
き
の
松
（
昭
和
四
十
五
年
頃
撮
影
）

　（「
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
）

　

じ
ゅ
ず
だ
ま

は
と
む
ぎ

さ
え
き
ま
さ
ふ
さ
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石手川

村上霽月邸

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

森円月邸付近

松山空港

空港東第三公園

奥土居神社

●余土駅

⑦
　花
木
槿

　
　
　家
あ
る
限
り

　
　
　
　機
の
音

は
な
む
く
げは

た

⑥
　萩
あ
れ
て

　
　
　百
舌
啼
く
松
の

　
　
　
　梢
か
な

も
ず

な

は
ぎ

こ
ず
え

籾
干
す
や
　鶏
遊
ぶ
　門
の
う
ち

　

▲今出絣を織る様子
　（大正頃撮影）　（『ふるさと松山』より）

車の往来に気をつけよう！

みどころ

⑦

⑥

⑦

⑥

村
上
霽
月
邸
〜
長
楽
寺
エ
リ
ア

■ 

村
上
霽
月
（
一
八
六
九̶

一
九
四
六
）

　
村
上
霽
月
は
、
今
出
絣
株
式
会
社

の
社
長
を
務
め
た
他
、
伊
予
農
業
銀

行
や
愛
媛
県
信
用
組
合
連
合
会
を
設

立
し
た
人
物
で
す
。

　
彼
は
、
俳
句
を
通
じ
て
子
規
や
漱

石
と
も
交
友
が
あ
り
ま
し
た
。

　
霽
月
邸
の
庭
に
は
、
風
情
あ
る
築

山
が
あ
り
、
当
時
か
ら
有
名
で
し
た
。

■ 

森
円
月

（
一
八
七
○̶

一
九
五
五
）

　
森
円
月
は
、
子
規
の
幼

馴
染
で
あ
り
、
漱
石
と
も

交
友
が
あ
っ
た
人
物
で
す
。

　
こ
の
日
、
子
規
は
今
出

か
ら
の
帰
路
の
途
中
、
森

円
月
邸
に
寄
り
、
左
記
の

俳
句
を
詠
み
ま
し
た
。

■ 

今
出
絣

　
今
出
絣
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
今
出

（
垣
生
）
に
住
む
鍵
谷
カ
ナ
に
よ
っ
て
考

案
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
に
な
っ
て
全

国
的
に
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
伊
予
絣

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
伊

予
絣
は
、
一
九
八
○
年
に
愛
媛
県
指
定

の
伝
統
的
特
産
品
と
な
り
ま
し
た
。

　
萩
の
花
も
散
り
、
そ
の
上
に
架
か
る
松
の

枝
に
モ
ズ
が
止
ま
り
鳴
い
て
い
た
様
子
が
う

か
が
え
ま
す
。

　
今
出
の
ま
ち
に
差
し
掛
か
る
と
、
ど
こ
の

家
か
ら
も
絣
を
織
る
機
の
音
が
響
い
て
い
た

様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。（「
花
木
槿
」
に
つ
い
て
は
「
中

の
川
・
石
手
川
堤
コ
ー
ス
」の「
１
　
大
原
恒
徳
邸
・
武
家
屋
敷
エ
リ
ア
」参
照
）

　松山の産業に大きくかか
わった村上霽月や鍵谷カナ
にまつわる場所を訪れよう。みどころ⑦

　
鍵
谷
カ
ナ
の
功
績
を
た
た
え

て
作
ら
れ
た
鍵
谷
カ
ナ
頌
功
堂

を
見
て
み
よ
う
。

みどころ⑥

　
子
規
も
訪
れ
た
村
上
霽
月

邸
の
庭
の
築
山
（
門
の
西
側
）

を
外
か
ら
見
て
み
よ
う
。

せ
い
げ
つ
て
い

４
★　空港東第三公園や奥土居神社の中に、休憩できるスペースがあります。

▶
森
円
月
邸
跡
　
　

　（
愛
媛
文
化
双
書
刊
行
会
発
行

　『
子
規
と
松
山
』
よ
り
）

▶
霽
月
邸
の
庭
（
昭
和
四
十
五
年
頃
撮
影
）　

　（「
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
）

か
ぎ
や

は
ぶ

い
よ
か
す
り

い
ま
ず
が
す
り

か
す
り

し
ょ
う
こ
う
ど
う

も
み も

り
え
ん
げ
つ

石手川

村上霽月邸

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

⑨
　見
ゆ
る
べ
き

　
　
　御
鼻
も
霧
の

　
　
　
　十
八
里 き

り

⑧
　方
十
町

　
　
　砂
糖
木
畠
の

　
　
　
　野
分
哉

さ
と
ぎ
ば
た
け

ほ
う
じ
ゅ
っ
ち
ょ
う

の
わ
け
か
な

こ
の
エ
リ
ア
で
詠
ん
だ
そ
の
他
の
俳
句

みどころ

⑨

⑧

⑧

重
信
川
河
口
エ
リ
ア

■ 

方
十
町

　
方
と
は
方
形
、
つ
ま
り
四
方
の

こ
と
で
あ
り
、
方
十
町
と
は
、
一

キ
ロ
四
方
を
表
し
て
い
ま
す
。

■ 

砂
糖
木

　
砂
糖
木
と
は
、
松
山
の
方
言
で
、

サ
ト
ウ
キ
ビ
の
こ
と
で
す
。

■ 

野
分

　
野
分
と
は
、
台
風
の
こ
と
で
す
。

■ 

子
規
が
見
た
島
々

　
興
居
島
の
「
伊
予
の
小
富
士
」（
二
十

二
メ
ー
ト
ル
）
が
右
に
聳
え
、伝
説
の
島
・

由
利
島
が
、
正
面
に
見
え
た
も
の
の
、

十
八
里
（
七
十
二
キ
ロ
）
先
に
あ
る
伊

予
の
御
崎
（
佐
田
岬
）
は
見
え
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。

　
台
風
が
近
づ
き
、
あ
た
り
一
面
に
広
が
っ

て
い
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
の
葉
っ
ぱ
が
大
き
く

揺
れ
て
い
た
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
浜
辺
一
面
に
霧
が
立
ち
込
め
て
お
り
、
十

八
里
先
の
佐
田
岬
は
見
え
に
く
か
っ
た
様
子

が
う
か
が
え
ま
す
。

　重信川の土手に上がり、
あたり一面を見わたしてみ
よう。みどころ⑧

　
重
信
川
の
河
口
か
ら
今
出
の

海
を
見
て
み
よ
う
。

５

▲今出の海辺から見た景色（昭和 45 年頃撮影）
　 （「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）

▼昔の街並み（昭和 4 年頃撮影）（『創造都市まつやま』より）
　　後方に鍵谷カナ頌功堂などが写っています。

夕
栄
や
　鰯
の
網
に
　人
だ
か
り

鶺
鴒
や
　波
う
ち
か
け
し
　岩
の
上

薯
蕷
積
ん
で
　中
島
船
の
　来
り
け
り

ゆ
う
ば
え

い
わ
し

せ
き
れ
い

い
もそ

び
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石手川

村上霽月邸

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

森円月邸付近

松山空港

空港東第三公園

奥土居神社

●余土駅

⑦
　花
木
槿

　
　
　家
あ
る
限
り

　
　
　
　機
の
音

は
な
む
く
げは

た

⑥
　萩
あ
れ
て

　
　
　百
舌
啼
く
松
の

　
　
　
　梢
か
な

も
ず

な

は
ぎ

こ
ず
え

籾
干
す
や
　鶏
遊
ぶ
　門
の
う
ち

　

▲今出絣を織る様子
　（大正頃撮影）　（『ふるさと松山』より）

車の往来に気をつけよう！

みどころ

⑦

⑥

⑦

⑥

村
上
霽
月
邸
〜
長
楽
寺
エ
リ
ア

■ 

村
上
霽
月
（
一
八
六
九̶

一
九
四
六
）

　
村
上
霽
月
は
、
今
出
絣
株
式
会
社

の
社
長
を
務
め
た
他
、
伊
予
農
業
銀

行
や
愛
媛
県
信
用
組
合
連
合
会
を
設

立
し
た
人
物
で
す
。

　
彼
は
、
俳
句
を
通
じ
て
子
規
や
漱

石
と
も
交
友
が
あ
り
ま
し
た
。

　
霽
月
邸
の
庭
に
は
、
風
情
あ
る
築

山
が
あ
り
、
当
時
か
ら
有
名
で
し
た
。

■ 

森
円
月

（
一
八
七
○̶

一
九
五
五
）

　
森
円
月
は
、
子
規
の
幼

馴
染
で
あ
り
、
漱
石
と
も

交
友
が
あ
っ
た
人
物
で
す
。

　
こ
の
日
、
子
規
は
今
出

か
ら
の
帰
路
の
途
中
、
森

円
月
邸
に
寄
り
、
左
記
の

俳
句
を
詠
み
ま
し
た
。

■ 

今
出
絣

　
今
出
絣
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
今
出

（
垣
生
）
に
住
む
鍵
谷
カ
ナ
に
よ
っ
て
考

案
さ
れ
た
も
の
で
、
明
治
に
な
っ
て
全

国
的
に
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
伊
予
絣

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
伊

予
絣
は
、
一
九
八
○
年
に
愛
媛
県
指
定

の
伝
統
的
特
産
品
と
な
り
ま
し
た
。

　
萩
の
花
も
散
り
、
そ
の
上
に
架
か
る
松
の

枝
に
モ
ズ
が
止
ま
り
鳴
い
て
い
た
様
子
が
う

か
が
え
ま
す
。

　
今
出
の
ま
ち
に
差
し
掛
か
る
と
、
ど
こ
の

家
か
ら
も
絣
を
織
る
機
の
音
が
響
い
て
い
た

様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。（「
花
木
槿
」
に
つ
い
て
は
「
中

の
川
・
石
手
川
堤
コ
ー
ス
」の「
１
　
大
原
恒
徳
邸
・
武
家
屋
敷
エ
リ
ア
」参
照
）

　松山の産業に大きくかか
わった村上霽月や鍵谷カナ
にまつわる場所を訪れよう。みどころ⑦

　
鍵
谷
カ
ナ
の
功
績
を
た
た
え

て
作
ら
れ
た
鍵
谷
カ
ナ
頌
功
堂

を
見
て
み
よ
う
。

みどころ⑥

　
子
規
も
訪
れ
た
村
上
霽
月

邸
の
庭
の
築
山
（
門
の
西
側
）

を
外
か
ら
見
て
み
よ
う
。

せ
い
げ
つ
て
い

４
★　空港東第三公園や奥土居神社の中に、休憩できるスペースがあります。

▶
森
円
月
邸
跡
　
　

　（
愛
媛
文
化
双
書
刊
行
会
発
行

　『
子
規
と
松
山
』
よ
り
）

▶
霽
月
邸
の
庭
（
昭
和
四
十
五
年
頃
撮
影
）　

　（「
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
）

か
ぎ
や

は
ぶ

い
よ
か
す
り

い
ま
ず
が
す
り

か
す
り

し
ょ
う
こ
う
ど
う

も
み も

り
え
ん
げ
つ

石手川

村上霽月邸

鍵谷カナ頌功堂

常光寺

長楽寺

⑨
　見
ゆ
る
べ
き

　
　
　御
鼻
も
霧
の

　
　
　
　十
八
里 き

り

⑧
　方
十
町

　
　
　砂
糖
木
畠
の

　
　
　
　野
分
哉

さ
と
ぎ
ば
た
け

ほ
う
じ
ゅ
っ
ち
ょ
う

の
わ
け
か
な

こ
の
エ
リ
ア
で
詠
ん
だ
そ
の
他
の
俳
句

みどころ

⑨

⑧

⑧

重
信
川
河
口
エ
リ
ア

■ 

方
十
町

　
方
と
は
方
形
、
つ
ま
り
四
方
の

こ
と
で
あ
り
、
方
十
町
と
は
、
一

キ
ロ
四
方
を
表
し
て
い
ま
す
。

■ 

砂
糖
木

　
砂
糖
木
と
は
、
松
山
の
方
言
で
、

サ
ト
ウ
キ
ビ
の
こ
と
で
す
。

■ 

野
分

　
野
分
と
は
、
台
風
の
こ
と
で
す
。

■ 

子
規
が
見
た
島
々

　
興
居
島
の
「
伊
予
の
小
富
士
」（
二
十

二
メ
ー
ト
ル
）
が
右
に
聳
え
、伝
説
の
島
・

由
利
島
が
、
正
面
に
見
え
た
も
の
の
、

十
八
里
（
七
十
二
キ
ロ
）
先
に
あ
る
伊

予
の
御
崎
（
佐
田
岬
）
は
見
え
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。

　
台
風
が
近
づ
き
、
あ
た
り
一
面
に
広
が
っ

て
い
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
の
葉
っ
ぱ
が
大
き
く

揺
れ
て
い
た
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
浜
辺
一
面
に
霧
が
立
ち
込
め
て
お
り
、
十

八
里
先
の
佐
田
岬
は
見
え
に
く
か
っ
た
様
子

が
う
か
が
え
ま
す
。

　重信川の土手に上がり、
あたり一面を見わたしてみ
よう。みどころ⑧

　
重
信
川
の
河
口
か
ら
今
出
の

海
を
見
て
み
よ
う
。

５

▲今出の海辺から見た景色（昭和 45 年頃撮影）
　 （「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）

▼昔の街並み（昭和 4 年頃撮影）（『創造都市まつやま』より）
　　後方に鍵谷カナ頌功堂などが写っています。

夕
栄
や
　鰯
の
網
に
　人
だ
か
り

鶺
鴒
や
　波
う
ち
か
け
し
　岩
の
上

薯
蕷
積
ん
で
　中
島
船
の
　来
り
け
り

ゆ
う
ば
え

い
わ
し

せ
き
れ
い

い
もそ

び
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