
8No.79
２０１１

広報大洲広報大洲 きらめき創造　大洲市　
―みとめあい　ささえあう　肱川流域都市―

２０１１
No.798

うかい観光再生への取り組み



UKAI大洲の夏を彩る「うかい」。
今月号では「うかい」の現状と、今後の展望を探ります。

『平成のうかい』

『昭和のうかい』

～
後
世
に
伝
え
る
伝
統
か
ら
進
化
し
続
け
る
地
域
の
宝
に
～

「
新
生
・
う
か
い
」
を
目
指
し
て
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UKAI

　

大
洲
の
「
う
か
い
」
は
、
昭
和
32
年
に
水
郷
大
洲
の
観
光
の
柱
と
し
て
始
ま
り
ま

し
た
。
夕
闇
の
中
か
ら
か
が
り
火
を
燃
や
し
た
う
船
が
姿
を
見
せ
、
う
匠
が
巧
み
に

「
う
」
を
操
り
ア
ユ
を
捕
ら
え
る
そ
の
光
景
は
、
多
く
の
観
光
客
を
魅
了
し
て
き
ま
し

た
。
昭
和
４１
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
「
お
は
な
は
ん
」
が
放
送
さ
れ

て
か
ら
、
観
覧
者
数
は
順
調
に
伸
び
、
最
盛
期
の
昭
和
４9
年
に
は
、
２
万
８
０
０
０

人
を
超
え
る
ま
で
に
人
気
が
高
ま
り
ま
し
た
。

　

現
在
で
は
、
う
船
３
隻
、
遊
覧
船
４7
隻
を
数
え
、
大
洲
の
う
か
い
は
「
日
本

３
大
う
か
い
」
の
一
つ
と
し
て
そ
の
名
を
馳
せ
て
い
ま
す
が
、
し
好
の
多
様
化
、

ニ
ー
ズ
の
変
化
な
ど
か
ら
、
観
覧
者
数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

過去の隆盛
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UKAI伝統の再興

　

こ
の
よ
う
な
中
、
大
洲
の
伝
統
で
あ
る
「
う
か
い
」
を
次
世
代
に
引

き
継
ぐ
た
め
に
、
新
た
な
試
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
や
お
年
寄
り
、
観
光
客
が
気
軽
に
「
う
か
い
」
を
体
験
で
き
る

よ
う
に
、
平
成
22
年
か
ら
「
昼
う
か
い
」
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
１
３
６
８
人

の
観
光
客
が
肱
川
遊
覧
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

肱
川
の
「
昼
う
か
い
」
は
、
岐
阜
県
木
曽
川
、
広
島
県
馬
洗
川
、
山

口
県
錦
川
に
続
く
４
番
目
の
取
り
組
み
で
、
観
光
客
の
増
加
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
23
年
度
か
ら
は
、
う
か
い
観
光
事
業
の
実
態
調
査
、
分

析
な
ど
を
行
い
、
う
か
い
観
光
事
業
再
生
計
画
の
作
成
や
う
か
い
観
光

の
旅
行
商
品
化
の
検
討
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
大
洲
う
か
い
船
頭
お
も
て
な
し
研
修
」
を
実
施
し
て
、

船
頭
や
う
か
い
登
録
店
の
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
、
知
識
や
技
術
の
向
上
、
接

遇
な
ど
を
優
先
事
項
と
位
置
づ
け
、
そ
の
改
善
に
向
け
て
、
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
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UKAI

未来への飛躍

　

今
年
の
「
う
か
い
」
か
ら
、
う
匠

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
は
市
内
で
会
社
員
を
し
て
い
ま

し
た
が
、
う
匠
頭
か
ら
強
く
勧
め
ら

れ
、
う
匠
の
練
習
を
始
め
た
の
が
き

っ
か
け
で
し
た
。

　

一
番
難
し
い
の
は
「
う
」
の
扱
い

で
、
気
を
抜
く
と
か
み
つ
か
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。「
う
」
を
自
在
に

操
る
こ
と
も
大
事
で
す
が
、「
う
」

と
信
頼
関
係
が
築
け
る
よ
う
に
、
飼

育
小
屋
に
も
足
を
運
び
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

う
匠
の
仕
事
は
、
配
慮
が
欠
か
せ

ま
せ
ん
。
手
綱
の
操
作
、
う
船
を
操

作
す
る
船
頭
と
の
連
携
、
遊
覧
船
と

の
安
全
な
距
離
の
確
保
な
ど
、
全
て

が
そ
ろ
わ
な
い
と
、
観
光
客
の
み
な

さ
ん
に
「
う
か
い
」
の
面
白
さ
を
十

分
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

う
匠
頭
の
よ
う
に
余
裕
を
も
っ
て
、

こ
の
仕
事
に
携
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
う
か
い
」
は
、
大
洲
の
伝
統
で

あ
り
、
文
化
で
あ
り
、
こ
の
地
域
の

宝
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
多
く
の
人
に
、「
う
か
い
」
の
魅

力
を
伝
え
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
地

元
の
み
な
さ
ん
に
も
ぜ
ひ
、「
う
か

い
」
を
見
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

　

船
頭
を
始
め
て
、
30
年
以
上
が
経

ち
ま
す
。
経
験
豊
富
だ
と
思
わ
れ
が

ち
で
す
が
、
中
に
は
経
験
年
数
が
50

年
近
く
の
船
頭
も
い
ま
す
。

　

私
は
、
う
船
と
遊
覧
船
の
船
頭
を

兼
ね
て
い
る
た
め
、
シ
ー
ズ
ン
中
は

ほ
ぼ
毎
日
、
川
に
出
て
い
ま
す
。
う

船
の
船
頭
は
、
櫓
と
竿
を
持
ち
っ
ぱ

な
し
で
操
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

ま
た
、
う
匠
と
息
を
合
わ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
た
め
、
体
力
と
神
経
を

使
い
ま
す
。

　

ま
た
、
川
の
水
量
が
放
流
な
ど
で

増
減
す
る
た
び
に
、
川
底
の
状
況
が

変
化
す
る
た
め
、
そ
の
変
化
を
常
に

見
極
め
な
が
ら
操
作
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
お
客
さ
ん
の
安
全
を

第
一
に
考
え
、船
を
漕
い
で
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
「
う
か
い
」
が
脈
々

と
引
き
継
が
れ
る
よ
う
に
、
今
後
、

若
手
の
育
成
に
も
力
を
入
れ
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

お
客
さ
ん
が
増
え
、
若
手
に
研
修
の

場
、
お
も
て
な
し
の
場
を
提
供
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　

大
洲
の
「
う
か
い
」
を
守
り
、
育

て
る
た
め
、
地
元
の
み
な
さ
ん
に
も

遊
覧
船
に
乗
っ
て
も
ら
い
た
い
で

す
。

　　　　　　　   う匠

井上　利
とし

和
かず

 さん

船頭

吉井　強
つよし

 さん
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