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私
は
、
４
月
か
ら
中
学
生
に

な
り
、
吹
奏
楽
部
に
入
部
し
サ

ッ
ク
ス
を
始
め
ま
し
た
。
優
し

い
先
輩
た
ち
の
お
か
げ
で
、
毎

日
楽
し
く
練
習
を
し
て
い
ま

す
。
今
は
、
８
月
に
開
催
さ
れ

る
コ
ン
ク
ー
ル
に
向
け
て
、
み

ん
な
で
練
習
に
励
ん
で
い
ま

す
。
ま
た
、
私
の
ク
ラ
ス
は
明

る
く
て
み
ん
な
仲
良
し
で
す
。

小
学
校
に
比
べ
て
勉
強
は
難
し

く
な
り
ま
し
た
が
、
楽
し
い
中

学
校
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　

趣
味
は
、
最
近
ま
で
習
っ
て

い
た
ピ
ア
ノ
で
、
家
で
好
き
な

時
に
好
き
な
曲
を
弾
い
て
い
ま

す
。習
字
は
今
も
習
っ
て
い
て
、

尊
敬
す
る
先
生
の
指
導
の
も
と

で
、
こ
れ
か
ら
も
続
け
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

将
来
は
、
美
容
師
の
よ
う
な

接
客
の
仕
事
に
就
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
絵
を

描
く
こ
と
や
洋
服
が
好
き
な
の

で
、
そ
れ
を
生
か
し
た
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
仕
事
に
も
興
味
が
あ
り

ま
す
。
人
の
役
に
立
ち
、
喜
ん

で
も
ら
え
る
仕
事
に
就
け
た
ら

う
れ
し
い
で
す
。

今月の題字作成者
喜多小学校 6年（現：大洲北中学校 1年）

　津　田　采
あや

　音
ね

　さん

が ん ば る 大 洲 っ 子

現在の大洲
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税　　　別 8月 9月 10月 11月

市 県 民 税 2期 3期

固 定 資 産 税 3期 4期

軽 自 動 車 税

国 民 健 康 保 険 税 2期 3期 4期 5期

市税などの納付は、便利で安心な「口座振替」を。

8 月の納税など　納期限は 8月31日㈬です。

人の動き（先月比）

人口　　　45,091人　（－ 12 ）
　男　　21,532人　（－ 11 ）
　女　　23,559人　（－ 1  ）
世帯数　20,171世帯（－ 5  ）

交通事故（昨年同期）

　件数　　 88件（   92 件）
　死者　    2人（     2 人） 
　負傷者　117人（ 118 人）

（2016年 6 月末現在）

　 6 月19日㈰、白滝公
民館柴分館前の水田
で、「第22回どろんこミ
ニバレー大会」が開催
されました。
　25チームが参加し、
泥だらけになることを
恐れないプレーには、
温かい拍手が送られて
いました。また、白熱
したラリーが続くと、
観客からは大きな歓声
が上がっていました。
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特集

継ぐモノ
―「大洲で継ぐ」という選択―

　少子高齢化が進むなかで、農林水
産業、商工業、伝統文化など、大洲
市でもさまざまな分野で後継者不足
が叫ばれています。
　家業を継ぐ、後継者を求めている
文化や産業を継承するなど、パター
ンはそれぞれながら、大洲を愛し、
自分の職業を愛せる若者たちがいま
す。
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「とにかく大洲に人を呼びたい」

鵜
う

匠
しょう

山中　惇
じゅん

耶
や

 さん

　鵜匠頭山中年
とし

治
はる

さん、鵜匠井
上利

としかず

和さんに続く 3人目の鵜匠
として、今年デビューを果たし
た23歳。

鵜
小
屋
の
一
日

　

以
前
は
美
容
師
を
し
て
い
ま
し

た
が
、
３
年
前
に
鵜
匠
の
道
に
飛

び
込
み
ま
し
た
。
今
シ
ー
ズ
ン
か

ら
、
師
匠
で
あ
る
井
上
鵜
匠
の
サ

ポ
ー
ト
を
受
け
な
が
ら
鵜う

船ぶ
ね

に
乗

っ
て
い
ま
す
。

　

初
め
は
覚
え
る
こ
と
が
多
く
、

苦
労
し
ま
し
た
。
ま
た
、
鵜
は
気

性
が
荒
い
の
で
、
腕
や
指
の
生
傷

が
絶
え
ま
せ
ん
。
現
在
鵜う

小ご

屋や

に

は
、
こ
の
５
月
か
ら
２
羽
増
え
て

全
部
で
22
羽
の
鵜
が
い
ま
す
。
先

輩
鵜
匠
の
２
人
が
操
る
鵜
は
決
ま

っ
て
い
る
の
で
、
顔
と
名
前
を
覚

え
る
こ
と
が
必
須
で
す
。

　

う
か
い
で
は
、
５
羽
の
鵜
は
思

う
よ
う
に
動
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。

船
に
揺
ら
れ
な
が
ら
絡
ま
る
手た

綱づ
な

を
ほ
ど
き
、
鵜
か
ら
ア
ユ
を
う
ま

く
吐
か
せ
る
な
ど
、
自
分
の
感
覚

で
身
に
付
け
る
べ
き
こ
と
が
多

く
、
と
て
も
難
し
い
で
す
。

午前 9 時30分ごろ～ 午前 8 時30分～

▽寝床の清掃、消毒 ▽�ミーティングの後、鵜の餌となるアジを
準備
▽�鵜を寝床から表に出し、水浴びをさせて
体調をチェック

2時間以上かけて、念入りに掃除

鵜に声をかけながら、羽の水をはじく具合で体調の良
し悪しを見る
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午後 5 時過ぎ～ 午後 2 時ごろ～

▽�鵜匠に引き渡す鵜を見極め、間違えない
よう籠に入れる
▽出番のない鵜への餌やり
▽�鵜匠として出番がある日は、うかいの準
備をして河原へ
▽�うかい終了後、出番を終えた鵜への餌や
り、籠の清掃と消毒

▽�腰みの、手綱など、うかいに必要な道具
の手入れ
▽�うかい利用客の集合場所であるレストプ
ラザの清掃

餌やりは、鵜が懐いていることが前提 商売道具のチェックは欠かせない

　

一
番
の
や
り
が
い
は
、
全
国
か

ら
来
る
お
客
さ
ん
に
喜
ん
で
い

た
だ
く
こ
と
で
す
。
６
月
１
日

の
う
か
い
開
き
の
日
は
緊
張
し

ま
し
た
が
、
お
客
さ
ん
か
ら
「
頑

張
れ
」
と
の
励
ま
し
が
あ
り
、
う

れ
し
か
っ
た
で
す
。

　

ま
だ
ま
だ
技
術
は
未
熟
で
す

が
、
う
か
い
を
通
し
て
、「
大
洲

は
最
高
だ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
、

全
力
で
頑
張
り
た
い
で
す
。

「烏
え ぼ し

帽子をかぶれば身が引き締まります」

鵜匠

井上　利
としかず

和 さん

「堂々と胸を張れる鵜匠に」
　「鵜のことを一番に考え、やるなら
中途半端にはするな」と教えてきまし
た。鵜のかみつきが少なくなっている
ので、惇耶に慣れてきている証拠だと
思います。
　将来は大洲の観光うかいを背負って
立つ、どっしりと構える鵜匠になって
ほしいです。
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ひらのや製造本舗（大洲）

平井啓
けい

太
た

郎
ろう

 さん

　明治 2年（186９）創業の伝統
ある志ぐれ店を守る六代目とし
て、大洲らしいものを堪能でき
る店づくりに励む。

「
期
待
を
裏
切
ら
な
い
味
を
」

　

京
都
の
製
菓
技
術
専
門
学
校
を
卒
業

し
、
京
菓
子
の
老
舗
で
８
年
間
修
行
し

た
後
、
今
か
ら
３
年
前
に
大
洲
に
Ｕ
タ

ー
ン
し
ま
し
た
。

　

志
ぐ
れ
は
小
豆
と
砂
糖
、
米
粉
、
塩

だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
す
が
、
店

舗
ご
と
に
味
は
異
な
り
、
こ
だ
わ
り
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。
最
近
は
志
ぐ
れ
の
ほ

か
、
あ
ん
み
つ
や
、
２
週
間
ご
と
に
ラ

イ
ン
ナ
ッ
プ
を
変
え
て
い
る
生
菓
子
の

提
供
を
始
め
ま
し
た
。
ま
た
、
和
菓
子

作
り
教
室
を
行
う
な
ど
、
新
し
い
こ
と

に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。

　

店
を
残
し
て
く
れ
た
五
代
目
で
あ
る

母
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
約
１
５
０

年
続
く
伝
統
を
次
の
世
代
に
つ
な
ぐ
難

し
さ
も
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

店
の
名
に
恥
じ
な
い
よ
う
に
、
良
い
意

味
で
変
わ
ら
な
い
も
の
を
作
り
続
け
た

い
で
す
。
そ
し
て
、日
々
努
力
を
重
ね
、

お
客
さ
ん
か
ら
「
お
い
し
い
」
と
い
う

声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
番
の

喜
び
で
す
。

その日にできたものだけを
提供するこだわりの志ぐれ
は、飽きのこない甘さでフ
ァンも多い

綿
わた

六
ろく

旅館（八多喜町）

宇都宮英
えい

二
じ

 さん

　明治 8年（1875）より140年の
歴史ある旅館・仕出し・日本料
理店の厨房で、四代目、五代目
とともに腕を振るう六代目。

「
日
本
食
を
代
表
す
る
店
へ
」

　

家
業
を
継
ぐ
と
決
心
し
て
か
ら
、
調

理
師
専
門
学
校
を
卒
業
し
、
大
阪
の
日

本
料
理
店
で
11
年
間
修
行
し
ま
し
た
。

　

昨
年
地
元
に
帰
っ
て
か
ら
は
、
懐
石

料
理
に
力
を
入
れ
、
月
ご
と
に
メ
ニ
ュ

ー
を
変
え
な
が
ら
提
供
し
て
い
ま
す
。

最
近
は
常
連
さ
ん
も
増
え
て
き
て
、
市

外
か
ら
も
来
て
い
た
だ
く
よ
う
に
な

り
、
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

厨
房
で
は
、
常
に
お
客
さ
ん
が
目
の

前
に
い
る
と
意
識
し
て
調
理
や
盛
り
付

け
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
学
ん
で

き
た
こ
と
と
、
大
洲
の
郷
土
料
理
を
う

ま
く
融
合
さ
せ
、
新
し
い
も
の
を
生
み

出
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、

自
分
が
考
え
て
い
る
ア
イ
デ
ア
を
も
と

に
事
業
を
拡
大
し
、
綿
六
旅
館
の
可
能

性
を
広
げ
て
い
き
た
い
で
す
。

　

将
来
は
、
大
洲
全
体
で
競
い
合
い
、

高
め
合
い
な
が
ら
、
料
理
の
活
気
が
あ

ふ
れ
る
ま
ち
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

そ
し
て
、「
懐
石
な
ら
綿
六
」
と
い
わ

れ
る
店
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

地元の食材を意識して月替
わりで提供する懐石料理は、
六代目のアイデアと遊び心
が詰まっている
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中川畜産（蔵川）

中川　太
ふと

志
し

 さん

　「豚は人間と同じです」と語る、
若き養豚業者。今年度からは大
洲市青年農業者協議会の代表も
務める。

「
養
豚
は
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
」

　

小
学
生
の
こ
ろ
か
ら
休
日
に
は
手
伝

い
を
し
て
い
て
、
家
業
を
継
ぐ
た
め
、

中
学
２
年
生
時
に
は
進
路
を
決
め
て
い

ま
し
た
。
野
村
高
等
学
校
畜
産
科
卒
業

後
は
「
外
の
環
境
で
勉
強
し
て
み
な
さ

い
」
と
い
う
父
の
助
言
も
あ
り
、
宮
崎

県
の
大
手
畜
産
企
業
で
２
年
間
、
主
に

豚
の
交
配
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
。

　

運
搬
業
者
に
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
、

中
川
畜
産
の
豚
は
、
ほ
か
と
比
べ
て
出

荷
時
に
非
常
に
き
れ
い
な
状
態
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。豚
が
苦
手
な
夏
場
で
も
、

豚
舎
を
で
き
る
だ
け
清
潔
に
保
つ
よ
う

に
し
て
い
る
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。

　

大
先
輩
で
も
あ
る
父
に
は
頭
が
上
が

り
ま
せ
ん
が
、
経
営
全
体
の
勉
強
を
し

っ
か
り
し
て
、
近
い
将
来
、
仕
事
の
内

容
で
同
じ
目
線
で
話
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
た
い
で
す
。

　

農
業
や
畜
産
業
の
個
人
経
営
が
減
っ

て
い
る
の
で
、
企
業
の
台
頭
に
負
け
な

い
よ
う
に
養
豚
を
通
じ
て
大
洲
市
を
活

性
化
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

交配を全て任されていると
いう中川さんは、豚のしぐ
さや状態を見れば、種付け
の時期が分かるという

次世代へ継ぐ

　生活様式の変化や、大量生産された既製品の登
場、都市部への人口流出など、さまざまな要因によ
り、昨今では多くの分野で後継者不足が叫ばれてい
ます。文化や産業を
継承していくために
は、若い世代にいか
にして興味を持って
もらうかが、大きな
課題となります。

　大洲市には素晴ら
しい産品が数多くあ
り、それを守る職人
ともいえる人たち
は、重要な核となる
ものは守りつつ、時

代や社会の変化に合わせて、柔軟な対応と決断をし
ながら次代へバトンをつないできました。そして、
その意思を汲み、大洲の地でしっかりと技術を受け
継いでいる人たちがいます。

　今を生きる職人た
ちは大洲の宝であ
り、彼らが生み出す
ものは、多くの人た
ちを魅了し続けてい
ます。そしてその継
承には、情報発信によるアピールも大事なきっかけ
の一つになります。

　大洲市の魅力ある
ものを少しでも知っ
ていただき、長きに
わたり継承していく
ために、今後も広報
大洲では「人」を通

して産業、文化、食、景観などを紹介していきます。

7 広報大洲 2016年８月号


