
舞台上で輝く大洲人
　
﹁
も
っ
と
研
究
に
研
究
を
重
ね
て
、
自

分
だ
け
の
﹃
彩
風
咲
奈
﹄
を
追
い
求
め

て
い
き
た
い
﹂
と
、
笑
顔
で
語
っ
て
く
れ

た
の
は
、
大
洲
市
出
身
で
宝
塚
歌
劇
団

雪
組
に
所
属
し
て
い
る
彩
風
咲
奈
さ
ん
。

　

彩
風
さ
ん
に
彼
女
自
身
の
こ
と
や
宝

塚
に
つ
い
て
、
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

▽
宝
塚
歌
劇
団
に
入
ろ
う
と
思
っ
た

き
っ
か
け
に
つ
い
て
、
彩
風
さ
ん
は
こ

ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
し
て
く
れ
ま
し

た
。 　

現
在
、
宝
塚
歌
劇
団
の
雪
組
に

所
属
し
、
活
躍
を
続
け
る
大
洲
市

出
身
の
タ
カ
ラ
ジ
ェ
ン
ヌ
ー
彩
風

咲
奈
さ
ん
。

　
大
洲
が
生
ん
だ
未
来
の
ス
タ
ー

に
つ
い
て
、
今
月
号
か
ら
随
時
、

掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

　
﹁
母
が
昔
か
ら
宝
塚
の
フ
ァ
ン
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
私
も
宝
塚
の
存
在
は

知
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
本
当
に

入
団
し
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
小
学
校

６
年
生
の
時
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放
映
さ
れ
た

″
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
＂
を
観
て
か
ら

で
す
﹂

▽
そ
の
後
、
宝
塚
音
楽
校
に
入
学
し
た

彩
風
さ
ん
は
93
期
生
50
人
中
、
首
席
で

卒
業
し
、
そ
の
後
、
宝
塚
歌
劇
団
に
入

団
さ
れ
ま
し
た
。

　

２
０
０
７
年
の
春
、星
組
公
演「
シ
ー

ク
レ
ッ
ト
・
ハ
ン
タ
ー
」
で
初
舞
台
を

踏
ん
だ
彩
風
さ
ん
は
、
そ
の
当
時
を
こ

う
振
り
返
り
ま
す
。

　
﹁
楽
器
演
奏
な
ど
も
織
り
交
ぜ
た
公

演
で
、
と
に
か
く
楽
し
か
っ
た
・
う
れ

し
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
で
し
た
。
特

に
、
最
初
の
口
上
は
、
何
年
経
っ
て
も

忘
れ
ら
れ
な
い
瞬
間
で
す
﹂

▽
男
役
を
演
じ
て
い
る
彩
風
さ
ん
に
、

普
段
の
立
ち
振
る
舞
い
方
や
休
日
の
過

ご
し
方
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。

　
﹁
男
役
を
演
じ
て
い
る
み
な
さ
ん
は
、

踊
り
方
・
歩
き
方
・
手
の
出
し
方
な
ど

こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
男
役

像
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
、﹃
彩

風
咲
奈
﹄
の
男
役
像
を
確
立
す
る
こ
と

を
大
切
に
し
、日
々
努
力
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
オ
ン
と
オ
フ
を
切
り
替
え
る
タ
イ

プ
で
す
が
、
休
日
で
あ
っ
て
も
、
フ
ァ
ン
の

人
が
見
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
意

識
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

一
人
で
外
出
す
る
こ
と
も
多
く
、
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
り
な
ど
で
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
し
て
い
ま
す
﹂

▽
厳
し
い
稽
古
な
ど
、
多
忙
な
毎
日
を

過
ご
し
て
い
る
彩
風
さ
ん
。
今
後
の
意

気
込
み
を
、
こ
う
話
さ
れ
ま
す
。

　
﹁
今
年
で
最
後
と
な
る
新
人
公
演
で
、

″﹃
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
﹄
│
フ
ェ
ル
ゼ
ン

と
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
編
│
＂
を

や
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
舞
台

に
立
つ
こ
と
が
長
年
の
夢
だ
っ
た
の
で
、

本
当
に
う
れ
し
い
で
す
。
必
ず
、
最
高

の
公
演
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
は
、
男
役
の
研
究
に
没
頭
し
て

い
ま
す
。
見
本
と
な
る
先
輩
方
の
良
い

と
こ
ろ
を
、
自
分
自
身
の
男
役
像
に
取

り
入
れ
て
い
き
た
い
で
す
。
そ
し
て
、

も
っ
と
貪
欲
に
、
何
事
に
も
挑
戦
し
て

い
こ
う
と
思
い
ま
す
。﹂

初
め
ま
し
て

彩
風
咲
奈
で
す

広報大洲 12月号 10



©宝塚歌劇団

大
洲
市
民
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ

　
﹁
愛
媛
の
人
た
ち
か
ら
も
、
た
び
た

び
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
い
た
だ
き
、
そ
れ

を
見
る
た
び
に
、
大
洲
で
過
ご
し
た
懐

か
し
い
日
々
を
思
い
出
し
ま
す
。
忙
し

い
毎
日
を
過
ご
し
て
い
て
も
、
ふ
と
大

洲
に
帰
り
た
い
と
思
う
時
が
あ
り
ま

す
。
実
際
に
、
大
洲
に
帰
省
で
き
た
時

に
感
じ
る
﹃
幸
せ
﹄
は
、
何
物
に
も
代

え
難
い
気
持
ち
で
す
。

　

私
は
、
愛
媛
で
食
べ
る
ご
飯
が
大
好

き
で
す
。
友
達
を
連
れ
て
愛
媛
に
遊
び

に
行
っ
た
時
、
ご
飯
が
お
い
し
い
と
評

判
で
し
た
。そ
ん
な
お
い
し
い
ご
飯
が
、

私
の
自
慢
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

大
洲
を
離
れ
て
か
ら
数
年
、
私
は
あ

の
頃
よ
り
も
成
長
で
き
て
い
る
と
、
胸

を
張
っ
て
言
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、

宝
塚
を
観
て
い
た
だ
い
た
多
く
の
み
な

さ
ん
へ
、
夢
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
頑

張
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
温
か
く
見
守

っ
て
く
だ
さ
い
﹂

 シリーズ　宝塚通信Ｖol. １

舞台上で輝く、大洲市出身のタカラジェンヌ

男役　彩
あ や

風
か ぜ

　咲
さ き

奈
な

（雪組）
大洲市出身のタカラジェンヌ・・・彩風咲奈さん。
彼女が立つ夢の舞台、そして見据える今後の未来像について語っていただきました。
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弊
店
は
寛
永
元
年
（
１
６
２

４
年
）
創
業
以
来
、
14
代
に
わ

た
り
和
菓
子
専
門
店
と
し
て
営

ん
で
き
ま
し
た
。

　

弊
店
で
は
10
種
類
以
上
の
商

品
を
扱
っ
て
い
ま
す
が
、
主
力
商

品
は
、
伊
予
大
洲
藩
加
藤
家
御

用
菓
子
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

「
月
窓
餅
」で
す
。「
月
窓
餅
」は
、

蕨わ
ら
び

餅
で
小
豆
飴
を
包
み
、
青
大

豆
の
き
な
粉
を
ま
ぶ
し
た
や
わ
ら

か
い
食
感
の
和
菓
子
で
す
。
多

種
多
様
な
商
品
開
発
が
は
や
る

中
、
変
わ
ら
な
い
「
月
窓
餅
」
は

長
年
、
多
く
の
人
に
愛
さ
れ
て

き
ま
し
た
。

　

現
在
、
市
内
で
は
本
町
本
店

を
は
じ
め
、
日
本
橋
・
新
宿
高

島
屋
、
東
京
新
橋
の
香
川
愛
媛

旬
彩
館
な
ど
、
県
外
で
も
宣
伝

広
告
に
努
め
、販
売
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
販
路
が
広
が
る
中
、

手
作
業
で
作
り
上
げ
る
弊
店
の

商
品
は
、
大
量
に
生
産
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
蕨
餅
を
作
る

際
の
火
加
減
や
あ
ん
こ
を
寝
か

せ
る
期
間
な
ど
、
微
妙
な
調
整

は
職
人
の
手
で
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

手
間
暇
の
か
か
る
商
品
で
す

が
、
東
京
や
大
阪
な
ど
で
開
催

さ
れ
る
物
産
フ
ェ
ア
で
も
「
月
窓

餅
」
は
人
気
が
あ
り
、
い
つ
も
完

売
し
て
い
ま
す
。
お
客
様
の
喜
ぶ

顔
を
見
る
た
び
に
、
や
り
が
い
と

や
る
気
を
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
月
窓
餅
」
に
使
用
さ
れ
る
主

材
料
は
、
本
蕨
粉
、
小
豆
、
青

大
豆
で
、
す
べ
て
国
産
の
も
の
を

使
用
し
て
い
ま
す
。
青
大
豆
に
関

し
て
は
、
大
洲
で
の
契
約
栽
培
に

取
り
組
み
、
１
０
０
％
大
洲
産

青
大
豆
の
き
な
粉
を
目
指
し
て

い
ま
す
。

　

近
年
で
は
大
洲
の
観
光
に

合
っ
た
新
商
品
と
し
て
、
大
洲
城

と
う
か
い
の
図
柄
を
モ
チ
ー
フ
と

し
た
「
え
え
と
こ
せ
ん
べ
い
」
や
、

「
愛
媛
柚
子
せ
ん
べ
い
」
を
販
売

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
微

力
な
が
ら
地
元
に
貢
献
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
永
年
続
く
伝
統
を

守
り
、
老
舗
の
和
菓
子
司
と
し

て
、
お
客
様
に
親
し
ま
れ
る
商

品
を
提
供
し
ま
す
。

【がんばる市内企業の事業活動や事業展開を紹介します】

村田文福老舗 
～老舗の名に恥じない手作り和菓子司を目指して～

◇所在地　大洲市大洲
◇電　話　24－2359

野　鳥

ジョウビタキ（常鶲）
スズメ目　ツグミ科
大きさ14㎝

　この鳥は、里山が紅葉に染まる頃にシベリア大陸
からやってきます。飛来数は年によって変化します
が、日本海沿岸に野鳥の餌となる実を樹木が大量に
つけた年は、南下数が少ないそうです。特徴のある
声で「ヒッヒッ」や「カッカッ」と鳴いて、庭先や
人家近くの電線にとまっている姿をよく目にします。
翼にある大きな白斑が目立つため、地元では紋付鳥
やモンカチと呼ばれています。すばしっこい小鳥で
すが、餌の乏しい冬期は農作業している人のそばに
きて、地中から掘り出された昆虫などを食べます。
　最近、過疎化や限界集落などの言葉をよく耳にし
ます。また、数百年続いた里山の風景が、急速なス
ピードで失われつつあります。このままでは、そこ
に暮らしていた多くの生き物も行き場所を失い、や
がて姿を消していくような気がしてなりません。

ＮＰＯ法人かわうそ復活プロジェクト㋟

が
ん
ば
る
大
洲
企
業

文化財

新谷藩陣屋跡
大洲市指定史跡
大洲市所有

　新谷藩は、寛永16年（1639）に大洲藩 2 代藩主
加

か

藤
と う

泰
や す

興
お き

が、弟の加藤直
な お

泰
や す

へ 6 万石のうち 1 万石
を分け与えて成立した藩です。
　直泰は、寛永19年（1642）大洲城から約 8 ㎞離
れた新谷の地に陣屋（ 3 万石以下の城を持たない
大名が住む屋敷）と陣屋町の建設を命じ、同年家
臣たちの引っ越しが行われました。
　この陣屋は直泰の統治以後、版籍奉還まで 9 代
にわたって新谷藩１万石の拠点でしたが、明治以
降は小学校として利用されるなど、新谷地区の教
育の拠点へと移り変わりました。
　現在では、新谷小学校内にある麟

り ん

鳳
ぽ う

閣
か く

（愛媛県
指定有形文化財）が、新谷藩の陣屋をしのばせる
唯一の遺構として残されています。

 （昭和31年 9 月30日指定）

シリーズ
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おおずニュース

麟り
ん

鳳ぽ
う

閣か
く

に
手
作
り
看
板
を
寄
贈

　

10
月
４
日（
木
）、
国
立
大
洲
青
少
年

交
流
の
家
の
松
岡
孝た

か

次つ
ぐ

所
長
か
ら
、
新

谷
藩
陣
屋
の
遺
構
で
あ
る
麟
鳳
閣
（
愛

媛
県
指
定
有
形
文
化
財
）
に
手
作
り
の

看
板
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

　

寄
贈
さ
れ
た
看
板
は
、
縦
80
㎝
・
横

25
㎝
の
杉
板
を
使
用
し
、
彫
刻
刀
で
文

字
を
彫
り
、
黒
墨
を
塗
っ
て
仕
上
げ
ら

れ
た
も
の
で
す
。

　

以
前
、
国
立
中
央
青
少
年
交
流
の
家

に
勤
務
し
て
い
た
松
岡
所
長
は
、
木
材

を
教
育
に
生
か
す
活
動
を
し
て
い
た
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
と
と
も
に
事
業
を
行
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
経
験
が
間
伐
材
や
廃
材

を
利
用
し
、
自
身
が
得
意
と
す
る
書
道

を
生
か
し
た
看
板
作
り
に
励
む
き
っ
か

け
と
な
り
、
今
回
の
看
板
作
製
に
つ
な

が
り
ま
し
た
。

　

現
在
ま
で
に
製
作
し
た
看
板
は
、
国

立
能
登
青
少
年
交
流
の
家
や
羽は

咋く
い

市
に

あ
る
堀
川
新
町
会
館
な
ど
の
公
共
施
設

へ
寄
贈
さ
れ
て
い
て
、
今
回
の
看
板
で

30
作
目
に
な
り
ま
す
。

　

看
板
を
受
け
取
っ
た
清
水
市
長
は

「
こ
れ
を
機
に
、
こ
の
歴
史
あ
る
建
物

を
よ
り
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
い
た

い
」
と
話
し
ま
し
た
。

　

麟
鳳
閣
入
口
脇
に
飾
ら
れ
た
こ
の
看

板
は
、
手
作
り
な
ら
で
は
の
温
か
さ
と

木
の
ぬ
く
も
り
が
感
じ
ら
れ
る
仕
上
が

り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
ぜ

ひ
、
見
学
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
麟
鳳
閣
内
部
の
見
学
を
希
望

す
る
場
合
は
、
事
前
に
新
谷
小
学
校
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
24
年
度
大
洲
市
戦
没
者
・

消
防
お
よ
び
公
務
殉
職
者
合
同
追
悼
式

　

大
洲
市
内
の
戦
没
者
や
殉
職
者
を
追

悼
し
よ
う
と
、
平
成
24
年
度
大
洲
市
戦

没
者
・
消
防
お
よ
び
公
務
殉
職
者
合
同

追
悼
式
が
10
月
18
日（
木
）、
大
洲
市
民

会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
式
を
前
に
、
市
内
各
地
か
ら
続
々

と
関
係
者
が
会
場
を
訪
れ
、
４
０
０
人

を
超
え
る
参
列
者
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

清
水
市
長
は
「
戦
争
が
終
わ
っ
て
か

ら
67
年
が
経
ち
、
日
本
は
世
界
に
誇
れ

る
国
に
な
り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
こ
の

よ
う
な
陰
に
、
多
く
の
尊
い
犠
牲
が
あ

っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

今
後
、
戦
争
の
悲
惨
さ
を
決
し
て
風
化

さ
せ
ず
、
次
世
代
に
語
り
継
ぎ
、
平
和

で
豊
か
な
社
会
の
確
立
に
向
け
て
努
力

し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
」
と
亡
く
な

ら
れ
た
人
た
ち
を
追
悼
し
、
次
世
代
へ

の
継
承
を
固
く
誓
い
ま
し
た
。

　

遺
族
を
代
表
し
て
、
濵
田
イ
ツ
ミ
さ

ん
は
「
現
在
、
私
た
ち
は
多
く
の
助
け

が
あ
り
、
平
和
な
生
活
が
で
き
て
い
ま

す
。
若
い
世
代
が
増
え
る
中
、
戦
争
の

残
虐
さ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
、
私
た

ち
の
使
命
だ
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
、

平
和
な
時
代
で
あ
っ
て
も
、
多
く
の
人

た
ち
が
殉
職
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、

多
く
の
知
恵
や
努
力
を
結
集
さ
せ
、
犠

牲
者
を
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

で
す
」
と
戦
争
体
験
の
風
化
防
止
や
、

今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
呼
び
か
け

ま
し
た
。

　

今
回
の
合
同
追
悼
式
で
は
、
戦
没
者

１
１
６
６
柱
、
消
防
・
公
務
殉
職
者
14

柱
の
英
霊
に
対
し
、
黙
と
う
や
献
花
が

捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。
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