
 

ま
し
た
。
『
ア 

サ
ヒ
グ
ラ
フ
』 

の
記
事
で
こ
の 

地
区
の
す
ば
ら 

し
さ
を
再
認
識 

し
た
地
元
住
民 

の
有
志
が
町
並 

保
存
会
を
発
足 

し
、
「
一
度
壊 

さ
れ
て
し
ま
っ 

た
ら
二
度
と
造
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
地
域

住
民
の
皆
さ
ん
を
説
得
し
、
行
政
を
動
か
し
て
い

き
ま
し
た
。 

 

昭
和
53
年
に
は
内
子
町
の
単
独
事
業
と
し
て

伝
統
的
建
造
物
保
存
の
た
め
の
補
助
金
交
付
制

度
が
制
定
さ
れ
少
し
ず
つ
家
屋
の
保
存
修
理
が

進
み
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
55
年
に
内
子

町
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
保
存
条
例
を
制

定
、
昭
和
57
年
に
は
八
日
市
護
国
地
区
が
国
の

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
、

国
庫
補
助
に
よ
る
保
存
修
理
事
業
が
始
ま
り
ま

し
た
。 

 

発
足
当
時
わ
ず
か
８
名
だ
っ
た
町
並
保
存
会

は
、
現
在
で
は
地
区
の
ほ
と
ん
ど
の
世
帯
が
加
入

し
、
町
並
瓦
版
の
発
行
、
建
造
物
等
の
修
理
の
際

の
審
議
会
等
、
自
主
的
な
保
存
会
運
営
を
実
施
し

て
い
ま
す
。 

 

◎
引
き
算
型
の
ま
ち
づ
く
り 

  

内
子
町
の
景
観
ま
ち
づ
く
り
は
「
除
去
・
保

護
・
転
用
・
付
加
」
と
い
う
基
本
方
針
で
進
め
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

「
除
去
」
は
、
景
観
を
損
な
う
も
の
を
除
去
す

る
こ
と
で
、
例
え
ば
不
法
投
棄
の
ゴ
ミ
や
見
苦
し

い
看
板
な
ど
を
取
り
除
く
こ
と
で
す
。
「
保
護
」

は
、
歴
史
的
に
重
要
な
も
の
や
美
し
い
景
観
を
守

っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
「
転
用
」
は
、
使
わ
れ
な

 

町
並
保
存
運
動
か
ら
発
展
し
た
「
美
し
い
景
観

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
」
で
数
々
の
賞
を
受
賞
し
、

全
国
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る
愛
媛
県
内
子
（
う

ち
こ
）
町
。
松
山
市
の 

南
西
約
40
キ
ロ
に
位
置 

す
る
内
子
町
は
、
江
戸 

時
代
末
期
か
ら
明
治
・ 

大
正
時
代
に
か
け
て
和 

紙
と
木
蝋
（
も
く
ろ
う
） 

の
産
地
と
し
て
栄
え
ま 

し
た
。
当
時
を
偲
ば
せ 

る
木
造
白
壁
の
商
家
が 

立
ち
並
ぶ
６
５
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
八
日
市
護

国
（
よ
う
か
い
ち
ご
こ
く
）
町
並
保
存
地
区
を
は

じ
め
、
大
正
時
代
の
芝
居
小
屋
『
内
子
座
』
な
ど
、 

伝
統
的
な
町
並
文
化
を
見
る
た
め
に
、
国
内
の
み

な
ら
ず
海
外
か
ら
も
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て

い
ま
す
。
現
在
、
内
子
町
を
訪
れ
る
観
光
客
の
数

は
年
間
お
よ
そ
百
万
人
に
達
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
美
し
い
町
並
み
を
実
現
す
る
ま
で
に
は
、
数

多
く
の
課
題
を
克
服
し
て
き
た
住
民
と
行
政
の

努
力
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

◎
内
子
町
の
町
並
保
存
運
動 

  

内
子
町
で
町
並
保
存
運
動
が
起
こ
る
き
っ
か

け
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
50
年
に
、
雑
誌
『
ア

サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
で
八
日
市
護
国
地
区
の
町
並
の
す

ば
ら
し
さ
が
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
す
。
し
か
し
、

当
時
の
日
本
は
、
古
い
も
の
は
さ
っ
さ
と
壊
し
て

新
し
く
建
て
替
え
る
の
が
当
然
の
時
代
。
八
日
市

護
国
地
区
の
木
造
家
屋
群
は
老
朽
化
が
進
み
、
雨

漏
り
が
し
た
り
、
瓦
が
落
ち
か
け
て
い
た
り
し

て
、
そ
の
ま
ま
で
は
取
り
壊
さ
れ
る
危
機
に
あ
り

く
な
っ
た
建
物
と
か
、
要
ら
な
く
な
っ
た
施
設
な

ど
を
安
易
に
取
り
壊
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、

新
し
い
使
い
方
で
活
用
す
る
こ
と
、
新
し
い
時
代

に
合
っ
た
活
用
方
法
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
で

す
。
最
後
の
「
付
加
」
は
、
ど
う
し
て
も
必
要
な

施
設
は
新
た
に
造
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
従
来

の
環
境
や
景
観
を
な
る
べ
く
壊
さ
な
い
で
、
あ
く

ま
で
慎
重
に
付
加
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

従
来
の
「
足
し 

算
型
の
ま
ち
づ
く 

り
」
で
は
、
新
し 

い
施
設
や
建
物
（ 

い
わ
ゆ
る
箱
モ
ノ
） 

を
造
る
こ
と
が
先 

行
し
て
き
ま
し
た 

が
、
運
営
が
う
ま 

く
い
か
ず
、
返
っ 

て
町
の
財
政
負
担
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
他
の 

地
域
と
似
た
り
寄
っ
た
り
の
特
徴
の
な
い
町
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
例
が
多
く
み
ら
れ
ま

す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
内
子
町
の
ま
ち
づ
く
り
は

「
引
き
算
型
の
ま
ち
づ
く
り
」
と
言
え
る
も
の

で
、
「
足
し
算
型
」
に
比
べ
て
財
政
的
な
負
担
が

少
な
い
う
え
に
、
地
域
の
自
然
や
歴
史
・
伝
統
な

ど
の
資
産
を
活
か
し
、
美
し
い
景
観
を
作
り
出

し
、
町
の
特
徴
を
際
立
た
せ
る
効
果
が
あ
り
ま

す
。 

 

た
と
え
ば
、
八
日
市
護
国
町
並
保
存
地
区
に
お

い
て
、
雑
然
と
し 

た
電
柱
と
電
線
を
、 

メ
イ
ン
道
路
沿
い 

か
ら
家
屋
の
背
後 

に
移
し
て
、
道
路 

か
ら
見
え
な
く
し 

た
結
果
、
町
並
保 

地
区
の
景
観
が
飛 

躍
的
に
向
上
し
ま 

◎
「
わ
い
わ
い
タ
イ
ム
ス
」
６
月
号
は
６
月
１
日
（
日
）

発
行
予
定
で
す
。 

 

● 

し
た
。 

 

ま
た
、
老
朽
化
が
進
ん
で
い
た
大
正
時
代
の
木
造

瓦
葺
の
芝
居
小
屋
『
内
子
座
』
は
、
取
り
壊
す
の
で

は
な
く
、
７
千
万
円
か
け
て
修
理
・
復
元
し
、
現
在

で
は
年
間
７
万
人
の
入
場
者
か
ら
３
百
円
の
入
場

料
を
徴
収
す
る
こ
と
で
、
年
間
２
千
万
円
の
収
入
を

得
て
い
ま
す
。 

 

◎
「
景
観
ま
ち
づ
く
り
」
の
主
役
は
住
民 

  

八
日
市
護
国
地 

区
で
始
ま
っ
た
町 

並
保
存
運
動
は
、 

内
子
町
全
体
の
農 

村
の
景
観
や
文
化 

を
守
り
、
山
並
み 

の
自
然
を
守
る
と 

い
う
「
景
観
ま
ち 

づ
く
り
」
へ
と
発 

展
し
て
い
ま
す
。 

 

内
子
町
が
立
案
し
た
『
景
観
ま
ち
づ
く
り
計
画
』

で
は
、
「
景
観
保
全
は
行
政
だ
け
で
は
成
果
を
上
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ん
と
い
っ
て
も
住
民
が
そ

の
気
に
な
っ
て
、
自
ら
の
発
想
と
創
意
工
夫
で
景
観

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
く
て
は
全
く
進
ま

な
い
。
」
と
し
て
、
内
子
町
内
の
各
自
治
会
が
中
心

と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
「
景
観
ま
ち
づ
く

り
」
の
計
画
を
立
て
、
行
政
と
協
力
し
て
計
画
を
実

行
し
て
い
く
こ
と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。 

  

町
が
美
し
く
な
り
、
そ
の
美
し
い
景
観
を
求
め
て

訪
れ
る
多
く
の
観
光
客
に
よ
り
経
済
効
果
も
増
加

し
、
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
住
民
に
も
活
力
が
み

な
ぎ
っ
て
い
る
内
子
町
の
「
景
観
ま
ち
づ
く
り
」
の

手
法
は
、
歴
史
と
自
然
豊
か
な
上
関
町
で
も
大
い
に

参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

  

景
観
と
ま
ち
づ
く
り 

～
愛
媛
県
内
子
町
の
取
り
組
み
～ 

八日市護国町並保存地区。 
電柱や電線が撤去されスッキリしている。 

●内子町 

上関町 

●松山市 

内子ビジターセンターは、 
旧警察署の建物を利用している。 大正時代の芝居小屋『内子座』 

大正時代に造られた映画館『旭館』。 
懐かしい映画のポスターも飾られ、 
今も上映会等で使われている。 


