
　

一
方
の
木
蝋
業
は
ど
う

か
。
内
子
の
町
並
み
で
有
名

だ
が
、
明
治
期
に
は
大
洲
町

（
当
時
）
を
含
む
喜
多
郡
で

全
国
の
４
割
を
生
産
し
て

い
た
。
そ
し
て
新
谷
出
身
の

河
内
寅
次
郎
が
神
戸
で
喜

多
組
と
い
う
名
の
木
蝋
会

社
を
経
営
し
、
そ
の
財
で
建
設
し
た
の
が
臥
龍

山
荘
で
あ
る
。
構
想
10
年
と
言
わ
れ
、
不
老
庵

（
明
治
34
年
）、
臥
龍
院
（
同
38
年
）
な
ど
の
数

寄
屋
の
名
建
築
を
配
し
た
庭
園
が
同
40
年
に
完

成
す
る
。
建
物
は
地
元
の
名
棟
梁
中
野
寅
雄
、

京
都
の
千
家
十
職
が
職
人
技
の
妙
技
を
至
る
所

で
見
せ
て
い
る
。
庭
は
神
戸
の
植
徳
。
大
正
期

に
入
る
と
、
電
気
事
業
の
影
響
も
あ
っ
て
か
次

第
に
産
業
と
し
て
衰
退
す
る
が
、
木
蝋
は
確
実

に
あ
る
時
期
の
大
洲
を
豊
か
に
し
た
産
業
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
シ
ー
ラ
カ
ン
ス
の
よ
う
な
木
蝋
業
を

奇
跡
的
に
現
役
で
頑
張
っ
て
い
る
の
が
、
長
浜

町
に
あ
る
セ
ラ
リ
カ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ａ
つ
る
か
め
工

場
（
旧
喜
多
製

蝋
）
で
あ
る
。

流
石
に
中
四
国

で
こ
こ
だ
け
と

い
う
レ
ア
な
産

業
で
あ
る
こ
と

に
今
更
な
が
ら
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伊予絣の創始と
縞売りの女たち

かすり

しま

大洲エリアの
近代化遺産巡り

れ
ま
で
色
彩
的
に
は
瓦
の

黒
と
土
壁
や
千
本
格
子
な

ど
ダ
ー
ク
グ
レ
ー
で
構
成

さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
朝

霧
の
町
並
み
に
、
忽
然
と

建
ち
現
れ
た
赤
煉
瓦
の
建

物
。
そ
れ
は
、
き
っ
と
明
治

と
い
う
ハ
イ
カ
ラ
気
分
満

載
で
登
場
し
た
に
違
い
な
い
。
立
地
も
肱
川
の

直
ぐ
そ
ば
、
か
つ
て
舟
運
に
よ
る
物
資
搬
入
の

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
だ
っ
た
通
り
に
面
し
て
建

つ
。
因
み
に
、
こ
の
建
物
に
使
用
さ
れ
た
赤
煉

瓦
は
、
地
元
の
原
煉
瓦
で
製
作
。
そ
の
製
作
者

で
あ
る
原
千
代
吉
の
墓
は
、
全
国
的
に
も
珍
し

い
煉
瓦
仕
立
て
で
あ
る
。

　

当
時
の
大
洲
に
お
け
る
銀
行
経
営
を
支
え
た

経
済
基
盤
は
、
何
と
言
っ
て
も
製
糸
業
、
木
蝋

業
な
ど
。
特
に
前
者
は
、
明
治
23
年
に
河
野
喜

兵
衛
と
程
野
宗
兵
衛
が
こ
の
地
で
初
め
て
の
製

糸
工
場
を
操
業
、
以
降
30
年
余
り
、
大
正
11
年

に
は
大
洲
町
に
は
９
工
場
も
出
現
し
、
さ
な
が

ら
工
業
都
市
の
様
相
を
体
し
て
い
る
。
大
正
初

期
の
第
一
次
世
界
大
戦
頃
に
は
、
伊
予
糸
は
全

国
区
で
名
声
を
博
し
、
愛
媛
は
関
西
一
の
産
額

を
誇
っ
て
い
た
が
、
大
洲
は
ま
さ
に
そ
の
中
心

地
だ
っ
た
。
こ
の
銀
行
の
ほ
ど
近
く
に
、
も
う

一
つ
の
煉
瓦
建
築
が
今
も
残
り
、
こ
れ
も
明
治

39
年
に
建
て
ら
れ
た
程
野
製
糸
場
の
繭
倉
庫
で

あ
る
。

　

悠
久
の
流
れ
を
見
せ
る
母
な
る
川
“
肱
川
”、

そ
の
周
辺
に
は
魅
力
的
な
近
代
化
遺
産
の
数
々

も
存
在
す
る
。
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
効
率

的
な
水
運
ル
ー
ト
と
し
て
物
資
集
散
の
幹
線
の

役
割
り
を
果
た
し
て
い
た
こ
の
川
は
、
そ
の
意

味
で
は
各
種
産
業
の
母
胎
と
も
な
っ
て
い
た
。

　

明
治
34
年(

１
９
０
１)

末
に
竣
工
す
る
大

洲
商
業
銀
行
（
現
お
お
ず
赤
煉

瓦
館
）
は
、
中
で
も
近
代
の
大

洲
を
象
徴
す
る
建
物
。
加
藤
家

六
万
石
の
城
下
町
と
し
て
、
そ原千代吉夫婦の墓

旧大洲商業銀行
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あ
る
こ
と
を
自
覚
し

て
お
き
た
い
。

　

こ
う
し
た
近
代
橋

梁
の
建
設
は
モ
ー
タ

リ
ー
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の

黎
明
期
で
も
あ
っ
た

が
、
こ
の
地
に
お
け

る
交
通
革
命
と
し
て
は
、
先
に
開
通
し
た
愛
媛

鉄
道
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。
大
正
７
年
、
長
浜

～
大
洲
間
の
軽
便
鉄
道
が
開
業
し
、
二
年
後
に

は
内
子
ま
で
延
伸
す
る
。
や
が
て
国
鉄
に
買
収

さ
れ
、
昭
和
８
年
に
は
狭
軌
か
ら
１
０
６
７
㎜

の
国
鉄
仕
様
に
改

軌
さ
れ
松
山
か
ら

の
予
讃
本
線
に
直

結
と
な
る
。
筏
流
し

な
ど
、
肱
川
舟
運
の

牧
歌
的
な
風
景
か

ら
、
大
正
期
に
は
黒

煙
を
上
げ
て
力
強

く
走
る
機
関
車
が
時
代
を
牽
引
し
、
そ
の
視
覚

的
な
主
役
交
代
の
様
は
強
く
民
衆
の
心
を
捉
え

た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
越
・
河

内
・
八
多
喜
の
三
基
の
煉
瓦
製
石
積
み
ト
ン
ネ

ル
が
残
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
今
や
現
地
へ

行
く
と
当
時
の
喧
騒
が
嘘
の
よ
う
な
佇
ま
い
で

そ
れ
は
現
れ
る
。
そ
の
感
傷
の
直
ぐ
ま
た
近
く

を
肱
川
が
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
、
実
に
不
思
議
な

気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
。

橋
”（
昭
和
10
年
完

成
）
で
あ
る
。
設
計

者
の
増
田
淳
は
、

若
き
日
に
渡
米

し
、
五
大
湖
水
運

の
起
点
と
し
て
開

閉
橋
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
シ
カ
ゴ
で
土
木
工
学
を

学
ん
だ
気
鋭
の
エ
ン
ジ
ニ
ア
。
そ
う
し
た
人
材

に
白
羽
の
矢
を
立
て
、
肱
川
舟
運
の
条
件
に
合

う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
た
立
役
者
が
当
時

の
長
浜
町
長
西
村
兵
太
郎
。
長
浜
高
校
の
角
地

に
は
堂
々
の
壽
像
が
立
て
ら
れ
、
他
に
も
県
下

初
の
水
道
事
業
や
水
族
館
建
設
な
ど
、

辣
腕
を
ふ
る
っ
た
面
影
が
偲
ば
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
橋
の
知
ら
れ
ざ
る
希
少

価
値
と
し
て
、
戦
時
中
の
グ
ラ
マ
ン
に

よ
る
銃
撃
痕
が
欄
干
の
ア
チ
コ
チ
に
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き

た
い
。
こ
こ
肱
川
河
口
部
の
長
浜
は
、

太
平
洋
上
の
ア
メ
リ
カ
艦
隊
か
ら
豊
後

水
道
を
北
上
す
る
艦
載
機
の
攻
撃
空
路
に
当
た

り
、
広
島
・
呉
、
松
山
空
襲
の
帰
り
際
に
被
災

す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
だ
。
戦
後
70
年
を
目

前
と
し
て
体
験

者
が
激
減
す
る

中
、
遺
し
伝
え

ら
れ
る
べ
き
遺

産
価
値
に
は
こ

う
し
た
側
面
も
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驚
く
。
こ
の
会
社
は
、
現
在
で
こ
そ

本
社
が
神
奈
川
県
に
あ
る
が
、
元
々

の
創
業
の
地
は
福
岡
県
八
女
市
。

櫨
の
実
を
原
料
と
す
る
木
蝋
業
の

火
を
守
り
続
け
て
い
る
会
社
で
あ

る
。
現
在
そ
の
櫨
は
、
八
女
と
水
俣

か
ら
仕
入
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
内
部
を
見
学

さ
せ
て
頂
く
と
、
戦
前
期
（
喜
多
製
蝋
時
代
）

に
設
備
さ
れ
た
煉
瓦
製
ボ
イ
ラ
ー
釜
が
迫
力
を

見
せ
る
。
現
役
で
は
国
内
最
古
で
は
な
い
か
と

も
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
外
部
に
つ
な
が

る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
煙
突
も
、
戦
時
中
に
受
け
た

グ
ラ
マ
ン
の
銃
撃
痕
を
従
業
員
の
み
ん
な
で
修

復
し
た
シ
ロ
モ
ノ
で
あ
る
と
か
。
ト
ラ
ス
構
造

が
見
ら
れ
る
倉
庫
も
、
元
は
八
幡
浜
製
氷
の
長

浜
工
場
だ
っ
た
建
物
。
何
れ
に
し
て
も
、
蒸
し

上
げ
た
櫨
の
実
を
搾
る
と
、
液
が
採
取
さ
れ
、

そ
れ
を
蝋
型
で
固
め
た
の
が
生
蝋
（
青
蝋
）。
こ

れ
を
一
カ
月
半
天
日
干
し
に
し
、
や
っ
と
製
品

段
階
と
な
る
。
是
非
多
く
の
方
に
知
っ
て
欲
し

い
伝
統
産
業
の

一
つ
。

　

こ
こ
長
浜
に

は
、
も
う
一
つ
貴

重
な
近
代
化
遺

産
が
あ
る
。
戦

前
期
の
現
役
バ

ス
キ
ュ
ー
ル
式

可
動
橋
“
長
浜
大

長浜大橋

長浜大橋　銃撃痕

セラリカNODAの生蝋

愛媛鉄道・大越トンネル

西村兵太郎の像
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