


上左：空のトロッコを引く犬。上右：丸太の上に乗る犬（四国森林管理局所蔵）
下：トロッコの後についていく犬（高知市民図書館寺田正写真文庫所蔵）

　魚梁瀬以外でも犬が活躍した。
　大原富枝の小説「父の青春」（『吉野川』
所収）には、「家の前を終点とする森林鉄
道のレールが走っている（略）。単線のレー
ルの上を、夕方はトロッコが二台連結されて、
山の様に高く木材を積んでゆるやかに走っ
て来た。動力は何も使用されていなくて、
自然の勾配のままに敷設されているので、
緩やかなレールの勾配にしたがって下りてく
る。上りには二匹の大型の洋犬が主
人の運転手に後押ししてもらいなが
ら、トロッコ一台を曳行する」とある。
　『ふるさと－メモ－』（本山町教
育委員会）の「犬関車のこと」
の項には、「山へのトロッコは
『エス犬』と呼ばれる、大型犬に
よって引かれており普通の『エス犬』
は２頭で引っ張っていた。しかし、優秀な
『エス犬』は、1頭で間に合っていたと言う。
小牛ほどもある立派な『エス犬』は、人間１
人分の仕事をこなし、人間に負けないほど
の賃金を得ていたらしい」とある。

各地で
活躍した犬

column

も
支
え
た

森
林
鉄
道

魚梁瀬森林鉄道の五味隧道の前で撮られた写真。
大正時代、『高知大林区署写真帖』の収録のため
に撮られたせいだろうか、下り方向に向かって撮ら
れている。（四国森林管理局所蔵）

本線
支線

も
支
え
た

森
林
鉄
道

山奥まで伸びていた森林鉄道は
町と山間をつなぐ交通網でもあった

魚梁瀬森林鉄道支線概略図
（平成 24年魚梁瀬森林鉄道遺産支線調査業務報告書より）※原文のまま引用

えいこう

明
治
時
代
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
、
高
知
県
の

森
林
鉄
道
で
は
犬
が
トロッコ
を
引
い
てい
た
?!

森
林
鉄
道
の
「
本
線
」
に
も
、
ま
る
で
毛
細
血

管
の
よ
う
に
山
奥
の
隅
々
に
伸
び
た「
支
線
」に
も
、

力
持
ち
で
身
軽
な
犬
が
ト
ロッコ
を
引
く
鉄
道
の

風
景
が
あっ
た
。

し
せ
ん
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至 宇和島

ここまで
トンネル

破線が
ループ
トンネル

川奥信号場

至中村

若井沈下橋が
見える

鯨が見えるかも？

砂浜を舞台にした
美術館がある

ホエール
ウォッチングの
船が出ている

鎌倉時代、後醍醐天
皇の皇子・尊良親王
が流され、近くの浜
に上がったという

赤鉄橋と四万十川が
見えるビューポイント

聖ヶ丘トンネルは四国で２番目に長い

まるでホーム？　川奥信号場

窪川━宿毛間は土佐くろしお鉄道の線路で、川
奥信号場から JR 予土線に分岐する。列車の行き
違いや待ち合わせをする場所で、撮り鉄のすれ
違い撮影スポット。JR四国内では２つしかない。

ループトンネル
（川奥第一トンネル）

高度を下げつつ、直角に方向
を転回するために造られた。
半径350mの円を描きなが
ら20‰の勾配で下り、60m
高度を下げている。

ループトンネル
至 宇和島

小松定男さんが運転していた機関車（本人提供）小松定男さんが運転していた機関車（本人提供）

　安
芸
署
管
内
で
運
転
手
を
し
てい
た

小
松
定
男
さ
ん（
81
）は
、
森
林
鉄
道
が

廃
線
に
な
る
１
９
６
２
年
ま
で
の
12
年

間
、
徳
島
と
の
県
境
・
奥
別
役
か
ら
、

東
川
を
通
っ
て
終
点
の
伊
尾
木
ま
で
、

約
60
㎞
の
道
の
り
を
約
６
時
間
か
け
て

木
材
を
運
ん
だ
。ト
ロ
ッ
コ
を
20
台
連

結
し
、そ
の
後
ろ
に
は
客
車
。「
命
の
補

償
は
し
な
い
」と
い
う
前
提
だ
が
、
多
い
日
に
は
100
人
ほ
ど
が
便

乗
し
た
。「
材
木
や
医
薬
品
の
商
売
人
、行
商
人
に
、
郵
便
屋
、
大
人

も
子
ど
も
も
ど
っ
さ
り
乗
る
。こ
れ
に
乗
っ
て
お
嫁
さ
ん
に
行
く
人

も
お
っ
た
こ
と
よ
」。森
林
鉄
道
は
木
材
だ
け
で
な
く
、生
活
必
需
品
、

地
域
の
人
の
人
生
も
運
ん
だ
。

　や
が
て
軌
道
が
道
路
に
と
っ
て
代
わ
る
と
、小
松
さ
ん
は
機
関
車
を

降
り
て
大
型
ト
ラッ
クの
運
転
手
と
な
り
、木
材
を
都
市
部
へ
運
ん
だ
。

間
、
徳
島
と
の
県
境
・
奥
別
役
か
ら
、

べっ
ち
ゃ
く

東
川
を

ひ
が
し
が
わ

小松定男さんが運転していた機関車（本人提供）小松定男さんが運転していた機関車（本人提供）

　安
芸
署
管
内
で
運
転
手
を
し
てい
た

小
松
定
男
さ
ん（
81
）は
、
森
林
鉄
道
が

生
活
と
人
を
運
ん
だ
森
林
鉄
道

生
活
と
人
を
運
ん
だ
森
林
鉄
道

安芸森林管理署所蔵

　産
業
と
深
い
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
、
高
知
県
の
レ
ー
ル

は
広
が
り
続
け
る
。
明
治
後
期
の
１
９
０
４
年
、
堀
詰̶

乗
出

（
現
・
グ
ラ
ン
ド
通
）、
梅
ノ
辻̶
桟
橋
間
に
軌
道
が
敷
か
れ
、
高

知
の
町
に
初
め
て
路
面
電
車
が
走
っ
た
。４
年
後
に
は
伊
野
町

ま
で
延
長
し
、
当
時
、重
要
な
輸
出
品
だ
っ
た
和
紙
を
高
知
港
に

運
ん
だ
と
い
う
。１
９
２
４
年
に
は
、須
崎̶

高
知
間
に
高
知
線

（
現
・土
讃
線
）が
開
通
。同
年
、高
知
鉄
道（
現・と
さ
で
ん
交
通
）

の
後
免̶

手
結
間
が
開
通
し
、
そ
の
後
、
安
芸
ま
で
延
伸
し

１
９
７
４
年
ま
で
走
っ
て
い
た
。

　１
９
６
５
年
、
国
鉄
新
線
と
し
て
安
芸̶

田
野
間
が
着
手

さ
れ
た
も
の
の
国
鉄
の
財
政
難
で
ス
ト
ッ
プ。
２
０
０
２
年
、お

よ
そ
37
年
を
か
け
て
、
高
知
で
最
も
若
い
鉄
道「
ご
め
ん
・
な

は
り
線
」が
開
通
し
た
。
運
営
の
主
体
は
、県
や
沿
線
自
治
体

主
導
で
設
立
さ
れ
た「
土
佐
く
ろ
し
お
鉄
道
」に
引
き
継
が
れ
た
。

そ
し
て
現
代
へ

ごめん・なはり線活性化協議会提供

そ
し
て
現
代
へ

て
　い

5 4

　
１
９
５
１
年
、
土ど
さ
ん讃
線
の
終
着
駅
と
し
て
開

業
し
た
窪
川
駅
。
１
９
６
３
年
に
は
中
村
線
の

土
佐
佐
賀
駅
ま
で
が
開
通
し
、１
９
７
４
年
に

は
一
駅
先
の
若
井
駅
か
ら
愛
媛
県
宇
和
島
に

抜
け
る
予
土
線
が
つ
な
が
り
、
県
西
部
の
中

継
地
と
し
て
活
気
づ
い
た
。

　
標
高
約
220 m
の
高
南
台
地
に
あ
る
窪
川
は
、

古
く
か
ら
フ
ロ
ン
テ
�
ア
ス
ピ
リ
�
ト
の
あ

る
人
た
ち
が
新
田
開
発
に
尽
力
し
、
県
内
有

数
の
米
の
産
地
、
畜
産
の
盛
ん
な
地
域
で
あ

る
。

　
窪
川
で
生
ま
れ
育
っ
た
井
上
義
之
さ
ん（
41
）

の
案
内
で
、「
伝
説
」
が
残
る
町
を
歩
い
て
み

た
。

町
道
が
空
中
に
！

 

駅
前
に
デ
ー
ン
と
役
場
の
新

庁
舎
。
あ
れ
、
鉄
道
の
レ
ー
ル
ま
た

い
で
ま
す
よ
ね
!?

　
そ
う
な
ん
で
す
。
駅
の
西
と
東

に
庁
舎
が
あ
っ
て
、
歩
道
橋
で
渡

れ
ま
す
。
実
は
こ
れ
、
世
に
も
珍

し
い
空
中
の
町
道
な
ん
で
す
。
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
も
₂4
時
間
稼
働
し
て

い
て
、
い
つ
で
も
誰
で
も
通
れ
ま
す
。

　
窪
川
の
町
は
わ
り
と
コ
ン
パ
ク
ト

で
、
駅
前
か
ら
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
₂0
～

30
分
で
主
要
な
場
所
を
回
れ
る
ん
で
す
。

歩
道
橋
を
渡
っ
て
、
Ｊ
Ａ
の
直
販
所
「
み

ど
り
市
」
で
窪
川
の
産
品
を
探
す
の
も
楽

し
い
で
す
よ
。

エ
ン
コ
ウ
秘
伝
の
薬
伝
説

　
駅
前
の
通
り
に
あ
る
武
田
金
草
堂
は
800
年

窪
川
駅

　
霧
の
立
ち
こ
め
る
台
地
の
町

案
内
人

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

井
上 

義
之
さ
ん

案
内
人

案
内
人

案
内
人

案
内
人

案
内
人

案
内
人

案
内
人

案
内
人

案
内
人

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

四
万
十
手
仕
事
市
代
表

井
上
義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

義
之
さ
ん

Kubokawa

乗
り
鉄
、
撮
り
鉄
、
飲
み
鉄
…
…
。

鉄
道
の
楽
し
み
方
は
数
あ
れ
ど
、と
さ
ぶ
し
編
集
部
は
、

鉄
道
沿
線
を
ブ
ラ
ブ
ラ
す
る
「
ブ
ラ
鉄
」
を
提
案
。
通
称

「
く
ろ
鉄
」こ
と
、土
佐
く
ろ
し
お
鉄
道
四
万
十
く
ろ
し
お
ラ

イ
ン
の
駅
を
降
り
て
、
地
域
の
人
と
会
話
を
楽
し
み
な
が
ら

歩
い
て
み
る
と
、
ま
す
ま
す
鉄
道
の
旅
が
楽
し
く
な
る
。

特
集
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佐
賀
に
は
明
神
地
区
や
浜
町
地
区
、
城
山

の
下
に
は
会
所
地
区
が
あ
る
。
会
所
は
、
み

ん
な
が
集
ま
っ
て
会
を
開
く
「
集
会
所
」を
設

け
た
の
が
そ
の
名
の
由
来
と
か
。
確
か
御
奉

行
所
跡
の
碑
が
あ
る
辺
り
が
目
印
な
は
ず
。

 

カ
ラ
フ
ル
な
祠
も
あ
り
ま
す
ね
！

　
小
さ
い
祠
に
見
え
る
け
ど
、
お
盆
に
は
地

域
の
人
た
ち
が
お
祭
り
を
し
て

い
る
よ
。
豊
漁
や
海
上
の
安
全

を
願
う
漁
師
が
多
い
か
ら
、
佐

賀
に
は
祠
や
神
社
が
多
い
の
か

も
。

謎
の
※

ア
ン
ダ
ー
パ
ス

　
駅
の
反
対
側
も
お
も
し
ろ
い

で
す
よ
。
で
た
！
　
佐
賀
名
物

ア
ン
ダ
ー
パ
ス
。

 

そ
の
上
に
家
が
建
っ
て
る
！

　
こ
の
ト
ン
ネ
ル
、
子
ど
も
の
頃
は
も
っ
と

薄
暗
く
て
気
味
が
悪
か
っ
た
け
ど
、
な
ん
か

き
れ
い
に
な
っ
て
雰
囲
気
が
か
わ
っ
た
。
照

明
も
つ
い
て
明
る
い
し
。

 

あ
の
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
の
高
さ
、お
か
し
く
な

い
で
す
か
？　

電
柱
注
意
の
看
板
も
低
い
。

　
昔
は
こ
ん
な
高
さ
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
新
し

い
国
道
を
造
る
時
に
、
か
さ
上
げ
し
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
ー
。
国
道
と
言
え
ば
、
信
号
の
あ

た
り
が
水
神
坂
で
、
下
の
淵
が
見
下
ろ
せ
る
。

淵
は
青
く
て
、
薄
暗
く
て
、
ま
さ
に
カ
ッ
パ

7

土
佐
佐
賀
駅

　
鹿
島
様
と〝
カ
ツ
オ
神
社
〟

案
内
人

地
域
お
こ
し
協
力
隊

浜
岡 

満
さ
ん

Tosasaga

　
１
９
６
３
年
に
開
業
し
た
土
佐
佐
賀
駅
。
当

時
は
中
村
行
き
バ
ス
の
乗
り
換
え
駅
だ
っ
た

が
、
鉄
道
が
中
村
へ
延
伸
し
た
７
年
後
か
ら

は
無
人
駅
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
１
９
９
３

年
に
佐
賀
公
園
駅
、
２
０
０
３
年
に
は
海
の

王
迎
駅
の
新
し
い
駅
も
生
ま
れ
た
。
土
佐
佐

賀
か
ら
浮う

き
ぶ
ち鞭

ま
で
は
太
平
洋
が
広
が
る
爽
快

な
沿
線
と
な
っ
て
い
る
。

　
佐
賀
漁
港
は
今
も
全
国
近
海
カ
ツ
オ
一
本

釣
り
漁
船
漁
獲
高
第
１
位
を
更
新
し
続
け
る

第
83
佐
賀
明
神
丸
の
母
港
で
あ
り
、
カ
ツ
オ

漁
は
町
の
主
要
産
業
で
も
あ
る
。

　
佐
賀
出
身
で
か
つ
て
父
が
カ
ツ
オ
漁
師

だ
っ
た
と
い
う
浜
岡
満
さ
ん（
42
）の
案
内
で
、

カ
ツ
オ
の
町
を
歩
い
て
み
た
。

漁
師
と
鹿
島
様

 

鉄
道
や
国
道
か
ら
見
下
ろ
す
の
と
、
港
へ

下
り
て
見
る
の
と
で
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す

ね
。

※イ
ン
ス
タ
グ
ラ
マ
ー
も
喜
び
そ
う
。

　
佐
賀
の
名
所
と
い
え
ば
、
湾
内
に
浮
か
ぶ

小
さ
な
島
、鹿
島
。
島
の
中
央
に
は
「
鹿
島
様
」

が
祀
ら
れ
て
い
て
、
カ
ツ
オ
船
が
出
港
す
る

時
は
汽
笛
を
町
中
に
響
く
ほ
ど
大
き
く
鳴
ら

す
ん
で
す
。

　
佐
賀
は
遠
洋
漁
師
が
多
く
、
船
は
何
か
月

も
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
、
遠
洋
漁
師
の
妻
は

何
年
経
っ
て
も
新
婚
や
っ
て
言
う
て
た
な
ぁ
。

遊
び
場
だ
っ
た
塩
屋
の
浜

　
佐
賀
の
自
慢
の
ス
ポ
ッ
ト
、
塩
屋
の
浜
。

き
っ
と
昔
、
塩
を
作
っ
て
た
ん
だ
と
思
う
。

こ
の
浜
は
ほ
ん
と
昔
か
ら
海
水
浴
を
し
た
り
、

流
木
と
か
貝
殻
拾
い
を
し
た
り
し
て
遊
ん
で

い
て
、
浜
の
向
こ
う
に
見
え
る
丘
を
「
佐
賀

の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
ヘ
ッ
ド
」っ
て
呼
ん
で
た
。

　
あ
、
浜
に
川
が
で
き
て
る
。
岩
が
ご
つ
ご

つ
出
て
て
ジ
オ
ラ
マ
み
た
い
。

御
奉
行
さ
ん
が
住
ん
だ
町

　
ち
ょ
っ
と
町
を
歩
い
て
み
よ
う
か
ね
。

迷
い
込
み
そ
う
な
小
路
だ
ら
け
で
す
ね
。

　
昔
は
も
っ
と
入
り
組
ん
で
た
け
ど
、
路
が

広
く
な
っ
た
り
、
空
き
地
と
か
で
き
た
り
、

空
き
家
を
駐
車
場
に
し
た
り
、
な
ん
か
広
々

し
て
る
。

土佐佐賀のカツオ一本釣り漁の船（19〜200トン）は 19 隻あり、うち４隻が明神水産。
カツオ船団の漁師は年末年始を土佐佐賀で過ごすため、12月から1月の間、佐賀の港
に停泊する。運が良ければ、日本一のカツオ船を見ることができる。

※アンダーパス：道路の下をくぐる形の
立体交差のこと。

塩屋の浜会所地区にある祠と碑。

※インスタグラマー：Instagram で写真を発信する人

ス
ー
パ
ー
ヒ
ー

ロ
ー
に
頼
り
た
い

く
ら
い
苦
労
が
多
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
う
そ
う
、
お
寺
の

前
の
松

し
ょ
う
か
く鶴
堂
に
は
七
不

思
議
に
ま
つ
わ
る
和
菓

子
も
あ
っ
て
、
店
内
で
は

お
抹
茶
も
い
た
だ
け
ま
す
。
以

前
「
手
ぬ
ぐ
い
展
」
を
し
た
時
に
、

手
ぬ
ぐ
い
型
の
お
菓
子
を
発
案
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。

遍
路
の
お
か
げ
？

 

お
寺
の
周
り
を
歩
く
の
も
楽
し

そ
う
。

　
88
の
札
所
の
中
で
札
所
間
の
距
離
が
最
も

長
い
の
が
、
37
番
岩
本
寺
か
ら
38
番
金
剛
福

寺
で
、
約
94 km
。
泊
ま
る
お
遍
路
さ
ん
が
多
い

の
で
窪
川
が
栄
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

窪
川
は
幡
多
と
伊
予（
宇
和
島
）へ
の
分
岐
に

あ
る
在
郷
町
と
し
て
栄
え
、
そ
の
風
情
は
「
旧

都
築
邸
」
に
も
残
っ
て
い
ま
す
。

熊
本
城
を
守
っ
た
谷
干た
て
き城

伝
説

こ
ん
な
住
宅
街
に
石
碑
が
!?

　
谷
干
城
生
誕
の
地
で
す
。
西
南
戦
争
で
、

西
郷
軍
１
万
５
千
人
が
熊
本
城
を
包
囲
し
た

時
、
薩
兵
を
一
歩
も
城
内
に
入
れ
ず
、
50
余

日
の
籠

ろ
う
じ
ょ
う城

戦
に
耐
え
て
城
を
守
っ
た
と
い
う

話
で
す
。
今
も
熊
本
城
に
銅
像
が
あ
り
ま
す
。

確
か
、谷
秦じ

ん
ざ
ん山

の
子
孫
で
す
よ
ね
。
武
市
半

平
太
と
知
り
合
っ
て
尊
王
攘
夷
運
動
に
傾
倒

し
、坂
本
龍
馬
を
厚
く
尊
敬
し
て
い
た
と
か
。

　
龍
馬
が
暗
殺
さ

れ
た
時
、
真
っ
先

に
駆
け
つ
け
、
瀕

死
状
態
だ
っ
た
中

岡
慎
太
郎
か
ら
経

緯
を
聞
き
出
し
た

の
が
谷
干
城
。
生

涯
を
か
け
て
龍
馬

の
暗
殺
犯
を
追

い
、
戊
辰
戦
争
の
際
、
流な

が
れ
や
ま山
で
新
撰
組
局
長

の
近
藤
勇
を
捕
ら
え
、
斬
首
・
獄
門
刑
に
処

し
た
の
は
仇
討
ち
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

岩
本
寺
の
七
不
思
議

こ
こ
は
有
名
な
四
国
霊
場
37
番
札
所
、
岩

本
寺
で
す
ね
。

　
岩
本
寺
に
は
弘
法
大
師
に
ま
つ
わ
る
謎
が

７
つ
も
あ
る
ん
で
す
。
苦
し
ん
で
い
る
妊
婦

さ
ん
を
無
事
に
出
産
さ
せ
た
り
、
年
に
何
度

も
栗
を
食
べ
た
い
と
い
う
子
ど
も
の
願
い
を

叶
え
た
り
、
屋
敷
に
泥
棒
が
入
ら
な
い
よ
う

に
し
て
く
れ
た
り
…
…
。

弘
法
大
師
の
伝
説
っ
て
各
地
に
あ
り
ま
す

け
ど
、
７
つ
は
多
い
で
す
ね
。

　
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
解
決
し
て
く
れ
る

松鶴堂は、井上さんの友人でもある

松岡幹幸さんの和菓子が並ぶ。

旧都築邸は古民家カフェ半平として、カフェやイベ
ント会場として使われ、毎月第３日曜日はサンデー
マーケットも開催している。

6

の
歴
史
が
あ
る
と
も
言
わ
れ
、
今
も
「
エ
ン
コ

ウ
」
に
教
わ
っ
た
薬
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
古
い

秘
伝
書
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
打
撲
に
効

く
「
活か

っ
け
つ
と
う

血
湯
」
は
今
も
ち
ょ
く
ち
ょ
く
出
て

い
る
と
か
。

伝
説
の
薬
が
今
も
使
わ
れ
て
い

る
と
は
…
…
。

　
武
田
さ
ん
は
調
剤
さ
れ
た
薬
を

売
る
だ
け
で
な
く
、
自
社
で
調
剤

し
た
痛
み
ど
め
や
風
邪
薬
な
ど
を

販
売
し
て
い
ま
す
が
、
中
で
も
「
咳

ど
め
」
は
愛
用
者
も
多
い
ん
で
す
。

町
を
流
れ
る
水
路
の
秘
密

こ
の
道
、だ
ら
だ
ら
歩
く
に

※ぼ
っ

ち
り
で
す
ね
。
横
は
川
で
す
か
？　

　
吉
見
町
商
店
街
の
側
を
流
れ
る

琴
平
川
、
実
は
す
ご
い
ん
で
す
。
こ

れ
は
四
万
十
方
式
と
呼
ば
れ
る
浄

化
シ
ス
テ
ム
で
、
か
つ
て
は
ガ
ス

が
発
生
す
る
ほ
ど
ひ
ど
い
状
態
だ
っ
た
ん
で

す
が
、
こ
の
浄
化
槽
を
設
置
し
て
か
ら
、
匂

い
も
汚
れ
も
気
に
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

窪
川
は
田
ん
ぼ
が
多
い
か
ら
、
水
が
き
れ

い
な
の
は
い
い
で
す
ね
。

　
四
万
十
川
の
清
流
、
霧
の
発
生
、
昼
夜
の

寒
暖
の
差
な
ど
の
条
件
が
重
な
り
、
江
戸
時

代
か
ら
米
ど
こ
ろ
と
し
て
有
名
だ
っ
た
ん
で

す
。
酒
屋
も
９
軒
あ
っ
た

そ
う
で
す
。

自然循環型水処理システム：水田
の水浄化機能を手本に、本来自然
が持っている物質循環の仕組みを
活かした新しい水処理システム。
河床の下に何層かに分けて、木
炭や枯れ葉、石など自然素材を加
工した充填材を配置し、微生物に
よって水をきれいにしている。こ
のシステムは、四万十町内に 13 
基設置されている。

谷干城生誕地にある恵美須神社。

窪
川
駅
空
中
町
道

岩本寺

至 土佐佐賀駅

松鶴堂

武田
金草堂

旧都築邸

谷
干
城
生
誕
地

四万十方式

四万十町
役場

秘伝薬エンコウ物語：長井対馬守が、自分の馬を川
に引き込もうとしていたエンコウの腕を刀で切り落
とした。その夜、エンコウが現れ、腕を返してほし
いと泣いて頼むので、長井は腕を返す代わりに、手
をつなぐ秘伝を授かったということです。現在も「か
わづの薬」として活血湯を販売しています。

（武田金草堂　武田忠さん（69））

※ぼっちり：ちょうどよい
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市役所の駐車場にあるお地蔵さん太陽館

レトロな喫茶店の看板スーパー「てん」のなごり？京町通り

山
を
崩
し
て
で
き
た
役
場

　
今
は
四
万
十
市
で
す
が
、
１
８
８
９
年
に
中

村
が
発
足
、
１
９
５
４
年
に
中
村
市
に
な
り
ま

し
た
。
新
し
い
庁
舎
を
建
て
る
た
め
に
、
大

橋
通
に
隣
接
し
て
い
た
天
神
山
を
切
り
崩
し

た
と
聞
き
ま
し
た
。
山
に
祀
ら
れ
て
い
た
天

神
様
は
一
條
神
社
に
移
さ
れ
た
そ
う
で
、
役

所
の
駐
車
場
に
は
お
地
蔵
さ
ん
が
祀
ら
れ
て

い
る
ん
で
す
。

　
役
所
の
駐
車
場
を
下
り
て
い
く
と
、
太
陽

館
が
あ
り
ま
す
。
昔
は
中
村
に
４
軒
の
映
画

館
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
畳
の
席
も
あ
る

大
き
な
映
画
館
で
、
最
後
ま
で
あ
っ
た
の
が

こ
こ
。
中
学
生
の
頃
、
こ
こ
で
『
タ
イ
タ
ニ
ッ

ク
』
を
観
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。

念
願
の
ア
ー
ケ
ー
ド
完
成

　
大
正
時
代
に
は
、
天
神
橋
商
店
街
の
今
は

ロ
ー
ソ
ン
が
あ
る
辺
り
に
橋
が
あ
っ
て
、
深

い
溝
に
水
が
流
れ
て
い
た
そ
う
。
雨
水
と
汚

水
の
マ
ン
ホ
ー
ル
が
続
い
て
る
あ
た
り
か

な
。

天神橋商店街：私の父が子どもの頃、昭

和の初めは、ここに天神橋という橋が

あったというのが名前の由来です。天神

橋商店街の店主たちが資金を出しあって、

1969年に中村に初めてのアーケードが

できました。私たち息子世代が商店街に

戻ってから 1992年に開閉式に建て直し

て、アーケードも２代目です。

（「寝装の太田」の大田文雄さん（58））

　
今
あ
る
ガ
ス
屋
さ
ん
は
、
も
と
は
炭
屋
さ

ん
。
上
流
か
ら
運
ば
れ
た
木
炭
を
、
下
田
の

港
で
船
に
載
せ
て
大
阪
に
運
ん
で
い
ま
し
た
。

燃
料
が
薪
に
な
り
、
灯
油
や
ガ
ス
に
な
り
ま

し
た
が
、
今
も
燃
料
屋
さ
ん
は
下
田
か
ら
出

て
き
た
人
が
多
い
と
聞
き
ま
す
。

 

居
酒
屋
や
ス
ナ
ッ
ク
の
看
板
、
書
体

が
お
も
し
ろ
い
。
藤
色
の
カ
ラ
ー
が
目

立
ち
ま
す
ね
。

　
商
店
街
の
周
り
に
は
、
喫
茶
店
や
居
酒

屋
、
ス
ナ
ッ
ク
が
た
く
さ
ん
。
特
に
栄

さ
か
え
ま
ち町

商
店
街
の
９
割
ほ
ど
が
飲
食
店
で
、
北

海
道
の
す
す
き
の
に
匹
敵
す
る
と
い
う

人
も
い
ま
す
。

　郊
外
へ
広
が
る
新
し
い
町

　
ほ
と
ん
ど
畑
だ
っ
た
場
所
に
中
村
駅

が
開
業
し
て
、
駅
周
辺
が
に
ぎ
わ
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

中
村
駅

太陽館
大橋通

東下町 一条通

京町天神橋

市役所

百笑町

赤鉄橋

四
万
十
川

後
川

 

駅
前
の
幹
線
道
路
、
広
い

で
す
ね
。

　
昔
は
線
路
に
沿
っ
て
歩
い

て
駅
と
市
街
地
を
行
き
来
し

て
い
ま
し
た
。
昭
和
の
終
わ
り

頃
に
な
っ
て
中
村
ス
ー
パ
ー

が
百
貨
店
「
さ
つ
き
」
を
開
業

し
、
愛
媛
資
本
の
ス
ー
パ
ー

「
フ
ジ
」
も
参
入
。
四
万
十
川

河
口
側
に
宿
毛
に
通
じ
る
橋

が
渡
り
、「
右う

や
ま山

」に
店
や
ホ
テ

ル
な
ど
が
で
き
ま
し
た
。
対

岸
の「
具ぐ

ど
う同
」に
は
、マ
ク
ド
ナ

ル
ド
や
ツ
タ
ヤ
、
ユ
ニ
ク
ロ
な

ど
、
全
国
区
の
チ
ェ
ー
ン
店

が
進
出
し
ま
し
た
。
２
０
０
９

年
に
中
村
宿
毛
道
路
が
開
通

し
、「
古こ

つ

か

津
賀
」
に
商
業
施
設

が
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

 

変
化
は
あ
る
け
ど
、
町
の

カ
ラ
ー
を
し
っ
か
り
感
じ
ま

す
。

2011 年に実施された四万十市

商工業調査（中村商工会議所調

べ）によると、四万十市の飲食

業の 44.5％がバーや居酒屋など

夜間営業する飲食店。四万十市

全事業者の 7.7％に相当し、経

済センサス（2009年基礎調査）

のキャバレー、バー、ナイトク

ラブの全国平均（4.4％）と比べ

てもかなり多い。

中村駅

中
村
駅

　
時
代
と
共
に
変
わ
る
商
人
の
町

案
内
人

イ
チ
ジ
ク
キ
カ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー

寺
尾 

光
加
さ
ん

Nakamura

　
１
９
７
０
年
に
開
業
し
て
か
ら
宿
毛
駅
が
で

き
る
ま
で
の
30
年
近
く
、
高
知
の
西
の
終
着

駅
だ
っ
た
中
村
駅
。
開
業
当
時
は
古
い
Ｓ
Ｌ

を
利
用
し
た
ホ
テ
ル
も
で
き
、
駅
前
の
開
発

が
相
次
い
で
行
わ
れ
た
。

　「
土
佐
の
小
京
都
」
と
呼
ば
れ
独
特
の
「
幡

多
文
化
」
が
根
付
い
て
き
た
中
村
の
町
は
、
通

り
や
商
店
街
に
そ
の
カ
ラ
ー
を
残
し
て
い
る
。

　
中
村
で
生
ま
れ
青
春
時
代
を
過
ご
し
た
寺
尾

光
加
さ
ん（
32
）
の
案
内
で
町
を
歩
い
て
み
た
。

大
正
時
代
に
で
き
た
赤
鉄
橋

　
私
が
生
ま
れ
育
っ
た
大
橋
通
一
丁
目
。
橋

が
か
か
っ
た
大
正
時
代
か
ら
、
こ
こ
は
橋
へ

と
続
く
通
り
で
、
中
村
の
シ
ン
ボ
ル
・
赤
鉄

橋
の
た
も
と
で
す
。
100
歳
に
な
る
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
に
聞
く
と
、
こ
こ
は
埋
め
立
て
地
で
、
か

つ
て
は
「
築つ

い
ぢ地
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
堤

防
と
道
路
が
で
き
た
の
は
ず
っ
と
後
で
す
。

去
年
、
こ
の
堤
防
で
花
火
を
見
ま
し
た
よ
。

　
四
万
十
川
の
上
流
の
集
落
か
ら
筏

い
か
だ
に
載
せ

て
木
や
炭
を
運
ん
で
い
た
時
代
は
、
そ
の
木

炭
な
ど
を
買
う
代
わ
り
に
食
料
品
や
日
用
品

を
売
っ
て
た
ん
で
し
ょ
う
。
今
堤
防
が
あ
る

辺
り
に
、
昔
は
茶
屋
や
雑
貨
屋
、
材
木
屋
に
宿

屋
、
川
沿
い
に
お
店
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と

聞
き
ま
し
た
。
大
橋
通
北
の
、
百ど

う
め
き笑

町
に
は

船
着
き
場
が
あ
っ
た
と
か
。

 

今
は
住
宅
街
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

他
に
思
い
出
の
場
所
は
あ
り
ま
す
か
？

　
小
学
校
の
通
学
路
だ
っ
た
京
町
は
、
醤
油

屋
さ
ん
や
染
物
屋
さ
ん
が
あ
る
職
人
の
町
。

一
条
通
は
、
お
魚
屋
さ
ん
や
お
肉
屋
さ
ん
、
和

菓
子
屋
さ
ん
に
花
屋
さ
ん
な
ど
も
あ
る
町
の

台
所
。
天
神
橋
は
、
お
も
ち
ゃ
屋
さ
ん
や
本
屋

さ
ん
、
夏
は
土
曜
夜
市
も
や
っ
て
る
子
ど
も
た

ち
の
わ
く
わ
く
ゾ
ー
ン
。
中
高
生
向
け
の
セ
レ

ク
ト
シ
ョ
ッ
プ
や
、
叔
母
の
画
廊
も
あ
っ
た

の
で
、
学
校
帰
り
に
よ
く
遊
び
に
行
き
ま
し

た
。

　
一
條
神
社
の
下
に
は「
て
ん
」
と
い
う
ス
ー

パ
ー
が
あ
っ
て
、
よ
く
お
菓
子
を
買
い
に
行
っ

た
な
ぁ
。
あ
ら
ゆ
る
町
に
つ
な
が
る
大
橋
通

は
、
人
が
動
く
動
脈
み
た
い
な
通
り
か
な
。

が
棲
ん
で
い
そ
う
な
雰
囲
気
。

　
そ
う
い
え
ば
、佐
賀
の
民
話
に
「
エ
ン
コ
ウ
」

が
あ
る
。
夏
は
カ
ッ
パ
で
秋
は
天
狗
に
な
る

と
い
う
リ
バ
ー
シ
ブ
ル
説
も
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
。
カ
ッ
パ
伝
説
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
カ

ワ
ウ
ソ
の
目
撃
情
報
が
あ
っ
て
、
そ
の
先
の

天満宮：さすが、カツオの
町の神社。中にはカツオの
絵や鹿島さんの絵などが飾
られている。
毎年 GW には天満宮の前を
流れる伊与木川で、鯉のぼ
りならぬ「カツオのぼり」
の川渡しが楽しめる。

伊い

よ

き
与
木
川
も
よ
く
目
撃
さ
れ
て
た
。

ま
る
で
カ
ツ
オ
神
社
？

 

あ
、
神
社
だ
。
境
内
に
プ
ロ
ペ
ラ

が
！　

本
物
？　

レ
プ
リ
カ
？　
　

　
こ
こ
は「
天
満
宮
」
。
看
板
に
は
蘇そ

が我

神
社
と
も
書
い
て
あ
る
ね
。
プ
ロ
ペ
ラ
は
、

明
神
水
産
が
奉
納
し
た
っ

て
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

カ
ツ
オ
船
の
じ
ゃ
な
い
か

な
。
秋
の
祭
り
に
は
こ
こ
か

ら
御お

み
こ
し

神
輿
が
出
て
、
港
ま
で
練
り
歩
き
、
カ

ツ
オ
船
団
で
鹿
島
ま
で
運
ば
れ
る
。
手ち

ょ
う
ず
や

水
舎

に
あ
る
お
清
め
の
塩
は
地
元
の
天
日
塩
で

し
ょ
う
。

土佐佐賀駅

塩屋の浜

鹿島

天満宮

会所地区

山城

港

水
神
坂

伊
与
木
川

至 中村駅
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の
小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
ま
で
広
い
邸
宅
で
し

た
。
そ
の
向
か
い
に
は
、
竹
内
綱
・
明
太
郎
・

吉
田
茂
の
家
が
あ
り
ま
し
た
。
文
教
セ
ン
タ
ー

を
挟
ん
で
南
は
広ひ

ろ
こ
う
じ

小
路
と
呼
ば
れ
、
道
幅
が

広
く
な
っ
て
い
ま
す
。
戦

い
く
さ
が
あ
っ
た
時
は
こ

こ
で
敵
を
待
ち
受
け
た
よ
う
で
す
。
こ
の
北

に
は
小
野
氏
邸
が
、
南
に
は
林
有
造
・
譲
治

邸
が
あ
り
ま
し
た
。

お
向
か
い
さ
ん
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　
小
野
氏
邸
跡
の
隣
に
は
、
政
務
を
行
っ
て

い
た
会
所
（
現
・
文
教
セ
ン
タ
ー
）
の
中
に
宿

毛
で
初
め
て
の
郷
学
校
・
講こ

う
じ
ゅ
か
ん

授
館
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
ま
で
勉
強
す
る
と
こ
ろ
と
言
え

ば
寺
子
屋
で
し
た
が
、
講
授
役
に
庶
民
か
ら

柄
。
桜
は
宿
毛
の
シ
ン
ボ
ル
で
、
桜
町
と
い

う
町
も
あ
り
ま
す
。

　
毎
年
秋
に
花
火
が
打
ち

上
が
る
宿
毛
祭
り
は
、
商

店
街
も
に
ぎ
わ
い
ま
す
。

小
学
生
の
頃
、
お
祭
り
の

時
に
水
路
に
鯉
が
い
る
の
を

発
見
し
て
、
水
路
を
た
ど
っ
て
町
を
歩
い
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
堤
防
に
は
今
も
当
時

の
河こ

う
ど戸
樋ひ
か
ん管
が
残
っ
て
い
ま
す
。

 

河
戸
樋
管
の
漢
字
は
右
か
ら
流
れ
て
い

て
、
字
体
も
独
特
で
す
ね
。

　
堤
防
の
反
対
側
に
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

宿
毛
の
町
が
栄
え
た
の
は
山
内
氏
の
入
国
以

後
で
、
土
佐
藩
奉
行
の
野
中
兼
山
が
松
田
川

に
堰せ

き

を
造
り
、
町
に
水
路
を

掘
り
、
人
び
と
が
暮
ら
し
や

す
い
よ
う
に
整
備
し
ま
し
た
。

兼
山
は
高
知
県
の
各
地
で
こ

う
い
っ
た
公
共
工
事
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
反
感
を
買
っ

て
し
ま
い
、
死
後
子
ど
も
た

ち
８
人
は
宿
毛
に
幽ゆ

う
へ
い閉

さ
れ

て
い
た
ん
で
す
。
河
戸
堰
は

２
０
０
４
年
に
改
修
さ

れ
て
、
近
代
的
な
可
動

堰
に
な
り
ま
し
た
。
で

も
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
古

い
石
積
み
が
残
っ
て
い

る
の
を
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

学
び
の
パ
ワ
ー

　
宿
毛
城
跡
の
下
は
元

領
主
の
伊
賀
邸
跡
。
今

は
宿
毛
保
育
園
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
隣

清宝寺の歴史：宝永 4 年 11月4日（1707年）の大地震で
宿毛は全滅。当寺の古い記録は津波で流され流失しました。
後藤聞行（もんぎょう）が豊後より入寺して布教に尽くし、
明治17 年（1884 年）小野義真が本堂、林有造が山門を一
建立寄進して、現在のような立派な寺院になりました。境
内には小野梓先生の記念碑があります。（清宝寺住職・清
家允さん（72））

河戸樋管につながる水路

河戸樋管

東宿毛駅至 宿毛駅

はし拳
発祥の地

小野梓記念公園

小野梓生誕地

清宝寺

宿毛城跡

松
田
川

日新館跡

竹内綱邸跡

伊賀邸跡

小野氏邸跡

林有造邸文館跡

講授館講授館跡

真丁商店街

河戸堰跡

三
宅
大
蔵
が
登
用
さ
れ
る
な
ど
、
多
く
の
人
々

が
受
講
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
後
は
、
文
館
、
日
新
館
と
、
場
所
と

名
前
を
変
え
て
学
び
舎
は
存
続
し
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
場
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
学
識
を

得
た
人
々
が
明
治
維
新
後
、
中
央
政
界
や
実

業
界
で
活
躍
で
き
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

講授館跡 林有造邸

宿毛城跡に続く階段

宿毛旧市街地図（宿毛歴史館所蔵）

真丁商店街：ここは宿毛で一番の商店街でし

た。昔は秋祭りに人波が押し寄せ、肩がぶつ
かりあうほどにぎわっていました。40年ほど
前にアーケードができ、一時は、１坪 100万円
と地価も高騰するほどでした。昭和の終わり
をピークにだんだんと店も住む人も少なくな
り、アーケードも老朽化したため、一昨年、
取り壊して新しい街灯をつけました。（浜田陸
紀さん（74））

小野梓らは戊辰戦争に宿毛機
きせいたい

勢隊として勝利した官軍側として参加した
ため、その後の明治政府においてたくさんの人が登用されました。しか
し、梓はその位を捨てて、東洋館書店という出版社を創立。35 歳で亡く
なると同郷の坂本嘉治馬がその遺志を引き継ぎ、冨山房という出版社を
立ち上げました。『大日本地名辞書』や『大日本国語辞典』などを世に出
し、宿毛には「坂本図書館」を造りました。

町庄屋跡

はし拳発祥の地

小野梓記念公園

　
毎
年
７
月
の
終
わ
り
の
市
民
祭
で
地
区
ご

と
に
提
灯
台
を
出
す
ん
で
す
が
、「
う
ち
の
地

区
が
一
番
」
っ
て
い
う
プ
ラ
イ
ド
を
感
じ
ま

す
。
私
た
ち
大
橋
通
は
生
バ
ン
ド
が
売
り
で
、

フ
ジ
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ス
に
出
演
経
験
の
あ
る
若

い
人
た
ち
が
「
提
灯
台
の
唄
」
を
演
奏
し
て
、

お
祭
り
を
盛
り
上
げ
る
ん
で
す
。
提
灯
台
の

パ
レ
ー
ド
は
夏
の
始
ま
り
の
合
図
で
す
。
　
　
　
　

　
２
０
１
３
年
、
中
村
の
町
を
舞
台
に
し
た

ド
ラ
マ『
遅
咲
き
の
ヒ
マ
ワ
リ
』
が
放
映
さ

れ
、
観
光
客
が
ど
っ
と
詰
め
か
け
る
「
四
万
十

フ
ィ
ー
バ
ー
」
が
お
こ
り
ま
し
た
。
当
時
、
天

神
橋
に
は
空
き
店
舗
が
目
立
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
事
業
も
ス
タ
ー

ト
し
、
今
で
は
11
店
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
開
き
ま

し
た
。
楽
器
店
、
自
転
車
店
、
ミ
シ
ン
店
な
ど
、

若
い
経
営
者
の
店
も
増
え
、
に
ぎ
わ
い
を
取

り
戻
し
て
き
て
い
ま
す
。

東
宿
毛
駅

　
偉
人
を
数
多
く
輩
出
し
た
港
町

案
内
人

宿
毛
歴
史
館

伊
與
田 

笑
加
さ
ん

H i g a s h i
s u k u m o

　
高
知
県
最
西
端
の
町
、
宿
毛
市
。
古
代
の

人
は
枯
れ
た
葦あ

し

を
「
す
く
も
」
と
呼
ん
だ
と
い

う
が
、
宿
毛
は
葦
が
生
い
茂
る
湿
原
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
宿
毛
は
陸
上
移
動
の
困
難
さ

か
ら
、
海
運
が
発
達
し
た
。
高
知
市
か
ら
約

150 

km
離
れ
た
宿
毛
に
鉄
道
が
通
じ
た
の
は
、
わ

ず
か
20
年
前
の
こ
と
。

　
そ
ん
な
宿
毛
の
町
で
生
ま
れ
育
っ
た
伊い

よ

た

與
田

笑え
み
か加

さ
ん
（
19
）
の
案
内
で
、
宿
毛
の
町
を
つ

く
っ
て
き
た
人
々
の
パ
ワ
ー
の
源
を
た
ど
っ

て
歩
い
て
み
た
。

商
人
の
パ
ワ
ー

 

東
宿
毛
駅
で
降
り
て
、
町
の
中
心
街
は
北

の
方
角
で
す
か
？

　
宿
毛
は
武
士
の
町
で
、
宿
毛
城
跡
の
下
に

は
武
家
屋
敷
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

外
側
に
町
庄
屋
が
で
き
、
商
人
の
町
が
で
き

て
い
き
ま
し
た
。
こ
こ
が
真

し
ん
ち
ょ
う丁
商
店
街
で
す
。

　
こ
の
商
店
街
の
中
ほ
ど
の
町
庄
屋
跡
の
隣

は
大だ

い
こ
く
や

黒
屋
で
、“
は
し
拳
”
発
祥
の
地
。
九
州

の
船
頭
か
ら
伝
わ
っ
た
“
薩
摩
拳
”
を
元
に
、

箸
だ
け
で
な
く
石
こ
ろ
な
ん
か
も
掴
ん
で
、

そ
の
数
を
当
て
て
い
た
そ
う
で
す
。

 

だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
居
酒
屋
が
多
い
で

す
ね
。
あ
、
少
し
開
け
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
こ
こ
は
、
小
野
梓

あ
ず
さ

記
念
公
園
で
す
。
小
野
梓

は
大
隈
重
信
と
と
も
に
早
稲
田
大
学
創
立
に

奔
走
し
た
人
物
で
、
小
学
生
に
も
人
気
な
ん

で
す
。
こ
の
公
園
は
最
近
整
備
さ
れ
た
ん
で

す
が
、
今
も
時
々
、
早
稲
田
大
学
の
学
生
さ

ん
た
ち
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　
吉
田
茂
の
兄
で
、
小
松
製
作
所
を
創
業
し

た
竹
内
明
太
郎
も
、
早
稲
田
大
学
理
工
学
部

の
設
立
に
多
額
の
寄
付
を
し
た
人
物
と
し
て

記
念
公
園
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
父
・
綱

と
と
も
に
高
知
工
業
高
校
も
創
立
し
ま
し
た
。

　
小
野
梓
生
誕
地
の
近
く
の
清せ

い
ほ
う
じ

宝
寺
に
は
、

慕
う
人
た
ち
が
建
て
た
碑
が
あ
り
ま
す
。

ま
ち
づ
く
り
の
パ
ワ
ー

 

旧
バ
ス
セ
ン
タ
ー
の
角
の
交
差
点
辺
り
は
、

水
路
の
蓋ふ

た

が
目
立
ち
ま
す
ね
。

　
商
店
街
の
ひ
と
つ
北
は
か
つ
て
水
道
町
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
マ
ン
ホ
ー
ル
は
桜
の



とさぶし

2017年4月8日（土）
出発、進行！

http://tosabushi.com
乗車券の金額や申し込み方法は、とさぶしWEBで随時発表していきます。

2017年春、土佐くろしお鉄道四万十くろしおラインに
「とさぶし列車」が走ります。

窪川駅から宿毛駅までの
特別列車「とさぶし列車」が運行

当日の朝、東京や大阪を出ても間に合うスケジュールを組んでいます。

ぜひお誘い合わせの上、ご参加ください。

く
ろ
鉄
沿
線
の
お
い
し
い
食
べ
物
と
お
酒
が
満
載
の

　
　
　「
列
車
で
お
き
ゃ
く
」
！

「
と
さ
ぶ
し
」に
登
場
し
た〝
あ
の
人
〞も
乗
車
!?

町
の
案
内
人
と
駅
前
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く

　
　ミ
ニ
ツ
ア
ー
も
開
催
！

窪
川
駅
、
中
村
駅
、
宿
毛
駅
な
ど

主
要
駅
に
は
テ
ン
ト
が
立
ち
、

「
と
さ
ぶ
し
」
に
登
場
し
た
人
た
ち
が
、

食
べ
物
や
お
酒
を
販
売
し
ま
す
。

１日限
りの

13 12

vol.17

立
田
グ
ル
ー
プ（
立
田
回
漕
店
／
若
宮
汽
船
）

立
田 

昌
敬
さ
ん

人
、物
を
乗
せ
、

物
流
を
支
え
て
き
た
海
の
路
。

海
に
開
け
た
高
知
か
ら
、

未
来
の
海
運
を
描
い
て
い
く
。

港
の
向
こ
う
に

世
界
を
望
む

港
の
向
こ
う
に

世
界
を
望
む
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否
か
、長
男
と
し
て
の
責
任
を
感
じ
つ
つ
、

静
岡
県
で
手
広
く
物
流
事
業
を
手
が
け
る

鈴
与
株
式
会
社
か
ら
内
定
を
も
ら
い
、
清

水
港
の
港
湾
事
業
部
に
配
属
さ
れ
た
。

　
港
か
ら
世
界
が
見
え
る

　
清
水
港
に
は
ひ
っ
き
り
な
し
に
海
外
か

ら
の
外
航
船
が
や
っ
て
く
る
。
船
会
社
と

船
員
た
ち
、
港
で
荷
降
ろ
し
を
す
る
作
業

会
社
と
作
業
員
た
ち
の
間
に
立
ち
、
入
港

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、積
み
降
ろ
し
プ
ラ
ン
、

倉
庫
の
管
理
な
ど
、
全
て
の
指
揮
を
と
る

の
が「
フ
ォ
ア
マ
ン
」。
い
わ
ば
港
の
現
場

監
督
の
仕
事
を
、
立
田
さ
ん
は
先
輩
た
ち

か
ら
叩
き
込
ま
れ
た
。

　
翌
年
、
ス
ズ
キ
自
動
車
の
主
要
工
場
が

あ
る
御お
ま
え
ざ
き

前
崎
港
に
異
動
。
港
か
ら
は
月
に

2
万
台
の
自
動
車
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
北

米
、
中
東
な
ど
海
外
に
輸
出
し
て
い
て
、

正
月
も
帰
省
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。

　
２
０
０
８
年
9
月
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
を
き
っ
か
け
に
需
要
が
冷
え
込
み
、
輸

出
産
業
は
大
赤
字
。
御
前
崎
か
ら
輸
出
さ

れ
る
自
動
車
も
あ
っ
と
い
う
間
に
４
千
台

ま
で
落
ち
込
ん
だ
。「
こ
れ
だ
け
左
右
さ

れ
る
の
か
…
…
」。
ゆ
っ
く
り
輸
出
が
回

復
し
て
い
た
さ
中
、
今
度
は
東
日
本
大
震

災
が
起
こ
っ
た
。
ス
ズ
キ
の
工
場
は
浜
岡

原
発
の
５
㎞
圏
内
。
生
産
が
海
外
工
場
に

移
さ
れ
、
港
か
ら
輸
出
さ
れ
る
自
動
車
は

８
千
台
ほ
ど
に
落
ち
た
。

揮
次
第
で
ど
う
に
で
も
な
る
」。
責
任
と

お
も
し
ろ
さ
、
そ
の
両
方
を
噛
み
し
め
た
。

　
あ
っ
と
い
う
間
に
卒
業
が
近
づ
き
同
級

生
は
就
職
活
動
を
始
め
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、自
分
は
進
路
を
決
め
き
れ
な
い
。

そ
ん
な
時
、
父
に
勧
め
ら
れ
、
１
年
休
学

し
て
イ
ギ
リ
ス
に
語
学
留
学
。「
英
語
は

習
得
で
き
た
け
ど
、
港
の
仕
事
を
や
っ
て

い
け
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
」。
不
安
な
ま

ま
の
帰
国
だ
っ
た
。
家
業
を
継
ぐ
べ
き
か

立田さんがドローンで撮影した石灰石専用船の美祢丸（左）。
船の上部の蓋を開けると、１万トンの石灰石が積み込める。

セメント専用船の立昌丸（右上）。鋼材専用船（Ro-Ro船）のJET TOKYO BAY
（右下）は鋼材を積んだトラックごと積み込める仕様。

　
フ
ォ
ア
マ
ン
に
な
っ
て
６
年
が
経
っ

た
。
作
業
員
の
手
配
や
積
み
降
ろ
し
の
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ
な
ど
を
任
さ
れ
、
社
外
の
人

た
ち
と
の
関
わ
り
も
増
え
た
。
物
流
や
業

界
に
理
解
が
深
ま
り
、
仕
事
に
自
信
と
誇

り
も
芽
生
え
始
め
た
。

　
慌
た
だ
し
く
一
日
が
過
ぎ
、
夕
暮
れ
の

港
に
船
の
エ
ン
ジ
ン
音
が
響
い
て
い
る
。

故
郷
の
宿
毛
の
港
と
重
な
っ
た
。「
帰
る

な
ら
今
し
か
な
い
」。

　
船
の
特
徴
を
最
大
限
活
か
す

　
２
０
１
３
年
6
月
、
立
田
さ
ん
の
姿
は

宿
毛
港
に
あ
っ
た
。
港
に
着
く
船
の
貨
物

の
積
み
降
ろ
し
や
ク
レ
ー
ン
の
貸
し
出
し

を
行
う
立
田
回
漕
店
で
は
港
湾
業
務
、
船

員
を
雇
っ
て
船
で
貨
物
を
運
ぶ
若
宮
汽
船

宿毛市大島からの眺め

　
西
の
海
に
沈
む
夕
日
。
港
に
は
船
の
エ

ン
ジ
ン
音
が
響
い
て
い
る
。「
幼
い
頃
か

ら
、
船
は
兄
弟
の
よ
う
な
存
在
」と
立た
て
だ田

昌ま
さ
の
り敬

さ
ん（
34
）。坂
本
龍
馬
の「
海
援
隊
」、

岩
崎
彌
太
郎
の「
九
十
九
商
会
」、
大
き
く

な
っ
て
か
ら
、
高
知
出
身
の
先
人
が
世
界

へ
漕
ぎ
だ
し
た
歴
史
を
知
る
と
、
胸
が
高

鳴
っ
た
。

　
港
の
総
合
代
理
店

　
高
知
県
の
西
の
玄
関
・
宿す
く
も毛
。
港
の
あ

る
片
島
地
区
は
、も
と
は
無
人
島
だ
っ
た
。

「
宿
毛
の
発
展
は
片
島
に
外
港
を
造
る
こ

と
に
あ
る
」と
、
廃
藩
置
県
後
初
代
知
事

を
務
め
た
林
有
造
ら
が
宿
毛—

片
島
間
に

堤
を
造
り
、
同
時
に
道
路
と
し
て
利
用
す

る
工
事
を
行
い
、
１
８
８
７
年
に
中
心
部

と
結
ば
れ
た
。

　
立
田
回
漕
店
は
、
曾
祖
父
・
義
衞
さ
ん

が
１
９
２
４
年
、
前
身
で
あ
る
宿
毛
桟
橋

株
式
会
社
を
創
業
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。

業
務
は
港
湾
運
送
業
で
、
大
阪
か
ら
豊
後

水
道
、
宇
和
島
沖
を
通
っ
て
日
用
雑
貨
な

ど
を
積
ん
だ
定
期
船
が
港
に
着
く
と
、
自

社
の
桟
橋
か
ら
貨
物
を
受
け
取
り
、
倉
庫

で
保
管
し
、
地
域
に
配
送
し
た
。
空
に

な
っ
た
船
に
は
木
炭
を
詰
め
た
俵
を
積
み

込
み
、
阪
神
方
面
の
消
費
地
に
運
ん
だ
。

　
戦
後
は
、
パ
ル
プ
材
用
の
原
木
が
主
流

に
な
り
、祖
父・敬
二
さ
ん
が
社
長
に
な
っ

た
１
９
５
１
年
頃
か
ら
は
セ
メ
ン
ト
の
輸

送
も
増
え
た
。
多
く
の
船
が
道
路
や
ダ
ム

な
ど
工
事
が
あ
る
度
に
セ
メ
ン
ト
の
粉
を

樽
に
入
れ
、
周
辺
の
港
に
運
ぶ
。
し
ば
ら

く
す
る
と
船
に
材
を
そ
の
ま
ま〝
ば
ら
積

み
〟し
て
運
ぶ
こ
と
が
増
え
、
最
盛
期
は

１
日
に
何
十
隻
と
い
う
専
用
の
機き
は
ん
せ
ん

帆
船
が

大
阪
周
辺
に
行
き
来
し
て
い
た
。

　
木
炭
は
石
油
へ
、
木
材
は
外
材
へ
、
日

本
の
基
幹
産
業
が
変
化
す
る
一
方
、
道
路

事
情
が
改
善
さ
れ
る
と
、
内
航
海
運
は
陰

り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
１
９
７
４

年
、
宿
毛
の
船
会
社
と
合
同
で「
若
宮
汽

船
」を
創
業
。
船
と
船
員
を
所
有
し
、
内

航
船せ
ん
ぱ
く
か
し
わ
た
し

舶
貸
渡
業
と
し
て
大
手
メ
ー
カ
ー

か
ら
国
内
輸
送
の
請
け
負
い
を
始
め
た
。

や
が
て
立
田
グ
ル
ー
プ
と
し
て
港
と
船
の

両
方
を
動
か
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　
故
郷
を
離
れ
て

　
立
田
昌
敬
さ
ん
は
、
5
人
き
ょ
う
だ
い

の
長
男
。
お
っ
と
り
し
た
性
格
で
、
小
学

校
の
テ
ス
ト
の
時
、
一
問
一
問
検
算
し
な

が
ら
じ
っ
く
り
解
い
て
時
間
切
れ
に
な
る

こ
と
も
。
塾
の
先
生
に
は「
ナ
メ
ク
ジ
に

ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
よ
う
だ
」と
形
容
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

　
高
知
市
内
の
私
立
中
学
に
進
学
し
、
親

元
を
離
れ
て
寮
生
活
を
送
っ
た
。
中
学
3

年
生
の
秋
、
誘
わ
れ
る
ま
ま
入
っ
た
コ
ー

ラ
ス
部
で
、
２
つ
上
の
先
輩
に
出
会
っ
た
。

「
歌
が
う
ま
く
て
、
仲
間
づ
き
あ
い
や
目
上

の
人
へ
の
礼
儀
を
教
え
て
く
れ
る
」。
憧

れ
の
先
輩
や
仲
間
た
ち
と
合
唱
に
熱
中
す

る
日
々
。
合
唱
曲
の「
鴎か
も
め」や「

方は
こ
ぶ
ね舟

」、
指

揮
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
の

声
が
重
な
る
。
何
度
も
練
習
を
繰
り
返
し
、

高
校
３
年
生
で
出
場
し
た
四
国
大
会
で
は

金
賞
に
輝
い
た
。
進
学
し
た
岡
山
大
学
で

は
、
指
揮
者
も
経
験
。「
み
ん
な
の
声
を

よ
く
聴
い
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
役
。
指

1960年代、宿毛の桟橋には大阪からの貨
かきゃくせん

客船が着いていた。

祖父・敬二さん（後列）と父・雅弘さん（前列右）。



二度見
必至の

土佐物
産

とさぶし編集部が取材の合間に見つけた「オツなお土産」を紹介します。

記念すべき第１回は、駅前でみつけた「ゆる土産」です。

「きたきた、THEゆるキャラ！　この表情、たまらんちや」
「実はこれ、商標登録されてネットニュースにもなったがよ。
オリジナル切手もｗ」
「早く、みうらじゅんに発掘してもらいたい」

森珊瑚
の

サンゴ
くん

シリー
ズ　

ごめん
・なは

り線キ
ャラの

シルエ
ット手

ぬぐい

価格：キーホルダー1個／650円（税込）

購入：物産館サンリバー四万十

No.1 
エントリー

No.2 
エントリー

価格：700 円（税込）　購入：田野駅屋

「
帽
子
が
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
し
ん
じ
ょ
う
君
が
、

帽
子
に
な
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
」

「
ツ
バ
も
メッ
シ
ュ
部
分
も
し
ん
じ
ょ
う
君
カ
ラ
ー
で
、

ち
ゃ
ん
と
耳
も
つ
い
て
る
！
」

「
こ
れ
を
か
ぶ
れ
ば
、

あ
な
た
も
日
本
一
の
し
ん
じ
ょ
う
君
」

し
んじ
ょう君の帽

子す

さ
き
すき
キャ
ラ

価
格：1,565円（税込）　購入：須崎駅前かわらばん まっことまっこと

ごめん
・なは

り線キ
ャラの

シルエ
ット手

ぬぐい

価格：700 円（税込） 購入：田野駅屋

「
帽
子
が
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
し
ん
じ
ょ
う
君
が
、

「
ツ
バ
も
メッ
シ
ュ
部
分
も
し
ん
じ
ょ
う
君
カ
ラ
ー
で
、

価
格：1,565円（税込） 購入：須崎駅前かわらばん まっことまっこと

「
最
近
、
お
土
産
コ
ー
ナ
ー
に
よ
く
あ
る
手
ぬ
ぐ
い
で
す
ね
」

「
こ
ち
ら
は
、
や
な
せ
た
か
し
先
生
作
の

ご
め
ん
・
な
は
り
線
の
全
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
、

横
顔
と
シ
ル
エッ
ト
が
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

当
て
っ
こ
し
て
も
楽
し
い
か
と
」

「
シ
ル
エ
ッ
ト
で
キ
ャ
ラ
当
て
、

結
構
難
易
度
が
高
く
な
い
で
す
か
？
」

No.3 
エントリー

1617

で
は
働
く
船
員
の
ケ
ア
や
船
員
の
採
用
を

担
当
。「
規
模
は
違
え
ど
同
じ
海
の
仕
事
。

す
ん
な
り
入
れ
た
」。

　
若
宮
汽
船
は
、
石
灰
石
専
用
船
１
隻
、

セ
メ
ン
ト
専
用
船
２
隻
、
鋼
材
専
用
船
１

隻
を
所
有
し
て
い
る
。
石
灰
石
専
用
船
は

国
内
で
₁₂
隻
し
か
な
い
１
万
ト
ン
積
。
宇

部
、
北
九
州
、
須
崎
、
高
知
、
北
海
道
な

ど
の
産
地
か
ら
関
東
の
工
場
地
帯
へ
輸
送

す
る
。「
一
般
貨
物
に
比
べ
て
、
石
灰
石

や
セ
メ
ン
ト
、
鋼
材
は
不
況
に
強
い
ん
で

す
。
景
気
が
よ
け
れ
ば
民
間
が
建
物
に
投

資
す
る
し
、
景
気
が
悪
く
な
れ
ば
公
共
工

事
が
増
え
る
」。
不
況
に
強
く
、
安
定
が

望
め
る
事
業
に
、
祖
父
や
父
ら
が
徐
々
に

シ
フ
ト
し
て
き
た
。

　
し
か
し
、
国
内
に
３
０
０
０
あ
る
内
航

船
舶
貸
渡
業
は
₁₀
年
後
に
は
6
割
が
な
く

な
る
と
い
う
予
測
も
あ
る
。
現
在
、
国
内

の
貨
物
輸
送
は
、
陸
上
が
4
割
、
鉄
道
が

2
割
、
海
上
は
４
割
。
風
力
発
電
の
羽
根

や
ポ
ー
ル
な
ど
陸
路
で
運
び
に
く
い
巨

大
な
も
の
は
海
運
頼
り
の
世
界
が
確
実
に

残
っ
て
い
く
だ
ろ
う
し
、
大
量
に
ゆ
っ
く

り
運
ん
で
い
い
物
は「
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
」

と
い
っ
て
海
運
に
シ
フ
ト
す
る
動
き
も
あ

る
。
外
に
目
を
移
せ
ば
、
島
国
・
日
本
は

輸
入
の
₉₉
％
を
船
に
頼
っ
て
い
る
。

　
今
後
、
輸
送
船
の
さ
ら
な
る
大
型
化
が

進
む
可
能
性
は
高
い
。「
例
え
ば
高
知
か

ら
東
京
に
石
灰
石
を
1
万
ト
ン
運
ぶ
時
、

陸
上
な
ら
1
日
で
運
べ
て
も
₁₀
ト
ン
ト

ラ
ッ
ク
が
１
０
０
０
台
必
要
。
だ
け
ど
、

船
な
ら
2
日
か
か
る
が
乗
組
員
9
人
で
運

べ
る
」。
迷
っ
て
中
規
模
な
選
択
を
す
る

よ
り
、
リ
ス
ク
も
あ
る
が
、
先
代
が
チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
き
た
大
型
の
船
の
メ
リ
ッ
ト

を
最
大
限
活
か
す
道
を
開
拓
す
る
こ
と
で

日
本
の
海
運
を
支
え
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。

　
海
運
業
の
未
来

　
一
度
、
祖
父
と
東
京
に
出
張
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
祖
父
は
四
国
経
団
連
の
副
会

長
や
宿
毛
商
工
会
議
所
の
会
頭
な
ど
要
職

に
就
き
、
立
場
や
年
齢
や
性
別
な
ど
に
関

わ
ら
ず
、
誰
に
も
丁
寧
に
接
し
た
。「
背

筋
も
し
ゃ
ん
と
し
て
、
ス
タ
ス
タ
歩
く
。

₉₀
歳
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
」。
取
引
企
業

に
足
を
運
べ
ば「
新
し
い
船
を
造
ら
せ
て

ほ
し
い
」と
熱
弁
を
振
る
っ
た
。
し
か
し

翌
年
、
体
調
を
崩
し
他
界
。「
祖
父
の
側

で
も
っ
と
勉
強
し
た
か
っ
た
の
に
…
…
」。

亡
く
な
っ
て
か
ら
そ
の
存
在
の
大
き
さ
に

気
づ
か
さ
れ
た
。

2015年、風力発電用の部品を積んだ船が宿毛港に入港し、
クレーンでつり上げてトレーラーに積み替えた。

JET TOKYO BAYの船員たちと。

　
ふ
と
、
祖
父
が
言
い
続
け
て
い
た
言
葉

を
思
い
出
し
た
。「
宿
毛
湾
は
、
青
森
の

陸む

つ奥
湾
や
鹿
児
島
の
志し

ぶ

し
布
志
湾
と
並
ぶ
天

然
の
良
港
。
戦
時
中
に
は
連
合
艦
隊
も

や
っ
て
き
た
ほ
ど
大
型
船
が
入
港
で
き

る
。
そ
し
て
、
世
界
有
数
の
航
行
量
の
多

い
瀬
戸
内
の
入
り
口
で
あ
り
、
太
平
洋
と

い
う
ハ
イ
ウ
エ
イ
の
出
口
で
も
あ
る
」。

瀬
戸
内
海
へ
入
ろ
う
と
す
る
外
国
か
ら
貨

物
を
小
さ
な
船
に
積
み
替
え
て
目
的
地
に

配
送
す
る
。「
そ
う
い
う
ハ
ブ
港
に
な
れ

る
日
だ
っ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
」。
立

田
さ
ん
は
宿
毛
港
の
未
来
を
思
い
描
い
て

い
る
。



な
ん
と
いっ
て
も
列
車
の
旅
は
気
兼
ね
な
く
お
酒
を
楽
し
め
る
！

途
中
下
車
し
て
蔵
元
を
巡
り
、
蔵
を
見
学
し
た
り
、
試
飲
を
し
た
り
、

駅
の
売
店
や
産
直
で
は
お
い
し
い
も
の
を
Ｇ
ｅ
ｔ
！

ハ
ン
ド
ル
を
手
放
し
て
友
達
や
家
族
と
一
緒
に
、高
知
駅
を
起
点
に
、

東
へ
、
西
へ
。
日
頃
の
疲
労
一
掃
、
間
違
い
な
し
。

10：0011：5712：2013：2815：3616：3317：41 13：2516：3017：39

安
芸
駅

安
田
駅

田
野
駅

伊
尾
木
駅

あ
か
お
か
駅

ごめん ・ なはり線１日乗り放題きっぷ　1,640 円（土佐くろしお鉄道
ごめん・なはり線の快速・普通列車が乗り放題です。JR土讃線は別料金が必要です。）

赤
野
駅

夜
須
駅

和
食
駅

仙頭酒造場（土佐しらぎく）
和食駅から徒歩５分
芸西村和食甲1551 ／ TEL：0887-33-2611
●試飲・お酒の購入OK 

道の駅田野駅屋の
ソウルフード

「玉子巻き寿司」

終点～
　終点

～♪

9：19

高
知
駅

INFORMATION

15：25

伊尾木駅で下車して
伊尾木洞を歩いてみよう！国道沿いの「輝るぽーと安田」内の

「土佐の元気市」も、お総菜が充実。

２階レストランでランチもいいね！
ガラス張りで景色も最高。

安田駅から少し歩くと、
蔵が並ぶ風情ある町並み。

田野駅屋で地元産品を物色。
玉子のお寿司、すりみ、
お土産にいいね！

後免の駅前で一杯、もいいねぇ。
後免の町で知らないお店を開拓し
ながら路面電車で帰っても。
（最終便は21：01発　高知には 22：23着）

夜須駅を過ぎてトンネルを
出ると広がるこの景色

オープンデッキ車両から見える海岸線は爽快！

ご
め
ん
・
な
は
り
線 

編

JR

「
や
た
ろ
う
号
」

奈
半
利
行
で
出
発
！

高木酒造の目の前にある「とさを商店」の「ちり
めんおこげ」。ちりめんの出汁がきいたスープに、
おにぎりの素揚げが最高！　ここでは「豊能梅」も
飲めるので、お酒のお供に。香南ニラがたっぷり
入ったぎょうざもオススメ！

酒粕や梅酒で漬け込んだ
「梅酒の梅」など、レアなも
のも手に入る。

新鮮な野菜や魚など地元産品は安
芸駅「ぢばさん市場」がオススメ。
お総菜やパン、お酒の種類も充実！

奈半利駅の3階にある
イタリア食堂トンノ で
晩ご飯。

ど
ろ
め
祭
り
の
大
杯
の

酒
の
あ
る

高
木
酒
造
へ

寄
っ
て
み
よ
う
。

ご
当
地
グ
ル
メ
！

course 1

高木酒造　（豊能梅）
あかおか駅から徒歩 3 分
香南市赤岡町443 ／ TEL：0887-55-1800 

とさを商店
営業時間　11：00 ～18：00  （不定休）
香南市赤岡町476 -4 ／TEL：0887-54-3235

有光酒造場（安芸虎）
赤野駅から徒歩10分
安芸市赤野甲38番地１／ TEL：0887-33-2117 

●試飲・お酒の購入・見学 OK ※蔵見学は 2017 年２月以降。

●お酒の購入 OK 

南酒造場（南）
安田駅から徒歩 10分
安田町安田1875番地
TEL：0887-38-6811
●お酒の購入OK 

香
我
美
駅

香
我
美
駅
か
ら

「
し
ん
た
ろ
う
号
」
で

さ
ら
に
東
へ
。

あかおか駅から１駅歩いて
ドルチェかがみの
ジェラート食べよ！

ドルチェかがみ
香我美駅東隣
香南市香我美町岸本 417-1
営業時間　11：00 ～18：00（火曜定休）
TEL：0887-57-3063

奈
半
利
駅

イタリア食堂トンノ
奈半利駅３階
奈半利町乙1305-6
営業時間　11：00～22：00
　　　　　（月曜定休、祝日の場合は営業）
TEL：0887-38-5569

後
免
駅

ViewPoint

安芸川の景色も爽快！
ViewPoint

て

このコーナーでは土佐くろしお鉄道沿線の駅から歩いて行くことができ、お酒の販売や試飲、見学ができる蔵元と買い物や飲食ができる店を紹介しています。酒造会社のあとの（　　）は代表的な銘柄。

ダイヤは 2016年12月現在。

JR
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course 2

JR

四
万
十
く
ろ
し
お
ラ
イ
ン 

編

酒ギャラリーほてい（司牡丹）
佐川駅から徒歩 5 分
営業時間　9：15～13：00 ／ 13：45～16：30
佐川町甲1299（月曜定休）／ TEL：0889-22-1211
● 試飲・お酒の購入OK 

8：4610：1710：4011：2611：5112：08

14：00

12：3814：2814：5917：3218：02

佐
賀
公
園
駅

佐
川
駅

いっそのこと、宿毛か中村に泊まろうか～。
（最終便は19：16発　あしずり12号。高知には 21：15着）

四万十くろしおライン１日フリーきっぷ　3,900円

（窪川駅から宿毛駅まで、1日全ての特急と普通列車が乗り放題。JR土讃線は別料金が必要です。）

8：20
中
村
駅

宿
毛
駅

土
佐
久
礼
駅

太平洋がどーんと見渡せる
公園でのんびりピクニック。

文本酒造を訪ねる。秋から
冬にかけては、酒造りの様
子を見学することもできる。
世界のビールが揃う駅前の
Booker’s もおすすめ。

駅前を歩いて
サンリバー四万十に
行ってみよう！

駅前におしゃれな
イタリアン発見！ 窪川をゆっくり楽しむなら

次の列車に乗車すると
佐賀公園で追いつく。

徳利とお猪口、

カツオのかぶり物もかぶり放題！
お土産にはミニサイズがいいね！

西岡酒造店（久礼）
土佐久礼駅から徒歩 5 分
中土佐町久礼6154 ／ TEL：0889-52-2018
● 試飲・お酒の購入 OK 

文本酒造（桃太郎）
窪川駅から徒歩 5分
四万十町本町4-23 
TEL：0880-22-0039
● 試飲・お酒の購入OK
　 蔵見学（４～５人、要予約） 

Booker ’s
窪川駅から徒歩 1分
四万十町北琴平町２-４
TEL：0880-22-5530

旧浜口邸 （酒ギャラリーの隣）
営業時間　9：00～17：00（喫茶 10：00～16：00）
佐川町甲1472-1（月曜定休）
TEL：0889-20-9500

（さかわ観光協会） 江戸時代の風情を残す
白壁の町並みを歩く。旧浜口邸では、司牡丹の仕込み水を

使ったコーヒーや酒粕プリンを提
供している。佐川のお土産も充実。

店
の
前
の
ワ
ン
カ
ッ
プ
の

自
販
機
が
レ
ト
ロ
で
か
わ
い
い
。

INFORMATION

し
ま
ん
と
１
号
で

ビ
ュ
ン
ビ
ュ
ン
飛
ば
す
。

高
知
駅

久礼の町を歩いて、西岡酒造店で
お酒、大正市場で刺身をGet！
なんでも持ち込みできる休憩所

「ぜよぴあ」が便利！

窪
川
駅

クラフトビールにビオワインが豊富。
買ったものは店内で飲み食いOK!

物産館サンリバー四万十
中村駅から徒歩 5分
営業時間　8：00～19：30頃（レストラン11：00～21：00）
四万十市右山383-7／ TEL：0880-34-5551

クチーナ　パソ
宿毛駅から徒歩１分
宿毛市駅前町 4-13-7
営業時間：11:30～14:00 ／
17:00～21:00（月曜定休）
TEL：0880-63-5778

ViewPoint

掲載店の情報は、とさぶしMAP に全て掲載！
詳しくはとさぶしWE Bへ。

待合室が
おしゃれ

ピザにイタリア産の
ビールがよく合う！　
ボトルワインも
リーズナブル～。

中村の地酒・藤娘や三原村のどぶろく、
幡多の果実を使ったリキュールも。
ここでしか買えないスイーツに、
お寿司やお総菜、お土産もずらり！

5 月には東宿毛駅から
鯉のぼりが見える

中村━具同間は四万十川を渡る景色が楽しめる

ViewPoint

ViewPoint

JR
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DVDでチェックよ！

ロープウェイのない高知県。
実は10年間だけ、五台山に自走式の
モノレールが空中を走っていた?!

DVDでチェックよ！

Godaisan  

かつて仮面ライダーのロケも！

ロープウェイのない高知県。
実は10年
モノレールが空中を走ってい

Godaisan  五台山
ロープ
モノレール

五台山
ロープ
モノレール

こ、こん
なの

あった
がや♥

illustration   Junko Nakahira

投稿 其の八

とさぶし調査隊！

rope
monorail

　五台山といえば、牧野植物園や竹林寺といった観光名所が思い浮かぶが、昭和40

年代、太平洋と高知の町が一望できるロープモノレールの終点が名所だった。

　『世界最初の空中バス』が当時の触れ込み。

　未来っぽい見た目の球形ゴンドラは、特殊ガラス製で31人乗り。座席下のディーゼ

ルエンジン（130馬力）でロープ上の油圧モーター４台を動かして自走する。そのため、

ロープウェイではなく、ロープモノレールと呼ばれた。

　高知市東部の観光開発の一つとして五台山ロープモノレール株式会社が総工費

１億8000万円をかけて、1969年に営業を開始し、青柳橋西詰̶五台山山頂を結ぶ

約１キロを約５分で運んだ。しかし、1973年の11万7000人をピークに利用者は減少。

オイルショックによる燃料費の高騰と五台山山頂の道路整備で乗客が激減し、1978

年に休止に追い込まれ、3年後に1700万円をかけて解体・撤去された。このロープモノレール、仮面ライダーＶ３（1973-74放映）
の第21話「生きていたダブルライダー」にも登場した。悪の
組織・デストロンがロープモノレールに乗って移動する中、
主役の風見志郎がゴンドラの上に乗り、あわや落ちかける、
という激しいアクションシーンが見所だ。

（山本淳一
さん提供）

ロープモノレールの支柱の上は展望台となり、名残惜しく存在している。
終着駅にはカフェ「パ・ノ・ラ・マ」ができ、五台山からの風景を眺められる。
ロープモノレールの支柱の上は展望台となり、名残惜しく存在している。
終着駅にはカフェ「パ・ノ・ラ・マ」ができ、五台山からの風景を眺められる。23

ご応募の際にはアンケートにお答えください。

「ぶしからの贈り物」

※当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

プレゼントの応募は、１人１回とさせていただきます。ご了承ください。
　　　　

窪川駅から宿毛駅まで1日乗り放題！

応募締切2017年2月末

くろ鉄四万十くろしおライン
１日フリーきっぷをペアで 1名様

TOP ページ「ぶしからの贈り物」から
応募は ＷEBサイト http : //tosabushi .com

後免駅から奈半利駅まで1日乗り放題！

くろ鉄ごめん・なはり線
１日乗り放題きっぷをペアで 1名様

しんじょう君の
帽子 1名様

PRESENT

1

tosabushi to
sa
bu
sh
i

応募
してね
！

Free Ticket

くろ鉄
ごめん・
なはり線

名様

くろ鉄

Free Ticket

くろ鉄
四万十くろしおライン

かぶればあなたもしんじょうくん！サンゴくんキーホルダー
7名様 どれがでるかはお楽しみ！

PRESENT

2

PRESENT

3

PRESENT

4
PRESENT

5
ごめん・なはり線キャラの
シルエットてぬぐい 2名様

赤とグレーの２色、
どちらが当たるか
お楽しみ！

PRESENT

6

?
お酒とつまみ
セット とさぶし編集部がお酒とおつまみを

厳選します。

くろ鉄沿線のお酒と
つまみセット 3名様

PRESents  f
rom

 tosa
bushi

22


