
　各総合支所管内での身近な出来事や話題などを毎月お知らせする
コーナーです。今月は東予総合支所から「壬生川の地名の由来や起
源」について紹介します。
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ち
ゃ
ん
と
読
め
ま
す
か
？  　　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

「
壬
生
川
」
を
「
に
ゅ
う
が
わ
」
と …

▲役場としての役目を終えた後、壬生川公民館として
　使用された旧壬生川町庁舎（昭和３年築）

　

市
民
の
皆
さ
ん
や
愛
媛
県
内
の

方
々
に
は
な
じ
み
の
深
い
「
壬
生

川
」
と
い
う
地
名
は
、
Ｊ
Ｒ
の
難

読
駅
名
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
県
外

か
ら
こ
の
地
を
訪
れ
る
人
に
「
に

ゅ
う
が
わ
」
と
読
ん
で
も
ら
う
こ

と
は
難
し
い
よ
う
で
す
。

　

パ
ソ
コ
ン
等
へ
入
力
す
る
際
に

「
丹
生
川
」
と
し
か
漢
字
変
換
さ

れ
ず
、「
壬
生
川
」
か
ら
「
に
ゅ
う

が
わ
」
へ
と
漢
字
と
読
み
が
つ
な

が
り
に
く
い
こ
と
も
、
難
読
の
要

因
の
一
つ
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
東
予
地
区
の

中
心
に
位
置
す
る
「
壬
生
川
」
の

地
名
の
由
来
や
起
源
に
つ
い
て
、

そ
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
。

■
地
名
の
由
来
・
起
源
に
つ
い
て

　

壬
生
川
の
地
は
、
古
く
に
は
桑

村
郡
の
巽た

つ
み川

の
郷
と
し
て
、
現
在

の
大
明
神
川
が
開
通
す
る
以
前
は

満
潮
時
な
ど
に
、
常
に
古
子
川
が

氾は
ん
ら
ん濫
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
地
域
は
、
道
前
平
野
の
東

部
を
母
体
と
す
る
農
業
集
落
と
、

深
い
入
り
江
と
遠
浅
の
海
岸
を
漁

場
と
す
る
漁
業
集
落
か
ら
な
る
寒

村
で
、
大
小
数
本
の
河
川
が
海
へ

と
注
ぐ
水
郷
の
里
で
し
た
が
、
住

民
は
度
々
水
害
に
見
舞
わ
れ
る
巽

川
の
村
名
を
恐
れ
て
「
入
り
川
」

と
書
い
て
「
に
ゅ
う
が
わ
」
と
呼

称
を
改
め
、
延
喜
の
時
代
（
９
０

１
～
９
２
３
年
）
ま
で
そ
の
名
称

を
使
っ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
も
こ
の
地

域
で
は
水
難
が
続
い
た
た
め
「
入

り
川
」
の
文
字
を
嫌
い
、
朱
色

を
意
味
し
火
で
水
を
乾
か
す
意
味

も
あ
る
「
丹
」
の
字
を
使
っ
た

「
丹
生
川
」
と
改
め
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
伝
承
に
は
別
の
見
方

も
あ
り
、
そ
の
昔
に
古
子
川
上
流

で
は
水
銀
が
採
取
さ
れ
て
お
り
、

水
銀
を
焼
く
と
赤
く
な
る
こ
と
か

ら
「
丹
生
川
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な

っ
た
と
の
説
も
存
在
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、文
和
元
（
１
３
５
２
）

年
に
丹
生
川
浦
の
海
岸
を
埋
め
立

て
た
時
に
、
伊
勢
神
宮
を
勧
請
し

奉
祀
し
ま
し
た
が
、「
丹
生
川
」

の
文
字
は
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
の
御
妹
罔み

ず

象は
の
め
の
か
み

女
神
を
祀
る
「
丹に

う生
川か

わ
か
み上
の
神

社
」
の
社
号
と
一
致
し
て
お
り
、

恐
れ
多
い
と
の
指
摘
に
よ
り
、
こ

の
年
が
「
壬

み
ず
の
え
た
つ

辰
」
に
当
た
る
こ
と

か
ら
「
丹
」
の
文
字
を
「
壬
」
に

置
き
換
え
「
壬
生
川
」
と
し
、

「
に
ゅ
う
が
わ
」
と
読
ま
せ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
の

呼
び
名
が
６
０
０
年
以
上
続
い
て

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

■
近
代
の
「
壬
生
川
」

　

明
治
４
年
、
廃
藩
置
県
の
発
令

に
よ
っ
て
松
山
藩
が
松
山
県
と
な

り
、
区
政
が
実
施
さ
れ
て
壬
生
川

地
域
は
第
10
大
区
第
15
小
区
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
。
明
治
11
年
、

郡
区
町
村
編
成
法
が
布
告
さ
れ
、

明
治
13
年
に
壬
生
川
村
・
大
新
田

村
が
連
合
し
て
戸こ

ち
ょ
う長
役
場
を
興
照

寺
に
置
き
、
学
校
や
公
会
堂
な
ど

の
公
共
施
設
の
設
置
を
進
め
ま
し

た
。
明
治
22
年
に
は
明
理
川
村
・

円
海
寺
村
・
喜
多
台
村
・
大
新
田

村
と
合
併
し
壬
生
川
村
と
な
り
、

明
治
34
年
に
町
へ
移
行
し
て
、
次

第
に
商
業
都
市
と
し
て
の
形
態
を

整
え
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

な
お
、
そ
の
後
の
推
移
と
し
て

は
、
昭
和
46
年
の
壬
生
川
町
と
三

芳
町
の
合
併
に
よ
っ
て
東
予
町
が

発
足
し
、
翌
47
年
に
は
東
予
市
政

を
施
行
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
平

成
16
年
11
月
に
、
西
条
市
・
東
予

市
・
丹
原
町
・
小
松
町
が
合
併
し

て
今
日
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。
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▲旧壬生川町役場跡にある現在の壬生川
　公民館

▲かつて戸長役場が置かれていた興照寺
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