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昔
の
こ
と
だ
が
、
講
談
社
、
実
業
之
日
本
社
、

角
川
書
店
か
ら
小
説
を
七
冊
刊
行
し
た
。
初
版

部
数
は
少
な
く
て
五
千
部
、
多
く
て
一
万
二
千

部
。
い
ず
れ
も
初
版
で
絶
版
し
た
。
売
れ
な
い

の
は
面
白
く
な
い
し
、
担
当
編
集
者
に
も
気
の

毒
で
あ
る
。
や
が
て
、
執
筆
の
依
頼
も
激
減
し
、

本
業
の
市
役
所
の
仕
事
も
忙
し
く
な
り
、
断
筆

し
た
。

　
八
年
前
、
碩
学
近
藤
俊
文
先
生
が
職
場
に
お

み
え
に
な
り
、

「
ぼ
く
に
書
け
と
い
う
の
で
す
が
、
忙
し
く
て

と
て
も
書
く
時
間
が
な
い
。
あ
な
た
が
書
き
な

さ
い
。
テ
キ
ト
ー
に
面
白
お
か
し
く
書
け
ば
よ

い
の
で
す
」

　
二
冊
、
本
を
残
し
て
去
っ
て
い
か
れ
た
。
現

代
書
館
の
「
シ
リ
ー
ズ
藩
物
語
」
の
既
刊
本
で

あ
る
。
二
冊
を
読
ん
で
、
こ
ん
な
も
の
な
ら
自

分
に
も
書
け
る
と
思
っ
た
。

　
と
い
う
わ
け
で
、
二
〇
一
一
年
、
初
め
て
の

歴
史
書
『
シ
リ
ー
ズ
藩
物
語
　
宇
和
島
藩
』
を

刊
行
し
た
。
初
版
三
千
部
。
二
年
後
、「
在
庫

が
な
く
な
り
ま
し
た
。
一
千
部
、
重
版
し
ま
す
」

と
い
う
電
話
が
あ
り
、
欣
喜
雀
躍
し
た
。
売
れ

な
い
作
家
に
と
っ
て
、
重
版
ほ
ど
嬉
し
い
も
の

は
な
い
。

　
去
年
は
、
三
月
に
『
幕
末
の
女
医
楠
本
イ
ネ

シ
ー
ボ
ル
ト
の
娘
と
家
族
の
肖
像
』（
現
代
書
館
）

を
上
梓
し
た
。
構
想
三
年
・
執
筆
七
年
、
苦
心

惨
憺
・
七
転
八
倒
の
労
著
で
あ
る
。

　
一
方
、
三
月
末
を
も
っ
て
南
予
文
化
会
館
の

館
長
職
を
退
き
、
隠
居
生
活（
年
金
生
活
）を
始

め
た
。
隠
居
に
あ
た
っ
て
雪
斎
と
号
す
る
こ
と

に
し
た
。
本
稿
は
雪
斎
名
義
と
す
る
。

　
四
月
か
ら
は
、
朝
か
ら
夜
中
ま
で
新
作
を
執

筆
す
る
の
が
日
課
に
な
っ
た
。
気
力
・
体
力
・

脳
力
の
衰
え
た
老
人
に
と
っ
て
執
筆
は
苦
し
い
。

苦
し
さ
を
ま
ぎ
ら
わ
せ
る
た
め
酒
を
飲
み
、
煙

草
を
喫
う
。
確
実
に
寿
命
が
縮
む
。
し
か
し
、

何
で
あ
れ
、
創
造
行
為
は
命
と
ひ
き
か
え
で
あ

る
。

　
新
作
の
執
筆
と
並
行
し
て
、
漫
画
『
幕
末
の

美
少
女
高
子
　―

宇
和
島
の
日
々
』
の
作
・
構

成
・
監
修
に
も
心
血
を
注
い
だ
。
宇
和
島
で
は

初
め
て
の
歴
史
漫
画
で
、
佐
藤
伊
吹
さ
ん
の
作

画
が
実
に
素
晴
ら
し
い
。

　
ほ
か
に
、
新
聞
の
依
頼
原
稿
を
三
本
書
き
、

二
、
三
の
音
楽
評
論
も
書
い
た
。
地
元
で
の
講

演
・
講
座
を
四
回
。
怠
け
者
の
私
と
し
て
は
上

出
来
で
あ
る
。『
幕
末
の
女
医
楠
本
イ
ネ
』
は
刊

行
半
年
後
、
九
月
下
旬
に
重
版
が
決
ま
っ
た
。

こ
れ
も
上
出
来
で
あ
る
、

　
し
か
し
、
高
校
生
の
頃
、
芥
川
賞
を
め
ざ
し

て
い
た
私
は
、
ふ
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
こ
ん
な
は
ず
で
は
な
か
っ
た
」

　
昨
秋
、
岡
田
准
一
さ
ん
主
演
の
映
画
「
散
り

椿
」（
原
作
・
葉
室
麟
）
を
観
て
、
こ
ん
な
も

の
な
ら
自
分
で
も
書
け
る
と
思
っ
た
。
思
い
は

し
た
が
、
も
う
小
説
は
書
け
な
い
だ
ろ
う
。
脳

の
中
の
小
説
を
書
く
回
路
が
錆
び
つ
い
て
し
ま

っ
た
か
ら
だ
。

　
春
に
は
新
作
『
大
名
家
の
女
性
た
ち
　―

西

国
伊
達
家
の
場
合
』（
仮
題
）
が
刊
行
さ
れ
る
。

磯
田
道
史
さ
ん
の
推
薦
文
が
い
た
だ
け
そ
う
で
、

今
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
私
は
天
才
バ
カ
ボ
ン
の
パ
パ
の
よ

う
に
、
能
天
気
に
呟
く
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
で
い
い
の
だ
」

こ れ で い い の だ
宇神　雪斎

宇神 幸男 うがみゆきお

作家・音楽評論家。小説は

『水のゆくえ』（角川書店）

『ヴァルハラ城の悪魔』（講

談社）など。近年は『宇和島

藩』『伊予吉田藩』『幕末の

女医楠本イネ』（現代書館）

などの歴史書がある。

本名 /神應幸男
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お
正
月
に
な
る
と
玄
関
な
ど
に
飾
ら
れ

る
注
連
縄（
注
連
飾
り
）は
、
門
松
と
同
様

に
年
神
様
を
迎
え
る
た
め
の
も
の
だ
。
こ

れ
は
天
照
大
神
が
二
度
と
岩
戸
に
隠
れ
な

い
よ
う
縄
を
張
っ
た
と
い
う
日
本
神
話
に

由
来
し
て
い
て
、
縄
で
結
界
を
つ
く
る
こ

と
で
神
聖
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
表
し
、

そ
こ
に
不
浄
な
も
の
が
入
ら
な
い
よ
う
魔

除
け
の
役
割
も
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
ん
な
私
た
ち
に
馴
染
み
の
あ
る
「
注

連
縄
」
を
ひ
と
つ
の
作
品
に
ま
で
昇
華
さ

せ
て
い
る
の
が
、
西
予
市
宇
和
町
西
山
田

の
上
甲
清
さ
ん
（
82
歳
）
だ
。

　　

か
つ
て
、
西
予
市
宇
和
町
の
冬
の
風
物

詩
と
し
て
い
た
る
所
で
見
れ
た
「
わ
ら
ぐ

ろ
」
だ
が
、
ワ
ラ
の
需
要
が
減
っ
た
事
や

機
械
化
に
よ
り
近
年
そ
の
姿
を
消
そ
う
と

し
て
い
る
。
そ
ん
な
昔
な
が
ら
の
風
景
を

後
世
へ
伝
え
よ
う
と
上
甲
さ
ん
が
中
心
と

な
っ
て
、
平
成
14
（
２
０
０
２
）
年
「
宇

和
わ
ら
ぐ
ろ
の
会
」
が
発
足
し
た
。

　

同
会
は
同
年
大
分
県
宇
佐
市
で
開
催
さ

れ
た
「
第
４
回
全
国
わ
ら
こ
ず
み
大
会
」

で
優
勝
す
る
な
ど
、
地
元
は
も
と
よ
り
全

国
各
地
で
開
催
さ
れ
る
大
会
や
イ
ベ
ン
ト

に
積
極
的
に
参
加
し
、
知
ら
れ
る
存
在
に

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
中
、「
イ
ベ
ン
ト

で
何
か
飾
る
も
の
が
ほ
し
い
」
と
考
案
さ

れ
た
の
が
、
注
連
縄
、
ミ
ニ
米
俵
、
ミ
ニ

わ
ら
ぐ
ろ
、
鶴
、
亀
な
ど
の
ワ
ラ
を
使
っ

た
ア
イ
テ
ム
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
同
会

の
活
動
に
あ
わ
せ
て
全
国
に
知
れ
渡
り
、

東
京
の
業
者
な
ど
か
ら
注
文
が
く
る
よ
う

に
な
り
、
会
の
運
営
を
支
え
る
貴
重
な
資

金
源
に
な
っ
て
い
っ
た
。
同
会
は
昨
年
活

動
を
終
え
た
が
、
そ
の
副
産
物
と
も
い
え

る
ワ
ラ
細
工
は
各
方
面
か
ら
高
い
評
価
を

受
け
て
い
る
。

　

上
甲
さ
ん
が
全
く
の
独
学
で
ス
タ
ー
ト

し
た
ワ
ラ
細
工
だ
が
、
中
で
も
注
連
飾
り

の
中
央
に
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
「
宝
結
び
」

は
、
神
社
や
大
相
撲
な
ど
で
み
ら
れ
る
特

別
な
結
び
で
完
成
形
さ
せ
る
ま
で
に
は
相

当
の
歳
月
を
要
し
て
い
る
、
ま
さ
に
上
甲

さ
ん
の
「
宝
」
と
言
え
る
結
び
だ
。

　

本
業
だ
っ
た
稲
作
も
数
年
前
に
世
代
交

代
を
終
え
、
現
在
は
ワ
ラ
の
た
め
だ
け
に

稲
を
育
て
て
い
る
。
常
に
改
良
、
改
善
に

は
余
念
が
な
く
、
今
年
も
昨
年
ひ
ら
め
い

た
と
い
う
「
穂
が
で
る
ま
で
の
ワ
ラ
」
を

使
っ
て
注
連
縄
を
仕
上
げ
た
が
、
従
来
の

モ
ノ
に
比
べ
「
サ
サ
ク
レ
」
が
な
く
手
間

が
半
減
し
た
と
い
う
。

　

ま
た
「
ワ
ラ
」
に
も
こ
だ
わ
っ
て
い
て
、

ア
イ
テ
ム
や
パ
ー
ツ
に
合
わ
せ
て
５
種
類

の
稲
を
選
び
、
最
適
な
田
植
え
時
期
を
選

び
、
徹
底
し
た
肥
培
管
理
を
し
て
い
る
。

―

「
こ
れ
は
稲
刈
り
し

た
後
に
生
え
て
き
た
俗

に
言
う
『
ヒ
コ
バ
エ
』

で
す
が
な
、
こ
れ
に
も

肥
料
を
や
る
で
す
が
、
多
す

ぎ
た
ら
稲
が
倒
れ
て
し
ま

う
の
で
上
手
く
調
整
せ
ん

と
、
こ
う
は
な
ら
ん

の
で
す
ら
い
」

と
い
っ
て
青
々
と
し
た

ワ
ラ
を
見
せ
て
く
れ
た
。

　

そ
し
て
更
に
、
き
れ
い
な
ワ
ラ
に
す
る

た
め
に
「
手
刈
り
」
を
し
、「
足
踏
み
脱
穀

機
」
に
か
け
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り
だ
。
こ

う
し
て
収
穫
さ
れ
た
ワ
ラ
は
、
夏
の
間
に

ア
イ
テ
ム
ご
と
の
パ
ー
ツ
に
仕
分
け
ら
れ
、

11
月
か
ら
の
仕
上
げ
制
作
に
備
え
る
。

　

そ
し
て
こ
ん
な
所
に
も
こ
だ
わ
る ―

「
昔
、
親
父
か
ら
家
の
注
連
縄
づ
く
り
を

任
さ
れ
た
時
に
な
、
手
に
ペ
ッ
ペ
ッ
と
ツ

バ
を
つ
け
て
ワ
ラ
を
綯
お
う
と
し
よ
っ
た

ら
な
、『
神
様
に
ツ
バ
つ
け
た
ら
バ
チ
が

当
た
る
が
』
言
う
て
親
父
に
え
ら
い
怒
ら

れ
ま
し
て
な
、
そ
れ
か
ら
は
、
器
に
水
を

入
れ
て
手
を
湿
ら
す
よ
う
に
し
よ
る
で
す

ら
い
」
と
言
い
な
が
ら
水
の
入
っ
た
器
を

見
せ
て
く
れ
た
。

　

一
日
に
10
個
ほ
ど
し
か
作
れ
な
い
と
い

う
注
連
縄
は
納
期
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め

早
朝
か
ら
夜
遅
く
ま
で
、
ま
さ
に
〝
朝
は

朝
星
、
夜
は
夜
星
〞
の

作
業
と
な
る
。

※

２
）
ひ
ば
い

※

１
）

神さまやけんペッペッしたらいけんのですらい
　　　　　       　注連縄作家〈〈 KIYOSHI JOKO 上甲 清

し
め
な
わ

し  め なわ

あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

※1）「わらぐろ」…収穫して干した乾燥ワラを、後日利用するために、田んぼで貯蔵しておくためのもの。全国でその形、呼び名が地域異なり、「わらぐろ」の呼
び名は、四国全域と岡山・広島あたりまで。

じ
ょ
う
こ
う
き
よ
し

※2）「肥培管理」…作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を
　　    行って作物を栽培すること。

す  

わ 

お
と
ま
つ　
　
　

 

か
く
じ
ゅ
し
め
な
わ

も
り  

す  

ま   

こ

そ
ん
な
上
甲
さ
ん
の
悩
み
は「
後
継
者
」だ
。

田
植
え
や
下
手
間
作
業
は
松
山
か
ら
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
来
て
く
れ
る
若
者
が
い
る
が
、

技
と
力
の
い
る
ワ
ラ
を
綯
え
る
人
材
は
育

っ
て
な
い
。

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
最
後
に
今
後
に
つ
い

て
聞
く
と
、
一
枚
の
チ
ラ
シ
を
見
せ
て
く

れ
た
。
そ
れ
に
は
、
昭
和
45
年
の
大
阪
万

博
の
日
本
民
芸
館
に
展
示
さ
れ
た
と
い
う

諏
訪
音
松
作
「
鶴
壽
注
連
縄
」
が
大
き
く

プ
リ
ン
ト
さ
れ
て
い
た
。
注
連
縄
の
研
究

家
で
知
ら
れ
関
連
書
籍
も
多
く
執
筆
し
て

い
る
森
須
磨
子
さ
ん
か
ら
、「
同
じ
も
の
を

作
っ
て
ほ
し
い
」
と
頼
ま
れ
た
と
い
う
。

そ
の
複
雑
な
つ
く
り
は
素
人
目
に
も
そ
う

そ
う
簡
単
に
再
現
で
き
る
も
の
で
な
い
こ

と
は
容
易
に
わ
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
プ

リ
ン
ト
を
手
に
「
こ
れ
を
作
る
の
は
、
な

か
な
か
で
す
ら
い
」
と
話
す
目
は
嬉
し
そ

う
に
輝
い
て
い
た
。

穂が出るまでのワラを使った注連縄と鶴と亀。亀は大中小と
大きさ違いで３種類あり重ねることもできる。
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プロフィール／西予市出身1936（昭和 11）年生まれ  　高校時代は野球選手として活躍、卒業後は家業の農業を継ぐ。
2002（平成 14）年「宇和わらぐろの会」を発足（昨年解散）。2008（平成 20）年頃から、わら細工のアイテム制作をはじめ現在に至る。
撮影 /北濱一男

器用に孫亀を作る上甲さんボランティア後継者の若者たちとの談笑 親亀、子亀、孫亀

上甲さんの工房には完成を待つ多くの注連縄が所狭しとつるしてある
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歴
史
と
デ
ザ
イ
ン
が
織
り
な
す
異
空
間　
　

木
屋
旅
館

百
年
の
歳
月
を
か
け
熟
成
さ
れ
た
︑
ま
る
で
古
酒
の
よ
う
な
趣
き

そ
れ
か
ら
﹁
引
き
算
﹂
を
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
た
新
し
い
空
間



木
屋
旅
館
の
歴
史

  

秋
風
や
木
屋
と
は
古
き
饅
頭
屋

　
幕
末
の
宇
和
島
藩
家
老
松
根
図
書
の
孫
で
あ
る

俳
人
松
根
東
洋
城
の
一
句
で
あ
る
。
こ
の
句
に
も

あ
る
よ
う
に
、
木
屋
は
明
治
６
（
１
８
７
３
）
年
、

木
屋
徳
右
衛
門
と
い
う
商
人
が
追
手
通
り
に
開
店

し
た
饅
頭
屋
で
あ
っ
た
。

　
木
屋
の
「
喜
作
餅
」（
い
が
餅
で
あ
っ
た
よ
う
だ
）

は
大
い
に
売
れ
、
や
が
て
酒
や
食
料
品
を
売
る
店

に
発
展
し
た
。
当
時
、
追
手
通
り
に
商
店
街
が
形

成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
、
明
治
44
（
１
９
１
１
）
年
、

転
業
し
て
堀
端
通
り
に
商
人
宿
を
開
業
し
た
の
が

旅
館
木
屋
の
始
ま
り
で
あ
る
。

　
追
手
通
り
の
上
手
に「
融
通
座
」と
い
う
芝
居
小

屋
が
あ
っ
た
の
で
、
歌
舞
伎
役
者
や
芸
人
が
多
数

宿
泊
し
た
。「
我
等
の
テ
ナ
ー
」と
よ
ば
れ
た
世
界

的
オ
ペ
ラ
歌
手
藤
原
義
江
、「
佐
渡
情
話
」
で
一
世

を
風
靡
し
た
浪
曲
師
米
若
、
名
優
十
二
世
片
岡
仁

左
衛
門
ら
の
名
を
揮
毫
帳
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
融
通
座
は
戦
後
、
洋
画
の
ス
バ
ル
座
、
ボ
ー
リ

ン
グ
場
、
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、
シ
ネ
マ
サ

ン
シ
ャ
イ
ン
な
ど
を
経
て
、
現
在
は
マ
ン
シ
ョ
ン

に
な
っ
て
い
る
。
も
し
融
通
座
が
残
っ
て
い
れ
ば
、

西
日
本
最
大
級
の
芝
居
小
屋
と
し
て
、
こ
れ
だ
け

で
観
光
客
を
よ
ぶ
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
な

ん
と
も
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
木
屋
旅
館
の
宿
泊
客
は
ま
こ
と
に
多
士
済
々
で

あ
る
。
政
治
家
で
は
後
藤
新
平
、
犬
養
毅
、
浅
沼

稲
次
郎
、
学
者
で
は
霊
長
類
研
究
家
の
今
西
錦
司
、

　
木
屋
旅
館
は
平
成
７
年
10
月
、
惜
し
ま
れ
つ
つ

廃
業
し
た
。
筆
者
の
若
い
頃
、
平
川
幸
三
さ
ん
と

は
観
光
協
会
の
関
係
で
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
、

晩
年
に
は
木
屋
の
歴
史
の
聴
き
取
り
の
た
め
に
何

度
か
お
話
を
伺
っ
た
。

「
司
馬
さ
ん
と
吉
村
さ
ん
は
快
く
色
紙
を
書
い
て
く

だ
さ
っ
た
。
城
山
さ
ん
は
字
が
下
手
だ
か
ら
と
い

っ
て
書
い
て
も
ら
え
な
か
っ
た
」
な
ど
と
興
味
深
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ふ
じ
わ
ら
よ
し
え

よ
ね
わ
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
お
か
に

ざ
え
も
ん

し
ん
ぺ
い　
　
　
　
つ
よ
し

い
ね
じ
ろ
う　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ん
じ

い
話
を
聴
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
木
屋
旅
館
は
中
心
市
街
地
に
残
る
趣
の
あ
る
建

物
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
歴
史
の
証
言
者
で
あ
る

こ
と
に
価
値
が
あ
る
。

　
平
成
23
年
、
旧
木
屋
旅
館
は
宇
和
島
市
に
よ
っ

て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
、
再
び
開
業
し
て
現
在
に

至
っ
て
い
る
。

ゆ
う
づ
う
ざ

ま
つ
ね　
ず
し
ょ

と
う
よ
う
じ
ょ
う

と
く
う
え
も
ん

国
語
学
者
の
金
田
一
春
彦
。
作
家
で
は
獅
子
文
六
、

司
馬
遼
太
郎
、
城
山
三
郎
、
吉
村
昭
、
五
木
寛
之

ら
が
い
る
。
そ
の
ほ
か
望
月
優
子
、
藤
原
釡
足
、

林
美
智
子
、
小
松
方
正
、
石
橋
蓮
司
と
い
っ
た
俳

優
が
色
紙
を
残
し
て
お
り
、
落
語
家
の
桂
米
朝
、

桂
枝
雀
も
泊
ま
っ
て
い
る
。

　
取
材
調
査
で
全
国
各
地
を
訪
ね
た
吉
村
昭
さ
ん

は
、
旅
館
よ
り
ホ
テ
ル
を
好
ん
だ
。
夕
食
は
地
元

の
料
理
屋
で
地
元
の
も
の
を
食
べ
る
の
が
吉
村
流

だ
っ
た
か
ら
だ
。
宇
和
島
で
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
た

と
き
は
、「
や
ま
こ
う
ど
ん
」を
朝
食
に
し
た
。

　
宇
和
島
を
六
〇
回
訪
れ
た
吉
村
さ
ん
は
、
木
屋

旅
館
に
二
泊
し
た
こ
と
が
あ
る
。
朝
食
を
木
屋
旅

館
で
取
っ
た
。
こ
の
と
き
の
こ
と
を
随
筆
「
ホ
テ

ル
と
旅
館
」
に
書
い
て
い
る
。

「
料
理
が
う
ま
く
、
味
噌
汁
、
漬
物
も
い
い
。
心
が

こ
も
っ
て
い
て
、
豊
か
な
気
分
に
な
っ
た
。
翌
日

の
朝
食
は
前
日
と
ち
が
っ
た
料
理
で
、
味
噌
汁
の

具
、
漬
物
も
か
え
て
あ
る
。
宿
屋
の
人
の
好
意
が

感
じ
ら
れ
、
こ
れ
は
ホ
テ
ル
な
ど
で
は
決
し
て
味

わ
え
ぬ
も
の
だ
、
と
思
っ
た
。
私
は
、
参
っ
た
な

あ
、
と
い
う
思
い
で
、
出
立
の
朝
、
宿
屋
の
人
た

ち
に
頭
を
さ
げ
て
駅
へ
の
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
た
」

　
五
木
寛
之
さ
ん
は
一
泊
し
た
だ
け
だ
が
、「
日
刊

ゲ
ン
ダ
イ
」の
連
載
エ
ッ
セ
イ「
流
さ
れ
ゆ
く
日
々
」

に
木
屋
旅
館
の
こ
と
を
記
し
、「
特
に
風
呂
が
よ
か

っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
木
屋
旅
館
主
人
平
川
幸

三
さ
ん
が
、
タ
イ
ル
貼
り
の
古
め
か
し
い
風
呂
を

檜
風
呂
に
改
造
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

き
ん
だ
い
ち
は
る
ひ
こ　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

し　
し   

ぶ
ん
ろ
く

し
ば
り
ょ
う
た
ろ
う　
　
し
ろ
や
ま　
　
　
　
　
　
　
　
あ
き
ら　
　
い
つ
き
ひ
ろ
ゆ
き

ほ
う
せ
い　
　
　
　
　
れ
ん
じ

し
じ
ゃ
く

か
ま
た
り

べ
い
ち
ょ
う

宇神　幸男
作家・音楽評論家。

うがみ　　    ゆきお

木屋旅館前の大柳が印象的な写真だ（撮影年不明）

ひ
ら
か
わ
こ
う

ぞ
う



木
屋
旅
館
か
ら
新
た
な
う
ね
り
を
興
し
た
い

　
木
屋
旅
館（
以
下
：
木
屋
）は
一
棟
貸
し
で
、
食

事
の
提
供
も
し
な
い「
ほ
っ
た
ら
か
し
の
宿
」
だ
。

２
０
１
４
年
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
宿
泊
客
も
年
々
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
一
昨
年

に
は
日
本
政
府
観
光
局
か
ら
「
外
国
人
観
光
案
内

所
」
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
や
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

の
グ
レ
ブ
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
さ
ん
（
以
下
：
バ

ル
さ
ん
）
の
豊
か
な
語
学
力
の
効
果
も
あ
っ
て
年

間
宿
泊
客
の
10
〜
15
％
が
外
国
人
観
光
客
だ
。

　
現
在
の
木
屋
は
、
廃
業
し
て
い
た
も
の
を
宇
和

島
市
が
買
い
取
り
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
後
、
ト

ラ
ン
ジ
ッ
ト
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
オ
フ
ィ
ス
の
中
村

貞
裕
氏
を
中
心
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が

立
ち
上
が
り
、「
木
屋
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
動

き
始
め
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
に
は「LO

UIS VUITTON 

京
都
大
丸
店
」、「
丘
の
あ
る
家
」

な
ど
の
設
計
を
し
た
永
山
祐
子
や
俳
優
の
伊
勢
谷

友
介
、
宇
和
島
出
身
の
茶
人
木
村
宗
慎
な
ど
が
顔

を
連
ね
る
。

　
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
バ
ル
さ
ん
は
、
９
歳

の
時
に
旧
西
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
に
移
住
し

た
。
元
々
日
本
に
興
味
が
あ
り
日
本
に
つ
い
て
の

映
画
を
よ
く
観
て
い
た
が
、
当
時
は
日
本
と
ア
ジ

ア
の
他
の
国
々
と
の
違
い
が
よ
く
理
解
で
き
て
な

か
っ
た
と
笑
う
。

　
11
歳
か
ら
空
手
を
始
め
、
日
本
へ
の
興
味
は
さ

ら
に
強
ま
り
、
日
本
映
画
を
鑑
賞
し
た
り
、
図
書

館
へ
い
っ
て
は
「
葉
隠
」
や
「
武
士
道
」
な
ど
の

本
を
読
み
あ
さ
り
、
そ
の
哲
学
に
触
れ
た
。

　
そ
の
後
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
進
み
、
い
ず

れ
ど
こ
か
の
国
へ
留
学
し
た
い
と
考
え
て
い
た
と

こ
ろ
へ
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
と
姉
妹
都
市
の
松
山

市
が
奨
学
金
を
出
し
、
留
学
生
を
募
集
し
て
い
る

こ
と
を
知
り
受
験
、
見
事
合
格
し
た
バ
ル
さ
ん
は
、

１
年
間
、
愛
媛
大
学
で
学
ん
だ
。

　
ド
イ
ツ
に
戻
り
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
仕
事
に

も
就
い
た
が
、
奥
さ
ま
の
千
佳
江
さ
ん（
愛
媛
県

出
身
）と
の
出
会
い
も
あ
り
、「
日
本
の
文
化
を
も

っ
と
深
く
知
り
た
い
」
と
再
び
松
山
に
移
住
し
た
。

　
松
山
で
は
英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
教
師
を
し
な
が

ら
日
本
文
化
の
勉
学
を
し
て
い
た
が
、
そ
ん
な
あ

る
日
、知
人
か
ら
「
日
本
の
昔
の
文
化
に
興
味
の

あ
る
、
あ
な
た
に
ピ
ッ
タ
リ
の
仕
事
が
あ
る
」
と

す
す
め
ら
れ
た
の
が
現
在
の
仕
事
だ
っ
た
。

　
採
用
が
決
ま
っ
て
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
ま
で
数
ヶ
月
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
引
越
し
や

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
ホ
テ
ル
の
営
業
に
つ
い
て
学
ぶ

た
め
忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
た
。

　
２
０
１
２
年
４
月
７
日
に
は
、
女
将
と
総
支
配

人
に
千
佳
江
さ
ん
、
そ
し
て
バ
ル
さ
ん
が
営
業
や

広
報
を
担
当
す
る
体
勢
で
営
業
を
開
始
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
数
ヶ
月
後
に
女
将
の
女
性
が
辞
め
て

し
ま
う
と
い
う
予
想
外
の
展
開
に
な
り
、
以
降
夫

婦
で
木
屋
を
盛
り
立
て
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

　
木
屋
の
現
状
は
冒
頭
で
触
れ
た
が
、
今
後
の
展

望
な
ど
を
バ
ル
さ
ん
に
聞
く
と　

―

「
さ
ら
に
宿
泊
客
を
増
や
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
木
屋
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
を
開
発
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
木
屋
は
元
々
ま
ん
じ
ゅ

う
屋
さ
ん
だ
っ
た
の
で
、
地
元
の
お
店
と
コ
ラ
ボ

し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
イ
ー
ツ
と
か
が
出
来
れ
ば
、

ス
テ
キ
で
す
」
と
意
気
込
む
。
ま
た
、
木
屋
の
役

割
は
広
告
塔
と
な
っ
て
宇
和
島
を
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と

グレブ　バルトロメウス
木屋旅館

マネージャー
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「
ほ
っ
た
ら
か
し
」
と
デ
ザ
イ
ン
の
融
合



　
木
屋
旅
館（
以
下
：
木
屋
）は
一
棟
貸
し
で
、
食

事
の
提
供
も
し
な
い「
ほ
っ
た
ら
か
し
の
宿
」
だ
。

２
０
１
４
年
に
国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ

れ
宿
泊
客
も
年
々
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
一
昨
年

に
は
日
本
政
府
観
光
局
か
ら
「
外
国
人
観
光
案
内

所
」
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
や
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

の
グ
レ
ブ
・
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
さ
ん
（
以
下
：
バ

ル
さ
ん
）
の
豊
か
な
語
学
力
の
効
果
も
あ
っ
て
年

間
宿
泊
客
の
10
〜
15
％
が
外
国
人
観
光
客
だ
。

　
現
在
の
木
屋
は
、
廃
業
し
て
い
た
も
の
を
宇
和

島
市
が
買
い
取
り
、
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
後
、
ト

ラ
ン
ジ
ッ
ト
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
オ
フ
ィ
ス
の
中
村

貞
裕
氏
を
中
心
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が

立
ち
上
が
り
、「
木
屋
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
動

き
始
め
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
に
は「LO

UIS VUITTON 

京
都
大
丸
店
」、「
丘
の
あ
る
家
」

な
ど
の
設
計
を
し
た
永
山
祐
子
や
俳
優
の
伊
勢
谷

友
介
、
宇
和
島
出
身
の
茶
人
木
村
宗
慎
な
ど
が
顔

を
連
ね
る
。

　
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
バ
ル
さ
ん
は
、
９
歳

の
時
に
旧
西
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
に
移
住
し

た
。
元
々
日
本
に
興
味
が
あ
り
日
本
に
つ
い
て
の

映
画
を
よ
く
観
て
い
た
が
、
当
時
は
日
本
と
ア
ジ

ア
の
他
の
国
々
と
の
違
い
が
よ
く
理
解
で
き
て
な

か
っ
た
と
笑
う
。

　
11
歳
か
ら
空
手
を
始
め
、
日
本
へ
の
興
味
は
さ

ら
に
強
ま
り
、
日
本
映
画
を
鑑
賞
し
た
り
、
図
書

館
へ
い
っ
て
は
「
葉
隠
」
や
「
武
士
道
」
な
ど
の

本
を
読
み
あ
さ
り
、
そ
の
哲
学
に
触
れ
た
。

　
そ
の
後
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
進
み
、
い
ず

れ
ど
こ
か
の
国
へ
留
学
し
た
い
と
考
え
て
い
た
と

こ
ろ
へ
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
市
と
姉
妹
都
市
の
松
山

市
が
奨
学
金
を
出
し
、
留
学
生
を
募
集
し
て
い
る

こ
と
を
知
り
受
験
、
見
事
合
格
し
た
バ
ル
さ
ん
は
、

１
年
間
、
愛
媛
大
学
で
学
ん
だ
。

　
ド
イ
ツ
に
戻
り
大
学
を
卒
業
し
た
後
、
仕
事
に

も
就
い
た
が
、
奥
さ
ま
の
千
佳
江
さ
ん（
愛
媛
県

出
身
）と
の
出
会
い
も
あ
り
、「
日
本
の
文
化
を
も

っ
と
深
く
知
り
た
い
」
と
再
び
松
山
に
移
住
し
た
。

　
松
山
で
は
英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
教
師
を
し
な
が

ら
日
本
文
化
の
勉
学
を
し
て
い
た
が
、
そ
ん
な
あ

る
日
、知
人
か
ら
「
日
本
の
昔
の
文
化
に
興
味
の

あ
る
、
あ
な
た
に
ピ
ッ
タ
リ
の
仕
事
が
あ
る
」
と

す
す
め
ら
れ
た
の
が
現
在
の
仕
事
だ
っ
た
。

　
採
用
が
決
ま
っ
て
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ

ン
ま
で
数
ヶ
月
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
引
越
し
や

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
ホ
テ
ル
の
営
業
に
つ
い
て
学
ぶ

た
め
忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
た
。

　
２
０
１
２
年
４
月
７
日
に
は
、
女
将
と
総
支
配

人
に
千
佳
江
さ
ん
、
そ
し
て
バ
ル
さ
ん
が
営
業
や

広
報
を
担
当
す
る
体
勢
で
営
業
を
開
始
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
数
ヶ
月
後
に
女
将
の
女
性
が
辞
め
て

し
ま
う
と
い
う
予
想
外
の
展
開
に
な
り
、
以
降
夫

婦
で
木
屋
を
盛
り
立
て
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

　
木
屋
の
現
状
は
冒
頭
で
触
れ
た
が
、
今
後
の
展

望
な
ど
を
バ
ル
さ
ん
に
聞
く
と　

―

「
さ
ら
に
宿
泊
客
を
増
や
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で

す
が
、
木
屋
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
商
品
を
開
発
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
木
屋
は
元
々
ま
ん
じ
ゅ

う
屋
さ
ん
だ
っ
た
の
で
、
地
元
の
お
店
と
コ
ラ
ボ

し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
ス
イ
ー
ツ
と
か
が
出
来
れ
ば
、

ス
テ
キ
で
す
」
と
意
気
込
む
。
ま
た
、
木
屋
の
役

割
は
広
告
塔
と
な
っ
て
宇
和
島
を
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
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1970 年代の木屋旅館前の様子（写真提供：田部  司）

一部床がアクリル仕様の２階客室

文豪気分を味わえるライブラリ

木屋旅館外観



な
の
で
、
ま
ず
は
、
今
ま
で
宇
和
島
を
知
ら
な
か

っ
た
り
、
四
国
に
来
た
こ
と
が
な
か
っ
た
人
に
「

木
屋
旅
館
に
泊
ま
る
」
と
い
う
目
的
を
提
供
す
る

こ
と
が
重
要
だ
。
そ
れ
に
は
、
目
先
の
儲
け
話
で

は
な
く
、
腰
を
据
え
た
観
光
資
源
を
発
掘
し
整
備

し
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
原
石

の
よ
う
な
モ
ノ
が
宇
和
島
に
は
た
く
さ
ん
あ
る
と

い
う
。

　
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
当
初
か
ら
思
い
描
い
て
い
た
、

行
政
、
観
光
協
会
、
経
済
界
が
力
を
合
わ
せ
宇
和

島
も
木
屋
も
元
気
が
出
る
と
い
う
状
況
が
よ
う
や

く
整
い
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ

は
、
い
ず
れ
適
当
な
人
が
現
れ
れ
ば
、
地
元
の
出

身
の
人
に
木
屋
の
運
営
を
譲
り
た
い
考
え
だ
。

　
そ
し
て
今
日
も
、
利
用
者
か
ら
「
と
て
も
よ
か

っ
た
」「
ま
た
泊
ま
り
た
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞

く
た
め
に
黙
々
と
仕
事
を
こ
な
し
て
い
る
。
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１階浴室廊下から見る中庭

２階客室に設けられているスクリーンと LEDライトで自由に演出を楽しめる。 １階から２階の天井の梁を見ることができる。

木藤時計店●

メガネの
●三城

丸之内●
和霊神社

●バスセンター

●宇和島
信用金庫

南予●
文化
会館

お城山

■

木
屋
旅
館



個性あふれるおしゃれな品々
木屋セレクト＆オリジナルグッズ

■パールピンブローチ（男女兼用）　
　各 5,400 円（税込）
　シルクの組み紐とバロックパールの組み合わせ自由なピンブローチ

■麦味噌飴　
　250 円（税込）
　麦味噌屋三代目と飴屋三代目の
　コラボレーションで生まれた飴
　米袋のようなパッケージで木屋
　の人気商品のひとつ

■エッセンシャルオイル　
　1,620 円（税込）～
　果汁を搾った後の柑橘果皮から水蒸
　気蒸留法で抽出したエッセンシャルオイル。
　アロマハウスリーフと木屋旅館のコラボレーション
　で生まれたオリジナル商品「木屋旅館エッセンシャルオイル」
　価格未定（写真：右）

■蒋渕の藻塩
　50ｇ入り 756 円（税込）
　昔ながらの手法で宇和島市
　こもぶち産の原料だけで作
　られた海藻のミネラルをと
　ことん凝縮した藻塩

■大竹伸朗
　ぬりどきトートバッグ（3種類）
　各 4,320 円（税込）
　　宇和島在住の世界的現代アート作家
　　　大竹伸朗デザインの新入荷トートバッグ

■Kuroda Brothers ポーチ
　「FUTAE」　
　2,500 円（税込）～
　黒田旗のぼり店の手染めの布を
　リメイクしたシリーズの中のポーチ
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木屋旅館
愛媛県宇和島市本町追手 2 丁目 8-2　TEL.0895-22-0101 （10:00～18:00）　 　　contact@kiyaryokan.com　
木屋旅館 http://www.kiyaryokan.com/

宿　泊
木屋旅館 1棟を最小 2名様～最大10 名様まで
1組限定の貸しきりです
■ １泊 : 施設利用料 21,600 円 + 
           お 1 人様につき 5,400 円（ 消費税込 ）
　　  夕食別、軽朝食（洋）込み

定員数
2 名様 ～ 最大 10 名様まで
11 名様以上でご宿泊希望の際はご確認下さい

チェックイン
＆アウト

チェックイン　 : 15:00
チェックアウト : 11:00

基本設備
冷暖房設備（*各部屋内）
液晶テレビ / ダイニングテーブル / セーフティーボックス（*全てリビングルーム内）Bluetooth 搭載
機器対応オーディオ / 無線高速インターネット接続　ライブラリー / 浴場 / 駐車場あり 2 台

貸し広間

ギャラリー

１階大広間（20 畳）は時間貸しが可能です
■ 料　　　金：1,000 円 /1 時間 （消費税別） 　　ご利用時間：11:00 ～ 14:00

展示会場としてご利用が可能です
■ 料　　　金：無　料　　ご利用時間：11:00 ～ 14:00

館内見学
館内の見学ができます
■ 料　　　金：200 円 /1 人 （消費税込） 　　ご利用時間：11:00 ～ 14:00

■いずれも宿泊状況等により、お受けできない場合もございますので事前にご確認ください

外国人観光案内所

2017 年、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）から南予初となる
「外国人観光案内所」の認定を受け、宇和島はもちろん
南予や高知県などの外国人向けのパンフレットが整備
され、日本語はもちろん英語など多言語をあやつる木
屋旅館マネージャーのグレブ・バルトロメウスさんが
親切に対応してくれる。



本格讃岐うどん にし蔵

MICHELIN

　
平
成
25
年
１
月
に
オ
ー
プ
ン
し
６
年
目

を
迎
え
ま
し
た
。
当
店
で
は
厳
選
し
た
小

麦
粉
を
自
家
製
麺
し
、
北
海
道
産
昆
布
な

ど
の
具
材
や
醤
油
に
も
こ
だ
わ
っ
た
出
汁

で
お
召
し
上
が
り
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
当
店
イ
チ
オ
シ
の
揚
げ
た
て
大

え
び
天
と
茹
で
た
て
の
も
っ
ち
り
麺
と
の

取
り
合
わ
せ
を
是
非
一
度
ご
賞
味
下
さ
い
。

　
メ
ニ
ュ
ー
も
温
か
い
お
出
汁
の
う
ど
ん

か
ら
冷
た
い
、
ぶ
っ
か
け
や
ざ
る
う
ど
ん

な
ど
様
々
な
種
類
の
う
ど
ん
に
加
え
、
サ

イ
ド
メ
ニ
ュ
ー
に
お
で
ん
や
お
に
ぎ
り
、

い
な
り
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　
店
内
は
椅
子
席
と
お
座
敷
が
ご
ざ
い
ま

す
の
で
、
小
さ
な
お
子
様
連
れ
の
お
客
様

で
も
ゆ
っ
く
り
と
お
食
事
頂
け
る
空
間
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
来
店
を
心

よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

宇和島市弁天町 1-2-19
TEL.0895-23-2070
営業時間／ 11:00 ～ 15:00　17:30 ～ 20:00
定休日／月曜日（祝日の場合は翌日）
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特上えび天ぶっかけ　980 円

か
ど
や

弁
天
町
店
●きさいや広場

●

ロ
ー
ソ
ン
● ■

ミシュランガイド 2018
広島版・愛媛版

ミシュランプレート選定店

に
し
蔵

座敷 18席 店内の様子 店舗外観

※ミシュランプレート選定店とは　…　調査員オススメ店
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え
ん
ま
祭
り
の
思
い
出

本田  耕一
ほんだ　こういち

南愛媛医療アカデミー校長
元市立伊達博物館々長

1945 年生まれ　宇和島市在住

宇
和
島
地
方
に
春
を
呼
ぶ

※1）宇和島出身の画家

※

１
）
て
ん  

し
ん　

       

え
ん   

ま　
　

        

あ   

　
佛
日
山
西
江
寺
の
名
前
を「
せ
い
ご
う
じ
」と

読
め
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
お
寺
は
由

緒
正
し
い
お
寺
で
、
創
建
は
一
三
六
五
年
（
貞

治
四
年
）、
宇
和
島
城
の
鬼
門
封
じ
の
寺
で
も

あ
っ
た
。
初
代
藩
主
伊
達
秀
宗
が
入
部
し
て
、

ま
ず
行
っ
た
の
が
寺
社
の
整
備
だ
っ
た
。
城
の

鬼
門
に
当
た
る
寺
と
し
て
、
臨
海
山
龍
光
院
を

建
立
し
た
の
は
一
六
一
五
年（
元
和
元
年
）の
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
龍
光
院
の
山
下
に
あ
っ
た

西
江
寺
は
一
六
二
五
年（
寛
永
二
年
）現
在
の
場

所
へ
移
転
さ
れ
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
格
式
の

高
い
寺
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
名
前
や
格
式
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
そ
れ
よ

り
西
江
寺
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
親
し
み
深
い

寺
で
も
あ
る
。
通
称「
え
ん
ま
様
」。
お
祭
り
の

日
に
は
孤
高
の
画
家
、
村
上
天
心
の
閻
魔
・
阿

修
羅
・
地
蔵
菩
薩
の
大
画
像
が
本
堂
の
壁
一
面

に
掛
け
ら
れ
る
。
そ
の
周
り
に
は
地
獄
・
極
楽

の
掛
け
軸
が
ぐ
る
っ
と
一
周
す
る
様
は
壮
観
で

あ
る
。
祖
母
や
母
親
か
ら
「
嘘
を
つ
い
た
ら
舌

を
抜
か
れ
る
」
と
か
、
死
ん
だ
時
に
は
大
王
の

前
で
裁
判
が
あ
り
、
現
世
の
嘘
や
罪
に
よ
っ
て
、

「
灼
熱
地
獄
」
と
か
「
血
の
池
地
獄
」
に
追
い
や

ら
れ
、
鬼
達
に
い
じ
め
ら
れ
る
と
聞
か
さ
れ
た
。

仏
教
に
お
け
る
生
き
る
者
た
ち
へ
の
警
鐘
（
道

徳
教
育
）
で
あ
ろ
う
。
善
を
積
ん
だ
人
は
極
楽

浄
土
へ
行
く
こ
と
が
出
来
る
道
も
あ
り
、
そ
の

掛
け
軸
も
あ
る
。
釈
迦
入
滅
の
軸
、
そ
の
中
に

は
、
悲
し
み
の
人
々
の
中
で
笑
っ
て
い
る「
天
邪

ひ
で
む
ね

り
ん
ざ
い
し
ゅ
う
み
ょ
う
し
ん
じ　
は

ぶ
つ
に
ち
さ
ん   

せ
い
ご
う  

じ

り
ん
か
い
さ
ん
り
ゅ
う
こ
う
い
ん し

ょ
う

げ
ん　
な　
が
ん
ね
ん

あ
ま
の
じ
ゃ

大迫力の閻魔大王図と対照的におだやかな地蔵菩薩図が並ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影：北濱一男

じ

 

し
ゅ  

ら　
　

        

じ  

ぞ
う    

ぼ    

さ
つ
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鬼
」の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。
え
ん
ま
様
の
お
祭

り
の
日
、
子
ど
も
達
の
母
親
代
わ
り
と
い
っ
て

は
失
礼
だ
が
、
名
解
説
者
が
登
場
す
る
。
名
前

は
大
宮
裕
子
氏
、
名
調
子
で
長
年
子
ど
も
達
に

説
明
さ
れ
て
い
て
、
お
参
り
す
る
方
の
中
に
は

彼
女
の
フ
ァ
ン
も
多
い
と
聞
い
て
い
る
。

　
え
ん
ま
様
は
怖
い
存
在
だ
っ
た
が
、
出
店
が

多
く
て
楽
し
み
も
あ
っ
た
。
境
内
か
ら
木
藤
時

計
の
と
こ
ろ
ま
で
隙
間
な
く
並
ん
で
い
た
。
祭

り
の
名
物
菓
子
は
「
松
茸
飴
」と「
ひ
ょ
う
た
ん

菓
子
」
で
あ
る
。
当
時
い
く
ら
だ
っ
た
か
忘
れ

た
が
、
小
遣
い
を
も
ら
っ
て
買
っ
て
帰
る
の
が

う
れ
し
か
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
飴
は
細
工
物
で

松
茸
の
姿
そ
の
も
の
。
ひ
ょ
う
た
ん
菓
子
は
「

唐
饅
」
の
変
形
と
い
っ
て
も
い
い
。
西
江
寺
に

は
今
で
も
お
茶
会
な
ど
で
招
か
れ
訪
れ
る
。
庭

園
は
県
の
指
定
文
化
財
、
蓬
莱
池
泉
様
式
と
禅

院
枯
山
水
様
式
を
重
ね
持
つ
枯
山
水
庭
園
で
あ

る
。
そ
の
庭
を
眺
め
な
が
ら
お
茶
を
頂
く
。
至

福
の
時
、
そ
の
た
び
懐
か
し
い
思
い
出
と
恐
ろ

し
か
っ
た
思
い
出
が
交
差
す
る
。

お
お
み
や 

ひ
ろ   

こ

く

ほ
う
ら
い   

ち    

せ
ん
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
ん

 

い
ん 

か
れ 

さ
ん 

す
い

大迫力の閻魔大王図と対照的におだやかな地蔵菩薩図が並ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影：北濱一男

ひょうたん菓子や松茸飴が売られる寺前に並ぶ出店

西江寺の庭園は蓬莱池泉様式と禅院枯山水様式を重ね持つ枯山水庭園で県の名勝
に指定されている

本堂の天井には黒田健一作の大きな龍の絵が私たちを出迎えてくれる

●愛媛
新聞社

●木藤
時計店

丸之内●
和霊神社

●立花
仏壇店

袋
町
銀
天
街

宇和島●
信用金庫

西
江
寺

六兵ヱ坂

辰
野
川

今年のえんま祭は２月 20 日から 22 日
の３日間開催されます。



● 兵頭一夫展 - 痕跡は虚実のはざまに -  

宇神幸男さんが作・構成・監
修にあたり、宇和島在住の佐
藤伊吹さんが作画した漫画で
す（限定非売品）。
この度、先着順で読者プレゼン
トとさせて頂きます。ご希望の
方は、本誌の感想文（様式は問
いません）に年齢、性別をご記
入の上、宇和島信用金庫本店営
業部窓口にお出し下さい。引き
換えにお渡しいたします。

● 高子プロジェクト宇和島が刊行
宇和島初の歴史漫画「幕末の美少女高子―宇和島の日々」 
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お
し
ら
せ

【引換え場所】宇和島信用金庫　本店営業部
                   宇和島市本町追手 2-8-21

【 お 問 合 せ 】業務推進部　0895-23-7000

読者
プレゼント
先着 20名様

会　期：2月 1日 (金) ～ 5月 6日 (月)
　　　　AM9:00 ～ PM5:00（入館は PM4:30 迄）
休館日：火曜日（祝休日の場合はその直後の平日）＊4/30（火）は開館

自然という対象に即した自分の
抽象。時を感じ、光をとらえる。
観る者にはどこか「虚」の部分に
ひかれ、虚実のはざまに作家の
痕跡がみてとれる。
今展では、新作及び2000年前後
以降の近作を含め、約 40 点の
油彩画を中心とした作品を展示
致します。是非、ご来館下さい。

お問合せ /畦地梅太郎記念美術館・井関邦三郎記念館
宇和島市三間町務田 180-1「道の駅みま」内
Tel / Fax. 0895-58-1133

畦地梅太郎記念美術館

https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/azechi-iseki-museum/



写真・文 /田部　司

自然に満ちた田園風景が広がっていた

【現在の様子】伊達博物館前から撮影した天赦公園。右の
茂みは宇和島東高。
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く
の
む
ら
が
わ

　
現
在
の
宇
和
島
市
立
伊
達
博
物
館※

前
の
天
赦
公
園
一
帯
は
、

戦
前
か
ら
戦
後
し
ば
ら
く
昭
和
30（1955

）年
頃
ま
で
は
低
湿
地

帯
で
、
田
圃
が
あ
る
自
然
に
満
ち
た
田
園
風
景
が
広
が
っ
て
い

た
。
写
真
中
央
に
妙
典
寺
前
か
ら
移
転
ま
も
な
い
城
南
中
学
校

の
新
校
舎
、
左
側
に
国
指
定
名
勝
・
天
赦
園※

の
森
が
前
方
の

田
や
荒
地
の
向
う
に
写
っ
て
い
る
。
右
側
奥
に
白
く
か
す
ん
で

い
る
の
は
戎
山
で
あ
ろ
う
。

　
私
が
城
南
中
学
校
左
隣
の
明
倫
小
学
校
に
入
学
し
た
頃
、
天

赦
園
入
口
隣
の
わ
が
家
か
ら
、
こ
の
稲
木
の
脇
の
あ
ぜ
道
を
通

っ
て
明
倫
校
に
通
う
の
が
一
番
の
近
道
だ
っ
た
。
私
の
４
年
先

輩
に
当
た
る
人
は
、
春
に
農
耕
用
の
牛
が
田
の
代
掻
き
を
し
て

い
た
こ
と
や
、
夏
に
蓮
の
花
が
咲
き
誇
っ
て
い
た
光
景
を
鮮
明

に
覚
え
て
い
る
と
い
う
。

　
な
お
、「
天
赦
園
」と
宇
和
島
東
高
等
学
校
に
挟
ま
れ
た
天
赦

公
園
の
開
園
は
、
昭
和
42（1967

）
年
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
が
、
野
球
場
（
天
赦
園
グ
ラ
ウ
ン
ド
）
や
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

が
完
成
し
た
の
は
昭
和
32（1957

）
年
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の

で
、
こ
の
写
真
の
１
、
２
年
後
に
は
公
園
化
が
早
急
に
進
め
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
も
と
も
と
こ
こ
は
伊
達
家
の
御
浜
御
殿
が
あ
っ
た
所
で
、
公

園
北
側
に
は
「
お
清
水（
し
み
ず
）」
と
よ
ば
れ
る
名
水
が
湧
い

て
い
た
。
祖
父
か
ら
「
お
殿
様
が
お
茶
に
使
わ
れ
る
」
と
聞
か

さ
れ
て
い
た
「
お
清
水
」
は
、
た
し
か
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
右
翼
あ

た
り
に
こ
ん
こ
ん
と
自
噴
し
て
い
た
。

　
写
真
左
側
の
水
田
の
手
前
に
は
、
子
ど
も
の
頃
に
は
宇
和
島

伊
達
家
の
偕
楽
園
と
い
う
庭
園
が
あ
り
、
佐
伯
町
の
自
治
会
長

な
ど
し
て
い
た
祖
父
の
関
係
で
、
子
ど
も
だ
っ
た
私
は
偕
楽
園

や
天
赦
園
へ
は
い
つ
も
顔
パ
ス
で
入
れ
た
。
大
き
な
亀
や
錦
鯉

の
泳
ぐ
池
泉
回
遊
式
の
庭
園
が
あ
り
、
天
赦
園
よ
り
は
こ
じ
ん

ま
り
し
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
趣
き
が
あ
り
お
気
に
入
り

だ
っ
た
。

　
児
童
遊
園
地
を
含
む
天
赦
公
園
づ
く
り
は
、
宇
和
島
市
の
戦

災
復
興
事
業
の
一
環
と
し
て
昭
和
25（1950

）年
か
ら
着
手
さ
れ

て
い
て
、
同
公
園
の
整
地
と
と
も
に
田
圃
の
北
を
走
る
道
路
も

失
業
対
策
事
業
で
整
備
さ
れ
た
。
二
車
線
の
道
路
が
コ
ン
ク
リ

ー
ト
舗
装
さ
れ
た
の
は
、
私
が
城
南
中
学
校
へ
入
学
し
た
昭
和

38（1963

）
年
だ
っ
た
。

　
写
真
の
城
南
中
学
校
の
後
方
に
は
、
来
村
川
河
口
沿
い
に
広

大
な
小
笠
原
新
田※

が
続
い
て
い
た
が
、
こ
の
頃
か
ら
宅
地
造

成
の
埋
立
て
工
事
が
始
ま
り
、
当
時
中
学
生
だ
っ
た
我
々
は
、

よ
く
こ
の
辺
り
を「
う
め
た
て
で
遊
ぶ
」と
口
に
し
た
。
こ
う
し

て
、
今
の
明
倫
町
、
桝
形
町
の
新
興
住
宅
地
が
出
現
し
て
い
き
、

子
ど
も
に
と
っ
て
身
近
な「
自
然
の
楽
園
」は
消
え
て
し
ま
っ
た
。

天赦公園付近　【昭和 30（1955）年頃】

　
思
い
起
こ
せ
ば
、
戦
後
団
塊
の
世
代
に
属
す
る
我
々
に
と
っ

て
、
こ
の
頃
が
大
き
な
時
代
の
変
わ
り
目
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

実
感
し
た
時
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
天
赦
公
園
以
外
に
も
、

城
山
や
和
霊
神
社
前
な
ど
各
所
に
公
園
が
整
備
さ
れ
人
工
的
な

都
市
化
が
進
ん
で
い
っ
た
代
わ
り
に
、
小
笠
原
新
田
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
豊
か
な
自
然
が
失
わ
れ
、「
貧
し
く
と
も
自
然
に
囲
ま

れ
て
元
気
だ
っ
た
」30
年
代
は
終
わ
り
を
遂
げ
た
。

　
以
来
半
世
紀
を
経
た
現
在
、
宇
和
島
の
町
の
ト
ー
タ
ル
な
景

観
を
考
え
る
と
、
樹
木
や
水
な
ど
の
自
然
の
部
分
が
随
分
減
少

し
た
感
じ
が
す
る
。
今
後
の
宇
和
島
の
め
ざ
す
方
向
は
、
自
然

と
町
並
み
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。

　
あ
る
程
度
自
然
を
活
か
し
た
形
で
の
天
赦
園
と
偕
楽
園
が
ダ

ブ
ル
で
存
在
し
て
い
た
の
な
ら
、
観
光
地
と
し
て
十
分
全
国
へ

ア
ピ
ー
ル
で
き
た
と
思
う
と
残
念
き
わ
ま
り
な
い
。
宇
和
島
城

に
し
て
も
、
樹
木
を
含
め
た
よ
り
自
然
に
近
い
保
存
整
備
を
考

慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
数
年
「
伊
達
４
０
０
年
祭
」「
南
予
い
や
し
博
」
な
ど
の

イ
ベ
ン
ト
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
催
し
物
の
最
大
の
目
的

は
宇
和
島
の
活
性
化
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
は
た
し
て
そ
の
初
期

の
目
的
は
達
成
で
き
た
だ
ろ
う
か
。
決
し
て
町
全
体
が
そ
の
催

し
に
一
丸
と
な
っ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。

　
我
々
が
少
年
期
を
過
ご
し
た
昭
和
30
年
代　
　
ま
だ
貧
し
か

っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
み
ん
な
力
を
合
わ
せ
町
の
向
上
に
努
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
日
　々
　
あ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
代
に
宇
和
島
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
の
ヒ
ン
ト
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
よ
う
な
気
が
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
な
ら
な
い
。

※伊達博物館　…　市政 50 周年を記念して旧伊達藩邸跡に昭和 47（1972）年開館。
※天赦園　…　宇和島七代藩主伊達宗紀（だて  むねただ）が幕末の慶応 2（1866）年、余生を楽しみたいと鬼ヶ城（おにがじょう）を借景にした「地上の楽園」をイメ
                              ージして築庭。クス、ウバメガシの古木に囲まれ伊達家の家紋・竹に雀にちなみ、さまざまな竹が植栽されている。

※小笠原新田　…　蓮根畑が一面に広がり、釣りのメッカ「長池」には水門があった。ウナギ、ドジョウ、コイ、フナ、ボラから、おけらからギンヤンマまで何で
　　　　　　　　　も捕れた。「トンボを餌にした食用ガエル（ウシガエル）釣りが最高に面白かった」と宇都宮  裕さん（中央町 70 歳）から聞いた。

天赦公園一帯

「白い洋館の目立ったお屋敷町―賀古町界隈―」で紹介した掲載写真（ネガ）が、裏表反対にな
っていることが読者の指摘により判明しました。ここに訂正するとともに深謝いたします。

前号（秋号）の
訂正とお詫び



　「
ト
コ
ゼ
リ
ー
」を
作
り
始
め
て
37

年
、
こ
ん
に
ゃ
く
の
製
造
で
創
業
し
、

と
こ
ろ
て
ん
に
果
物
を
入
れ
た
お
や

つ
を
作
っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。

　「
ト
コ
ゼ
リ
ー
」は
、
複
数
の
果
肉

を
ミ
キ
サ
ー
で
潰
し
て
ジ
ュ
ー
ス
を

作
り
、
と
こ
ろ
て
ん
や
寒
天
、
コ
ン

ニ
ャ
ク
粉
で
固
め
て
い
る
の
で
果
物

由
来
の
旨
味
や
色
が
着
い
て
い
ま
す
。

香
料
も
使
わ
な
い
の
で
、
よ
り
自
然

な
味
を
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
当
社

は
、「
で
き
る
だ
け
人
工
的
な
添
加
物

を
使
わ
ず
美
味
し
い
食
べ
物
を
作
り

た
い
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、
カ
ロ

リ
ー
ゼ
ロ
に
も
で
き
る
人
工
甘
味
料

は
使
わ
ず
、
普
通
に
カ
ロ
リ
ー
の
あ

る
さ
と
う
大
根
の
砂
糖
を
使
っ
て
い

ま
す
。

　
ゼ
リ
ー
に
香
料
を
使
わ
ず
美
味
し

く
し
よ
う
と
す
る
と
沢
山
の
果
物
が

必
要
で
す
。
ス
ー
プ
や
惣
菜
を
化
学

調
味
料
な
し
で
美
味
し
く
し
よ
う
と

す
る
と
沢
山
の
ダ
シ
材
料
が
必
要
と

な
り
ま
す
が
、
当
社
は
「
よ
り
美
味

し
く
、
よ
り
自
然
に
」
を
コ
ン
セ
プ

ト
に
し
た
製
品
を
、
お
求
め
や
す
い

価
格
で
提
供
で
き
る
よ
う
精
進
し
て

い
ま
す
。

写真右は人気商品「甘夏入りトコゼリー（ミントは撮影用）」。左奥から「苺の杏仁どうふ」…食物繊維入りでお腹に優しく苺の味が濃厚です。
「あま酒ジュレ」…日本伝統の甘酒にオリゴ糖を加えています。「珈琲ゼリー」…コーヒーと相性のよい美味しい宮古島産の黒砂糖を使ったコクのある珈琲ゼリーです。

専務取締役
安岡　幹雄さん

ふるさとの
　　　カタチ

お城山
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マルヤス食品 株式会社　南宇和郡愛南町城辺甲 2277　tel.0895-72-1716　URL: http://maruyasu-foods.com/

マルヤス食品株式会社

〈
ト
コ
ゼ
リ
ー
の
製
造
工
程
〉

天草の天日干し作業

ミキサーにかけられる果実ところてんブロック ゼリー用ところてん

、   

、   

、   

、   

、
、   

、   

、   

、   

、

釡で煮られる天草 煮汁をこす



　
か
つ
て
日
本
人
の
死
亡
原
因
の
多
く
は
、

肺
炎
、
結
核
、
胃
腸
炎
な
ど
の
感
染
症
で

し
た
。
戦
後
、
抗
生
剤
の
開
発
や
結
核
対

策
、
栄
養
改
善
な
ど
で
こ
れ
ら
の
感
染
症

は
激
減
し
ま
し
た
が
、
肺
炎
は
今
で
も
日

本
人
の
死
亡
原
因
の
３
位
で
す
。
肺
炎
は

細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
病
気
を
起
こ
す

病
原
微
生
物
が
肺
に
入
り
感
染
し
、
肺
が

炎
症
を
起
こ
し
て
い
る
状
態
で
す
。

　
肺
炎
の
症
状
と
し
て
は
、
激
し
い
咳
、

黄
色
や
緑
色
を
帯
び
た
痰
を
伴
う
湿
っ
た

咳
（
起
炎
菌
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
）、38
度
以
上
の
高
熱
、
呼
吸
困
難
、

胸
の
痛
み
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

高
齢
者
の
場
合
に
は
熱
が
出
な
い
こ
と
も

あ
り
注
意
が
必
要
で
す
。
食
欲
が
な
い
、

元
気
が
な
い
、
ぼ
ー
っ
と
し
て
い
る
、
等

の
な
ん
と
な
く
い
つ
も
と
違
う
と
の
こ
と

で
来
院
さ
れ
、
肺
炎
が
見
つ
か
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
高
齢
者
で
は
嚥
下
機
能
の
低
下

に
よ
る
誤
嚥
性
肺
炎
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

脳
梗
塞
、
認
知
症
、
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
な

ど
の
持
病
が
あ
る
場
合
、
特
に
注
意
が
必

要
で
す
。　

　
肺
炎
の
治
療
に
は
抗
菌
薬
の
投
与
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
安
静
と
十
分
な
栄
養
や

水
分
の
補
給
も
必
要
で
す
。
他
の
疾
患
や

免
疫
機
能
低
下
が
あ
る
場
合
や
高
齢
者
な

ど
で
は
重
症
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、

原
則
と
し
て
入
院
に
よ
る
治
療
が
行
わ
れ

ま
す
。

　
肺
炎
は
予
防
が
重
要
で
す
。
外
出
後
に

は
手
洗
い
、
う
が
い
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

免
疫
力
を
落
と
さ
な
い
よ
う
に
、
十
分
な

栄
養
摂
取
と
睡
眠
も
必
要
で
す
。
高
齢
者

で
は
誤
嚥
に
よ
る
肺
炎
も
多
い
た
め
、
顎

を
引
い
て
よ
く
噛
ん
で
少
し
づ
つ
食
べ
る

習
慣
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
食
後
は
す
ぐ

に
横
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。
普
段
の
食
事

で
む
せ
る
方
は
料
理
に
と
ろ
み
を
つ
け
る

と
誤
嚥
し
に
く
く
な
り
ま
す
。

　
口
腔
内
は
雑
菌
が
多
い
た
め
、
口
の
中

を
清
潔
に
保
つ
こ
と
も
肺
炎
の
予
防
に
な

り
ま
す
。
食
後
の
歯
磨
き
な
ど
の
口
腔
ケ

ア
を
行
い
、
歯
周
病
の
あ
る
方
は
放
置
せ

ず
治
療
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　
冬
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
流
行
の
シ
ー
ズ

ン
で
す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
後
に
発

症
す
る
肺
炎（
二
次
感
染
）は
し
ば
し
ば
重

症
化
し
ま
す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
肺
炎
を
予
防
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ウ
イ
ル
ス
は
変
異
す
る
た
め
、
毎
年
流
行

前
に
予
防
接
種
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
肺
炎
の
起
炎
菌
と
し
て
最
も
多

い
の
が
、
肺
炎
球
菌
で
す
。
65
歳

以
上
の
方
は
感
染
の
可
能
性
が

高
く
な
り
ま
す
が
、
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
の
接
種
に
よ
っ
て
肺
炎

は
発
症
し
に
く
く
な
り
、
発
症
し

て
も
重
症
化
が
抑
え
ら
れ
、
死
亡

率
が
下
が
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
ワ
ク
チ
ン
の

効
果
は
５
年
程
度
で
す
。

　
ま
た
、
肺
炎
は
感
染
に
よ
る

も
の
以
外
に
も
ア
レ
ル
ギ
ー
や

リ
ウ
マ
チ
性
疾
患
、
薬
物
に
よ
る
も
の
、

　
か
つ
て
日
本
人
の
死
亡
原
因
の
多
く
は
、

肺
炎
、
結
核
、
胃
腸
炎
な
ど
の
感
染
症
で

し
た
。
戦
後
、
抗
生
剤
の
開
発
や
結
核
対

策
、
栄
養
改
善
な
ど
で
こ
れ
ら
の
感
染
症

は
激
減
し
ま
し
た
が
、
肺
炎
は
今
で
も
日

本
人
の
死
亡
原
因
の
３
位
で
す
。
肺
炎
は

細
菌
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
病
気
を
起
こ
す

病
原
微
生
物
が
肺
に
入
り
感
染
し
、
肺
が

肺
炎
を
予
防
し
ま
し
ょ
う

沖内科クリニック
副院長  沖　良隆

医療
health care

え
ん
げ

ご
え
ん
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あ
る
い
は
原
因
不
明
の
肺
炎
も
あ
り
ま

す
。
咳
や
発
熱
が
長
く
続
く
場
合
に
は

風
邪
だ
と
思
い
込
ま
ず
、
医
療
機
関
を

受
診
し
て
下
さ
い
。



筋
肉
づ
く
り
は
ス
ポ
ー
ツ
選
手
か
ら
高
齢
者
ま
で
！

　
私
は
ス
ポ
ー
ツ
が
好
き
で
、
20
代
か
ら
登
山
、
ス

キ
ー
、
カ
ヌ
ー
の
ア
ウ
ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
ん

で
き
ま
し
た
。
ス
キ
ー
は
ゲ
レ
ン
デ
と
い
う
一
定
の

領
域
の
な
か
で
リ
フ
ト
の
力
を
借
り
て
楽
し
み
ま
す

が
、
登
山
と
カ
ヌ
ー
は
自
然
の
中
に
飛
び
込
む
ス
ポ

ー
ツ
で
す
か
ら
楽
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
厳
し
さ
も

伴
い
ま
す
。

　
カ
ヌ
ー
を
し
て
い
る
人
口
は
少
な
い
と
思
う
の
で

ち
ょ
っ
と
説
明
し
ま
す
と
、
私
が
楽
し
ん
で
い
た
の

は
川
を
下
る
１
人
乗
り
カ
ヤ
ッ
ク
で
す
。
ち
ょ
っ
と

流
れ
の
激
し
い
と
こ
ろ
で
は
ひ
っ
く
り
か
や
る
の
で

「
カ
ヤ
ッ
ク
」
と
い
い
ま
す
。（
う
そ
で
す
！
）
ひ
っ

く
り
か
や
っ
た
と
き
に
起
き
上
が
る
技
術
を
「
エ
ス

キ
モ
ー
ロ
ー
ル
」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
が
で
き
な
い

と
川
に
放
り
出
さ
れ（
沈
脱
と
い
い
ま
す
）、
激
流
で

は
洗
濯
機
の
中
の
洗
濯
物
状
態
に
な
り
ま
す
の
で
と

て
も
体
力
を
消
耗
し
ま
す
。
エ
ス
キ
モ
ー
ロ
ー
ル
の

練
習
を
す
る
た
め
に
プ
ー
ル
に
通
っ
て
水
の
中
で
逆

立
ち
す
る
練
習
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

川
く
だ
り
は
水
面
を
ス
イ
ス
イ
と
移
動
で
き
て
快
適

な
の
で
す
が
、
腰
周
り
や
上
腕
の
筋
肉
を
使
い
ま
す
。

エ
ン
ジ
ン
は
付
い
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
流
れ
が
あ

る
と
は
い
え
、
漕
ぐ
力
が
必
要
で
す
。
そ
し
て
、
目

的
地
に
到
着
し
て
か
ら
が
大
変
で
す
。
６
、
７
kg
も

あ
る
カ
ヤ
ッ
ク
を
右
肩
に
担
ぎ
、
左
手
に
パ
ド
ル
を

持
っ
て
、
川
か
ら
車
が
置
い
て
あ
る
道
路
ま
で
不
安

定
な
護
岸
を
歩
い
て
移
動
し
ま
す
。
若
い
お
姉
ち
ゃ

ん
の
う
ち
は
男
性
も
手
伝
っ
て
く
れ
ま
す
が
、
お
ば

ち
ゃ
ん
に
な
る
と
置
い
て
い
か
れ
ま
す
。
そ
こ
で
め

げ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
足
手
ま
と
い
に
な
ら
な
い
よ

う
に
体
力
を
つ
け
て
お
く
の
で
す
。「
こ
の
お
ば
ち
ゃ

ん
、
な
か
な
か
や
る
ね
！
」
と
思
わ
れ
た
ら
、
次
の

川
に
も
誘
っ
て
も
ら
え
ま
す
か
ら
「
エ
ン
ジ
ョ
イ
・

川
く
だ
り
パ
ス
ポ
ー
ト
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
お
か
げ
さ
ま
で
、
四
万
十
川
、
黒
尊
川
、

肱
川
、
仁
淀
川
、
吉
野
川
、
穴
吹
川
、
錦
川
、
熊
野

川
な
ど
た
く
さ
ん
の
美
し
い
流
れ
の
川
を
堪
能
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
目
的
が
あ

れ
ば
日
々
の
運
動
も
楽
し
く
な
る
の
で
す
。

　
カ
ヤ
ッ
ク
を
担
ぐ
に
は
上
腕
二
頭
筋
、
不
安
定
な

護
岸
を
歩
く
に
は
大
腿
四
頭
筋
の
強
化
が
必
要
で
す
。

筋
肉
を
作
る
に
は
材
料
と
な
る
タ
ン
パ
ク
質
食
品
が

必
要
に
な
り
ま
す
。
運
動
は
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と

持
久
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。
そ
し
て
、
運
動
後
１

時
間
以
内
に
タ
ン
パ
ク
質
食
品
を
摂
取
す
る
と
筋
力

づ
く
り
に
効
果
的
な
の
で
す
。
牛
乳
、
チ
ー
ズ
、
ヨ

ー
グ
ル
ト
な
ど
手
軽
に
食
べ
ら
れ
る
食
品
を
用
意
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
も
携
帯

に
便
利
で
す
ね
。

　
タ
ン
パ
ク
質
は
20
種
類
の
ア
ミ
ノ
酸
か
ら
で
き
て

い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
分
岐
鎖
ア
ミ
ノ
酸
（BCAA

）

と
い
わ
れ
る
バ
リ
ン
、
ロ
イ
シ
ン
、
イ
ソ
ロ
イ
シ
ン
、

特
に
ロ
イ
シ
ン
が
筋
肉
づ
く
り
に
有
効
な
タ
ン
パ
ク

質
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
イ
シ
ン
の
多
い

動
物
性
タ
ン
パ
ク
質
食
品
（
肉
や
魚
な
ど
）
を
積
極

的
に
摂
取
す
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ

栄養
 nutrition

ン
ク
も
ロ
イ
シ
ン
含
有
量
が
多
い
も
の
も
販
売
さ
れ

て
い
ま
す
。
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
「
ロ
イ
シ
ン
が
多

い
、
飲
料
は
あ
る
か
な
？
」
っ
て
聞
い
た
ら
、「
お
ぉ

！
筋
ト
レ
に
励
ん
で
い
る
人
だ
な
」
と
一
目
置
か
れ

ま
す
よ
。

　
そ
し
て
、
筋
肉
づ
く
り
は
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
人
の

み
な
ら
ず
高
齢
者
に
と
っ
て
も
必
要
な
の
で
す
。
年

齢
と
共
に
筋
肉
が
減
少
し
ま
す
。「
つ
ま
づ
く
」「
こ

け
る
」
こ
れ
ら
は
筋
肉
量
が
減
少
し
、
筋
力
が
低
下

し
て
い
る
証
拠
で
す
。「
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
」「
フ
レ
イ

ル
」
と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
サ
ル

コ
ペ
ニ
ア
は
筋
肉
量
、
筋
力
が
減
少
し
て
く
る
こ
と

で
す
。
そ
し
て
、
段
々
と
活
動
量
が
低
下
し
、
フ
レ

イ
ル
（
虚
弱
）
が
進
行
し
て
、
日
常
生
活
が
困
難
に

な
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
寝
た
き
り
に
つ
な
が
り
ま

す
。
そ
れ
を
防
止
す
る
に
は
運
動
を
し
、
そ
の
分
消

費
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
確
保
し
な
が
ら
タ
ン
パ
ク
質

食
品
を
多
め
に
摂
取
す
る
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、

三
食
の
食
事
を
き
っ
ち
り
食
べ
、
運
動
後
１
時
間
以

内
に
タ
ン
パ
ク
質
食
品
を
摂
取
す
る
の
で
す
。
運
動

は
年
齢
に
合
わ
せ
て
、
散
歩
や
室
内
で
で
き
る
筋
ト

レ
な
ど
も
代
謝
が
活
発
に
な
り
効
果
的
で
す
。

　
先
日
、
70
代
の
男
性
か
ら
次
の
よ
う
な
質
問
を
さ

れ
ま
し
た
。「
野
菜
を
食
べ
な
い
け
ん
い
う
け
ん
、
野

菜
食
べ
よ
っ
た
ら
、
テ
レ
ビ
で
年
寄
は
肉
を
食
べ
な

い
け
ん
い
い
よ
る
。
ど
っ
ち
が
正
し
い
の
？　
い
ろ

ん
な
こ
と
い
わ
れ
る
と
解
ら
ん
の
よ
」
は
い
。
回
答

は
「
ど
っ
ち
も
食
べ
な
い
け
ん
の
よ
！
」

広島修道大学 
健康科学部 健康栄養学科
 教　授  藤井　文子
宇和島市出身
きものを楽しむ会々長

　
最
後
に
、
ア
ウ
ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
は
体
を
鍛
え
る

だ
け
で
は
な
く
、
精
神
力
も
鍛
え
て
く
れ
ま
す
。
思

わ
ぬ
こ
と
が
起
こ
っ
た
場
面
で
の
対
応
力
が
育
ち
ま

す
。
そ
し
て
、
同
じ
川
を
下
っ
た
仲
間
と
は
達
成
感

や
連
帯
感
で
結
ば
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
深

ま
り
ま
す
。
私
の
仕
事
に
も
大
い
に
役
立
っ
て
い
ま

す
。
カ
ヌ
ー
は
リ
オ
五
輪
で
羽
根
田
選
手
が
銅
メ
ダ

ル
を
獲
得
し
た
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
あ
れ
は
ス
ラ
ロ
ー
ム
競
技
で
す
が
、
き
れ
い

な
川
が
近
く
に
沢
山
あ
る
四
国
で
は
お
す
す
め
の
ス

ポ
ー
ツ
で
す
。
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Tsunagu 

お気楽  俳句

Tsunagu 

おすすめの本

　
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
平
成
最
後
の
年
の

幕
開
け
で
す
。
年
頭
に
あ
た
り
猪
突
猛
進
で
き
る
趣
味
を
お
探

し
の
方
に
お
知
ら
せ
で
す
、
俳
句
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

「
俳
句
は
難
し
い
か
ら
い
や
だ
」そ
う
思
っ
た
あ
な
た
の
考
え
を

覆
す
べ
く
句
会
仲
間
の
句
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
は
、
ご

一
読
あ
れ
、
そ
の
あ
と
で
「
楽
し
い
か
も
」
と
思
わ
れ
た
ら
し

め
た
も
の
、
こ
れ
で
今
年
の
目
標
は
決
ま
り
ま
し
た
。
そ
う「
句

会
に
参
加
」
で
す
。
さ
あ
一
緒
に
俳
句
で
あ
そ
ぼ
。

白
魚
を
食
う
食
う
水
に
な
り
た
く
て
　  

　
藤
田
　
瞬

◆ 

あ
の
透
明
な
魚
を
食
べ
続
け
た
ら
い
つ
か
水
に
な
れ
る
か
も
。

春
寒
し
湯
気
ま
で
甘
き
コ
コ
ア
飲
む
　  

　
畠
山
八
重
子

◆ 

コ
コ
ア
っ
て
湯
気
ま
で
甘
そ
う
。
な
ん
だ
か
し
あ
わ
せ
だ
ね
。

背
伸
び
し
て
逆
立
ち
も
し
て
雪
眺
む
　  
　
佐
々
木
正
弘

◆ 

雪
が
降
る
と
わ
く
わ
く
す
る
。
南
国
な
ら
で
は
の
感
覚
か
な
。

鷹
降
り
て
く
る
日
曜
の
交
差
点
　  

　
　
　
　
増
田
延
恵
子

◆ 

鷹
っ
て
い
つ
も
い
る
け
れ
ど
冬
の
季
語
な
の
。
不
思
議
だ
ね
。

ぐ
る
ぐ
る
と
肩
を
回
し
て
三
日
か
な
　  

　
赤
川
　
慎
一

◆ 

こ
の
感
じ
わ
か
る
な
。
季
語
が
動
か
な
い
の
は
佳
句
の
条
件
。

春
待
つ
日
古
新
聞
を
束
ま
す
　  

　
　
　
　
　
犬
飼
み
や
え

◆ 

ふ
と
出
た
言
葉
が
ほ
ら
俳
句
に
な
る
。
こ
ん
な
句
が
大
好
き
。

小
さ
き
手
小
さ
き
蜜
柑
剥
ぎ
に
け
り
　  

　
佐
々
木
順
子

◆ 

孫
の
文
字
を
使
わ
ず
に
お
孫
さ
ん
へ
の
想
い
を
み
ご
と
表
現
。

旧
正
の
玄
関
先
の
風
の
い
ろ
　  

　
　
　
　
　
水
谷
　
均

◆ 

正
月
で
は
な
く
旧
正
。
そ
の
微
妙
な
違
い
を
見
事
に
表
し
た
。

白
鳥
の
親
子
ま
あ
る
く
眠
り
を
り
　  

　
　
　
百
合
田
嘉
子

◆ 

ま
あ
る
く
な
っ
て
親
子
で
み
る
夢
は
き
っ
と
あ
た
た
か
い
ね
。

空
は
み
ず
い
ろ
雪
だ
る
ま
猫
だ
る
ま
　
　
吉
川
　
優
子

◆ 

猫
だ
る
ま
い
い
ね
。
次
に
雪
が
積
も
っ
た
ら
一
緒
に
作
ろ
う
。

　
最
後
に
と
っ
て
お
き
の
句
を
紹
介
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
な
ん

と
回
文
俳
句
な
る
も
の
に
挑
戦
し
て
い
る
強
者
が
い
る
の
で
す
。

ひ
ら
が
な
表
記
を
反
対
に
読
ん
で
確
か
め
た
後
は
さ
ら
に
に
楽

し
く
な
る
こ
と
間
違
い
な
し
で
す
。

人
参
を
夜
に
は
煮
る
よ
恩
人
に
　
　
　
　
柿
本
　
博
文

　
に
ん
じ
ん
を
よ
る
に
は
に
る
よ
お
ん
じ
ん
に

木
天
蓼
の
箱
根
の
猫
は
伸
び
た
タ
マ

　
ま
た
た
び
の
は
こ
ね
の
ね
こ
は
の
び
た
た
ま

　
お
読
み
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
俳
句
に
親

し
む
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。
　(

文
：
脇
谷
　
梨
花)

トイピアノを知っていますか？　そうです！!　おもちゃのピアノです。
畑さんに出会って、世界中ににさまざまな音色（ねいろ）や形のピアノが在ること
を知りました。そんなトイピアノが、今にも壊れてしまいそうな家族に小さな奇跡
を起こします。これは、統合失調症のお兄さんをめぐる家族の葛藤と再生を綴った
畑さんの自伝的おはなし絵本です。
やさしい絵と気持ちが溢れ出る詩は感動的です。

協力：岩崎書店　宇和島市錦町 4-16　TEL. 0895-22-0528

いつかの涙を光にかえて ― 統合失調症の兄とトイピアノ ―
文：畑 奉枝　絵：半田 正子　出版：星雲社　￥2,268（税込）

絵：律川エレキ
1966 年宇和島市生まれ
2000 年頃より俳句新聞
や俳句マガジン等に挿
絵を描く。
映像作家　奈良市在住
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■R69K JACK　宇和島市中央町 2-4-8　TEL. 0895-28-6069

BJDAN feat.KIYOKA　笹井 BJ 克彦 (Bass) , 吉川 DAN弾 (Drums) 
【筋なしの刻（とき）】打ち合わせなし、筋なしの即興演奏がコンセプト。ベースとドラムだけで、その
とき、その空間を楽しく操る２人ユニットの【BJDAN】はジャンルレスで自由な音を提供し続ける。
その場のリアルな音のみを放出するグルービーかつ、スパークリングな演奏になること間違いなし。
[BJ]…リトグリ、加藤ミリヤ、CHEMISTRY 等のサポートでツアー中の、ベース笹井 BJ 克彦（indigo 
jamunit）　　[DAN]… kinki kids、長江健次などサポートで活躍中のドラム吉川  弾（Qui）
ドラムとベースの 2人が即興で自由にいろんな形を音に表現する楽器パフォーマンスユニットBJDAN。
そして今回もこのGroovy なリズム隊に松山の KIYOKA も vocal で参加していただきます！！後半では
また会場のみなさんと Funk session！

２月23 日（土）19:00 オープン 20:00 スタート　　　　チケット /前売り 2,500 円　当日 3,000 円

作品名：パンジー（油彩）
作　者：藤田安幸（大人クラス）
19 世紀後半、モネらによって印象派が生まれ、セザンヌ、ピカソと続く近代絵
画の隆盛をみる。チューブ入りの絵具ができた自由さもあり、筆のタッチがキャ
ンバスの上で躍動し始める。このお二人の絵、その申し子のよう！リズムに乗っ
た一筆一筆の重なる痕跡。色と色が響き合い、動き、形を生んでゆく。かつての
衝撃は、時代を経てごく自然な有りようとなり、今に繋がっている。

　　　　　　　　　　　　作品名：
　　　　　　　　　　　　みんなの地球儀
　　　　　　　　　　　　作　者：
　　　　　　　　　　　　清家ちひろ
　　　　　　　　　　　　（子供クラス　小 6）

地球儀の上に亀が乗っている。おもしろい！
周りに息衝く花、茸、魚。子供の直感？偶然
？それとも意図して？この亀は現代に対する
メタファー（暗喩）にもなっている。
ゆっくり歩めと。

■アトリエ堀端絵画教室（べにばら画廊）宇和島市本町追手 2-8-6　TEL. 0895-22-1104　https://benibara.webhop.info/　コメント：吉田淳治

■アトリエぱれっと　宇和島市伊吹町字イカリ石甲 1083-1 2F　TEL.090-7784-4703　www.art-parette.com　コメント：清家 由佳

作品名：空飛ぶ熱帯魚（アクリル絵具）
作　者：和田寛治
熱帯魚が空を飛んで、自宅付近を見
下ろしている作品。柔軟な思考力が
あり、いつも新たな事にチャレンジ
出来る和田さんは、教室でもみんな
の憧れ、これからの作品も楽しみだ。

ひ　め
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作品名：青いりんご（油彩）
作　者：岡原節子（大人クラス）

作品名：酒場（油彩）
作　者：村上 明（中 2）
小さい頃から絵を描くことが大好き
で、いつでも新たな表現方法にチャ
レンジしている。この作品もコラー
ジュを取り入れ工夫している。これ
からますます楽しみな生徒だ。

作品名：自画像（鉛筆デッサン）
作　者：土田友唯
受験勉強と実技に追われる日々の中、
自画像で自身を見つめ描いた作品。
デザインを志望しており、素晴らしい
発想力とセンスが光る作品を次々制作
している。これからも目が離せない！



「丸山の梅林」
宇和島市内に綺麗な梅の花が咲く梅林があるのをご
存じでしょうか？　その場所は丸山闘牛場裏の、す
り鉢状になっている旧闘牛場跡です。ここの梅は南
楽園の刈り込まれて丸くなっている梅の木と違い、
自由に枝をのばし野性味にあふれ、どこにカメラを
向けても一服の絵になる素晴らしい梅園です。
そんな梅園も少し前までは雑木が成長し日当たりが
悪く樹勢が衰え数本の梅が枯れていました。それを
宇和島市が雑木の伐採をしていただいたので、よう
やく日当たりが良くなり、今年はこれまで以上に綺
麗な梅の花が咲くことでしょう。
 
「龍光院の河津桜」
丸山の梅が咲くと龍光院の河津桜も咲き始めます。
龍光院は宇和島城から見て鬼門の方角にあたるので、
宇和島藩の祈願所として建立されたそうです。
河津桜は白くて大きな観音像がある所です。私は丸
山の大カーブの小道を歩いて降りて行きます。
　　　　　　　　　　　　　写真・文 /北濱　一男

撮り歩きなんよ
アマチュアカメラマン北濱一男が撮りためた南予の風景

北濱　一男　アマチュアカメラマン
1945 年生まれ　宇和島市在住　学生時代からカメラをはじめるが、本格的な写真歴は約 20 年。
現在は、奈良県明日香の写真家  上山  好庸氏に師事し毎月奈良へ通う。　
撮り歩きなんよ（ブログ）http://uwatu.blog135.fc2.com/
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