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私
は
宇
和
島
市
津
島
町
の
山
間
に
生
ま
れ
、

小
学
生
時
代
を
そ
こ
で
過
ご
し
ま
し
た
。
山
に

囲
ま
れ
た
空
は
と
て
も
狭
く
、
川
の
よ
う
な
形

を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
夜
空
は
と
て
も

澄
ん
で
い
て
、
天
の
川
が
く
っ
き
り
と
見
え
、

星
空
観
察
に
は
絶
好
の
環
境
で
し
た
。
子
ど
も

の
頃
は
、
北
斗
七
星
の
二
重
星
を
肉
眼
で
は
っ

き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
最
近
は
全

く
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
叔
父
と
二
人
で

空
の
汚
れ
を
嘆
い
て
い
た
ら
、
従
妹
に
「
あ
ん

た
ら
が
年
取
っ
た
け
ん
よ
」
と
言
い
切
ら
れ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
事
実
を
認
め
た
く
は
な

い
け
れ
ど
、
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
そ
ん
な
環
境
で
育
っ
た
影
響
で
天
文
学
者
に

憧
れ
て
い
ま
し
た
。
天
文
学
者
に
は
成
れ
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
宇
宙
好
き
が
幸
い
し
て
、
今
で

は
宇
宙
研
究
者
達
と
仲
良
く
な
り
、
彼
ら
を
私

が
企
画
し
た
講
演
会
に
講
師
と
し
て
招
き
、
最

先
端
の
研
究
成
果
を
講
演
し
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
驚
く
話
を
ひ
と
つ
。
我
々
は
今
、

３
次
元
空
間
に
住
ん
で
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
最

先
端
の
研
究
で
は
、
宇
宙
が
誕
生
し
た
時
は
９

次
元
空
間
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
残
り
の
６

次
元
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　
超

弦
理
論
と
い
う
物
理
学
の
計
算
で
は
、
残
り
の

６
次
元
は
宇
宙
の
成
長
の
過
程
で
観
測
で
き
な

い
程
コ
ン
パ
ク
ト
に
縮
ん
で
し
ま
っ
た
と
の
こ

と
で
す
。
計
算
で
は
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
観
測

で
き
な
い
な
ら
確
か
め
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

な
ん
て
困
っ
た
理
論
で
し
ょ
う
。
で
は
な
ぜ
９

高
校
の
同
窓
会
で
、
夏
井
い
つ
き
組
長
と
出
会

い
ま
し
た
。
そ
の
時
の
お
題
は「
同
窓
会
」。
そ

し
て
私
の
詠
ん
だ
句
が

　

行
く
人
に
留
ま
る
人
に
蝉
時
雨

で
し
た
。
私
に
は
、
同
窓
会
で
の
校
歌
や
応
援

歌
が
、
蝉
時
雨
の
よ
う
に
「
熱
い
も
の
」
に
感

じ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
句
に
い
つ
き
組
長
か
ら

良
い
評
価
を
頂
き
、
ご
褒
美
と
し
て
著
書
を
頂

き
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
、
俳
句
を
作

り
続
け
て
行
く
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
以
来
、
毎
年
欠
か
さ
ず
同
窓
会
に
出

席
し
て
お
り
、
宇
和
島
市
で
毎
月
開
催
さ
れ
て

い
る
、
い
つ
き
組
「
じ
ゃ
こ
天
句
会
」
に
も
参

加
さ
せ
て
頂
き
、
今
も
俳
句
を
作
り
続
け
て
い

ま
す
。
最
後
に
宇
宙
好
き
俳
人
と
し
て
一
句

　
星
々
の
神
話
に
戻
る
枯
野
か
な
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「宇宙と俳句と私」

石口  孝治

ESSAY

次
元
空
間
が
生
ま
れ
た
の
か
？　
こ
れ
に
は
面

白
い
仕
組
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
＋
２
＋
３

＋
４
＋
５
＋ 

・
・
・
と
自
然
数
を
無
限
に
足
し

て
行
く
と
結
果
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
？　

実
は
数
学
の
特
殊
な
関
数
の
計
算
で
は- 1⁄12

に
な
り
ま
す
。「
え
！ 

な
ぜ
分
数
？ 

な
ぜ
マ
イ

ナ
ス
？
」
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
も
こ
の

結
果
か
ら
９
次
元
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
す
。

な
ん
だ
か
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に

な
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
、
ま
だ
ま
だ
理
論
上
の

話
で
す
の
で
真
実
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

不
思
議
が
満
ち
溢
れ
た
宇
宙
は
、
本
当
に
チ
ャ

ー
ミ
ン
グ
な
場
所
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

　
さ
て
、
そ
ん
な
宇
宙
好
き
で
バ
リ
バ
リ
理
系

の
私
で
す
が
、
高
校
に
入
学
し
て
か
ら
徐
々
に

俳
句
に
嵌
っ
て
行
き
ま
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け

は
、
国
語
の
先
生
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
俳
句

と
の
出
会
い
で
し
た
。
そ
れ
は
、
松
野
町
出
身

の
俳
人
芝
不
器
男
の

　

あ
な
た
な
る
夜
雨
の
葛
の
あ
な
た
か
な

で
し
た
。
私
は
こ
の
句
を
聞
い
た
時
、
新
鮮
で

強
烈
な
郷
愁
の
感
覚
に
襲
わ
れ
た
の
を
今
で
も

覚
え
て
い
ま
す
。
こ
の
句
の
空
間
と
時
間
の
表

現
の
素
晴
ら
し
さ
か
ら
、
作
者
は
理
系
だ
と
直

感
し
ま
し
た
。
事
実
理
系
で
し
た
。
同
じ
理
系

と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
俳
句
を
作
り
た
い
と
思

い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
東
京
で
句
会
に
参
加
し
て
細
々
と

俳
句
を
作
っ
て
い
ま
し
た
が
、
納
得
す
る
句
は

作
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
中
、
幸
運
に
も

石口  孝治　いしぐち　こうじ

1958 年  津島町 ( 現宇和島市 ) 生まれ
宇和島東高校卒業
東京大学大学院新領域創成科学研究科修了
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は
まし
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ふ    

き  

お
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暖
簾
も
看
板
も
な
い
。
営
業
時
間
は
朝

５
時
か
ら
９
時
ま
で
。
ま
さ
に
知
る
人
ぞ

知
る
「
や
ま
こ
う
ど
ん
」
は
、
微
か
に
漂

う
出
汁
の
香
り
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
が
、

う
ど
ん
屋
と
は
誰
も
気
が
つ
か
な
い
。
よ

う
や
く
見
つ
け
た
引
き
戸
を
開
け
る
と
湯

気
の
向
こ
う
に
変
わ
ら
な
い
「
や
ま
こ
う

ど
ん
」
の
日
常
が
あ
る
。
メ
ニ
ュ
ー
は
、

う
ど
ん
の
み
。
昆
布
と
地
魚
の
削
り
節
か

ら
と
っ
た
出
汁
に
柔
ら
か
い
細
麺
、
そ
の

上
に
地
も
の
小
エ
ビ
の
自
家
製
か
き
揚
げ
、

宇
和
島
名
物
じ
ゃ
こ
天
と
蒲
鉾
の
切
り
身
、

そ
れ
に
刻
み
ネ
ギ
が
の
る
。

「
去
年
消
費
税
が
上
が
っ
た
時
に
常
連
さ

ん
た
ち
は
10
円
ほ
ど
値
上
が
り
す
る
や
ろ

う
か
？　

と
思
い
よ
っ
た
ん
と
、
や
け
ど
、

値
上
げ
せ
ん
か
っ
た
け
ん
『
偉
い
や
な
い

か
』
言
う
て
褒
め
て
も
う
ろ
う
た
」
と
店

主
の
島
内
純
代
（
以
下
純
代
さ
ん
）
さ
ん

（
68
歳
）
は
笑
う
。

　
「
や
ま
こ
う
ど
ん
」
は
、
昭
和
30
（
１
９

５
５
）
年
に
純
代
さ
ん
の
母
一
三
さ
ん
が

創
業
し
て
今
年
で
65
年
に
な
る
。
そ
の
変

わ
ら
な
い
味
と
独
自
の
ス
タ
イ
ル
は
Ｓ
Ｎ

Ｓ
や
口
コ
ミ
で
広
が
り
、
今
や
多
く
の
メ

デ
ィ
ア
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
全
国
か
ら

お
客
さ
ん
が
や
っ
て
く
る
宇
和
島
の
有
名

店
だ
。

　

純
代
さ
ん
が
幼
い
頃
、
母
が
内
職
で
夏

は
か
き
氷
、
冬
は
焼
き
芋
を
売
っ
て
い
た

が
、
ど
れ
も
評
判
が
よ
く
売
れ
た
。
そ
ん

な
時
、
築
地
の
料
亭
で
板
前
を
し
て
い
た

母
の
幼
馴
染
か
ら
「
出
汁
の
と
り
方
を
教

え
て
や
る
け
ん
、
う
ど
ん
屋
で
も
や
っ
た

ら…

」
と
始
め
た
の
が
「
や
ま
こ
う
ど
ん
」

だ
。

　

店
の
規
模
も
庭
先
に
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル

を
並
べ
た
程
度
で
今
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り

は
な
い
。
今
も
厨
房
に
残
る
カ
マ
ド
に
製

材
所
か
ら
大
鋸
屑
を
取
り
寄
せ
燃
料
に
使

っ
て
い
た
（
２
ト
ン
車
１
台
分
が
１
ケ
月

分
で
店
の
横
に
大
鋸
屑
を
入
れ
る
倉
庫
が

あ
っ
た
）。

　

当
初
は
人
も
雇
い
、
出
前
が
中
心
で
朝

か
ら
夕
方
ま
で
営
業
し
て
い
た
。
メ
ニ
ュ

ー
も
、
う
ど
ん
２
種
類
に
チ
ャ
ン
ポ
ン
、

夏
は
、
か
き
氷
も
あ
っ
て
繁
盛
し
て
い
た
。

し
か
し
、
４
０
年
ほ
ど
前
、
母
も
高
齢
に

な
り
、
そ
れ
ま
で
の
や
り
方
が
維
持
で
き

な
く
な
り
、
徐
々
に
今
の
ス
タ
イ
ル
へ
と

変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

看
板
も
暖
簾
も
な
い
理
由
を
聞
く
と

「
母
が
始
め
た
頃
は
、
麵
屋
さ
ん
と
か
が
暖

簾
を
く
れ
た
り
し
て
、
出
し
と
っ
た
ん
や

け
ど
破
れ
た
り
、
風
で
飛
ば
さ
れ
た
り
、

お
客
さ
ん
か
ら
『
店
に
入
る
の
に
邪
魔
に

な
る
』
と
か
言
わ
れ
る
内
に
、
段
々
と
出

す
の
が
面
倒
く
そ
う
な
っ
た
ん
か
な
？　

特
に
理
由
は
な
い
ん
よ
」
と
言
う
こ
と
ら

し
い
。

　

そ
し
て
、
平
成
元（
１
９
８
９
）年
、
母

か
ら
「
や
ま
こ
う
ど
ん
」
を
引
き
継
い
だ
。

当
時
は
バ
ブ
ル
景
気
真
っ
た
だ
中
。
客
の

多
く
は
、
仕
事
帰
り
に
立
ち
寄
る
ク
ラ
ブ

や
バ
ー
の
お
姉
さ
ん
、
麻
雀
帰
り
の
人
な

ど
、
夜
を
ま
と
っ
た
人
々
で
賑
わ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
、
街
の
景
気
が
陰
り

始
め
る
と
、
ま
ず
燃
料
の
大
鋸
屑
が
調
達

し
に
く
く
な
り
、
や
む
を
得
ず
カ
マ
ド
を

ひ
と
つ
だ
け
残
し
、
ガ
ス
に
切
り
替
え
た
。

そ
し
て
、
客
層
も
出
勤
途
中
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
や
散
歩
帰
り
の
人
た
ち
へ
と
移
り
変

わ
っ
て
い
っ
た
。　

　

こ
の
店
に
は
多
く
の
著
名
人
が
訪
れ
て

い
る
が
中
で
も
作
家
の
吉
村
昭
は
店
名
こ

そ
出
し
て
い
な
い
も
の
の
、
複
数
の
エ
ッ

セ
イ
に
「
や
ま
こ
う
ど
ん
」
の
こ
と
を
書

き
残
し
て
い
る
。
そ
の
証
拠
の
品
と
言
え

る
が
店
内
の
壁
に
掛
か
る
『
朝
の
う
ど
ん
』

と
書
か
れ
た
小
さ
な
色
紙
だ
。

　

純
代
さ
ん
に
よ
る
と

「
吉
村
先
生
は
、
と
て
も
無
口
な
方
で
、
い

ら
し
た
時
に
『
お
久
し
ぶ
り
で
す
ね
』
と

声
を
か
け
る
と
『
ま
た
来
ま
し
た
よ
』
と

ニ
コ
ッ
と
笑
顔
で
応
え
ら
れ
て
、
い
つ
も

の
席
に
座
さ
る
ん
よ
。
人
伝
え
に
『
め
っ

た
な
こ
と
で
は
サ
イ
ン
は
し
な
い
』
と
聞

い
と
っ
た
け
ん
、
お
願
い
し
た
こ
と
は
な

か
っ
た
ん
や
け
ど
、
あ
る
時
、
常
連
の
お

客
さ
ん
の
ひ
と
り
か
ら
『
す
ご
い
有
名
な

エ
ラ
イ
先
生
や
け
ん
、
お
願
い
し
て
色
紙

に
サ
イ
ン
し
て
も
ら
え
』
と
背
中
を
押
さ

れ
て
、
母
と
一
緒
に
定
宿
を
訪
ね
て
書
い

て
も
ろ
う
た
ん
よ
。
そ
し
て
先
生
か
ら
は
、

『
全
国
に
美
味
し
い
う
ど
ん
は
、
い
く
ら
で

も
あ
る
け
ど
、
こ
の
雰
囲
気
は
こ
こ
に
し

か
な
い
』
言
う
て
、
あ
り
が
た
や
な
。
そ

し
て
、
何
年
前
や
っ
た
か
先
生
の
色
紙
が

他
に
な
い
珍
し
い
物
や
い
う
こ
と
で
、
東

京
の
吉
村
昭
記
念
文
学
館
の
学
芸
員
さ
ん

が
、
わ
ざ
わ
ざ
来
さ
っ
た
」

　

最
後
に
苦
労
話
の
ひ
と
つ
で
も
と
、
聞

い
て
み
る
と
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「
う
ち
の
店
は
『
十
年
一
日
』、
来
る
者
拒

ま
ず
、
去
る
者
追
わ
ず
の
ス
タ
イ
ル
で
き

た
し
、
何
も
変
わ
っ
て
な
い
ん
よ
、
言
え

ば
、『
お
客
さ
ん
に
支
え
ら
れ
て
き
た
店
』

言
う
こ
と
よ
な
あ
。
こ
の
や
り
方
に
馴
染

め
ん
お
客
さ
ん
は
来
な
く
な
る
だ
け
や
け

ん
全
く
ス
ト
レ
ス
は
な
い
な
あ
。
幸
い
10

年
ほ
ど
前
か
ら
実
の
姉
が
手
伝
う
て
く
れ

よ
る
ん
や
け
ど
、
後
継
者
も
居
ら
ん
し
私

も
母
が
リ
タ
イ
ヤ
し
た
歳
に
追
い
付
い
た

け
ん
、
い
つ
ま
で
続
け
ら
れ
る
か
分
か
ら

ん
け
ど
、
身
体
と
気
持
ち
が
続
く
か
ぎ
り

は
頑
張
ろ
う
と
は
思
い
よ
り
ま
す
」

　
「
や
ま
こ
う
ど
ん
」に
気
取
り
は
一
切
な

い
。
こ
の
店
を
訪
れ
る
人
々
を
見
て
い
る

と
、
彼
ら
は
、
う
ど
ん
を
食
べ
る
と
い
う

よ
り
も
、
こ
の
店
を
味
わ
い
に
来
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
。
様
々
な
人
生
を
抱
え

た
人
々
が
朝
の
わ
ず
か
な
時
間
集
ま
り
、

や
が
て
自
分
の
日
常
へ
と
返
っ
て
い
く
。

※1）SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）とは、インターネット上で人と人とのつながりや交流を楽しむコミュニティ型の会員制サービス

「やまこうどん」のことは『わたしの普段着』『味を追う旅』『街のはなし』『蟹の縦ばい』に収められている。

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

か
ず    

み

の
れ
ん

お     

が   

く
ず

※3）吉村昭エッセイ集『わたしの普段着』に同名のエッセイが掲載され、色紙のエピソードにも触れられている

※

１
）

※

３
）

※

２
）

※2）吉村　昭（1927-2006）東京都出身。学習院大学在学中に執筆活動を開始。昭和 41 年（1966）に「星への旅」で太宰治賞を受賞。同年「戦艦武蔵」を発表し、
ベストセラーとなる。日本芸術院賞ほか多くの賞を受賞。生涯で宇和島を 50 回以上訪れ、「海の鼠」「闇にひらめく」など宇和島関連著書も多数ある

・
・
・
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プロフィール／ 1951（昭和 26）年　宇和島生まれ　1989（平成元）年により母より「やまこうどん」をバトンタッチし、今年で創業65年

やまこうどん／宇和島市錦町１－７　TEL.0895-22-2315　営業時間／5:00～ 9:00　定休日／日・祝日

厨房の中にある珍しいカウンター席には常連のお客さん
が座る

店の壁に掛かる吉村昭直筆の「朝のうどん」の色紙メニューは昆布と削り節でとった出汁に自家製のかき揚
げとじゃこ天、蒲鉾が添えられた「うどん」380 円のみ

創業当初から代々つかっている木桶の前で



宇和島駅のこと
かつて、先人たちが「地方の交通と文化を開拓したい」との熱い志のもと
この地に鉄の道を敷き、その道は、やがて高知へと続くはずだったが
歴史はそれを許さず、宇和島駅は終着駅となった。

つなぐ　2020春号   4写真 /北濱一男



　
南
予
に
お
け
る
鉄
道
敷
設
運
動
の
起

こ
り
は
北
宇
和
郡
好
藤
村
（
現
北
宇
和

郡
鬼
北
町
）の
今
西
幹
一
郎
ら
が
中
心

と
な
り
「
四
国
循
環
鉄
道
」
の
必
要
性

を
訴
え
予
定
線
を
調
査
し
た
こ
と
に
端

を
発
す
る
。

　
今
西
幹
一
郎
は
、
国
鉄
敷
設
が
一
向

に
進
ま
な
い
中
、「
私
鉄
で
も
い
い
か

ら
地
方
の
交
通
と
文
化
を
開
拓
し
た
い
」

と
宇
和
島
の
石
崎
忠
八
ら
に
協
力
を
呼

び
掛
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
予
算
を
地

方
だ
け
で
は
到
底
賄
え
な
い
、
そ
こ
で

吉
田
の
村
井
保
固
ら
の
協
力
を
得
て
、

井
上
角
五
郎
や
根
津
嘉
一
郎
ら
中
央
財

界
人
か
ら
の
援
助
を
と
り
つ
け
、
明
治

41（
１
９
０
８
）年
に
宇
和
島
鉄
道
株
式

会
社
が
設
立
し
た
。

　
こ
う
し
て
大
正
３（
１
９
１
４
）年
、

宇
和
島
〜
近
永
間
の
宇
和
島
鉄
道
が
竣

工
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
現
在
の
城
北

中
学
校
付
近
に
駅
舎
が
完
成
し
た
。
開

通
当
時
、
近
永
ま
で
の
所
要
時
間
は
約

１
時
間
40
分
、
運
賃
は
大
人
29
銭
。
馬

力
の
弱
い
機
関
車
は
光
満
谷
の
坂
に
差

し
掛
か
る
と
速
度
が
落
ち
て
道
路
を
走

る
人
と
競
争
で
き
た
と
い
う
（
こ
の
ド

イ
ツ
製
の
小
型
機
関
車
の
レ
プ
リ
カ
は

宇
和
島
駅
前
に
展
示
し
て
あ
る
）。

　
ま
た
、
機
関
士
も
呑
気
な
も
の
で
途

中
、
株
主
や
村
の
有
力
者
た
ち
が
手
を

振
る
と
停
車
場
で
な
く
て
も
汽
車
を
止

め
乗
せ
て
く
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、

大
正
５（
１
９
１
６
）年
に
宇
和
島
駅
は

現
在
の
場
所
に
移
さ
れ
、
大
正
12
（
１

９
２
３
）
に
二
代
目
、
堀
部
彦
次
郎
社

長
に
よ
っ
て
北
宇
和
郡
吉
野
生
村
ま
で

延
長
さ
れ
た
。

　
三
代
目
、
山
村
豊
次
郎
社
長
は
「
宇

和
島
鉄
道
を
国
鉄
に
買
収
さ
せ
れ
ば
四

国
循
環
鉄
敷
設
の
基
点
が
で
き
る
」
と

い
う
持
論
を
大
き
く
推
進
し
、
宇
和
島

鉄
道
の
国
鉄
買
収
を
実
現
さ
せ
た
。
よ

う
や
く
宇
和
町
、
宇
和
島
間
が
開
通
し

た
の
は
昭
和
16（
１
９
４
１
）年
だ
っ
た
。

こ
の
時
点
で
南
予
の
未
建
設
路
線
は
八

幡
浜
、
宇
和
間
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。

　
そ
の
２
年
後
、
よ
う
や
く
八
幡
浜
、

宇
和
間
の
建
設
工
事
着
手
が
決
定
し
た

も
の
の
労
働
力
と
鉄
材
の
供
出
が
大
き

な
障
害
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
線
路
に

使
う
鉄
材
調
達
の
目
途
が
全
く
立
た
な

い
。
そ
こ
で
、
当
時
の
宇
和
島
市
長
、

上
田
宗
一
は
宇
和
島
、
吉
野
生
間
の
線

路
を
代
用
し
よ
う
と
周
辺
住
民
と
交
渉

を
始
め
た
が
猛
烈
な
反
対
運
動
に
合
い

断
念
。
い
よ
い
よ
打
つ
手
な
し
の
状
態

に
な
り
、
最
後
の
手
段
と
し
て
親
交
の

あ
っ
た
伊
予
鉄
道
の
太
宰
社
長
に
「
松

5　　　つなぐ　2020新春号

南
予
の
鉄
道
史弓瀧神社（ゆみたき　鬼北町国遠）に奉納されている窓峠（まどのとうげ　三間町務田）工事の写真。宇和島鉄道の唯一の窓峠トンネルは、

沿線工事最大の難工事と言われた。南予初の鉄道トンネル。

山
、
高
浜
間
の
複
線
を
単
線
に
し
て
、

そ
の
鉄
材
を
払
い
下
げ
て
ほ
し
い
」
と

交
渉
し
た
。
こ
れ
に
は
福
本
愛
媛
県
知

事
か
ら
の
支
援
も
受
け
、
ど
う
に
か
承

諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
予
讃
線
全
通

に
向
け
て
大
き
く
前
進
し
た
。

　
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
工
事
だ
っ
た
が
、

戦
時
下
で
徐
々
に
労
働
力
不
足
が
顕
著

に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
北
宇
和
、

東
宇
和
、
西
宇
和
三
郡
の
青
年
団
を
動

員
し
労
働
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
り
、
男

性
は
建
設
現
場
に
女
性
は
炊
き
出
し
や

雑
役
を
担
っ
た
。
ま
た
、
宇
和
島
で
は

市
長
、
助
役
、
市
議
会
議
員
を
は
じ
め

多
く
の
市
民
が
順
番
で
八
幡
川
原
か
ら

砂
利
を
採
取
し
、
北
宇
和
島
駅
ま
で
運

び
、
そ
れ
を
工
事
現
場
ま
で
輸
送
し
た
。

こ
の
こ
と
を
筆
者
の
津
村
は
「
こ
の
崇

高
な
奉
仕
精
神
と
激
烈
な
労
働
に
堪
え

る
真
剣
な
態
度
と
は
実
に
涙
ぐ
ま
し
い

も
の
が
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

協　　力
：鬼北町　弓瀧神社　
：三間史談会　松本  敏幸
：株式会社エフォート
参考資料
：「宇和島の明治大正史（前編）
　　　　　　　　　　　　津村寿夫／著」

※

１
）　　
　
も
と
い
ち
ろ
う

ち
ゅ
う
は
ち

や
す
か
た

か
く
ご
ろ
う　
　

  

ね   

づ   

か
い
ち
ろ
う

※1）今西幹一郎（1846 ～ 1927）好藤村長・県会議員・衆議院議員・実業家で、宇和島鉄道・宇和水力電気を創設した。庄屋今西家の長男に
生まれ、実業家今西林三郎は弟。

と
よ
じ
ろ
う

そ
う
い
ち

よ
し
の
ぶ



大
竹
伸
朗
「
宇
和
島
駅
」　

昭
和
26（
１
９
５
１
）年
か
ら
平
成
８

（
１
９
９
６
）年
ま
で
の
45
年
間
、
宇
和

島
の
玄
関
口
、
宇
和
島
駅
の
駅
舎
屋
上

に
設
置
さ
れ
て
い
た
「
宇
和
島
駅
」
の

ネ
オ
ン
サ
イ
ン
を
覚
え
て
い
る
方
も
多

い
と
思
う
。
そ
れ
が
宇
和
島
在
住
の
世

界
的
現
代
ア
ー
ト
作
家
、
大
竹
伸
朗
の

手
に
よ
っ
て
ア
ー
ト
と
し
て
生
ま
れ
変

わ
っ
て
い
る
。

　
平
成
18（
２
０
０
６
）年
、
東
京
現
代

美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
大
回
顧
展
「
大

竹
伸
朗 

全
景 

１
９
５
５―

２
０
０
６
」

で
は
、
地
下
１
階
か
ら
３
階
ま
で
の
企

画
展
示
室
全
フ
ロ
ア
が
使
わ
れ
、
約
２

千
点
も
の
作
品
で
埋
め
尽
く
さ
れ
、
屋

上
に
は
「
宇
和
島
駅
」
が
展
示
さ
れ
た
。

　
同
名
の
図
録
に
は
、
大
判
の
展
示
写

真
と
と
も
に
「
文
字
の
狼
火
」
と
題
し

て
昭
和
35（
１
９
６
０
）
年
に
封
切
ら
れ

た
映
画「
南
海
の
狼
火
」（
監
督
：
山
崎

徳
次
郎
）
の
中
で
み
た
「
宇
和
島
駅
」

の
こ
と
、
旧
宇
和
島
駅
取
り
壊
し
を
知

り
、
ネ
オ
ン
サ
イ
ン
を
譲
り
受
け
た
エ

ピ
ソ
ー
ド
や
新
潟
で
の
個
展
準
備
中
に

「
宇
」「
和
」「
島
」「
駅
」
の
４
文
字
が

頭
を
よ
ぎ
り
作
品
化
つ
な
が
っ
た
こ
と

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。　

　
私
が
「
宇
和
島
駅
」
を
作
品
と
し
て

初
め
て
観
た
の
は
、
香
川
県
で
開
催
さ

れ
た
「
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭 

２
０
１
３
」

で
の
「
大
竹
伸
朗
展　
丸
亀　
ニ
ュ
ー

ニ
ュ
ー
」
だ
っ
た
。
同
芸
術
祭
で
は
、

猪
熊
玄
一
郎
現
代
美
術
館
、
高
松
市
美

術
館
、
女
木
島
の
３
か
所
で
大
竹
伸
朗

展
が
同
時
開
催
さ
れ
た
。

　
見
慣
れ
た
は
ず
の
「
宇
」「
和
」「
島
」

「
駅
」の
４
文
字
が
、
丸
亀
駅
の
真
ん
前

に
あ
る
猪
熊
弦
一
郎
現
代
美
術
館
の
屋

上
に
堂
々
と
展
示
さ
れ
て
い
る
様
子
を

観
て
、
誇
ら
し
い
よ
う
な
、
な
ん
と
も

不
思
議
な
感
覚
に
包
ま
れ
た
の
を
覚
え

て
い
る
。

※

　「大竹伸朗 全景 1955-2006」
　　　9,900 円（税込）大竹伸朗 /著

　　岩崎書店で購入できます。
　　　宇和島市錦町 4-16　
　　　　TEL： 0895-22-0528

の
ろ
し

の
ろ
し

つなぐ　2020春号   6

※

「瀬戸内国際芸術祭 ２０１３」で丸亀市の猪熊玄一郎現代美術館で開催された「大竹伸朗展　丸亀　ニューニュー」で同美術館の屋根に
展示された「宇和島駅」。このアングルから右方向を見ると JR 丸亀駅がある。



大竹  伸朗　おおたけ　しんろう　1955 年東京生まれ

主な個展
2019「大竹伸朗　1975－1989」：Take Ninagawa（ 東京）
            「大竹伸朗　ビル景 1978-2019」： 熊本市現代美術館（熊本 )
　　　　水戸芸術館現代美術ギャラリー（茨城 )
2016「Shinro Ohtake: Paper ‒ Sight」
　　：シンガポール・タイラー・プリント・インスティチュート（シンガポール）
　　　「時憶」：Take Ninagawa（ 東京）
2014「大竹伸朗」： パラソルユニット現代美術財団（ ロンドン）
2013「大竹伸朗 : 憶速」： 高松市美術館（香川）　　　
　　　「大竹伸朗展 : ニューニュー」： 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館（香川）
　　　「焼憶展」： INAX ライブミュージアム 世界のタイル博物館（愛知）
2012「大竹伸朗」：アートソンジェ・センター（ソウル）
2007「大竹伸朗　路上のニュー宇宙」：広島市現代美術館 ( 広島 )
　　　　福岡市美術館 ( 福岡 )- 2007
2006「大竹伸朗　全景 1955-2006」：東京都現代美術館（東京）

東京 2020 公式アートポスター
大竹伸朗作「スペース・キッカー」

国内外のアーティスト 19 組の一人
に選ばれ、このポスターは宇和島市
役所にも飾られている。

南
海
の
狼
火
（
な
ん
か
い
の
の
ろ
し
）

　
監　
　
督　
山
崎
徳
次
郎

　
キ
ャ
ス
ト　
小
林
旭　
浅
丘
ル
リ
子　
宍
戸
錠

　
　
　
　
　
　
岡
田
真
澄　
金
子
信
雄　
ほ
か

　
宇
和
島
ロ
ケ
の
作
品
は
戦
後
に
限
っ
て
も
10
数
本

あ
る
中
で
、
全
篇
宇
和
島
ロ
ケ
と
い
え
る
の
は
こ
の

『
南
海
の
狼
火
』（
昭
和
35
年
／
日
活
）
し
か
な
く
、

当
時
の
風
俗
・
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な

作
品
。
監
督
の
山
崎
徳
次
郎
、
日
活
社
員
だ
っ
た
吉

満
屋
功
の
二
人
が
宇
和
島
出
身
で
あ
り
、
宇
和
島
人

の
情
熱
が
こ
も
っ
た
作
品
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
宇
和
島
娘
に
扮
し
た
浅
丘
ル
リ
子
の
実
家
が
大
浦

の
大
塚
真
珠
。
流
れ
者
役
ア
キ
ラ（
小
林
旭
）
と
の
デ

ー
ト
コ
ー
ス
が
宇
和
島
城
、
滑
床
、
須
賀
川
河
畔
な

ど
。
夏
祭
り
シ
ー
ン
で
は
、
袋
町
、
新
橋
、
恵
美
須

町
各
商
店
街
の
屋
根
な
し
ア
ー
ケ
ー
ド
も
懐
か
し
い
。

宇
和
島
城
は
、『
大
番
』
で
は
ギ
ュ
ー
ち
ゃ
ん（
加
東

大
介
）
と
芸
者
役
の
青
山
京
子
が
寄
り
添
う
カ
ッ
ト

が
撮
ら
れ
、
宇
和
島
ロ
ケ
作
品
で
は
必
ず
描
か
れ
る

定
番
の
デ
ー
ト
ス
ポ
ッ
ト
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
・
写
真
提
供　
田
部　
司
）宇和島城デートの小林旭と浅丘ルリ子

　
旧
宇
和
島
駅
舎
の
屋
上
に
は「
宇
」「
和
」「
島
」「
駅
」の
ネ

オ
ン
サ
イ
ン
が
赤
く
輝
き
、
ベ
ン
チ
に
座
る
人
々
の
様
子
や

周
辺
の
街
明
か
り
か
ら
終
着
駅
の
哀
愁
が
漂
よ
う
。

　
関
係
者
の
話
に
よ
る
と
、
昭
和
30
年
代
中
ご
ろ
か
ら
40
年

代
（
１
９
４
５
〜
５
５
）
中
頃
に
旧
宇
和
島
電
電
公
社
の
ア

ン
テ
ナ
か
ら
許
可
を
得
て
撮
影
さ
れ
た
も
の
ら
し
く
、
手
前

の
三
角
屋
根
は
、
現
在
５
階
建
て
の
ビ
ル
に
な
っ
て
い
る
宇

和
島
自
動
社
の
社
屋
と
の
こ
と
だ
。
ま
た
、
宇
和
島
駅
の
ネ

オ
ン
サ
イ
ン
の
下
に
懐
か
し
い
電
話
ボ
ッ
ク
ス
も
見
え
る
。

（撮影：吉田タケオ）
ブログ「宇和島の散歩道」より
https://seikou38.com/uwajima/

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
し

  

ま   

や
い
さ
お

あ
き
ら

な
め
と
こ
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我
が
国
の
鉄
道
史
を
語
る
上
で
避
け
て

通
れ
な
い
の
が
大
和
田
建
樹（
以
下
：
建
樹
）

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（「
た
て
き
」と
読
む

人
が
い
る
が「
た
け
き
」
が
正
し
い
）。

　
建
樹
は
短
い
生
涯
で
著
書
９
９
種
１
５

１
巻
、
唱
歌
な
ど
の
作
詞
千
三
百
余
り
を

残
し
て
い
て
、
こ
れ
は
当
時
の
文
壇
で
は

群
を
抜
く
数
字
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
明

治
33（
１
９
０
０
）
年
に
作
詞
し
た『
鉄
道

唱
歌
』が
大
ヒ
ッ
ト
し
一
世
を
風
靡
し
た
。

　
『
鉄
道
唱
歌
』は
、
明
治
30
年
頃
、
旧
知

の
出
版
会
社
「
昇
文
館
」
の
市
田
元
蔵
か

ら
依
頼
を
受
け
作
詞
さ
れ
た
。
曲
は
市
田

が
手
配
し
た
多
梅
稚
と
健
樹
が
い
つ
も
依

頼
し
て
い
た
上
真
行
、
二
人
が
曲
を
作
っ

た
が
、
私
た
ち
が
今
も
耳
に
す
る
多
梅
稚

の
曲
が
人
気
を
博
し
、
現
在
も
歌
い
継
が

れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
ま
も
な
く
昇
文
館
が
倒
産
し
、

大
和
田
建
樹
と
活
字
の
中
の
宇
和
島
駅

『
鉄
道
唱
歌
』は
、
お
蔵
入
り
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
後
、
大
阪
の
楽
器
店
へ
鉄
道

唱
歌
全
六
集
の
版
権
が
譲
渡
さ
れ
、
広
く

全
国
に
知
れ
渡
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
鉄
道
唱
歌
』は
、
全
５
集
・
３
３
４
番

（
１
９
６
２
年
に
発
見
さ
れ
た「
北
海
道
唱

歌
」
や
「
伊
予
鉄
道
唱
歌
」
を
本
編
に
含

め
全
６
集
・
３
７
４
番
、
ま
た
は
、
全
７

集
・
３
９
９
番
と
す
る
説
も
あ
る
）。

　
こ
の
時
、
宇
和
島
に
鉄
道
が
通
っ
て
い

た
ら
『
鉄
道
唱
歌
』
に
歌
わ
れ
て
い
た
に

違
い
な
い
。

　
〈
有
名
な
第
１
集
１
番
〉

　
汽
笛
一
声
新
橋
を

　
は
や
我
汽
車
は
離
れ
た
り

　
愛
宕
の
山
に
入
り
残
る

　
月
を
旅
路
の
友
と
し
て

大和田 建樹（おおわだ　たけき）
1857 ～ 1910　宇和島市出身
詩人、作詞家、国文学者
代表作
「鉄道唱歌」「故郷の空」「青葉の笛」
など

は
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※

　
獅
子
文
六（
以
下
：
文
六
）の
「
娘
と
私
」

は
文
六
の
私
小
説
と
言
え
る
も
の
で
、
昭

和
20（
１
９
４
５
）年
の
年
末
に
、
二
番
目

の
妻
、
静
子（
小
説
内
で
は
千
鶴
子
）
と
娘

の
巴
絵
（
小
説
内
で
は
麻
理
）と
３
人
で
、

静
子
の
実
家
（
宇
和
島
市
津
島
町
）に
東
京

か
ら
六
日
間
か
け
て
疎
開
す
る
様
子
が
描

か
れ
て
い
て
い
る

「（
前
略
）
五
日
目
の
夕
に
、
鉄
道
の
終
点

で
あ
る
宇
和
島
駅
に
着
い
た
の
だ
が
、
こ

ん
な
遠
い
涯
へ
き
て
も
、
戦
災
の
焼
野
原

を
見
る
の
が
、
悲
し
か
っ
た
。
物
置
小
屋

の
よ
う
な
、
急
造
の
駅
に
、
千
鶴
子
の
父

親
と
甥
が
、
迎
え
て
い
た
。（
後
略
）」

　
文
六
は
以
降
、
約
２
年
間
津
島
町
で
生

活
し
、
そ
の
間
の
体
験
や
見
聞
が
戦
後
最

初
の
新
聞
連
載
小
説
と
な
っ
た
『
て
ん
や

わ
ん
や
』、『
大
番
』
な
ど
の
作
品
に
取
り

「娘と私」
　獅子文六：著　ちくま文庫：刊

獅子 文六（1893 ～ 1969 年）
小説家、演出家
1945 年から約２年間、津島町岩松に滞在し
『てんやわんや』、『大番』を執筆。

ちくま文庫から復刻した『コーヒーと恋愛』
『七時間半』、『てんやわんや』、『娘と私』
『悦ちゃん』がいずれも重版されている。

入
れ
ら
れ
、
い
ず
れ
も
映
画
化
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、「
娘
と
私
」
も
昭
和
36（
１
９

６
１
）
年
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
の
連
続
テ
レ
ビ
小

説
の
第
一
作
目
と
し
て
１
年
間
放
送
さ
れ

大
ヒ
ッ
ト
し
た
。

※宇和島駅は昭和 20（1945）7月 29 日の空襲で焼失している

し　し　ぶんろく

※昭和 20（1945）7月 29 日の空襲で焼失した後、簡易な仮
駅舎の宇和島駅（写真提供：河野藤夫）
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宇
和
島
駅
周
辺
あ
れ
こ
れ

宇和島駅コンコースの特設ステージで歌う松山恵子

間
照
明
で
幻
想
的
に
浮
か
び
上
が
る
よ
う
設

計
さ
れ
た
が
現
在
は
水
も
照
明
も
な
く
寂
し

い
限
り
だ
。

　
設
計
者
の
清
家
清
は
、
１
９
７
６
年
の
ネ

ス
カ
フ
ェ
ゴ
ー
ル
ド
ブ
レ
ン
ド
の
Ｃ
Ｍ
に
登

場
し
建
築
家
と
い
う
職
業
を
世
に
印
象
付
け

た
。
父
は
吉
田
町
喜
佐
方
出
身
で
宇
和
島
中

学
（
現
宇
和
島
東
高
等
学
校
）
を
卒
業
後
、

機
械
工
学
者
の
清
家
正
。
息
子
は
慶
應
義
塾

大
学
の
塾
長
を
務
め
た
経
済
学
者
の
清
家
篤
。

　
同
会
会
員
で
日
振
島
出
身
の
横
濱
雄
幸
さ

ん
に
よ
る
と
清
家
氏
は
元
々
宇
和
島
市
の
日

振
島
の
庄
屋
の
流
れ
を
く
む
家
系
で
、
息
子

の
篤
氏
と
は
現
在
も
交
流
が
あ
る
と
い
う
。

　
昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
に
宇
和
島
ラ
イ

オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
10
周
年
を
記
念
し
て
建
設

さ
れ
た
「
大
和
田
健
樹
詩
碑
」
が
駅
前
の
一

角
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
ん
で
い
る
。

　
こ
の
詩
碑
は
、
宇
和
島
出
身
の
東
京
工
業

大
学
教
授
で
日
本
を
代
表
す
る
現
代
建
築
家

の
清
家
清
が
設
計
し
、
題
字
を
国
鉄
の
前
総

裁
だ
っ
た
十
河
信
二
、
鉄
道
唱
歌
、
散
歩
唱

歌
の
揮
毫
を
松
山
出
身
で
哲
学
者
の
安
倍
能

成
、
撰
並
書
を
同
ク
ラ
ブ
会
員
で
当
時
、
衆

議
院
議
員
だ
っ
た
高
畠
亀
太
郎
が
そ
れ
ぞ
れ

担
当
し
た
（
宇
和
島
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
10

周
年
記
念
誌
よ
り
）。

　
当
初
、
詩
碑
の
周
囲
に
は
水
が
は
ら
れ
夜

せ
い
け
き
よ
しそ

ご
う
し
ん
じ

あ　
べ
よ
し

し
げ

た
か
ば
た
け
か
め
た
ろ
う

た
だ
し

あ
つ
し

現在の「大和田健樹詩碑」周辺の様子

清
家  

清 
設
計
の
「
大
和
田
健
樹
詩
碑
」

日本における代表的な現代建築家。
戦後すぐに「森邸（1951 年）」を発
表し、機能主義による都市住宅の
プロトタイプを提案し、住宅をは
じめとする明瞭で軽快な作品で日
本の伝統的モダン美を独自の解釈
ではじめて形にした。
勲二等瑞宝章及び紫綬褒章受章
工学博士（東京工業大学）
主な称号　東京芸術大学名誉教授、
東京工業大学名誉教授、日本建築
学会名誉会員、東京建築士会名誉
会員

清家 清　せいけ きよし
1918 ～ 2005 年

　
宇
和
島
駅
に
は
平
成
12
（
２
０
０
０
）
年

11
月
に
Ｓ
Ｌ
列
車
「
坂
の
上
の
雲
号
」「
花
神

号
」
の
運
行
に
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
た
「
松
山

恵
子
コ
ン
サ
ー
ト
（
宇
和
島
で
の
最
後
の
コ

ン
サ
ー
ト
と
な
る
）」
を
記
念
し
て
、「
ヒ
ッ

ト
曲
「
お
別
れ
公
衆
電
話
」に
ち
な
ん
で「
お

恵
ち
ゃ
ん
電
話
ボ
ッ
ク
ス
」
が
設
置
さ
れ
た
。

　
当
日
、
卯
之
町
駅
か
ら
宇
和
島
駅
ま
で
Ｓ

Ｌ
列
車
「
坂
の
上
の
雲
号
」
に
乗
車
し
た
松

山
恵
子
は
宇
和
島
駅
コ
ン
コ
ー
ス
で
「
お
別

れ
公
衆
電
話
」
を
熱
唱
し
た
。

（
松
山
恵
子
の
写
真
は
幼
馴
染
で
親
友
の
佐
藤

美
智
子
さ
ん
か
ら
、
ご
提
供
い
た
だ
い
た
）

松
山
恵
子
の
「
お
恵
ち
ゃ
ん
電
話
ボ
ッ
ク
ス
」

庶民派で知られ、「お恵ちゃん」の
愛称で幅広いファンに親しまれた。
裾の幅が広いフリフリのドレスに
ハンカチがトレードマーク。
1955 年、「宵町ワルツ」「マドロ
ス娘」でデビュー。
1956 年に「十九の浮草」が大ヒッ
トし、一気にスターダムにのし上
がった。
『NHK紅白歌合戦』にも 1957 年
から通算８回出場し（そのうち、
７回は連続出場）。1995 年には第
37 回日本レコード大賞功労賞を
受賞。

松山恵子　まつやまけいこ
1937 ～ 2006 年

改札を抜けて左側に設置されている「お恵ちゃん電話ボックス」
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宇
和
島
駅
東
側
の
南
予
地
方
局
近
く
に
あ

る
「
宇
和
島
運
転
区
」
に
は
、
扇
の
形
に
広

が
っ
た
全
国
に
12
し
か
な
い
「
扇
形
機
関
庫
」

を
は
じ
め
転
車
台
や
給
水
塔
な
ど
鉄
道
遺
産

と
い
え
る
貴
重
な
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
扇
形
庫
の
柱
に
は
古
い
レ
ー

ル
（
明
治
時
代
の
輸
入
レ
ー
ル
）
が
利
用
さ

れ
て
い
て
、
建
設
当
時
の
鉄
材
確
保
の
苦
心

が
う
か
が
い
知
れ
る
。

　
宇
和
島
運
転
区
で
は
例
年
、
11
月
に
「
鉄

道
の
日
」
に
ち
な
ん
だ
「
鉄
道
の
日
ふ
れ
あ

い
祭
り
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、

１
月
の
暴
風
で
建
物
の
損
傷
が

ひ
ど
く
、
現
段
階
で
は
開
催
で

き
る
か
ど
う
か
未
定
。

　

貴
重
な
鉄
道
遺
産

全国現存 12 のうちの一つに数えられる扇形機関庫
扇形機関庫内にある蒸気機関車の修理に
使っていた「ピット」と呼ばれるところ　⇒

扇形機関庫の柱に使われている 1885 年製イギリスのチャーリー
ズ・キャンメル社製のレール 今も現役の転車台と製造プレート

「鐵道省　横河橋梁製作所　大阪工場
製作　昭和拾弐年」の文字が読める

予告
苦境に立つ

予土線にエール！
次号より連載特集

決定！
宇和島から高知県窪川までの沿線に住む人々の貴重な足である「予土線」は、「100 円稼
ぐのに 1,159 円かかる」と言われる赤字路線で存続の危機に瀕している。
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協力 /ＪＲ四国　宇和島駅　宇和島運転区　大竹伸朗　佐藤美智子　田部　司　松本敏幸　横濱雄幸　Family Salon セイコウ　（敬称略）　

撮影・鉄道カメラマン　坪内政美



「小越のしだれ桜」
鬼北町内には数本のしだれ桜がありますが、今
回紹介するのは樹齢６０年の「小越のしだれ桜」
です。
鬼北町川上の小越時夫さんが中学生の頃に京都
の有名なお寺のしだれ桜の種を取り寄せ、小越
家の墓地のそばに植えて大切に育てています。
撮影に行った時、小越さんとしばらく桜談義を
していると「花をつけると桜を見に来てもらう
けど、お墓のそばの桜を嫌う人もいるんですよ」
と言われたので、私が「桜どころ福島県で横綱
と謳われる「塩ノ崎の大桜 ( 樹齢６００年）」は、
墓地の中央に桜の大木が立っていますし、全国
の有名な桜の中には、お墓の傍や祠を祀ってい
るものは少なくなくありませんよ」とお話した
ことがありました。それからしばらくして「小
越のしだれ桜」と命名されたと記憶しています。
例年、開花時期は３月２７日～３０日頃ですが、
暖冬の影響で今年は早くなるかも知れません。

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　写真家
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/

11   つなぐ　2020春号

「小越のしだれ桜」へは、宇和島から国道320号を日吉夢産地方向に走ると左に程内製材所があり、
ここから正面に見えます。すぐそばの小越バス停のを左に入ると桜です。
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お
し
ら
せ

チケット販売：パフィオうわじま・きさいや広場
お問合せ：パフィオうわじま　Tel . 0895-49-5922

第２５回宇和島市長杯ヨットレース

パールカップ 2020
■日　時　５/３（日）スタート：10:00
コース：九島～遊子沖合　※レース観戦は九島の裏側でどうぞ。
中四国最大規模の参加艇数を誇るパールカップ。カラフ
ルなセイルで走るレースを間近で観戦してみませんか？

■会　期　５月末～６月中旬

■会　場　御殿町画廊　宇和島市中央町（新橋商店街）
■主　催　うわじま文化会議
お問合せ /御殿町画廊　福島健二　Tel . 0895-22-3817

パフィオうわじま開館１周年記念

仙台フィルメンバーによる名曲の午後
■日　時　４/18（土）　開場：13:30　開演：14:00
■会　場　パフィオうわじま　ホール（当日は 500 円増）
■入場料　一般1,500 円 高校生以下1,000 円

宇和島ヨットクラブ
http://wwwa.pikara.ne.jp/tokuda/  

1,500 円 高校生以下1,000 円般1,500 円 高校生1,500 円 高校生■入場料　一般一般 1,000 円1,000 円

　宇和島信用金庫の各営業店にお申込み
いただき、先着順とさせて頂きます。

　コッフ（謙吉）は多趣味、
多芸で特に短歌句を愛し、歌
人として名を馳せるが絵画に
も優れた作品を数多く残して
いる。更に書の面でも優れた
才能を発揮し独特の書風を完
成させた。
　また、コッフは浪曲の名づ
け親としても知られ、明治29
（1896）年「そのかみ」の題で
浪曲に関わる調書と短歌句三
首を覇王樹（はおうじゅ）に
発表している。 中井コッフ（謙吉）

1881 ～ 1962

ペアチケット

読者プレゼント

先着 3組

中井コッフ展
－人と芸術－
生誕１４０年 畦地梅太郎・森本猛展

■会　期：５月 15日 (金) ～８月３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）＊5/5（火）は開館

　宇和島市三間町出身
の版画家畦地梅太郎。
宇和島市出身で肌で感
じた記憶や観てきた心
の風景を描く森本猛。
　観る者に静かに語り
かけてくる二人それぞ
れの表現の魅力をご鑑
賞ください。

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/

森本猛「時季を刻む」（2019 年）

※万が一新型コロナウイルス対応により中止の場合はご容赦ください。



 FLOWER SHOP NISHIKAWA

フラワーショップ西川

　
「
フ
ラ
ワ
ー
シ
ョ
ッ
プ
西
川
」は
、
西

予
市
宇
和
町
商
店
街
の
本
店
、
フ
ジ
宇

和
店
内
の「
ナ
チ
ュ
ラ
ル
フ
ラ
ワ
ー
」、

一
昨
年
、
本
店
横
に
オ
ー
プ
ン
し
た
ド

ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
専
門
店
「
モ
ン
・
フ
ァ

ボ
リ
」
と
３
店
舗
あ
り
ま
す
。「
素
敵

な
お
花
は
、
い
つ
も
こ
こ
か
ら
・
・
・
」

を
基
本
理
念
に
生
花
・
鉢
物
・
ド
ラ
イ

フ
ラ
ワ
ー
・
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー

な
ど
カ
ジ
ュ
ア
ル
か
ら
ギ
フ
ト
ま
で
幅

広
く
商
品
を
取
り
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
月
１
回
フ
ラ
ワ
ー
デ
ザ
イ
ン

ス
ク
ー
ル
も
行
い
、
花
の
魅
力
を
多
く

の
方
に
お
伝
え
し
て
い
ま
す
。
代
表
の

西
川
宏
志
は
、
数
々
の
コ
ン
テ
ス
ト
で

受
賞
歴
が
あ
り
ス
タ
ッ
フ
も
明
る
く
楽

し
い
雰
囲
気
の
お
店
で
す
。
学
校
・
グ

ル
ー
プ
で
の
出
張
ス
ク
ー
ル
や
イ
ベ
ン

ト
等
に
も
参
加
し
地
域
に
密
着
し
た
花

の
普
及
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
の
で

気
軽
に
ご
相
談
下
さ
い
。

　
お
客
様
の
想
い
を
お
花
に
込
め
て
喜

び
や
感
動
を
与
え
ら
れ
る
フ
ロ
ー
リ
ス

ト
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
素
敵
な
お
花
を

お
届
致
し
ま
す
。

本店／西予市宇和町卯之町 3-201　
TEL.0894-62-2187
営業時間／ 8:30 ～ 19:00（日・祝 18:00 まで）
定  休  日／年中無休（正月 1～ 2日）
駐  車  場／あり

ふるさとの
　　　カタチ

モン・ファボリの店内

お城山

13　  つなぐ　2020春号

代表取締役　
西川　宏志さん

モン・ファボリ（支店）の店内

本店の花鉢コーナー 左が本店、右がモン・ファボリ

モン・ファボリ（支店）の店内

ナチュラルフラワー
　　（フジ宇和店内）　
TEL.0894-62-6687
定  休  日／年中無休
駐  車  場／あり

http://fsn-8787.com/フラワーショップ西川

西予警察署●

ナチュラルフラワー
（フジ宇和店）

●

●郵
便
局

●
宇
和
町

文
化
会
館

●
ローソン

●まちなみ広場

フラワー
ショップ
西川
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　馳 走 三原

MICHELIN

　
開
業
し
て
26
年
間
、「
変
わ
ら
な
い
事
」

「
食
材
や
味
に
一
つ
一
つ
真
面
目
に
向
き

合
い
、
心
を
込
め
て
提
供
す
る
こ
と
」…

を
目
標
に
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
器
に

も
気
を
配
り
様
々
な
場
所
へ
足
を
運
び
選

ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　
今
後
も
「
型
に
は
ま
っ
た
和
食
」
に
は

こ
だ
わ
ら
ず
、
新
た
な
創
作
料
理
を
考
え

な
が
ら
、
お
客
様
を
も
て
な
す
店
づ
く
り

を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
一
度
、「
馳
走
三
原
」の
こ
だ
わ
り
の
料

理
を
召
し
上
が
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

宇和島市本町追手２丁目 6-10
TEL.0895-22-1321
営業時間／ 17:30 ～ 22:00　　料　理／コース料理 4,500 円～
定休日／日曜日

春のコースの前菜と焼き物

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

すき焼き風鍋 個室 雰囲気のある玄関

※ミシュランプレート選定店とは　…　調査員オススメ店 つなぐ　2020春号   14

店主　三原  啓史さん

■

●市松屋 木藤時計店●

●宇和島
信用金庫
（本店）

愛媛
新聞
●

●
バスセンター

丸之内●
和霊神社

南
予
文
化
会
館

●
フ
ラ
ワ
ー

セ
ン
タ
ー

む
ら
さ
め
●

袋町商天街

56

馳走三原

※ご予算等お気軽にご相談ください



田部　司　たなべ  つかさ
プロフィール　昭和 25（1950）年生まれ　宇和島市在住　日本眼鏡技術者協会会員　シネマニア宇和島
タナベ昭和館主宰（ブログ公開中　http://www.uwajima.com/tanabe/syowa/syowa.html）　　　　　 　　　　文 / 田部　司

【現在の様子】丸之内「御浜公園」を背にして、二筋明倫町
寄りの住宅街の一角が「南予会館」があった辺りになる。

15　  つなぐ　2020春号

丸木舟と森岡天涯

　
誰
も
誰
も
知
ら
な
い　
遠
い
遠
い
南
の
島

　
に
行
っ
て
み
た
い　
海
辺
で
は
最
初
に
カ

　
ヌ
ー
に
乗
ろ
う　
自
分
ひ
と
り
で
作
っ
た

　
真
っ
白
な
カ
ヌ
ー
に
・
・
・

　
こ
の
拙
い
短
文
を
い
つ
書
い
た
か
は
忘
れ

て
し
ま
っ
た
が
、
幼
い
頃
か
ら
私
の
空
想
の

世
界
の
ひ
と
つ
に
、
海
の
彼
方
に
ボ
ォ
ー
ツ

と
浮
か
び
上
が
る
南
の
島
が
あ
っ
た
。
思
う

に
そ
れ
は
、
ご
く
幼
い
頃
に
城
山
の
南
麓
、

南
予
護
国
（
鶴
島
）
神
社
の
片
隅
の
倉
庫
と

岡
天
涯
（
本
名
・
捨
松　
明
治
12
〈
１
８
７

９
〉
年
〜
昭
和
９
〈
１
９
３
４
〉
年
）
と
い

わ
れ
て
い
る
。
天
涯
は
明
治
33（
１
９
０
０
）

年
21
歳
で
渡
米
。
42
歳
で
帰
国
後
は
生
地
日

振
島
に
戻
り
、
社
会
教
育
活
動
に
尽
力
し
て

ゆ
く
。

　
大
正
12（
１
９
２
３
）年
、
南
予
地
域
の
発

展
と
青
少
年
教
育
の
た
め
、
社
団
法
人
南
予

文
化
協
会
を
発
足
さ
せ
た
天
涯
（
上
写
真
前

列
右
か
ら
４
人
目
）は
、
主
事
と
し
て
昭
和
３

（
１
９
２
８
）年
南
予
会
館
建
設
を
計
画
、
浄

財
を
募
っ
て
同
５（
１
９
３
０
）年
６
月
に
実

現
し
た
。
一
方
、
宇
和
島
市
内
に
「
禁
酒
同

盟
会
」
を
結
成
し
、
禁
酒
・
禁
煙
運
動
を
推

進
し
た
。
会
館
の
夏
期
講
座
で
天
涯
か
ら
直

接
指
導
を
受
け
た
郷
土
史
家
の
故
林
春
孝
さ

ん（
大
正
10〈
１
９
２
１
〉年
生
ま
れ  

和
霊
元

町
）は
、「
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
は
酒
と

タ
バ
コ
は
厳
禁
と
叩
き
込
ま
れ
、
お
か
げ
で

大
病
を
し
た
こ
と
が
な
い
」と
話
し
て
い
た
。

　
残
念
な
が
ら
、
天
涯
が
活
動
拠
点
に
し
た

南
予
会
館
は
昭
和
20
（
１
９
４
５
）
年
７
月

12
日
深
夜
の
空
襲
に
よ
り
伊
達
図
書
館
等
と

と
も
に
全
焼
し
た
。
天
涯
が
知
っ
た
ら
悲
嘆

 
は
い
か
ば
か
り
か
と
推
察
す
る
が
、
せ
め
て

も
の
救
い
は
天
涯
そ
の
人
が
昭
和
９
（
１
９

３
４
）
年
８
月
10
日
に
56
歳
で
す
で
に
病
没

し
て
い
た
こ
と
だ
。
当
時
、
二
大
文
化
施
設

で
あ
っ 

た
南
予
会
館
、
伊
達
図
書
館
を
含
め

町
の
大
半
と
多
く
の
人
命
を
失
っ
た
こ
と
が
、

戦
後
と
い
う
大
き
な
転
換
期
の
中
で
宇
和
島

の
文
化
を
衰
退
さ
せ
た
一
因
か
も
し
れ
な
い
。

　
住
吉
小
学
校
の
校
舎
入
口
に
森
岡
天
涯
の

顕
彰
碑
と
、
校
庭
に
は
「
大
き
な
石
は
私
が

南予会館前の記念写真【昭和５（1930）年頃　宇和島市枡形町】　　　　写真提供：石崎　勝氏

運
ぶ
か
ら
、
小
さ
な
石
は
君
た
ち
が
運
び
な

さ
い
」
と
い
う
意
味
の
彼
の
精
神
を
現
わ
す

 「
大
き
な
石
は
俺
に
も
て
こ
ろ
」の
有
名
な
石

碑
が
あ
る
。
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ
た

天
涯
の
教
え
は
、
私
が
高
校
か
ら
青
春
時
代

を
過
ご
し
た
東
京
の
玉
川
学
園
の
教
育
精
神

と
共
通
し
た
部
分
が
多
い
と
改
め
て
思
う
。

石
垣
の
間
に
、
ポ
ツ
ン
と
忘
れ
去
ら
れ
た
よ

う
に
置
か
れ
て
い
た
古
い
丸
木
舟
を
見
た
こ

と
が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
年
を
経
る
に
従
い
次
第
に
思
い
が
薄
れ
て

き
た
記
憶
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
の
は
、
昨
年

（
２
０
１
９
）
年
11
月
８
日
か
ら
３
日
間
、

画
家
宮
川
淳
一
郎
さ
ん（
79
歳  

和
霊
町
）
宅

で
行
な
わ
れ
た
「subune

（
ス
ブ
ネ
）送
別

展
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
宮
川
さ
ん
は
、

平
成
19
（
２
０
０
７
）
年
に
同
神
社
か
ら
舟

を
ご
自
宅
に
引
き
取
り
、 長
年
絵
画
作
品
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
テ
ー
フ
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
愛
用
し
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
。
そ
の
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舟
の
本
来
の
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
が
鹿
児
島
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
奄
美
大
島
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
り
、「
送
別
展
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
至
っ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。
丸
木
舟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
同
地
の
博
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
館
に
保
存
展
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
る
た
め
里

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帰
り
し
て
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
世
紀
近
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
、
日
振
島
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漂
着
し
た
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
木
舟
を
伊
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
書
館
（
現
桜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
町
付
近
）
の
庭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
運
び
展
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
は
、
同
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
海
出
身
の
森

ひ
ぶ
り
し
ま

※

１
）

※

３
）

て
ん
が
い　
　
　
　
　
　

 

す
て
ま
つ

じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う

※1）subune 送別展　宮川さんが subune（丸木舟）を
モチーフにして写実的なペン画や水彩、抽象的な油彩、
コラージュなどさまざまな手法で表現した 50 点近くを
展示した作品展。

※2）森岡天涯顕彰碑　はじめ「南予青年の家」に建立
されたが、のちに住吉小学校に移設された。撰文は天涯
の友人の斉藤晌（さいとう  しょう  1898～1989  哲学研
究者）が寄せた。また、日振小学校には天涯の「だまさ
れても　だます人になるな」の遺訓碑がある。

※3）玉川学園　60 万㎡弱の広大な敷地に幼稚部から大
学院まで約 1万人の生徒が集う総合学園。東京都町田市。
同園の掲げる「全人教育」や「労作教育」はほかでは見
られないユニークな教育方針。

【参考資料】
有間重喜『航跡』（1984 年 3月 30 日　盛文堂）
三輪田俊輔「丸木船のある図書館」（1994 年 10 月 19 日　愛媛新聞≪四季録≫)
木下博民『評伝  森岡天涯』（2010 年 12 月 20 日　創風社）

あ　
こ

※

２
）

は
る
た
か

つ
た
な



　
神
楽
の
太
鼓
が
鎮
守
の
森
に
響
き
渡
る
。

南
予
は
神
楽
が
盛
ん
な
地
域
。
春
夏
秋
冬
、

ど
こ
か
の
神
社
で
舞
わ
れ
て
い
る
。
宇
和
島

市
周
辺
の
伊
予
神
楽
、
八
幡
浜
市
の
川
名
津

神
楽
、
鬼
北
町
の
富
母
里
神
楽
、
大
洲
市
の

藤
縄
神
楽
等
々
、
地
域
の
中
で
庶
民
に
親
し

ま
れ
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
郷
土
芸
能
は
継
承

さ
れ
て
き
た
。

　
神
楽
と
は
、
神
座
を
設
け
て
神
々
を
勧
請

し
、
そ
の
前
で
採
り
物
を
持
っ
た
り
、
仮
面

を
つ
け
た
り
し
て
物
語
調
の
演
目
を
舞
う
こ

と
に
よ
っ
て
神
を
慰
め
、
悦
ば
せ
る
芸
能
。

同
時
に
庶
民
に
と
っ
て
は
安
寧
や
厄
払
い
を

祈
願
す
る
た
め
に
奉
納
さ
れ
る
芸
能
で
も
あ

る
。

　
現
在
、
宇
和
島
市
周
辺
の
神
社
の
祭
事
で

演
じ
ら
れ
る
伊
予
神
楽
。
創
始
に
つ
い
て
は
、

伊
吹
八
幡
神
社
に
嘉
元
３
年
（
１
３
０
５
）

の
銘
が
あ
る
鬼
面
、
猿
田
彦
面
（
県
指
定
文

化
財
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一

説
に
は
鎌
倉
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
わ
れ

る
。『
伊
吹
木
山
記
』
に
は
元
和
元
年
（
１
６

１
５
）
に
藩
主
伊
達
秀
宗
が
八
幡
神
社
参
詣

の
折
、
神
楽
を
執
行
し
た
と
の
記
録
が
あ
り
、

ま
た
、
神
楽
本
と
し
て
は
県
内
最
古
と
さ
れ

る
元
文
３
年
（
１
７
３
８
）
成
立
の
『
伊
予

神
楽
舞
歌
并
次
第
目
録
』
も
伝
来
し
て
お
り
、

江
戸
時
代
初
期
か
ら
中
期
に
は
現
在
の
よ
う

毎年 7月、和霊神社（宇和島市）の「夏越祭（なごしさい）」で奉納される「伊予神楽」　　　　　　　　　　　　　   　撮影 / 北濱一男

大
本
敬
久　

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館　

専
門
学
芸
員

南 予 の 祭 り 歳 時 記

な
形
が
整
っ
て
い
る
。

　
こ
の
伊
予
神
楽
の
特
徴
は
、
舞
手
が
氏
子

で
は
な
く
神
職
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る

点
に
あ
る
。
神
職
神
楽
は
明
治
３
年
（
１
８

７
０
）
に
政
府
に
よ
り
禁
止
さ
れ
、
多
く
の

神
楽
の
担
い
手
は
氏
子
に
移
っ
て
い
く
が
、

伊
予
神
楽
は
そ
れ
以
前
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま

継
承
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
古
い
神
楽
本

の
存
在
と
江
戸
時
代
か
ら
続
く
神
職
神
楽
の

伝
統
か
ら
、
地
域
の
郷
土
芸
能
を
代
表
す
る

も
の
と
評
価
さ
れ
、
昭
和
56
年
に
県
内
で
唯

一
の
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
。

　
現
在
、
伊
予
神
楽
は
「
伊
予
神
楽
か
ん
な

ぎ
会
」
に
よ
り
保
護
、
継
承
さ
れ
、
悪
魔
払
、

大
蛇
之
舞（
鬼
）、
弓
之
舞
、
内
舞（
山
の
神
）、

火
焼
之
舞
等
の
演
目
が
奉
納
さ
れ
、
多
く
の

人
び
と
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

1971 年、八幡浜市生まれ
専門は民俗学・日本文化論

著書に『民俗の知恵』（創風社出版）等

県
内
唯
一
の
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

伊
予
神
楽
　
い
よ
か
ぐ
ら

おおもと　たかひさ

か
わ
な
づ

と
ん
も
り

ふ
じ
な
わ

さ
る
た
ひ
こ

ひ
で
む
ね

か
む
く
ら
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自
分
で
作
る
年
金
制
度

　
２
千
万
円
問
題
や
預
金
金
利
の
低
下
に

よ
り
「
国
民
年
金
だ
け
で
生
活
で
き
る
か

不
安
」「
老
後
の
備
え
は
何
を
し
た
ら
良
い

か
わ
か
ら
な
い
」
な
ど
と
将
来
に
対
す
る

不
安
を
抱
く
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
今

回
は
、
そ
こ
で
登
場
し
た
「
国
民
年
金
基

金
」と
「iDeCo

」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
前
に
、
年
金
に
つ
い
て
少
し
お
さ

ら
い
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
我
国
の
年
金
制
度
は
、
３
つ
の
年
金
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
一
つ
は
、

20
歳
以
上
の
全
国
民
が
加
入
す
る
国
民
年

金
で
、
こ
れ
は
加
入
期
間
の
長
さ
に
よ
っ

金融
 finance

　
２
千
万
円
問
題
や
預
金
金
利
の
低
下
に

よ
り
「
国
民
年
金
だ
け
で
生
活
で
き
る
か

不
安
」「
老
後
の
備
え
は
何
を
し
た
ら
良
い

か
わ
か
ら
な
い
」
な
ど
と
将
来
に
対
す
る

不
安
を
抱
く
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
今

回
は
、
そ

金

17   つなぐ　2020春号

国民年金
基金

iDeCo
イデコ

将来への不安に対する備え

「人生 100 年時代」の到来
●６５歳以上の方の平均余命は
　男性 19.70 歳（84.70 歳）

　女性 24.50 歳（89.50 歳）
（「平成 30 年簡易生命表」厚生労働省より）

●2000 万円問題・預金金利低下など

・国民年金基金とは、自営業者などの方のための老齢基礎年金に上乗せする
  公的な年金制度です。

・終身年金が基本のため、生涯にわたって受け取れる確定給付型です。

・20 歳以上 60 歳未満の自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保
　険者および 60歳以上65歳未満の方や海外に居住されている方で国民年金
　に任意加入されている方ならどなたでも加入できます。

●掛金について
・１口単位で加入可能（１口あたりの掛金は性別・年
　齢によって異なります）
・掛金の上限は 68,000 円以内（加入者が iDeCo にも
　加入している場合、合計で月額 68,000 円が上限）

●税制優遇
・掛金は全額所得控除（社会保険料控除）の対象
・受け取るとき「公的年金等控除」の対象

・iDeCo（イデコ）とは、確定拠出年金法に基づき運営される国の制度で、
  老後に 向けた資産形成のひとつです。

・２０歳以上６０歳未満のほぼ全ての方が加入可能です。

・一人一口座

・加入者が毎月一定額を積立（掛金を拠出）し、定期預金・保険・投資信託と
いった金融商品で自ら運用し６０歳以降に年金または一時金で受取れます。

●掛金について
・掛金は月額 5,000 円～ （1,000 円単位で上乗せ）
  加入者の職業等によって上限金額が定められている。
・掛金の変更は年１回可能です。

●税制優遇
・掛金は全額所得控除の対象で所得税、住民税が軽減
・受け取るとき
■分割（年金）で受取りなら「公的年金等控除」の対象
■一括（一時金）で受取りなら「退職所得控除」の対象

※「国民年金基金」「iDeCo（イデコ）」は、宇和島信用金庫でもご案内しております。
　制度の内容、お申込み手続きなど、お気軽にご相談ください。

て
も
ら
え
る
金
額
が
決
ま
る
仕
組
み
で
す
。

　
次
に
民
間
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
・
公
務
員

等
が
加
入
す
る
厚
生
年
金
保
険
、
自
営
業

者
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
が
加
入
す
る
国
民
年

金
基
金
が
あ
り
ま
す
。
厚
生
年
金
保
険
は

強
制
加
入
の
た
め
、
選
択
の
自
由
は
あ
り

ま
せ
ん
。
一
方
、
国
民
年
金
基
金
は
任
意

加
入
で
す
。
加
入
す
る
と
追
加
の
掛
金
の

負
担
が
生
じ
ま
す
が
、
将
来
受
取
れ
る
年

金
額
は
増
加
す
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
ま
す
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
従
業
員
を
対
象
と
し

て
企
業
が
独
自
に
運
営
す
る
企
業
年
金
制

度
が
あ
り
ま
す
。

iDeCo 国民年金基金



　
歯
周
病
は
、
歯
を
支
え
る
歯
茎
や
骨
が

壊
れ
て
い
く
病
気
で
す
。
歯
磨
き
を
怠
っ

て
い
る
と
口
腔
内
の
細
菌
が
増
殖
し
、
歯

垢
（
プ
ラ
ー
ク
）
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
炎
症
が
生
じ
、
進
行
す
れ
ば
歯
を
支

え
る
土
台
が
壊
れ
、
抜
歯
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
ま
す
。

　
歯
周
病
は
、
歯
科
医
療
の
領
域
で
あ
り

歯
科
医
師
が
治
療
を
行
い
ま
す
が
、
近
年

歯
周
病
と
全
身
の
疾
患
と
の
関
連
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
代
表
が
糖
尿
病
で
す
。
糖
尿
病
に

よ
る
高
血
糖
は
口
腔
内
の
免
疫
機
能
の
低

下
、
細
小
血
管
障
害
、
唾
液
分
泌
低
下
に

よ
る
乾
燥
を
も
た
ら
し
、
細
菌
の
増
殖
を

促
し
、
歯
周
病
を
悪
化
さ
せ
ま
す
。
実
際
、

糖
尿
病
の
方
は
約
２
倍
も
歯
周
病
に
か
か

り
や
す
く
、
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
悪
い

と
重
症
化
し
や
す
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。

　
歯
周
病
も
糖
尿
病
を
悪
化
さ
せ
ま
す
。

歯
周
病
に
よ
る
慢
性
の
炎
症
に
よ
り
炎
症

関
連
の
化
学
物
質
が
産
生
さ
れ
、
体
に
取

り
込
ま
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
物
質
は
血
糖

値
を
下
げ
る
イ
ン
ス
リ
ン
を
効
き
に
く
く

す
る
作
用
が
あ
り
ま
す
（
イ
ン
ス
リ
ン
抵

抗
性
）。
そ
の
た
め
糖
尿
病
が
発
症
、
あ

る
い
は
悪
化
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
歯
周
病
で
歯
を
失
っ
て
し
ま
う

と
、
十
分
に
噛
む
こ
と
が
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
軟
ら
か
い
も
の
ば
か
り

を
食
べ
が
ち
と
な
り
、
食
生
活
が
偏
り
、

糖
尿
病
悪
化
の
要
因
と
な
り
ま
す
。
歯
周

病
と
糖
尿
病
が
お
互
い
悪
影
響
を
与
え
る

た
め
、
こ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
良
く

な
れ
ば
歯
周
病
も
進
行
し
に
く
く
な
り
、

一
方
で
積
極
的
な
歯
周
病
治
療
で
血
糖
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
改
善
し
た
と
の
報
告
も
あ

り
ま
す
。

　
歯
周
病
と
認
知
機
能
低
下
に
は
関
連
が

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
歯
周
病

で
歯
を
失
い
咀
嚼
機
能
の
低
下
が
起
こ
る

と
、
脳
へ
の
刺
激
が
減
り
、
認
知
機
能
の

低
下
に
繋
が
り
ま
す
。
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

型
認
知
症
の
脳
で
認
め
ら
れ
る
タ
ン
パ
ク

が
、
歯
周
病
の
歯
茎
で
も
産
生
さ
れ
て
い

る
と
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。

　
歯
周
病
の
歯
茎
か
ら
出
る
物
質
の
中
に

は
子
宮
収
縮
作
用
が
あ
る
物
質
も
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
妊
娠
中
の
方
が
歯

周
病
を
有
し
て
い
る
と
、
低
体
重
児
や
早

産
の
危
険
度
が
高
く
な
る
こ
と
が
分
か
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
も
動
脈
硬
化
、
慢

性
関
節
リ
ウ
マ
チ
、
慢
性
腎
臓
病
な
ど
も

歯
周
病
と
関
連
が
あ
る
と
の
報
告
が
あ
り

ま
す
。

　
日
々
の
食
事
に
大
切
な
歯
も
、
管
理
を

怠
れ
ば
歯
周
病
と
な
り
、
さ
ら
に
は
全
身

の
疾
患
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
、
全
身
疾
患
で
治
療
中

の
方
で
歯
周
病
が
疑
わ
れ
た
と
き
に
は
、

内
科
の
方
か
ら
歯
科
へ
紹
介
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　
歯
磨
き
時
に
出
血
す
る
、
歯
肉
が
か
ゆ

い
、
痛
い
、
赤
く
腫
れ
て
い
る
、
歯
の
間

に
隙
間
が
で
て
き
た
、
口
臭
が
あ
る
、
な

ど
の
症
状
は
歯
周
病
の
サ
イ
ン
で
す
。
放

置
せ
ず
、
早
め
に
歯
医
者
さ
ん
に
行
き
ま

し
ょ
う
。

　
歯
科
治
療
で
は
出
血
を
伴
う
処
置
を
す

る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
血
栓
予
防
の
た
め

の
薬
を
服
用
中
の
方
は
、
処
置
の
後
に
止

血
困
難
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
最
新

の
治
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
血
栓
予
防

歯
周
病
と
全
身
疾
患

沖内科クリニック
副院長  沖　良隆

医療
health care

薬
の
服
用
は
中
止
せ
ず
、
服
用
を
継
続
し

た
ま
ま
抜
歯
し
、
し
っ
か
り
止
血
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 こ
の
よ
う
な
お
薬

を
服
用
さ
れ
て
い
る
患
者
さ
ん
は
、
歯
科

治
療
前
に
必
ず
歯
科
医
師
や
内
科
医
師
へ

服
用
薬
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
で

も
大
事
な
こ
と
は
予
防
で
す
。
日
々
の
歯

磨
き
と
、
定
期
的
な
歯
科
で
の
チ
ェ
ッ
ク

を
行
い
ま
し
ょ
う
。
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ふ
る
さ
と
の
味
が
美
味
し
い
味
！

　
広
島
に
転
居
し
て
２
年
が
経
ち
ま
し
た
。
広
島
に

知
り
合
い
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
が
、
小
中
学
校
の

同
級
生
が
一
人
お
り
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
い
ま

す
。
彼
女
と
一
緒
に
宇
和
島
に
帰
省
す
る
チ
ャ
ン
ス

が
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
彼
女
の
車
に
は
ク
ー
ラ

ー
ボ
ッ
ク
ス
が
積
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、

ふ
る
さ
と
の
味
で
あ
る
じ
ゃ
こ
天
や
さ
つ
ま
汁
、
麦

み
そ
を
購
入
し
て
帰
る
た
め
で
す
。
こ
こ
ま
で
は
、

よ
く
あ
る
お
話
で
す
ね
。
私
が
驚
い
た
の
は
、
こ
こ

か
ら
で
す
。
車
に
積
ま
れ
て
い
た
の
は
ク
ー
ラ
ー
ボ

ッ
ク
ス
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
鍋
に
割
り

ば
し
・
・
・「
な
ん
に
使
う
ん
だ
ろ
う
？
」疑
問
が
浮

か
び
ま
し
た
。
彼
女
の
目
的
は
「
菊
屋
の
ち
ゃ
ん
ぽ

ん
」
の
お
持
ち
帰
り
で
し
た
。
宇
和
島
か
ら
広
島
ま

で
の
お
持
ち
帰
り
で
す
。
お
持
ち
帰
り
に
対
応
し
て

い
る
お
店
で
は
麺
を
つ
ゆ
に
入
れ
て
渡
し
て
く
れ
る

そ
う
で
、
麺
が
伸
び
な
い
よ
う
に
割
り
ば
し
で
麺
を

取
り
出
し
鍋
に
移
し
、
つ
ゆ
と
は
別
に
持
ち
帰
る
の

だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、
出
来
立
て
の
味
は
味
わ

え
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
彼
女
に
は
そ
ん
な
こ
と

問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供
の
頃
か
ら
食
べ
な
れ

た
「
菊
屋
の
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
」
の
味
が
広
島
の
自
宅
で

味
わ
え
る
チ
ャ
ン
ス
な
の
で
す
。
家
族
に
も
自
慢
し

て
帰
省
の
度
に
食
べ
さ
せ
て
い
る
の
で
、
家
族
も
待

ち
わ
び
て
い
ま
す
。

　
も
う
一
つ
の
お
持
ち
帰
り
は
「
か
み
な
り
の
お
好

み
焼
き
」
で
し
た
。
広
島
と
い
え
ば
日
本
で
一
番
の

お
好
み
焼
き
有
名
県
で
す
。
そ
こ
で
食
べ
る
お
好
み

焼
き
よ
り
、
食
べ
な
れ
た
宇
和
島
の
お
好
み
焼
き
が

食
べ
た
い
の
で
す
。
そ
う
で
す
、
多
く
の
人
々
に
と

っ
て
食
べ
な
れ
た
味
が
美
味
し
い
味
な
の
で
す
。

　
私
が
管
理
栄
養
士
と
し
て
病
院
に
勤
務
し
て
い
た

時
に
も
経
験
し
た
こ
と
で
す
。
そ
の
土
地
で
使
わ
れ

て
い
る
イ
リ
コ
や
花
か
つ
お
な
ど
の
だ
し
、
醤
油
や

み
そ
の
種
類
は
地
域
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
便
利
な
も
の
を
使
っ
た
り
、
変
更
し
た
り

す
る
と
必
ず
患
者
さ
ん
か
「
味
が
変
わ
っ
た
」「
前
の

ほ
う
が
美
味
し
か
っ
た
」
と
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
味
覚
に
つ
い
て
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
甘
味
、

酸
味
、
塩
味
、
辛
味
、
旨
味
を
感
じ
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
離
乳
食
の
食
体
験
に
よ
っ
て
味
覚
は
よ
り

発
達
し
、
嗜
好
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
幼
い
頃

か
ら
食
べ
た
食
材
の
味
が
成
長
し
て
か
ら
の
食
生
活

を
左
右
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
し
っ

か
り
と
様
々
な
食
品
を
食
べ
さ
せ
て
多
彩
な
味
を
経

験
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
幅
広
い
味
覚
を
作
り

上
げ
る
こ
と
が
将
来
、
偏
食
を
し
な
い
大
人
に
な
る

こ
と
を
支
援
す
る
の
で
す
。
親
の
役
割
は
大
き
い
で

す
ね
。
味
覚
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供

の
う
ち
か
ら
考
え
ら
れ
た
食
生
活
を
す
る
こ
と
は
、

そ
の
後
の
人
生
に
お
い
て
健
全
な
心
身
を
培
う
こ
と

に
つ
な
が
り
ま
す
。
健
全
な
心
身
を
持
つ
こ
と
は
自

栄養
 nutrition

分
の
夢
を
叶
え
る
こ
と
に
近
づ
き
ま
す
。
そ
し
て
、

自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
の
健
康
を
気
遣

う
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
味
覚
の
発
達
と
関
連
し
て
地
域
で
特
色
の
あ
る
食

文
化
の
継
承
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
宇
和
島
で
言
え
ば
、

さ
つ
ま
汁
、
お
寿
司
、
鯛
そ
う
め
ん
な
ど
以
前
は
家

庭
で
も
よ
く
作
ら
れ
て
い
た
料
理
の
伝
承
で
す
。
日

本
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
変
化
し
、
価
値
観
が
変

化
す
る
中
で
食
へ
の
考
え
方
や
食
事
作
り
に
か
け
る

時
間
も
変
化
し
て
い
ま
す
。
家
庭
で
は
手
の
込
ん
だ

料
理
を
時
間
を
か
け
て
作
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
ま

し
た
。
一
方
、
何
で
も
食
べ
ら
れ
る
食
環
境
の
中
で

「
ご
ち
そ
う
」
と
い
う
概
念
が
薄
れ
て
き
て
い
ま
す
。

全
国
ど
こ
で
も
同
じ
味
に
慣
ら
さ
れ
た
舌
は
徐
々
に

伝
統
の
味
を
求
め
な
く
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
意
味
で
は
前
述
の
友
人
の
よ
う
な
例
は
少

な
く
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
病
院
の
管
理
栄
養
士
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
こ
ろ
、

行
事
食
と
し
て
、
ふ
か
の
湯
ざ
ら
し
、
さ
つ
ま
汁
、

ふ
く
め
ん
、
じ
ゃ
こ
天
や
か
ま
ぼ
こ
の
入
っ
た
ち
ら

し
寿
司
、
か
つ
お
の
た
た
き
な
ど
地
域
の
食
文
化
や

地
域
で
収
穫
さ
れ
た
食
材
を
使
用
し
た
料
理
を
提
供

し
て
き
ま
し
た
。
だ
し
に
は
イ
ン
ス
タ
ン
ト
を
使
用

せ
ず
、
地
元
の
商
店
か
ら
購
入
し
た
い
り
こ
や
花
か

つ
お
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
家
庭
で
調
理
し
ず
ら

く
な
っ
て
き
た
も
の
を
集
団
給
食
の
現
場
で
作
っ
て

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

い
く
こ
と
も
管
理
栄
養
士
の
大
事
な
使
命
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。

　
広
島
に
来
て
か
ら
大
学
と
同
じ
地
域
に
住
む
高
齢

者
と
学
生
が
食
を
通
じ
て
交
流
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
「
食
で
つ
な
が
る
元
気
な
町
づ
く
り
」
を
立

ち
上
げ
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
地
域
の
お

寿
司
「
一
合
ず
し
」
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
お

寿
司
は
田
植
え
や
稲
の
収
穫
を
祝
う
秋
祭
り
な
ど
に

食
べ
ら
れ
て
き
た
お
寿
司
で
す
。
一
合
の
米
を
使
用

し
、
野
菜
や
酢
魚
と
合
わ
せ
た
も
の
で
し
た
。
現
在

で
は
米
の
量
を
減
ら
し
、
具
材
は
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
地
域
の
味
を
継
続
し
て
い
る
重
要
性
を
こ
こ
広

島
で
も
高
齢
の
方
々
に
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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Tsunagu 

お気楽  俳句

Tsunagu 

おすすめの本

ト
イ
レ

風
邪
の
夜
や
雲
踏
む
や
う
に
行
く
ト
イ
レ
＊
２   

小
野
更
紗

花
び
ら
の
触
れ
て
勝
手
に
開
く
便
器
＊
２　
　

 

大
塚
迷
路

　
＊
１
『
お
ウ
チ
de
俳
句
』（
夏
井
い
つ
き
・
２
０
１
８
年
・
朝
日
出
版
社
）

　
＊
２　
お
ウ
チ
de
俳
句
大
賞
（
朝
日
出
版
社
主
催
）

              https://w
w
w
.asahipress.com

/special/
                                               ouchidehaiku-happyo/

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　全国の書店で棚が空っぽになるほど爆発的な売れ行きのコミック（漫画）です。
昨年秋からお問い合わせが続き、半月に一度の重版で入荷してもすぐに在庫切れ
になり、今も次の重版を待っていただいています。
　主人公・炭治郎が家族を殺した「鬼」や「鬼にされた妹」を人間に戻す方法を
探すために戦う姿を描いた物語ですが、全編を通して流れる家族愛・仲間との絆
が大きな共感を呼んでいるようです。
　2020 年 1月にはシリーズ累計発行部数は 4000 万部を突破しました。アニメ化
に続き映画の公開も予定されていて社会現象化しています。
　長い書店人生ですが、こんな商品は初めてで、本離れが叫ばれる中、本当に嬉
しい悲鳴です。

協力：岩崎書店　宇和島市錦町 4-16　TEL. 0895-22-0528

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

鬼滅の刃　集英社　　①～⑪￥440（税込）　⑫～⑲￥484（税込）
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外
を
歩
い
て
〝
吟
行
〞
を
し
な
い
と
俳
句
は
作
れ
な
い
の
で

し
ょ
う
か
？　
い
え
い
え
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
病
気
や
介
護
等
で
外
出
の
で
き
な
い
人
も
身
体
の
自
由
が
利

か
な
い
人
も
俳
句
を
楽
し
め
る
ん
で
す
。
そ
ん
な
句
を
『
お
ウ

チ
de
俳
句
』
の
本
お
よ
び
『
お
ウ
チ
de
俳
句
大
賞
』
の
入
選
句

よ
り
紹
介
し
ま
す
。　
　
　
　
　

   　
　
　
　

    （
小
野
更
紗
）

リ
ビ
ン
グ

ホ
ッ
ト
レ
モ
ン
掃
除
機
ル
ン
バ
走
ら
せ
て
＊
１  

と
り
と
り

居
間
に
咲
く
牡
丹
の
よ
う
な
母
が
い
る
＊
２ 

江
戸
川
散
歩

台
所

芋
虫
の
シ
ン
ク
の
端
に
来
て
戻
る
＊
１ 

 
 
 

　

 

小
泉
岩
魚

藁
抜
き
て
が
ら
ん
ど
う
た
る
目
刺
か
な
＊
１ 

 
 

中
山
月
波

ぶ
っ
た
切
る
キ
ャ
ベ
ツ
の
破
片
窓
に
つ
く
＊
２ 

                                                                                  

豊
田
す
ば
る

寝
室

ま
ば
た
き
で
礼
せ
し
妻
の
毛
布
替
え
＊
２ 

 
 
 
 

水
田
千
種

春
寒
や
死
に
き
れ
ぬ
ほ
ど
散
ら
か
り
ぬ
＊
２　
　

 
 

こ
ま

さ
へ
づ
り
は
礫
寝
返
り
の
瞼
に
＊
２　
　

 
 
 
 
 

佐
藤
儒
艮

玄
関

吹
雪
く
日
の
セ
ー
ル
ス
マ
ン
を
入
れ
に
け
り
＊
２　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

大
谷
正
太

夕
虹
や
我
が
子
を
比
べ
ぬ
と
誓
う
＊
２　

 
 
 

荒
谷
恵
友
美

風
呂

爪
立
て
て
も
つ
と
柚
子
湯
に
し
て
あ
げ
る
＊
２ 

松
田
夜
市

石
鹸
は
形
失
ひ
春
の
闇
＊
１　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桂
奈

わ
ら

つ
ぶ
て　
　
　
　
　
　
　
ま
ぶ
た

ゆ
う
に
じ

ぼ
た
ん

わ
ら

は
る
さ
む

せ
っ
け
ん　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
み

ゆ　
ず　
ゆ



■R69K JACK　宇和島市中央町 2-4-8　TEL. 0895-28-6069

2020 SPRING LIVE IN UWAJIMA 松山隆宏 
40 年に渡る全国でのライブ活動
今も年間 150～200 本のライブを行う
R69KJACK は 1年ぶりの来店！

5/5（火）19:00 オープン 20:00 スタート
チケット／ 2,500 円

作品名：『菜の花』（油彩）
作者：古島 紫折（大人クラス）
この教室と共に 40 年の大ベテラン。
遠く、自転車で風を受け通われる。
どの色にも混ざる特有の白。
やわらぐ絵の空気感は白の風か。

■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　https://art-palette.wixsite.com/　コメント：清家 由佳

作品名：『佛木寺山門』（切り絵）
作　者：三浦澄子
瓦の向きや重なりをよく観察して奥行
き感の表現が出来ている。三浦さんの
切り絵はいつも暖かみがある作品

Tsunagu 

つなぐ美術館

Tsunagu 

ライブ情報

作品名：『中華鍋』（鉛筆）
作者：佐々木 理沙（大人クラス）
春、りさちゃんはひとり旅立った。
CGの勉強に夢は膨らむ。
手で描いたここでのデッサン、
感触を忘れないでとエールを送る。

作品名：『風に舞ふ』（切り絵）
作　者：宇治原富子
秋季県展で「特選」を受賞。構図、
切り口、色にこだわり、工夫とセ
ンスが光る！鯉のぼりが風に悠々
と泳ぐ姿がよく表現出来ている

作品名：『祈り』（切り絵）
作　者：玉井幸子
今回の切り絵は今までの切り絵とは全く
違って、ある物を見てではなく、心の中
の思い「祈り」が強く表現されていて、
思いが伝わってくる作品

作品名：『僕の蘭鋳』（水彩）
作者：藤岡 季（子供クラス）
根っからの生きもの好き、とき君。
“自然が好きだから” とはすごい！
サイエンスへのとめどない関心。
注ぐ観察眼はこのランチュウにも。
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