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つ
な
ぐ
創
刊
以
来
︑
表
紙
絵
を
お
願
い

し
て
い
る
﹁
あ
り
ま
三
な
こ
﹂
さ
ん
だ
が
︑

３
年
ぶ
り
と
な
る
地
元
宇
和
島
で
の
個
展

開
催
に
あ
わ
せ
て
お
話
を
伺
っ
た
︒

　

子
ど
も
の
頃
か
ら
い
つ
も
絵
を
描
い
て

た
が
︑
運
動
神
経
抜
群
で
身
体
を
動
か
す

こ
と
も
大
好
き
だ
っ
た
の
で
︑
ご
く
自
然

に
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
を
始
め
る
︒
そ
れ
か
ら

は
︑
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
が
常
に
生
活
の
中
心

に
あ
っ
た
︒
宇
和
島
南
高
等
学
校
︵
現
︓

宇
和
島
南
中
等
教
育
学
校
︶
へ
進
ん
で
も
︑

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
部
で
は
キ
ャ
プ
テ
ン
を
つ

と
め
︑
周
り
の
人
た
ち
も
次
第
に
彼
女
が

〝
絵
を
描
く
〟
と
い
う
事
を
忘
れ
て
い
っ

て
い
た
︒

　

高
校
卒
業
後
︑
イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
を
目
指
し
て
武
庫
川
女
子
大
の

生
活
環
境
学
科
へ
進
み
︑
卒
業
制
作
に
選

ん
だ
の
が
︑
当
時
ち
ょ
っ
と
し
た
ブ
ー
ム

に
な
っ
て
い
た
﹁
仕
掛
け
絵
本
﹂
だ
っ
た
︒

　

子
ど
も
の
頃
か
ら
絵
に
は
自
信
が
あ
っ

た
も
の
の
︑
作
り
方
は
︑
さ
っ
ぱ
り
分
か

ら
な
い
︒
そ
こ
で
書
店
へ
行
き
︑
気
に
入

っ
た
﹁
仕
掛
け
絵
本
﹂
を
何
冊
か
購
入
し
︑

仕
組
み
を
調
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
た
︒

　

テ
ー
マ
は
︑
す
ぐ
に
決
ま
っ
た
も
の
の

ス
ト
ー
リ
ー
づ
く
り
に
３
ヶ
月
も
か
か
っ

て
し
ま
っ
た
︒
そ
し
て
︑
久
し
ぶ
り
に
思

う
が
ま
ま
に
絵
筆
を
走
ら
せ
て
い
る
う
ち

に
﹁
店
舗
の
設
計
や
イ
ン
テ
リ
ア
の
よ
う

な
大
き
い
モ
ノ
よ
り
︑
こ
れ
く
ら
い
の
モ

ノ
づ
く
り
が
い
い
﹂
と
思
う
自
分
が
い
た
︒

　

就
職
し
て
か
ら
も
絵
本
へ
の
思
い
は
冷

め
る
ど
こ
ろ
か
︑
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い

き
︑
絵
本
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
真
剣
に

考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
結
局
︑

会
社
は
１
年
で
退
社
し
︑
本
格
的
に
絵
本

の
勉
強
を
始
め
る
こ
と
に
な
る
︒

　

そ
れ
か
ら
５
年
が
過
ぎ
た
あ
る
日
︑
先

生
か
ら
﹁
そ
ろ
そ
ろ
コ
ン
ペ
に
挑
戦
し
て

み
た
ら
︖
﹂
と
背
中
を
押
さ
れ
て
応
募
し

た
の
が
絵
本
コ
ン
ペ
の
登
竜
門
と
呼
ば
れ

て
い
た
﹁
第
８
回be

絵
本
大
賞
﹂
だ
︒

　

応
募
し
た
﹁
ウ
ォ
ー
ル
ズ
﹂
は
︑
壁
の

ま
わ
り
に
い
ろ
い
ろ
な
生
き
物
が
集
ま
り
︑

そ
の
壁
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
︒
壁
に
支

え
ら
れ
た
り
︑
助
け
ら
れ
た
り
・
・
・
思

い
出
を
そ
れ
ぞ
れ
に
語
り
合
う
ス
ト
ー
リ

ー
︒

　

腕
試
し
の
つ
も
り
で
応
募
し
た
作
品
だ

っ
た
が
︑
見
事
︑
大
賞
を
受
賞
︑
絵
本
作

家
と
し
て
華
々
し
い
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
る
こ

と
と
な
る
︒

　

今
か
ら
３
年
前
︑
宇
和
島
で
の
個
展
の

直
前
︑
し
か
も
制
作
の
最
中
に
﹁
東
京
へ

行
こ
う
﹂
と
︑
ひ
ら
め
い
た
︒
不
安
も
あ

っ
た
が
︑
東
京
で
ど
ん
な
化
学
反
応
が
起

こ
る
だ
ろ
う
か
︖　

と
考
え
る
だ
け
で
ワ

ク
ワ
ク
し
た
︒
と
は
言
え
︑
東
京
へ
移
住

す
る
の
は
一
大
事
︑
帰
省
し
た
つ
い
で
に

色
々
な
人
に
相
談
し
た
が
︑
誰
一
人
︑
反

対
す
る
人
は
い
な
く
︑
む
し
ろ
背
中
を
押

し
て
く
れ
た
︒

　

上
京
し
て
間
も
な
く
︑
企
業
向
け
の
イ

ベ
ン
ト
に
出
展
し
た
と
こ
ろ
︑
大
き
い
仕

事
が
何
個
か
決
ま
っ
て
１
年
間
は
締
切
り

と
の
戦
い
だ
っ
た
︒
そ
の
結
果
の
ひ
と
つ

が
Ｎ
Ｈ
Ｋ︵
Ｅ
テ
レ
︶の
﹁
え
い
ご
で
あ
そ

ぼw
ith O

rton

﹂
で
の
初
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
作
品
だ
︒
放
送
さ
れ
る
こ
と
を
知
ら
せ

て
い
な
い
人
か
ら
も
連
絡
が
あ
っ
た
り
︑

テ
レ
ビ
の
反
響
の
大
き
さ
に
驚
か
さ
れ
た
︒

　

以
降
︑
こ
の
実
績
を
足
が
か
り
に
順
調

に
企
業
か
ら
の
仕
事
が
入
る
よ
う
に
な
っ

た
が
︑
こ
ん
な
案
件
仕
事
の
場
合
︑
単
発

が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
︑
完
成
し
た
後
に
は

常
に
不
安
が
付
き
ま
と
う
と
言
う
が
︑
こ

れ
は
︑
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の
誰
も
が
抱
え
る

悩
み
な
の
か
も
知
れ
な
い
︒

　

今
回
の
個
展
で
は
︑
前
回
と
違
っ
た
新

た
な
〝
あ
り
ま
三
な
こ
〟
を
観
て
い
た
だ

き
た
い
と
︑
作
品
は
も
と
よ
り
ク
イ
ズ
や

く
じ
引
き
な
ど
で
も
趣
向
を
凝
ら
せ
た
︒

開
展
前
は
︑
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
も

あ
り
︑
来
場
者
は
少
な
い
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
た
が
︑
そ
ん
な
心
配
を
よ

そ
に
初
日
か
ら
大
勢
の
人
が
押
し
寄

せ
大
盛
況
の
う
ち
に
閉
展
し
た
︒

　

絵
本
作
家
と
い
う
肩
書
を
も
つ

彼
女
だ
が
︑
も
と
よ
り
絵
本
へ
の

固
執
は
全
く
な
い
︒
と
は
言
え
︑

絵
本
作
品
を
期
待
す
る
声
は
大
き

く
︑
第
２
弾
が
世
に
出
る
の
も
そ

う
遠
く
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
︒

 まだまだ、やりたいことが、たくさんあります。
　　絵本作家 イラストレーター〈〈 ARIMA  MINAKO ありま三なこ

　

今
後
に
つ
い
て
聞
く
と

﹁
ま
だ
ま
だ
︑
や
り
た
い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ

り
ま
す
︒
今
ま
で
は
個
展
で
何
か
と
バ
タ

バ
タ
し
て
い
た
の
で
︑
今
か
ら
腰
を
す
え

て
︑
そ
れ
ら
に
挑
戦
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
︒
具
体
的
に
は
︑
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ

イ
ン
や
飲
食
関
係
の
仕
事
に
も
挑
戦
し
た

い
で
す
し
︑
自
分
が
住
ん
だ
事
の
な
い
場

所
で
個
展
や
ラ
イ
ブ
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
が

で
き
た
ら
素
敵
で
す
ね
︒
そ
し
て
︑
い
つ

の
日
か
ふ
る
さ
と
へ
の
恩
返
し
と
し
て
︑

宇
和
島
で
の
私
の
個
展
に
遠
く
か
ら
泊
ま

り
が
け
で
多
く
の
方
が
来
て
く
だ
さ
る
よ

う
に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
﹂

と
笑
顔
で
こ
た
え
て
く
れ
た
︒

お　と

お    

と

つなぐ　2021新春号  2

※2008 年にフジテレビ KIDS、BS フジ、ポニーキャニオン、扶桑社が創設した絵本大賞

※

「ありま三なこグッズ」
https://arima3nako.base.shop/
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ランチタイム人気No.1 のあいがけカレー店内のカウンター

プロフィール／1987 年 2月生まれ　宇和島市出身　武庫川女子大学生活環境学科卒業
大学の卒業制作で「しかけ絵本」を作ったことがきっかけで絵本に興味を持つ。一般企業に入社したものの、
絵本を学びたいという思いを諦めきれず退社。2016 年に絵本のコンペで大賞を受賞し、晴れて絵本作家デビ
ューを果たす。 絵本やイラストの他にロゴやキャラクター制作、ライブペイントなどで活動中。

3    つなぐ　2021新春号

昨年 10 月に宇和島市のグランフジ北宇和島店で開催された個展「ファンタサイズ」会場にて

《ユニクロのUTmeマーケットでありま三なこさんが着ているオリジナル Tシャツが購入出来ます。https://www.arima3nako.com/shop》

@arima3nako



だるま夕日
だるま夕日が見られるのは大気と海水の気温差が
大きく、島が浮いて見えるようなときです。
気象条件に左右されるので必ず撮影できるとは限
りません。それでも、ひょっとしたらと常連さん
達は通います。そんな時に出た夕日は格別です。
吉田町白浦から深浦で、だるま夕日が見られるの
は 10 月末から 11 月上旬と２月の上旬ころです。
特に２月は、気温が低いので見られる確率は高く
なりカメラマンも増えます。
10 月 31 日、深浦の防波堤で撮った写真は磯の上
にアオサギがとまって脇役になってくれました。
防波堤だけでも８人ほどのカメラマンが三脚を並
べ、１００ｍほど後方からそのカメラマンたちを
入れて夕日を狙う数人のカメラマンもいました。
 また、4月上旬になると、宇和島の赤松遊園地か
ら見ることができます。　　　　　　　　　　　　　　

撮り歩きなんよ
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/

覗き岩と九島の間に沈むだるま夕日（撮影 4月 7日）

深浦のアオサギと夕日（撮影 10 月 31 日）
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遠
く
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
太
鼓
や
笛
の
華
や
か
な
音
色
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

秋
祭
り
で
あ
る
。

そ
こ
へ
突
然
、
竹
法
螺
の
異
様
な
咆
哮
と
と
も
に
真
っ
赤
な
胴
体
を
し
て

首
長
で
奇
怪
な
頭
を
振
り
立
て
る
巨
体
が
現
わ
れ
、
集
落
を
練
り
歩
く
。

牛
鬼
と
は
、
そ
ん
な
練
物
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（木
下
博
民
著
／

「八
つ
鹿
踊
り
と
牛
鬼
」
よ
り
）

遠
く
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
太
鼓
や
笛
の
華
や
か
な
音
色
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

秋
祭
り
で
あ
る
。

そ
こ
へ
突
然
、
竹
法
螺
の
異
様
な
咆
哮
と
と
も
に
真
っ
赤
な
胴
体
を
し
て

首
長
で
奇
怪
な
頭
を
振
り
立
て
る
巨
体
が
現
わ
れ
、
集
落
を
練
り
歩
く
。

牛
鬼
と
は
、
そ
ん
な
練
物
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（木
下
博
民
著
／

「八
つ
鹿
踊
り
と
牛
鬼
」
よ
り
）

写真／北濱一男　題字／矢間大蔵
協　　力／愛媛県歴史文化博物館専門学芸員 大本敬久　丸穂牛鬼保存会　宇和島市文化スポーツ課

　　　　　伊達博物館ほか

参考資料／愛媛県歴史文化博物館 研究紀要 第４号　愛媛まつり紀行（愛媛県歴史文化博物館編）八つ鹿踊りと牛鬼（木下博民著）

写真／北濱一男　題字／矢間大蔵
協　　力／愛媛県歴史文化博物館専門学芸員 大本敬久　丸穂牛鬼保存会　宇和島市文化スポーツ課

　　　　　伊達博物館ほか

参考資料／愛媛県歴史文化博物館 研究紀要 第４号　愛媛まつり紀行（愛媛県歴史文化博物館編）八つ鹿踊りと牛鬼（木下博民著）



牛
鬼
と
は

何
ぞ
や
？

？　

—

牛
鬼
の
歴
史
と
地
域
差—
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二
〇
二
一
年
丑
（
ウ
シ
）
年
。

　
　
　
　
　
　
南
予
は
丑
・
牛
に
関
す
る
伝
統

　
　
　
　
　
　
文
化
が
色
濃
く
残
る
地
域
だ
。

　
　
　
　
　
　
古
く
か
ら
稲
作
に
牛
を
用
い
、

　
　
　
　
　
　
娯
楽
と
し
て
の
闘
牛
文
化
（
牛

　
　
　
　
　
　
の
突
き
あ
い
習
俗
）
が
定
着
し
、

　
　
　
　
　
　
西
予
市
野
村
町
周
辺
は
県
下
最

　
　
　
　
　
　
大
の
酪
農
地
帯
と
し
て
知
ら
れ

　
　
　
　
　
　
る
。
牛
は
人
々
の
身
近
な
存
在

　
　
　
　
　
　
で
あ
り
、
神
社
の
祭
り
で
は
全

　
　
　
　
　
　
国
的
に
馬
を
用
い
る
と
こ
ろ
が

　
　
　
　
　
　
多
い
中
、
南
予
で
は
神
輿
の
先

　
　
　
　
　
　
導
役
と
し
て
牛
を
選
択
し
、
牛

　
　
　
　
　
　
鬼
（
ウ
シ
オ
ニ
）
文
化
が
華
開

　
　
　
　
　
　
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
、
牛
鬼
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
南
予
内
で
も
形
状
、
伝
承
面
で

　
　
　
　
　
　
地
域
差
が
激
し
く
、
そ
れ
を
総

　
　
　
　
　
　
括
し
た
刊
行
物
も
少
な
い
。「
牛

　
　
　
　
　
　
鬼
と
は
何
ぞ
や
？
」
と
聞
か
れ

　
　
　
　
　
　
て
も
、
明
快
に
答
え
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
難
し
い
。
巷
で
語
ら
れ
る
起
源

　
　
　
　
　
　
伝
承
も
意
味
不
明
。「
加
藤
清
正

　
　
　
　
　
　
の
朝
鮮
出
兵
の
際
に
敵
を
威
圧

　
　
　
　
　
　
す
る
た
め
に
始
ま
っ
た
」
と
い

　
　
　
　
　
　
う
話
も
史
実
で
は
な
い
。
そ
も

　
　
　
　
　
　
そ
も
加
藤
清
正
は
南
予
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
に
は
関
係
が
な
く
、
俗
説
に
す

ぎ
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
と
誤
解
が
う
ず
ま

く
牛
鬼
文
化
。
丑
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
少

し
情
報
を
整
理
し
て
み
た
い
。

　
牛
鬼
は
神
社
祭
礼
の
練
り
物
で
あ
る
。「
練
り

物
」
と
い
っ
て
も
か
ま
ば
こ
、
じ
ゃ
こ
天
と
は

違
う
。
祭
り
で
は
神
を
乗
せ
た
神
輿
が
氏
子
の

区
域
内
を
巡
る
が
、
そ
の
行
列
に
付
随
し
た
り
、

露
払
い
し
た
り
し
な
が
ら
練
り
歩
く
も
の
。
つ

ま
り
神
の
お
供
役
で
あ
る
。

　
こ
の
練
り
物
と
し
て
の
牛
鬼
は
南
予
全
域
で

見
ら
れ
る
が
、
全
国
的
に
は
類
例
を
見
な
い
。

東
京
、
大
阪
の
人
は
牛
鬼
の
こ
と
は
、
ほ
ぼ
知

ら
な
い
し
、
宇
和
島
藩
主
伊
達
家
の
ル
ー
ツ
で

あ
る
東
北
仙
台
に
も
牛
鬼
は
皆
無
。
南
予
独
特

の
文
化
と
い
う
わ
け
だ
。

　
例
外
は
あ
る
。
今
治
市
菊
間
町
の
祭
礼
に
登

場
し
、
か
つ
て
は
久
万
高
原
町
で
も
見
ら
れ
た

（
分
布
図
参
照
）。
南
予
に
隣
接
す
る
高
知
県
梼

原
町
、
四
万
十
市
等
に
も
牛
鬼
は
分
布
す
る
。

江
戸
時
代
の
宇
和
島
藩
・
吉
田
藩
領
を
中
心
に

周
辺
地
域
に
広
が
っ
て
お
り
、
大
洲
藩
領
内
で

も
宇
和
島
藩
に
近
い
地
域
に
濃
厚
に
見
ら
れ
る

な
ど
、
宇
和
島
藩
側
か
ら
伝
播
し
た
の
は
確
実

と
い
え
る
。
宇
和
島
藩
内
で
牛
鬼
が
広
が
っ
た

要
因
と
し
て
は
、
藩
主
の
崇
敬
が
篤
く
、
城
下

の
総
鎮
守
で
あ
っ
た
宇
和
津
彦
神
社
の
祭
り
を

各
地
域
が
模
倣
し
た
こ
と
で
広
ま
っ
た
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
現
在
、
牛
鬼
の
継
承
地

は
約
一
五
〇
ヶ
所
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　
牛
鬼
の
形
は
、
青
竹
で
牛
の
胴
体
の
よ
う
に

編
み
、
布
や
シ
ュ
ロ
で
全
身
を
覆
い
、
長
い
首

の
先
に
張
り
子
（
和
紙
）
製
の
頭
を
つ
け
る
。

そ
の
形
相
は
牛
と
も
鬼
と
も
つ
か
な
い
も
の
で
、

二
本
の
角
と
額
に
は
月
輪
も
し
く
は
日
輪
の
前

立
が
あ
り
、
口
は
大
き
く
開
き
、
舌
を
む
き
出

し
に
し
て
恐
ろ
し
い
表
情
を
強
調
す
る
。
こ
の

牛
鬼
を
大
人
数
が
担
ぎ
上
げ
、
神
輿
行
列
の
先

駆
け
と
し
て
、
家
々
に
首
を
突
っ
込
み
な
が
ら

悪
い
物
を
払
っ
て
ま
わ
る
。

　
牛
鬼
は
一
七
〇
〇
年
代
後
半
、
つ
ま
り
江
戸

時
代
中
期
以
降
に
宇
和
島
・
吉
田
藩
領
内
に
て

各
地
の
祭
り
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
史
料
上

で
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
一
〇

〇
年
以
上
前
の
安
土
桃
山
時
代
、
加
藤
清
正
が

朝
鮮
出
兵
の
際
に
用
い
た
の
が
始
ま
り
と
い
う

説
を
実
証
す
る
史
料
は
な
い
。
明
治
時
代
（
も

し
く
は
大
正
時
代
）
以
降
に
創
ら
れ
た
新
し
い

伝
承
で
あ
る
。
地
誌
、
文
化
財
冊
子
な
ど
で
牛

鬼
の
解
説
を
見
る
と
、
昭
和
四
〇
年
代
以
前
の

本
は
加
藤
清
正
説
に
触
れ
る
も
の
の
、「
諸
説
あ

り
定
か
で
は
な
い
」
と
諸
説
の
う
ち
の
一
つ
と

い
う
扱
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
刊
行

物
や
ネ
ッ
ト
情
報
で
は
清
正
説
が
独
り
歩
き
し

て
し
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
い
ま
一
度
、
牛

鬼
の
歴
史
を
確
認
し
て
お
く
。

ま
え

み
こ
し

は
　
　   

こ

つ
ゆ
は
ら

ち
ま
た

ね
　
　
も
の

と
も

だ
て

大本  敬久
おおもと　たかひさ

愛媛県歴史文化博物館
専門学芸員

「化物尽絵巻」に描かれた牛鬼（国際日本文化研究センター蔵）
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全
国
的
に
見
る
と
牛
鬼
の
よ
う
な
祭
礼
文
化

は
、
庶
民
が
蓄
財
可
能
と
な
っ
た
江
戸
時
代
の

中
期
以
降
に
現
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
拙
稿
「
牛

鬼
論
」（『
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
研
究
紀
要
』

四
号
）
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
祭
り
の
「
牛
鬼
」

の
初
見
は
亀
甲
家
文
書
。
天
明
四
（
一
七
八
四
）

年
に
田
苗
真
土
村
（
西
予
市
宇
和
町
）
に
て
牛

鬼
を
製
作
し
た
費
用
が
記
さ
れ
た
史
料
で
あ
り
、

こ
の
時
期
に
は
す
で
に
宇
和
島
か
ら
周
辺
部
の

村
々
に
牛
鬼
が
伝
播
し
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。

こ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
江
戸
時

代
中
期
に
宇
和
津
彦
神
社
の
祭
り
で
牛
鬼
が
考

案
、
導
入
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
牛
と
も
鬼
と
も
つ
か
な
い
顔
の
牛
鬼
。

地
域
に
よ
っ
て
形
相
は
異
な
る
。
一
般
的
に
は

宇
和
島
型
が
有
名
で
、
獅
子
頭
の
影
響
を
受
け

て
角
形
に
近
く
、
恐
ろ
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

し
か
し
、
牛
鬼
の
分
布
の
東
限
に
あ
た
る
内
子

町
の
牛
鬼
は
牛
そ
の
も
の
の
表
情
を
し
て
お
り
、

鬼
の
要
素
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
内
子
町
の
よ
う

に
、
歴
史
的
に
も
地
理
的
に
も
宇
和
島
か
ら
離

れ
た
地
域
に
見
ら
れ
る
牛
に
近
い
表
情
の
牛
鬼

を
ど
う
考
え
る
か
。
こ
れ
は
、
牛
鬼
が
祭
り
に

お
い
て
神
輿
の
先
導
役
を
果
た
す
こ
と
か
ら
、

や
は
り
神
に
お
供
す
る
動
物
（
聖
な
る
獣
）
と

し
て
、
馬
で
は
な
く
南
予
の
人
々
に
身
近
だ
っ

た
牛
を
選
択
し
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の

造
形
は
当
然
、
牛
の
形
状
を
し
て
い
た
が
、
次

第
に
同
様
に
悪
い
物
を
払
う
鬼
の
要
素
を
取
り

入
れ
、
加
え
て
獅
子
頭
の
影
響
を
受
け
な
が
ら

現
在
の
宇
和
島
型
の
よ
う
な
鬼
に
近
い
形
相
へ

と
変
化
し
、
分
布
の
中
心
域
に
新
た
な
型
が
定

着
し
、
周
縁
部
に
牛
に
近
い
古
い
型
が
残
っ
た

き
っ
こ
う
け

ご
く
そ
ち
　
　
　
　
　
　
ご
　
ず

き
ゅ
う
し
ょ
う
ら
ん

と
り
や
ま
せ
き
え
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ず
ひ
ゃ
っ
き
や
ぎ
ょ
う

大本  敬久　プロフィール
１９７１年、八幡浜市生まれ。
専門は民俗学・日本文化論。日本民俗学会、古代文学会会員。
著書に『民俗の知恵ー愛媛八幡浜民俗誌』（創風社出版、２０
０５年、愛媛出版文化賞奨励賞受賞）他。愛媛県内各地の祭
りと芸能、年中行事、昔話伝説等の伝承文化を調査研究する
とともに、平成３０年７月豪雨で被災した歴史資料の救出保
全活動や、地域の文化遺産を活かした復興に取り組む。近年
は少子化の進む南予各地で地域に根ざした社会教育、生涯学
習の場の創出を模索している。

と
、
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、「
牛
鬼
」と
い
う
言
葉
の
文
献
上
で
の

初
見
は
、
今
か
ら
約
千
年
前
。
平
安
時
代
の
清

少
納
言
の『
枕
草
子
』
一
四
六
段
で
あ
る
。「
名

お
そ
ろ
し
き
も
の
」
と
し
て
「
う
し
お
に
」
が

挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
を
「
名
よ
り
も
見
る
は
お
そ

ろ
し
」
と
す
る
よ
う
に
「
見
る
」
対
象
と
さ
れ
、

イ
メ
ー
ジ
は
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

具
体
的
な
事
は
不
明
で
あ
る
。
浄
土
思
想
に
加

え
て
地
獄
極
楽
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る
時

期
で
あ
り
、
地
獄
の
獄
卒
で
あ
る
牛
頭
を
指
し

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
確
証
は
な
い
。

　
江
戸
時
代
に
は
、
文
政
一
三
（
一
八
三
〇
）

年
成
立
の
百
科
事
典
『
嬉
遊
笑
覧
』
に
全
国
約

三
〇
種
類
の
妖
怪
の
中
の
一
つ
と
し
て
出
て
く

る
な
ど
、
伝
説
上
の
「
妖
怪
」
と
し
て
広
く
知

ら
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
に
さ
ま
ざ
ま
描
か
れ

た
「
妖
怪
牛
鬼
」
は
大
き
く
二
つ
に
わ
け
ら
れ

る
。
室
町
時
代
成
立
の
『
太
平
記
』
に
も
記
述

さ
れ
る
が
、
全
身
が
黒
毛
で
覆
わ
れ
て
、
牛
の

よ
う
に
二
本
の
角
、
口
に
は
牙
が
あ
り
、
指
が

三
本
あ
る
と
い
う
牛
鬼
で
あ
る
。
有
名
な
妖
怪

絵
師
・
鳥
山
石
燕
が
著
し
た
『
画
図
百
鬼
夜
行
』

等
に
こ
の
特
徴
の
牛
鬼
が
描
か
れ
て
い
る
。
も

う
一
つ
は
、
佐
脇
嵩
之
『
百
怪
図
巻
』
や
『
化

物
尽
絵
巻
』（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
）

に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
土
蜘
蛛
系
牛
鬼
で
あ

る
。
胴
体
は
蜘
蛛
の
形
を
し
て
お
り
、
実
際
の

牛
と
は
か
け
離
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
れ

ら
二
つ
の
牛
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
南
予
の
祭
り

の
牛
鬼
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
も
そ

う
で
あ
る
し
、
江
戸
時
代
後
期
の
祭
礼
を
描
い

た
『
吉
田
祭
礼
絵
巻
』
に
見
え
る
牛
鬼
と
比
べ

て
も
や
は
り
違
う
。
江
戸
時
代
に
刊
行
物
で
広

く
普
及
し
た
「
妖
怪
牛
鬼
」
の
知
識
が
そ
の
ま

ま
祭
り
に
採
り
入
れ
ら
れ
、
練
り
物
と
し
て
具

現
化
さ
れ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ

の
点
は
不
明
と
い
う
し
か
な
い
。

　
な
お
、
田
畑
を
荒
ら
し
、
や
が
て
退
治
さ
れ

る
妖
怪
と
し
て
の
「
牛
鬼
」
の
口
頭
伝
承
は
、

特
に
紀
伊
半
島
、
山
陰
、
四
国
、
九
州
に
お
い

て
数
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
南
予
で

は
宇
和
島
市
高
光
、
西
予
市
城
川
町
な
ど
に
も

牛
鬼
伝
説
が
残
る
。
こ
れ
ら
の
伝
承
に
は
共
通

性
も
見
ら
れ
、
牛
鬼
が
棲
む
と
さ
れ
る
場
所
は
、

淵
や
滝
、
海
な
ど
水
に
関
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、

水
辺
の
妖
怪
と
し
て
の
性
格
が
強
い
こ
と
が
特

徴
で
あ
る
。
ま
た
、『
太
平
記
』の
記
述
に
共
通

す
る
牛
鬼
が
女
性
に
化
け
る
と
い
う
事
例
が
多

い
が
、
妖
怪
と
し
て
の
牛
鬼
伝
説
と
南
予
の
祭

り
の
牛
鬼
を
直
接
的
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
で

き
ず
、
こ
れ
を
ど
う
紐
解
い
て
、
解
釈
し
て
い

く
の
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
以
上
、
祭
り
の
牛
鬼
、
妖
怪
伝
説
と
し
て
の

牛
鬼
に
つ
い
て
、
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
、
わ
か

ら
な
い
こ
と
を
ま
と
め
て
み
た
。
牛
鬼
に
つ
い

て
は
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
『
愛
媛
県
歴
史
文
化

博
物
館
研
究
紀
要
』
四
号
（
一
九
九
九
年
）、

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
編
『
愛
媛
の
祭
り
と

芸
能
』（
二
〇
一
六
年
）
に
て
紹
介
し
て
い
る
の

で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た

い
。

さ
わ
き
す
う
し

つ
ち
ぐ
　
も

た  

な
え 

ま 

つ
ち

ひ
ゃ
っ
か
い
ず
か
ん

ば
け

も
の 

つ
く
し 

え
ま
き
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カラフルな牛鬼の胴体の色

シュロ 黒 茶 赤系 オレンジ 紫 青 水色 若草色 グリーン 白 金 花柄

牛鬼のこと
角
写真は宇和島型だが
牛鬼の角には様々な
形のものがある。
（P9参照）

牛鬼の
ヒゲは
馬の毛
飾り物の牛鬼
の毛には化繊が
使われることもあ
るが、山車用のもの
には高価な馬の尻尾の毛が使われる。写真は、
束ねた馬の毛を頭に刺しているところ。

前立て
牛鬼の頭頂部に
は「タチウケ」
と呼ばれる前立
てがあり、大半
が月輪型なのに
対し南宇和郡の牛
鬼の前立ては日輪型
になっている。

　頭の材質
　　　牛鬼の頭は昔ながら
　　　の張子やグラスファ
　　　イバーで作られる。
　　　写真は張子牛鬼の制
　　　作過程。（よしを民芸）

牛鬼の顔はカラフル
牛鬼の顔は緑、茶、黒を基調にした
ものが多いが、中には赤や青もある。

牛鬼は竹と木でできている。
ドンガラと呼ばれる胴体は淡竹
（はちく）や孟宗（もうそう）竹
でつくられている。

豪快な首の動きを支える金具

支柱の先に頭を取り付ける

首の支柱を通し、胴
を覆う布をかぶせる

頭と布を丁寧に固定する 尻尾の支柱はロープで胴体の
内部に固定される

剣をかたどった牛鬼の尻尾

日輪型の前立て

頭（カブ）のデザインは６種類
牛鬼の頭はカブとも呼ばれ、上浮穴型、喜多郡
型、西宇和郡型、宇和島型、南宇和郡型、その
他の 6種類に分類される。（写真は宇和島型）
（愛媛県歴史文化博物館刊／愛媛まつり紀行より）

写真は宇和津彦神社の秋祭り
で練られる小型の牛鬼。

竹ぼら
かつては、牛鬼の後ろには
「竹ぼら」（「カイボラ」、「カ
イ」など地域によって呼び
名が異なる）の「ボーッ」と
いう低い音を唸らせながら
歩く子どもたちがいた。



松野町吉野

愛南町（旧城辺町）岩水

宇和島市吉田秋祭り

宇和島市三浦天満神社 

今治市菊間祭り 

西予市三瓶町朝立

西予市城川町魚成 

愛南町 ( 旧御荘町 ) 八幡神社 

西予市野村町野村

大洲市肱川町大谷

西
予
市
明
浜
町
狩
浜 

内子町 ( 旧小田町 ) 中田渡

撮影：大本敬久（愛媛県歴史文化博物館　専門学芸員）

牛鬼
色々
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牛鬼ナンバープレート
高速道路延伸にあわせて作成され、
現在の登録数は約 3,800 台。
今年から、第 2種の乙と甲のバイ
クにも対応される。
※詳しくは宇和島市税務課まで

仙貨紙  牛鬼コースター 600 円（2枚で 1,100 円）

仙貨紙  牛鬼ポチ袋 400 円

黒田旗のぼり店　宇和島市栄町港 2-1-12　TEL. 0895-22-1317

牛鬼 Tシャツ （黒）2,300 円
（白）2,100 円

手染め干支のれん
12,000 円

※色指定、名入れも可能です

手染め牛鬼タペストリー
10,000 円

木屋旅館　宇和島市本町追手２丁目８－２
 TEL.0895-22-0101　http://kiyaryokan.com/

読者
プレゼント
詳しくは
P29 をご覧
ください
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うわじま牛鬼©カナヘイ

■宇和島名産即売所　宇和島市錦町 9-2　TEL.0895-22-2718
https://uwajimameisan.com/

もーに
宇和島市出身のイラストレーター「カナヘイ」
さんがデザイン。愛称の「もーに」は、牛の
鳴き声「もー」と鬼「おに」を組み合わせた
もの。事業所が申請をすれば、様々なものに
利用することも可能（有料）。
　■宇和島商工会議所　
　宇和島市丸之内 1-3-24　TEL.0895-22-5555　
　http://www.uwajima-cci.or.jp/

立牛鬼（小）550 円　（中）770 円（大）1,100 円

牛鬼ブーヤレ（各）880 円

牛
鬼
ushioni

areyakoreya
2021

牛
鬼
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
、

　
　
あ
れ
や
こ
れ
や
を

　
　
　
　
集
め
て
み
ま
し
た
。



兵頭俊朗（1927 ～ 2006）宇和島市生まれ。
牛鬼をモチーフにした作品多数。1991 愛媛新聞社賞受賞。

■ギャラリー名画堂　
宇和島市保手 2-8-5　TEL.0895-24-4724
休廊日／火・水曜日
http://www.meigadou.com/　

牛神ウシオニ・キング
宇和島市出身　身長 182 ㎝、体重 105 ㎏　
　　　デビュー戦／ 2017 年 2月　所属団体／愛媛プロレス　
　　　　得意技／ガイヤ・ダイビング、ウワジマバスター
　　　　　　　　　　　　入場曲／ガイヤ・オン・ザ・ロード
　　　　　　　　　　　　（うわじまガイヤカーニバルのテーマソング）
　　　　　　　　　　　　　　　その他／ 2020 松山まつり 野球拳おどり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【個人部門】優勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■愛媛プロレス　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016 年 4月に旗揚げされた四
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国初のご当地プロレス団体。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　https://ehime-pro.com/

牛鬼ポテト　10 個入り 1,080 円
■パティスリー・ジュテーム
宇和島市中央町 2-2-6　TEL.0120-65-2012
http://www.jetaime-cake.net/

牛鬼打線
名将、上甲正典監督に率いられ、1988 年の春選抜大会
では初出場で初優勝を飾った宇和島東高等学校野球部
の強力打線は、その破壊力から「牛鬼打線」と呼ばれる
ようになった。再び甲子園でその雄姿を見たいものだ。

黒松名門うしおに
（清酒）1800ml　2,475 円

いよ牛鬼一刀彫
（焼酎）300ml　1,320 円

■名門サカイ　宇和島市高串 2-1045　
　TEL.0895-25-5533　https://www.meimon.co.jp/

マンホールの蓋
宇和島市のマンホールの蓋には、牛鬼
がデザインされたものがあり、他に闘
牛や鯛、真珠をデザインしたものもあ
る。また、「マンホールカード」が、
ひそかなブームを呼んでいるが、宇和
島市のカードは牛鬼デザインのマンホ
ールになっている。
宇和島市のマンホールカードは、「道の
駅 みなとオアシスうわじま　きさいや
広場」内観光情報センターで受け取る
ことができる。
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牛鬼マスク（非売品）
コロナ禍の御旅所行事のために
特別に作られたマスク。　
■宇和津彦神社　宇和島市野川 新 13
　TEL.0895-22-1276



丸
穂
牛
鬼
保
存
会　

—

牛
鬼
を
次
の
世
代
に
ど
う
つ
な
げ
て
い
く
か—

下
７
人
の
役
員
だ
け
だ
。

「
ヤ
ン
チ
ャ
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
皆
、
誇
り
を
も
っ
て
真
剣
に
や
っ
て

い
ま
す
」（
藤
中
学
副
会
長
）。

　
か
つ
て
、
牛
鬼
の
周
り
に
は
、
ボ
ー
ッ
ボ
ー

ッ
と
独
特
の
低
い
音
を
出
す
「
竹
ぼ
ら
」
を
吹

く
子
ど
も
た
ち
が
大
勢
い
た
が
、
今
、
そ
の
姿

は
な
い
。

「
子
ど
も
た
ち
が
『
竹
ぼ
ら
』
を
吹
か
な
く
な
っ

た
こ
と
が
、
か
き
手
不
足
の
要
因
の
一
つ
だ
と

思
う
の
で
、
小
学
生
を
対
象
に
地
域
を
学
ぶ
授

業
な
ど
で
『
竹
ぼ
ら
教
室
』
を
開
催
出
来
た
ら

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
も
っ
と
地
域
の

方
々
か
ら
協
力
し
て
頂
け
る
よ
う
に
し
て
行
き

た
い
と
思
い
ま
す
」（
松
田
光
樹
会
長
）。

　
丸
穂
牛
鬼
保
存
会
（
以
下
：
丸
穂
）
の
前
身

「
丸
穂
牛
鬼
」の
歴
史
は
古
く
、
名
誉
会
長
の
山

下
忠
文
さ
ん
に
よ
る
と
明
治
頃
の
古
写
真
が
現

存
し
て
い
る
と
の
事
だ
。「
丸
穂
牛
鬼
」は
、
昭

和
初
期
（
１
９
２
０
年
代
）
に
青
年
団
が
運
行

の
主
体
と
な
り
、「
丸
穂
青
年
団
」と
名
称
を
変

え
た
が
、
昭
和
45
（
１
９
７
０
）
年
頃
、
青
年

「牛鬼は、人と人とを
繋げてくれたもので、
この文化を後世へ伝
えていきたい」

会長　松田  光樹さん

「郷土愛の象徴とも言
える牛鬼に携われて、
うれしい。牛鬼を広め
て残して行きたい」

副会長　藤中  学さん

「楽しいと思える牛鬼
を次の世代に繋げて
行きたい」

役員　梶邑  則由さん名誉会長  山下  忠文さん

「牛鬼は生活の一部」

顧問　宮川  真輔さん

「郷土芸能である牛鬼
の魅力を外にも内に
もしっかりと伝えて
行きたい」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
団
だ
け
で
は
安
全
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
が
で
き
な
い
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
由
か
ら
、「
丸
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牛
鬼
保
存
会
」が
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
さ
れ
、
現
会
長
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
田
光
樹
さ
ん
で
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
目
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
穂
の
活
動
の
柱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
毎
年
10
月
28
〜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
29
日
に
開
催
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
和
津
彦
神
社
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
様
）の
秋
祭
り
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
は
、
う
わ
じ
ま
牛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鬼
ま
つ
り
で
の
親
牛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鬼
パ
レ
ー
ド
と
全
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
地
の
祭
り
や
イ
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン
ト
へ
の
遠
征
が
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
の
中
心
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
去
に
は
、
米
国
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
を
は
じ
め
、
ハ
ワ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
に
は
10
回
以
上
訪

れ
て
い
る
。
牛
鬼
の
よ
う
に
動
き
の
あ
る
山
車

は
、
国
内
は
も
と
よ
り
世
界
的
に
も
珍
し
く
、

遠
征
先
で
は
驚
き
と
熱
狂
で
出
迎
え
ら
れ
る
。

　
丸
穂
だ
け
で
は
な
く
、
今
や
牛
鬼
は
地
域
の

有
志
だ
で
は
運
行
出
来
な
い
「
人
手
不
足
、
か

き
手
不
足
」
な
の
だ
。
組
織
化
さ
れ
て
い
る
丸

穂
で
さ
え
、
常
時
活
動
し
て
い
る
の
は
会
長
以

パフィオうわじまの牛鬼前で

宇和津彦神社秋祭りで神社門前の宇和津町筋を練り歩く丸穂青年団の牛鬼。撮影は、昭和
30 ～ 40 年代前半と推察する。（宇和島市蔵）
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伝
統
の
張
子
牛
鬼
づ
く
り

　
か
つ
て
、
牛
鬼
の
頭
は
張
子
で
作
ら
れ
て
い

た
が
、
最
近
で
は
グ
ラ
ス
フ
ァ
イ
バ
ー
製
の
モ

ノ
も
少
な
く
な
い
。

　
「
よ
し
を
民
芸
店
」の
二
代
目
宇
都
宮
よ
し
を

こ
と
宇
都
宮
計
介
さ
ん
は
、
県
内
唯
一
の
張
子

牛
鬼
の
製
作
者
で
、
え
ひ
め
伝
統
工
芸
士
に
認

定
さ
れ
、
昔
な
が
ら
の
製
法
で
張
子
の
牛
鬼
づ

く
り
を
し
て
い
る
。

　
宇
都
宮
さ
ん
の
張
子
は
、
粘
土
な
ど
で
作
っ

た
「
型
」
に
、
和
紙
に
糊
を
塗
り
こ
み
な
が
ら

幾
重
に
も
重
ね
て
い
く
。
張
り
が
甘
い
と
成
形

仕
上
げ
の
際
に
紙
が
大
き
く
は
が
れ
て
し
ま
っ

て
正
品
に
な
ら
な
い
。
技
術
と
根
気
の
い
る
作

業
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
乾
燥
後
、
表
面
が

滑
ら
か
に
な
る
ま
で
磨
き
上
げ
、
下
地
を
塗
り
、

仕
上
げ
の
塗
装
を
す
る
。

　
牛
鬼
の
毛
は
、
馬
の
尻
尾
の
毛
を
使
う
。

—

え
ひ
め
伝
統
工
芸
士

　
　
　

二
代
目　

宇
都
宮
よ
し
を—

三
代
目
候
補
は
女
子
高
生

　
よ
し
を
民
芸
店
の
三
代
目
候

補
と
し
て
弟
子
入
り
し
て
い
る

の
は
、
17
歳
の
女
子
高
生
ユ
ウ

ナ
さ
ん
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
絵

や
工
作
が
好
き
で
、
彼
女
の
祖

母
が
宇
都
宮
さ
ん
と
知
り
合
い

だ
っ
た
こ
と
か
ら
張
子
に
興
味

を
も
ち
、
ア
ル
バ
イ
ト
で
は
な

く
〝
職
人
〞
と
し
て
仕
事
を
覚

え
た
い
と
〝
弟
子
入
り
〞
し
、

４
年
に
な
る
。
細
か
い
凹
凸
部

分
は
、
ま
だ
ま
だ
修
行
が
必
要

だ
が
、
今
で
は
鹿
面
と
ダ
ル
マ

の
型
に
和
紙
を
張
る
作
業
は
師

匠
が
い
な
く
て
も
一
人
で
出
来

る
ま
で
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し

牛鬼の頭に和紙を張り付けていく色付け作業牛鬼の補修

て
、
今
日
で
は
「
こ
の
伝
統
を

受
け
継
ぎ
た
い
」
と
強
く
思
う

よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。

　
宇
都
宮
さ
ん
に
よ
る
と
、
張

子
の
仕
事
は
「
糊
沸
か
し
三
年
、

裂
き
一
年
の
張
り
八
年
」
と
言

い
、
一
人
前
に
な
る
に
は
10
年

〜
15
年
か
か
る
と
の
こ
と
だ
が
、

一
度
や
り
始
め
た
ら
最
後
ま
で

黙
々
と
や
り
通
す
彼
女
の
姿
勢

に
「
今
ど
き
の
子
に
し
て
は
珍

　
し
い
有
望
株
で
す
。
自
分
の

　
持
っ
て
い
る
技
や
経
験
を
ユ

　
ウ
ナ
に
渡
せ
た
ら
言
う
事
な

　
い
と
思
い
ま
す
」
と
目
を
細

　
め
る
。

　
　
高
校
卒
業
後
は
、
大
学
へ

　
進
み
た
い
と
い
う
ユ
ウ
ナ
さ

　
ん
だ
が
、
将
来
、
三
代
目
と

　
し
て
張
子
づ
く
り
を
引
き
継

　
い
で
く
れ
る
こ
と
を
願
う
ば

　
か
り
だ
。

鹿面の型に和紙を張る
ユウナさん
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それぞれが制作したダルマを手にするお二人

《よしを民芸店》　宇和島市中央町 1-3-3　TEL.0895-24-6812



「ミ
ニ
牛
鬼
頭
作
り
教
室
」　　
大
村  

仁
志

　
大
村
さ
ん
は
長
年
、
中
学
校
の

技
術
家
庭
科
の
教
材
を
販
売
す
る

仕
事
を
さ
れ
て
い
て
、
約
15
年
前
、

知
り
合
い
の
先
生
か
ら
、「
宇
和
島

ら
し
い
教
材
を
開
発
し
て
ほ
し
い
」

と
の
依
頼
を
受
け
開
発
し
た
の
が

「
ミ
ニ
牛
鬼
頭
作
り
キ
ッ
ト
」
だ
。

　
そ
の
後
、
南
予
の
多
く
の
中
学

校
や
公
民
館
等
で
こ
の
キ
ッ
ト
を

使
っ
た
授
業
や
教
室
が
行
わ
れ
て

き
た
が
現
在
、「
パ
フ
ィ
オ
う
わ
じ

ま
」
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
教
室
は
１
ク
ー
ル
12
回
開
催
さ

れ
、
大
村
さ
ん
に
よ
る
と
「
色
付

け
が
一
番
苦
労
さ
れ
ま
す
が
、
完

成
ま
で
し
っ
か
り
指
導
し
ま
す
の

で
、
興
味
の
あ
る
方
は
是
非
参
加

し
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
の
事
だ
。

写真右：最終日完成した牛鬼を手に集合写真　写真左上：制作風景　写真左下：完成した黒と白の牛鬼

「趣
味
の
牛
鬼
頭
作
り
」　　
　
山
下  

宗
一

　
と
に
か
く
祭
り
が
好
き
で
、
約

30
年
ほ
ど
前
、
丸
穂
牛
鬼
保
存
会

に
入
っ
た
。
そ
こ
で
、
塗
装
の
経

験
も
あ
り
器
用
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

牛
鬼
の
頭
の
修
理
を
頼
ま
れ
た
り

し
て
い
る
う
ち
に
自
作
の
牛
鬼
の

頭
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
山
下
さ
ん
が
作
る
牛
鬼
は
グ
ラ

ス
フ
ァ
イ
バ
ー
製
で
髭
に
使
わ
れ

る
馬
の
毛
も
刷
毛
メ
ー
カ
ー
か
ら

取
寄
せ
る
。
こ
だ
わ
り
は
、
自
動

車
に
も
使
わ
れ
る
ウ
レ
タ
ン
塗
装

を
施
す
点
だ
。
牛
鬼
づ
く
り
は
、

あ
く
ま
で
も
趣
味
と
言
う
が
、
そ

れ
に
し
て
も
完
成
度
の
高
さ
に
驚

か
さ
れ
る
。

　
依
頼
を
受
け
て
も
完
成
に
は
１

年
近
く
か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
も

あ
る
が
、
完
成
後
、
人
か
ら
褒
め

て
も
ら
う
の
が
、
何
よ
り
の
ご
褒

美
と
笑
う
。

写真右：山車用と飾り用の牛鬼の頭。写真左上：飾り用（小）の牛鬼。写真左下：精巧に作られた各パーツ。とても趣味で作ったとは思えない。

「ミニ牛鬼頭作り教室」
　　　　　参加費 10,000 円
お問合せ先
　パフィオうわじま
　　TEL.0895-49-5922

三晃商会  宇和島市栄町港 2-2-7　　　　　　　　TEL.0895-24-1451

牛鬼の修理
承ります。
お気軽に

ご連絡下さい。
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河
野
さ
ん
の
一
刀
彫
り
は
現
代
ア
ー
ト

　
最
も
宇
和
島
ら
し
い
芸
術
家
、「
牛
鬼
」一
刀

彫
り
の
河
野
一
水
さ
ん
が
、
こ
よ
な
く
愛
し
た

宇
和
島
か
ら
天
上
へ
旅
立
っ
て
今
年
17
回
忌
を

迎
え
た
。

　
か
つ
て
は
、
駅
構
内
や
郷
土
料
理
店
、
一
部

の
商
店
な
ど
に
展
示
・
装
飾
さ
れ
て
い
た
「
牛

鬼
」
は
、
基
本
的
に
民
芸
品
と
は
一
線
を
画
し

た
現
代
ア
ー
ト
で
あ
り
、
予
約
を
受
け
て
か
ら

制
作
す
る
、
一
貫
し
た
完
全
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド

・
シ
ス
テ
ム
で
、
高
額
品
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

と
ち
も
く
　
さ
く
ら
ぎ

ひらじょう

特
集
２

15    つなぐ　2021新春号

〝
宇
和
島
の
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
〟
と
呼
ば
れ
た
鬼
才

「
牛
鬼
」
作
家 

河
野
一
水

文・写真提供／田部　司
たなべ　　つかさ

昭和 25（1950）年生まれ
宇和島市出身
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
趣味：ひとり旅

河野一水　牛鬼一刀彫りの代表作
（田部氏蔵／タナベ昭和館にて展示中）

し
ゅ
ろ

こ
う
　
の
　
　
い
っ
　
す
い

て
、
ほ
と
ん
ど
の
河
野
作
品
は
市
外
へ
流
出

し
て
い
る
。
一
時
代
を
画
し
た
高
畠
華
宵
の

美
人
画
を
は
じ
め
、
地
元
出
身
の
芸
術
家
の

作
品
が
残
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
い
か
に
も
宇

和
島
ら
し
い
。

　
作
品
は
橡
木
や
桜
木
の
選
定
か
ら
、
胴
体

を
覆
う
棕
櫚
の
部
分
を
含
め
、
木
彫
り
作
業

は
一
貫
し
て
本
人
に
よ
る
も
の
で
、
与
え
ら

れ
た
面
積
を
線
と
面
で
区
切
る
と
い
う
モ
ン

ド
リ
ア
ン
の
絵
画
論
を
応
用
し
た
芸
術
作
品
。

　「
安
く
て
大
き
く
て
、
見
場
（
外
見
）が
い
い
、

の
三
拍
子
揃
わ
な
い
と
宇
和
島
の
人
は
買
わ
な

い
」
が
河
野
さ
ん
の
口
癖
だ
っ
た
。
一
時
期
ス

タ
ッ
フ
何
人
か
で
分
担
で
や
っ
て
い
た
時
代
も

あ
っ
た
が
、
完
璧
主
義
者
で
後
継
者
や
弟
子
は

な
く
、
一
代
で
終
わ
っ
た
の
は
残
念
。
亡
く
な

る
２
年
ほ
ど
前
か
ら
体
調
不
良
で
制
作
は
ま
ま

な
ら
な
か
っ
た
。
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永
遠
の

「
青
春
」
を
生
き
た
芸
術
家

　
も
と
も
と
私
の
家
業
で
あ
る
眼
鏡

店
の
祖
父
の
代
か
ら
の
顧
客
だ
っ
た

一
水
さ
ん
と
、
個
人
的
に
親
し
く
な

っ
た
の
は
、
昭
和
67(

１
９
８
９)

年

私
が
「
宇
和
島
バ
ー
ド
マ
ッ
プ
（
野

鳥
地
図
）」
な
る
も
の
を
制
作
し
た
際
、

地
図
の
不
正
確
さ
に
つ
い
て
お
叱
り

を
受
け
た
の
が
き
っ
か
け
。
そ
の
後

は
、
ご
自
分
で
設
計
さ
れ
た
天
神
町

の
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
ト
リ
エ
兼
住
宅
で
、

深
夜
か
ら
時
に
は
夜
明
け
に
い
た
る

ま
で
、
缶
ピ
ー
ス
の
強
い
煙
草
の
煙

が
立
ち
込
め
る
な
か
コ
ー
ヒ
ー
と
洋

菓
子
を
ご
馳
走
に
な
り
な
が
ら
、
宇

和
島
の
歴
史
や
文
化
、
宇
宙
科
学
な

ど
、
ま
さ
に
博
覧
強
記
で
広
い
様
々

特
異
な
眼
を
克
服
し
て
新
分
野
へ

な
お
話
し
を
伺
っ
た
。

　
今
に
し
て
思
う
の
は
、
一
水
さ
ん

は
誰
よ
り
も
深
く
、
宇
和
島
の
町
と

宇
和
島
の
人
た
ち
を
愛
し
て
い
た
こ

と
。
そ
し
て
、
ま
や
か
し
の
権
威
や

権
力
に
対
し
て
は
、
一
貫
し
て
抵
抗

の
姿
勢
を
通
し
て
、
永
遠
の
青
春
を

生
き
た
。「
芸
術
」と
は
、
ひ
た
す
ら

「
心
楽
し
い
形
式
を
つ
く
る
試
み
」（
Ｈ

・
リ
ー
ド
）で
あ
り
、そ
の
た
め
に
は

現
実
を
見
つ
め
不
要
な
価
値
や
既
成

概
念
の
否
定
・
破
壊
が
と
も
な
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
地
位
や
名
誉
、
金
と

い
っ
た
世
俗
か
ら
一
切
離
れ
て
、
よ

り
「
知
的
自
由
」
に
生
き
よ
う
と
す

る
人
た
ち
や
、
作
品
づ
く
り
だ
け
で

　
若
い
頃
に
私
は
「
目
と
メ
ガ
ネ
の

心
理
学
」
な
る
小
冊
子
を
、
遊
び
心

で
作
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
近
視
や

遠
視
、
乱
視
、
斜
位
（
潜
伏
性
斜
視
）

な
ど
あ
ら
ゆ
る
屈
折
異
常
の
要
素
が

加
わ
り
、
そ
れ
も
強
度
に
な
る
ほ
ど

人
間
の
性
格
は
複
雑
で
難
し
く
な
る
。

反
対
に
芸
術
家
や
学
者
な
ど
難
し
そ

う
な
人
で
も
、
目
が
簡
単
な
人
な
ら

本
質
的
な
性
格
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な

い
。
と
い
う
深
層
心
理
学
を
応
用
し

た
私
な
り
の
考
え
方
で
ま
と
め
た
も

の
だ
っ
た
が
、
一
水
さ
ん
に
は
、
そ

れ
が
ピ
タ
リ
当
て
は
ま
っ
た
。
他
の

人
に
ど
う
か
は
ま
た
別
で
あ
る
が…

。

　
一
水
さ
ん
は
、
強
度
近
視
と
強
度

上
下
斜
位
（
斜
視
）
と
い
う
特
異
な

眼
の
持
ち
主
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ

い
う
と
、
眼
鏡
製
作
の
際
、
視
力
検

査
は
私
の
父
し
か
信
用
せ
ず
、
さ
ら

に
四
角
い
玉
型
の
フ
レ
ー
ム
を
逆
三

角
形
に
す
る
と
い
っ
た
大
変
な
注
文

で
、
い
わ
ば
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
メ
ガ

ネ
だ
っ
た
。
矯
正
視
力
（
メ
ガ
ネ
を

か
け
た
視
力
）
も
悪
か
っ
た
が
、
日

照
、
日
没
時
間
や
方
角
、
方
位
な
ど

数
学
的
な
デ
ー
タ
を
駆
使
し
計
算
し

て
ピ
タ
ッ
と
構
図
の
決
ま
っ
た
写
真

を
完
成
さ
せ
た
の
に
は
衝
撃
を
う
け

た
。

　
80
歳
を
超
え
て
か
ら
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
と
し
て
挑
戦
し
て
い
た
「
イ
ン
テ

リ
ア
写
真
」
と
い
う
新
分
野
が
あ
っ

た
。
宇
和
島
の
な
か
に
あ
る
美
を
発

見
し
よ
う
と
す
る
一
連
の
「
四
季
の

随
想   

宇
和
島
」
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

水
彩
・
油
彩
画
を
部
屋
に
飾
る
時
代

は
終
わ
り
、
壁
面
に
イ
ン
テ
リ
ア
の

よ
う
に
使
わ
れ
る
写
真
こ
そ
新
し
い

時
代
の
ア
ー
ト
。
と
い
う
発
想
で
あ

り
、
作
品
を
数
多
く
発
表
さ
れ
ブ
ー

ム
を
巻
き
起
こ
し
た
。

生
活
で
き
る
人
た
ち
が
真
の
「
芸
術

家
」
と
い
え
る
。
宇
和
島
の
偉
い
人

た
ち
の
中
で
「
先
生
」
で
は
な
く
、

「
一
水
さ
ん
」
と
「
さ
ん
」
付
け
で
呼

べ
る
の
は
、
実
に
私
に
と
っ
て
は
一

水
さ
ん
以
外
に
い
な
か
っ
た
。
反
権

力
を
か
か
げ
る
芸
術
家
が
、
有
難
く

賞
を
い
た
だ
く
と
い
っ
た
笑
止
な
こ

と
に
は
終
生
無
縁
の
人
だ
っ
た
。

河野一水作　自画像（制作年不詳）

河野一水　67 歳　昭和 58（1983）年頃



〟
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
〝
と

　
　
　
　
　
　
い
わ
れ
た
由
来

　
本
業
は
木
彫
作
家
だ
っ
た
が
、

「
宇
和
島
の
ダ
・ヴ
ィ
ン
チ
」
と
呼

称
さ
れ
た
よ
う
に
、
写
真
以
外
に

も
三
味
線
、
ピ
ア
ノ
の
指
導
や
ア

ル
ト
サ
ッ
ク
ス
の
ジ
ャ
ズ
演
奏
、

舞
台
構
成
・
演
出
な
ど
あ
ら
ゆ
る

芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
取
り
組
み
、
い

ず
れ
も
サ
イ
ド
ビ
ジ
ネ
ス
に
な
っ

て
い
た
の
は
称
賛
に
値
す
る
。

　
人
の
本
質
を
一
瞬
に
し
て
見
抜

く
パ
ワ
ー
を
持
っ
た
独
特
の
風
貌

と
眼
光
の
鋭
さ
で
、「
オ
マ
エ
ハ　

ナ
ニ
モ
ノ
ダ
」
と
絶
え
ず
問
い
か

け
ら
れ
る
よ
う
だ
っ
た
、
と
語
っ

た
の
は
写
真
家
・
陶
芸
家
の
入
義

紋
四
郎
氏
。

　
河
野
一
水
の
存
在
を
知
る
人
は

今
で
は
少
な
く
な
っ
た
が
、
宇
和

島
の
作
家
の
中
で
は
、
た
ぐ
い
ま

れ
な
科
学
や
数
学
す
べ
て
に
強
い

本
物
の
芸
術
家
の
姿
が
、
今
も
私

の
目
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。
友
人

の
一
人
と
し
て
、
そ
の
功
績
を
語

り
継
ぎ
た
い
と
思
う
。

河野一水プロフィール
本名 : 河野辰男　大正 5（1916）年～平成 16（2004）年  南宇和郡御荘平城生まれ。幼少期に宇和島市に移
り和霊町で育った。昭和 8（1933）年  宇和島運輸株式会社に入社の後、石崎百貨店、宇和島自動車を経
て、同 24（1944）年から木彫作家として活躍。宇和島市内で見られる〝牛鬼〟をモチーフにした絵画、
民芸品、モニュメントなどの多くが、なんらかの影響を河野さんから受けている。各書店の郷土図書コ
ーナーに今も置かれている※2）「愛媛県の歴史」に一水・作の牛鬼一刀彫りとして表紙カバーを飾って
いるほか、貴重な外国人旅行者のための初の日本全国の紹介本※3）「ジャパン ハンドブック」で、宇和
島地域で唯一、著者ジョー・ビシィニャーニから直接取材を受け、 Kono-san の Usioni として紹介されて
いる。また、河野さん自身の歴史に関する著書として※4）「ふるさとの想い出写真集　宇和島」は、郷
土のぼう大な資料から整理、編集した労作であり、宇和島の大きな遺産となった。
平成 16（2004）年 2月 19 日逝去。享年 89 歳。同年 8月遺作展開催（袋町ふれあいサロン）。

※2）「愛媛県の歴史」2010 年 第 2 版　山川出版社　　　※3）「ジャパンハンドブック」　1983 年 1月　ブックワイズ
( オーストラリア ) 発行　※4）「ふるさとの想い出写真集　宇和島』( 松本麟一と共著 )　1983 年 7月　国書刊行会発行

※1）レオナルド・ダ・ヴィンチ　1452 ～ 1519　「モナ・リザ」で知られるイタリアのルネッサンス期を代表する芸術家。音楽、数学、
解剖学、天文学、土木工学など様々な分野に多才多能を発揮し、顕著な業績を残した。
※2）いりよし もんしろう　1947～2020　宇和島市伊吹町出身。東京を拠点に写真家として活動後、昭和 62(1987) 年に陶芸家に転身。
平成 14（2002）年から瑞浪市に工房と穴窯を築き移住。今年（2020 年）7月 11 日逝去。

サックスを吹く河野一水　
　　　　　　　撮影：大内徳三氏

夕焼け小焼け

青春 新緑 

冬の船泊り

河野一水作「四季の随想  宇和島」より

※

２
）
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予
土
線
特
集
や
り
よ
り
ま
す
。

宇和島から窪川
予土線

山下  文子　やました　あやこ
宇和島市出身、鬼北町育ち。
予土線沿線は、県をまたぐも「ザ・
生活圏」。鉄道を始め、乗り物は何
でも大好き。座右の銘は「その角
を曲がれば、旅」
（※永六輔氏のうけうり）。
「四万十の鉄道　予土線」のホーム
ページでコラムを担当。

                                  坪内  政美　つぼうち　まさみ
　　　　　　　　　 スーツ姿で撮影するという奇妙なこ
　　　　　　　　　 だわりをもつ鉄道カメラマン・ロケ
 　　　　　　　　　コーディネータ。各種鉄道雑誌など
 　　　　　　　　　を執筆する傍ら、テレビ・ラジオに
 　　　　　　　　　も多数出演。町おこし列車「どつぼ
 　　　　　　　　　列車」を主宰し、駅スタンプを製作
 　　　　　　　　　・寄贈する活動を行っている。高知
 　　　　　　　　　県予土線利用促進対策協議会アドバ
 　　　　　　　　　イザー。
ブログ : 「坪内政美公式ブログⅡ」
【主な活動・執筆など】　
鉄道全路線シリーズ ( 朝日新聞出版 ) 旅と鉄道・鉄道キング ( 山と渓谷
社 ) サライ・ビーパル・本の窓 ( 小学館 ) 琴電殺人事件 ( 西村京太郎・
新潮社 )　JTB 時刻表・ノジュール・青春 18 きっぷの旅・観光列車でい
こう ・るるぶシリーズ 主に四国関連・瀬戸内海離島 (JTB パフリッシッ
グ ) 四国旅マガジンGajA(SPC 出版 ) ネコ駅長ばす PHOTO BOOK ( エイ
出版 ) 鉄道珍百景 ( 天夢人 ) ほか、ラジオまどんな「どつぼの鉄道見聞
録」(ＮＨＫ松山放送局・17:05 ～月一度程度出演 ) 多数。

協力：高知県予土線利用促進対策協議会
　　http://yodosen-green.com/
　　https://twitter.com/yodosen
　　https://www.facebook.com/yodosen/

3

「かっぱうようよ号」も目を丸くする予土線の雪景色（二名～大内間）。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影 /坪内政美
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鉄女 やましたあやこの

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
れ
こ
れ
20

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
ほ
ど
前
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
と
予
土
線
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
は
な
し
。

　
　
　
　
　
　
当
時
、
う
ら
若
き
女
子
高
生
だ

　
　
　
　
　
っ
た
私
は
、
毎
朝
、
予
土
線
に
乗

　
　
　
　
　
っ
て
鬼
北
町
か
ら
（
当
時
は
広
見

　
　
　
　
　
町
）
宇
和
島
市
内
の
県
立
高
校
に

　
　
　
　
　
通
っ
て
い
た
。
１
時
間
目
に
間
に

　
　
　
　
　
合
う
列
車
は
、
午
前
７
時
24
分
に

　
　
　
　
近
永
駅
を
出
発
す
る
普
通
列
車
の
み
。

　
　
　
　
普
段
は
１
両
編
成
で
ト
コ
ト
コ
走
る

ワ
ン
マ
ン
列
車
が
、
こ
の
時
間
は
車
掌
付
き
の

３
両
編
成
。
西
土
佐
、
松
野
、
広
見
、
三
間
と
、

沿
線
か
ら
学
生
が
次
々
に
乗
り
込
ん
で
は
満
員

に
な
る
ほ
ど
の
、
ま
さ
に
通
学
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ワ

ー
だ
っ
た
。

　
こ
れ
に
乗
り
遅
れ
る
と
、
１
時
間
目
の
授
業

は
完
全
に
ア
ウ
ト
。
な
ん
と
し
て
も
、
こ
の
列

車
に
乗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、

寝
ぼ
す
け
だ
っ
た
私
は
、
余
裕
を
持
っ
て
駅
で

列
車
を
待
っ
た
こ
と
な
ど
一
度
も
な
い
。
自
宅

か
ら
駅
ま
で
の
時
間
を
逆
算
し
て
ギ
リ
ギ
リ
ま

で
布
団
の
中
に
い
た
。
１
分
１
秒
で
も
長
く
布

団
に
潜
り
込
ん
で
、
朝
ご
飯
も
、
そ
こ
そ
こ
に

自
転
車
を
か
っ
飛
ば
し
、
列
車
が
ホ
ー
ム
に
入

る
の
と
、
ほ
ぼ
同
時
に
近
永
駅
に
到
着
。
ホ
ー

ム
で
同
級
生
た
ち
と
「
お
は
よ
う
」
な
ど
と
、

さ
わ
や
か
な
朝
の
あ
い
さ
つ
を
か
わ
す
こ
と
な

ど
な
く
、
ぼ
さ
ぼ
さ
の
頭
で
息
を
切
ら
し
な
が

ら
ド
タ
バ
タ
と
列
車
に
乗
り
込
ん
で
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
完
全
に
間
に
合
わ
ず
、
列
車
が

走
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
も
一
度
や
二
度
で
は

な
か
っ
た
。
カ
ン
カ
ン
カ
ン
と
鳴
り
響
く
踏
切

「ドラマ多き予土線通学の日々」

の
音
。
自
転
車
に
乗
っ
た
ま
ま
前
方
を
見
る
と
、

ゆ
っ
く
り
と
駅
を
出
て
行
く
列
車
。
運
転
士
さ

ん
と
目
が
合
う
。
私
は
、
腕
が
ち
ぎ
れ
そ
う
な

ほ
ど
勢
い
よ
く
、
思
い
っ
き
り
手
を
伸
ば
し
て
、

激
し
く
意
思
表
示
。
大
き
な
声
を
張
り
上
げ
て

「
乗
り
ま
す
〜
‼
」と
叫
ぶ
。
そ
の
瞬
間
、
キ
キ

ー
ッ
と
い
う
ブ
レ
ー
キ
音
が
し
て
、
列
車
は
止

ま
っ
た
の
だ
。「
こ
り
ゃ
あ
！　
列
車
止
め
た
ら

罰
金
ぞ
〜
」
と
車
掌
さ
ん
が
窓
か
ら
身
を
乗
り

出
す
。
私
は
、
線
路
脇
の
フ
ェ
ン
ス
に
自
転
車

を
く
く
り
つ
け
、
踏
切
を
横
切
る
。
す
る
と
、

怒
鳴
り
声
を
上
げ
て
い
た
車
掌
さ
ん
が
一
転
、

優
し
い
表
情
で
乗
務
員
室
の
ド
ア
を
開
け
て
く

れ
た
。「
す
み
ま
せ
ん
、
す
み
ま
せ
ん
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
腰
を
か
が
め
な
が
ら
、

こ
そ
こ
そ
と
車
内
へ
乗
り
込
ん
だ
。

　
他
の
学
生
た
ち
か
ら
、
じ
ろ
じ
ろ
と
冷
た
い

目
線
を
向
け
ら
れ
て
も
、
乗
っ
て
し
ま
え
ば
、

こ
っ
ち
の
も
ん
だ
。
３
両
編
成
の
お
か
げ
で
一

番
前
の
車
両
は
近
永
駅
で
は
満
員
に
な
る
ほ
ど

で
は
な
か
っ
た
。
さ
っ
そ
く
二
度
寝
を
し
て
や
ろ

う
と
、
席
を
探
し
て
い
る
と
、
し
っ
か
り
者
の

同
級
生
が
私
に
手
招
き
す
る
で
は
な
い
か
。「
も

う
、
ち
ゃ
ん
と
駅
か
ら
乗
ら
ん
と
い
け
ん
や
ろ
」

と
小
言
を
言
い
な
が
ら
も
、
ち
ゃ
ん
と
私
が
乗

っ
て
く
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
学
生
鞄
を
置
い

て
席
を
確
保
し
て
く
れ
て
い
た
の
だ
。
あ
あ
、

な
ん
て
気
の
利
く
同
級
生
な
ん
だ
。

　
宇
和
島
駅
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
ど
ん
ど
ん
と

学
生
で
満
員
に
な
っ
て
い
く
車
内
で
、
私
は
安

堵
感
に
包
ま
れ
、
ま
る
で
何
事
も
な
か
っ
た
か

の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
終
点
の
宇
和
島
駅
ま
で

夢
の
中
で
あ
っ
た
。

　
よ
く
よ
く
考
え
る
と
、
定
時
発
車
の
列
車
を

ま
る
で
タ
ク
シ
ー
の
よ
う
に
手
を
上
げ
て
止
め

る
な
ど
、
現
代
に
お
い
て
は
、
き
っ
と
御
法
度

で
あ
る
。
い
や
、
当
時
か
ら
罰
金
払
え
と
車
掌

さ
ん
が
言
う
く
ら
い
だ
か
ら
、
本
当
は
大
ご
と

な
の
だ
。
私
が
、
き
ち
ん
と
１
時
間
目
か
ら
授

業
を
受
け
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
心
優
し
い
人
情

味
の
あ
ふ
れ
る
運
転
士
さ
ん
や
車
掌
さ
ん
、
そ

れ
に
同
級
生
の
お
か
げ
だ
っ
た
と
、
振
り
返
っ

て
し
み
じ
み
思
う
。

　
登
校
時
間
の
予
土
線
は
、
な
ん
と
も
、
あ
わ

た
だ
し
か
っ
た
思
い
出
ば
か
り
だ
が
、
下
校
時

間
は
、
き
わ
め
て
穏
や
か
だ
っ
た
。
私
は
、
部

活
動
を
し
て
い
た
の
で
、
帰
り
の
列
車
は
午
後

７
時
の
宇
和
島
発
普
通
列
車
。
こ
の
時
間
も
３

両
編
成
で
、
暗
く
な
っ
た
駅
に
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ

ン
ジ
ン
の
音
が
響
い
て
、
車
内
の
明
か
り
が
、

ぼ
ん
や
り
灯
っ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
夜
汽
車

の
雰
囲
気
が
好
き
で
、
昼
間
と
は
違
っ
て
夜
の

予
土
線
は
、
ど
こ
か
、
見
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
へ
連

れ
て
行
っ
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て

し
ま
う
ほ
ど
、
ち
ょ
っ
と
現
実
離
れ
し
た
列
車

http://yodosen-green.com/　※その他のエピソードもＨＰ掲載中
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に
見
え
た
。
出
発
時
間
よ
り
早
く
駅
に
着
い
て
、

キ
オ
ス
ク
で
ア
イ
ス
や
ジ
ュ
ー
ス
を
買
い
込
ん

で
乗
り
込
む
ほ
ど
の
余
裕
っ
ぷ
り
。
ま
る
で
朝

と
は
大
違
い
。
さ
ら
に
、
ゆ
っ
た
り
と
ボ
ッ
ク

ス
シ
ー
ト
に
腰
掛
け
て
、
仲
良
し
の
友
達
と
テ

ス
ト
の
結
果
や
気
に
な
る
音
楽
の
話
な
ん
か
し

た
り
し
て
。
35
分
間
の
乗
車
時
間
じ
ゃ
足
り
な

い
と
き
に
は
、
近
永
駅
か
ら
自
転
車
を
走
ら
せ

て
、
太
鼓
饅
を
買
っ
て
、
ま
た
、
お
し
ゃ
べ
り

を
し
て
、
結
局
、
家
に
帰
り
着
く
の
は
午
後
９

時
ご
ろ
だ
っ
た
。
な
ん
と
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た

下
校
時
間
だ
っ
た
こ
と
か
。

　
予
土
線
通
学
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ま
だ
ま
だ

書
き
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
る
け
れ
ど
、
き
っ
と
、

今
も
予
土
線
は
高
校
生
た
ち
に
と
っ
て
、
青
春

ド
ラ
マ
の
舞
台
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
私
の

よ
う
に
破
天
荒
な
朝
も
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
夜

も
、
予
土
線
な
く
し
て
は
語
れ
な
い
の
だ
。

近永駅のホームで列車を待つ学生たち（撮影／坪内政美）

・
・
・
・



田わわ家　鬼北町内深田 1233　TEL.0895-49-1545
営業時間／ 8:00 ～ 15:00　定休日／日曜日
平成 29 年 11 月に深田駅真横にオープンして以来、地元の食材にこだ
わり、安心安全で美味しいメニューが並ぶ。地域のお年寄りが「今日
のお弁当は何？」と立ち寄ったり、小学生たちが学校帰りに「おもち
一個ちょうだい」などと寄り道したり、地域住民の台所として定着し
ている。日替わり弁当（500 円）は予土線の旅のお供にもおすすめ。
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予
土
線
三
駅
語
り
❸

 

深
田
駅~

近
永
駅~

出
目
駅

ダイナミックな鉄道写真を狙う駅
駅データー
■所在地　北宇和郡鬼北町内深田　■開業日　1914( 大正 3)年 10月 18日　■旅客ホーム数　１面１線・無人駅

深田駅

文：山下  文子

写真：坪内  政美

写真上／夏の日に駆け抜けるトロッコ列車も疾走感たっぷり
写真下左／駅構内に残る旧駅舎・ホーム跡はなんだかノスタル
ジーを感じる　写真下右／現在の深田駅

鬼北町庁舎　《見学可》
問合せ：鬼北町役場　TEL.0895-45-1111
　平成 24 年に国の登録有形文化財となった鬼
北町役場。1958（昭和 33）年に竣工された鉄
筋コンクリート造り３階建てで、当時、モダニ
ズム建築の先駆だったレーモンド建築設計事務
所の社長が鬼北町出身だったという縁で設計さ
れた。その後、耐震対応を施し現在も当時
のままの姿を残している。
　ＨＰ（双曲放物線）シェルと呼ばれる構
造は当時、最先端の建築技術で議場の屋
根に採用されており、色鮮やかな丸いス
テンドグラスとともに独特の空間を生み
出している。
　平成 27 年に誕生した別館は、鬼北町産のヒ
ノキを使い、中央に樹齢２５０年のカエデの柱
を配置。ここでも「レーモンドトラス」と呼ば
れる丸太を三角形に組み合わせて強度を高める
技法が見られる。
ホームページ：
https://www.town.kihoku.ehime.jp

　
周
辺
に
は
川
や
田
ん
ぼ
が
あ
り
、
き
わ
め
て
の
ど
か
な
無
人
駅
で
、
旧

駅
舎
跡
や
ホ
ー
ム
の
遺
構
が
色
濃
く
残
る
。
も
と
も
と
水
量
の
多
い
泥
の

深
い
田
ん
ぼ
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が
地
名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
。

　
お
手
軽
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
鉄
道
写
真
が
撮
影
で
き
る
ス
ポ
ッ
ト
と

し
て
も
オ
ス
ス
メ
で
、
駅
か
ら
窪
川
方
面
へ
４
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
っ

た
場
所
に
は
、
田
ん
ぼ
の
中
に
ま
っ
す
ぐ
な
線
路
が
広
が
っ
て
お
り
、
だ

だ
っ
広
い
田
園
風
景
の
中
を
走
る
列
車
が
間
近
で
撮
影
で
き
る
。
夏
の
青

田
も
い
い
が
、
踏
切
付
近
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
畑
も
鉄
道
写
真
を
演
出
し
て

く
れ
る
。
踏
切
待
ち
を
し
な
が
ら
撮
影
し
た
く
な
る
ほ
ど
。
雪
が
降
る
と

一
面
銀
世
界
に
覆
わ
れ
た
鉄
道
写
真
も
狙
え
る
。
ま
た
、
夜
の
真
っ
暗
闇

を
駆
け
抜
け
る
列
車
の
明
か
り
は
と
て
も
幻
想
的
だ
。（
余
談
だ
が
、
こ
の

駅
付
近
の
田
ん
ぼ
に
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
の
季
節
と
も
な
れ
ば
２
億
年
前

か
ら
姿
を
変
え
て
い
な
い
古
代
生
物
カ
ブ
ト
エ
ビ
が
見
ら
れ
る
。
百
円
玉

ほ
ど
の
大
き
さ
の
カ
ブ
ト
エ
ビ
は
農
薬
に
弱
く
、
き
れ
い
な
水
田
に
だ
け

出
没
す
る
た
め
、
こ
の
辺
り
の
自
然
の
豊
か
さ
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
だ
）

ふか　　た

写真上／鬼北町役場外観　写真下右／議場　写真下左／モダンなソファー
写真丸／登録有形文化財のレリーフ　　　　　　　　　　（撮影／山下文子）
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伊予宮野下 二名北宇和島宇和島 大内 深田 近永 出目 松丸 吉野生

駅データー
■所在地　北宇和郡鬼北町出目　■開業日　1923( 大正 12) 年 12 月 12 日　■旅客ホーム数　1面 1線・無人駅

　
駅
舎
の
周
り
に
は
桜
の
若
木
や
銀
杏
の
木
が
あ

り
季
節
ご
と
に
無
人
駅
を
彩
っ
て
い
る
。
宇
和
島

鉄
道
の
延
伸
に
よ
り
誕
生
し
た
駅
で
、
国
道
か
ら

広
々
と
し
た
ホ
ー
ム
が
見
え
る
。

　
窪
川
方
面
に
向
か
っ
て
、
並
走
す
る
国
道
は
峠

に
な
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
駅
を
眺
め
る
と
田
ん

ぼ
の
中
を
ゆ
っ
く
り
進
む
列
車
を
俯
瞰
で
き
る
。

撮
影
に
も
オ
ス
ス
メ
。
ま
た
、
駅
か
ら
歩
い
て
行

け
る
道
の
駅
「
森
の
三
角
ぼ
う
し
」
で
は
、
鬼
北

町
の
旬
の
野
菜
や
新
鮮
な
卵
、
特
産
の
キ
ジ
肉
な

ど
ぜ
ひ
お
買
い
物
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
。
パ
ッ
ケ

ー
ジ
に
こ
だ
わ
っ
た
「
鬼
米
」
や
鬼
の
角
な
ら
ぬ

鹿
の
角
、
さ
ら
に
は
鬼
北
町
の
方
言
を
デ
ザ
イ
ン

し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
ト
ー
ト
バ
ッ
ク
も
販
売
し
て
い

る
の
で
、
鬼
北
町
の
観
光
み
や
げ
に
迷
っ
た
ら
ぜ

ひ
立
ち
寄
っ
て
ほ
し
い
。
高
額
当
選
を
バ
ン
バ
ン

出
し
て
い
る
幸
運
の
宝
く
じ
売
り
場
も
あ
る
。

駅データー
■所在地　北宇和郡鬼北町近永　■開業日　1914( 大正 3) 年 10 月 18 日　■旅客ホーム数　1面２線・有人駅

　
１
９
１
４
（
大
正
３
）
年
に
予
土
線
の
前
身
と
な
る
軽
便
鉄
道
「
宇

和
島
鉄
道
」
と
し
て
敷
か
れ
た
線
路
が
基
に
な
っ
た
駅
。
県
立
高
校
が

最
寄
り
に
あ
り
、
朝
夕
は
通
学
ラ
ッ
シ
ュ
と
な
る
こ
と
も
。

　
駅
舎
は
、
ま
も
な
く
鬼
北
町
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
か
ら
駅
周
辺
の
再

開
発
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
駅
舎
で
は
キ
ッ
プ
の
委
託
販
売
が

行
わ
れ
て
い
て
、
予
土
線
だ
け
で
な
く
全
国
の
路
線
を
対
象
に
し
た
ち

ょ
っ
と
レ
ア
な
手
書
き
の

乗
車
券
を
入
手
で
き
る
。

鉄
道
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
、

昔
懐
か
し
い
こ
の
特
別
な

乗
車
券
を
手
に
列
車
に
乗

る
の
が
ま
た
楽
し
み
の
一

つ
の
よ
う
だ
。

道の駅  広見森の三角ぼうし  鬼北町永野市 138-6
TEL.0895-45-3751 　営業時間／ 8:00 ～ 18:00　定休日／月曜日
駅から徒歩圏内にあり、鬼北町の特産品がてんこ盛り。地元企業であ
る高田商店の醤油やポン酢、地蔵味噌や特産のキジ肉も販売している。
平成 27 年 2月に誕生した高さ 5メートルの赤鬼「鬼王丸」のモニュ
メントは、フィギュア会社海洋堂が手がけ、造形作家・竹谷隆之さん
がデザインした。肩にはキジ、台座は「轟の甌穴群」。道の駅ではオリ
ジナルグッズも制作し、鬼推しのホットスポット。

峠からの俯瞰は早朝 6時台がオススメ。冷え込むと霧がかかって幻想的

季節感を楽しめる駅出目駅
いず　   め

通学ラッシュになる主要駅近永駅
ちか 　なが

鬼王丸は３つの願いをかなえる力があるとも言われる。この眼力たるや！

美しい鬼北熟成キジを描い
た駅スタンプ。押せるのは
窓口が開いている午前７時
から午後５時まで

写真右／朝夕のホームには、通学する学生でにぎわう
写真左上／役場近くの鉄橋をゆく列車を、奈良川からローアングルで撮影できる
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地域に寄り添う制服専門店

お城山

宇和島被服株式会社

　　　　　　■CAMPUS SHOP 宇和島 フレンディ
　　　　　　　宇和島市中央町 2丁目 4－20 　TEL.0895-22-0114

https://uwajimahifuku.com/宇和島被服

うわしん「南予活性化若手経営塾」とは、宇和島信用金庫において１年間、南予地域の産業活性化をはかるために
創業者や２代目、３代目の若手経営者を育成し、企業経営体質の健全化・成長のためのセミナー・個別指導・異業
種交流等をおこなっていて、地域内の中小企業の経営レベルを向上させる目的で開講されています。

だんな
女将

2

うわしん若手経営塾ОＢ

若
　
　
　
　
　
　
　
弊
社
は
大
正
11
年
に
曾

　
　
　
　
　
　
祖
父
が
個
人
創
業
し
、
昭

　
　
　
　
　
　
和
19
年
８
月
に
株
式
会
社

　
　
　
　
　
を
設
立
し
ま
し
た
。
創
業
時

　
　
　
　
か
ら
地
域
に
寄
り
添
い
、
衣
食

　
　
　
住
の
一
つ
で
あ
る
「
衣
」
の
「
安

心
と
安
全
」
を
心
掛
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

現
在
は
、
外
商
で
は
企
業
の
作
業
服
・
事

務
服
・
白
衣
・
靴
等
の
販
売
を
、
店
舗
で

は
「
キ
ャ
ン
パ
ス
シ
ョ
ッ
プ
宇
和
島　
フ

レ
ン
デ
ィ
」
と
し
て
主
に
学
生
服
の
販
売

を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
本
来
の
価
値
と
は
、「
統

一
し
た
制
服
を
着
る
こ
と
で
、
異
な
る
個

性
か
ら
成
る
一
つ
の
集
団
が
、
あ
る
目
的

の
た
め
に
一
体
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
着
用
す
る
と
気
持
ち
を
切
り
替
え

る
ス
イ
ッ
チ
が
入
り
、
個
人
や
組
織
の
士

気
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
企
業
の

イ
メ
ー
ジ
を
統
一
し
て
表
現
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　
制
服
の
一
つ
で
あ
る
作
業
服
は
、
近
年

ワ
ー
ク
マ
ン
プ
ラ
ス
の
流
行
に
よ
り
イ
メ

ー
ジ
が
一
新
さ
れ
、
お
し
ゃ
れ
な
も
の
が

出
て
き
た
り
、
コ
ス
パ
が
良
い
こ
と
が
知

ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
空
調
服
と
い
う
小

型
フ
ァ
ン
が
内
蔵
さ
れ
た
作
業
服
が
熱
中

症
対
策
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
お

り
、
全
国
で
年
間
１
０
０
万
着
を
超
え
る

売
れ
行
き
を
見
せ
て
い
ま
す
。
弊
社
も
様

々
な
商
品
を
取
り
揃
え
て
お
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
声
が
け
く
だ
さ
い
。

　
１
月
後
半
に
入
る
と
、
新
１
年
生
の
学

生
服
準
備
の
た
め
、
お
客
様
が
来
店
し
始

め
ま
す
。
宇
和
島
被
服
株
式
会
社
よ
り
も

「
フ
レ
ン
デ
ィ
」の
方
が
、
皆
様
に
は
な
じ

み
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
初
め
て
学

生
服
を
買
う
と
き
は
、
値
段
が
お
父
さ
ん

の
ス
ー
ツ
よ
り
高
い
⁈　
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
「
ど
れ
を
買
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
」

と
不
安
が
い
っ
ぱ
い
だ
と
思
い
ま
す
。
学

生
服
専
門
店
「
フ
レ
ン
デ
ィ
」
で
は
専
門

ス
タ
ッ
フ
が
丁
寧
に
ご
案
内
い
た
し
ま
す

の
で
、
安
心
し
て
ご
来
店
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。　

　
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

で
社
会
全
体
が
様
変
わ
り
い
た

し
ま
し
た
。
弊
社
で
も
マ
ス
ク

の
着
用
、
手
洗
い
、
換
気
を
徹

底
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
出
入

口
に
消
毒
液
を
設
置
し
、
お
客
様

に
も
手
指
の
消
毒
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
の
で
、
な
に
と
ぞ
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

　
最
後
に
、
こ
の
南
予
地
域
に
な
く
て
は

な
ら
な
い
お
店
・
会
社
の
一
つ
と
な
れ
る

よ
う
よ
り
一
層
の
精
進
を
し
、
街
と
と
も

に
育
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

CAMPUS SHOP 宇和島 フレンディ店頭
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お城山 　  宇和島・パリ雑感
　
現
在
、
私
は
中
央
町
の
袋
町
商
店
街
の
店

舗
兼
住
宅
の
最
上
階
に
住
ん
で
い
る
。
朝
、

目
覚
め
て
窓
を
開
け
る
と
、
宇
和
島
の
城
山

が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
残
念
な
が
ら
天

守
閣
は
建
物
に
隠
れ
て
見
え
な
い
が
、
見
渡

す
限
り
城
山
の
緑
が
あ
ざ
や
か
に
開
け
る
。

市
内
の
ど
の
場
所
か
ら
で
も
望
め
る
宇
和
島

城
は
、
市
民
の
心
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
雨

上
が
り
の
日
や
木
漏
れ
日
の
な
か
苔
む
し
た

旧
道
の
石
畳
の
階
段
を
登
れ
ば
、
格
別
し
っ

と
り
し
た
深
い
味
わ
い
に
つ
つ
ま
れ
る
。

　
「
お
城
山
」で
の
子
ど
も
の
頃
の
思
い
出
は
、

水
晶
や
化
石
の
採
れ
る
場
所
が
あ
っ
て
友
達

み
ん
な
と
競
い
合
っ
て
採
っ
た
り
、
鬼
ご
っ

こ(

か
く
れ
ん
ぼ)

を
し
て
い
て
洞
穴
に
身

を
潜
め
て
い
た
り
、
あ
と
で
聞
く
と
そ
れ
が

戦
争
中
の
防
空
壕
跡
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

上
り
立
ち
門
を
く
ぐ
っ
た
所
に
住
ん
で
い
た

番
チ
ャ
ン
（
城
山
の
番
人
）
に
追
い
か
け
ら

れ
て
恐
い
思
い
を
し
た
り…

我
々
い
わ
ゆ
る

団
塊
の
世
代
は
、
み
ん
な
そ
ん
な
思
い
出
を

少
な
か
ら
ず
持
っ
て
い
る
の
で
は…

。

　
昭
和
41(

１
９
６
６)

年
か
ら
10
年
間
東
京

み
を
生
か
し
た
町
づ
く
り
に
、
あ
る
程
度
成

功
し
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
宇
和
島
は
城

山
と
天
赦
園
ぐ
ら
い
し
か
昔
の
様
子
を
伝
え

る
も
の
が
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
も
以
前
に

比
べ
る
と
樹
木
は
大
幅
に
伐
採
さ
れ
た
た
め

に
、
昔
の
遺
風
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

　
戦
前
の
宇
和
島
は
、
官
庁
、
警
察
署
、
銀

行
か
ら
、
船
会
社
、
商
店
、
映
画
館
ま
で
多

く
は
擬
洋
風
建
築
で
あ
り
、
い
わ
ば
神
戸
の

北
野
異
人
館
街
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
実
に

オ
シ
ャ
レ
な
町
並
み
だ
っ
た
の
だ
。
町
の
大

半
を
米
軍
の
空
襲
で
失
っ
た
こ
と
が
景
観
を

一
変
さ
せ
た
大
き
な
要
因
だ
が
、
戦
後
に
な

っ
て
わ
ず
か
に
遺
っ
た
劇
場
や
花
街
、
料
亭

な
ど
町
の
歴
史
を
伝
え
る
文
化
遺
産
は
あ
っ

と
い
う
間
に
取
り
壊
さ
れ
、
ま
た
、
橋
畔
の

ミ
ニ
公
園
や
旅
籠
改
装
な
ど
、
市
民
感
覚
か

ら
し
た
ら
チ
ョ
ッ
と
頭
を
傾
け
る
よ
う
な
お

か
し
な
形
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
10
年
、
市
や
県
な
ど
行
政
主
導
の
さ

ま
ざ
ま
な
催
し
が
あ
り
、
最
近
で
は
「
伊
達
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
が
目
に
つ

い
た
が
、
そ
れ
ら
が
宇
和
島
の
活
性
化
に
本

当
に
つ
な
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
宇
和
島
は
、

伊
達
文
化
ば
か
り
で
な
く
、
多
様
な
歴
史
や

文
化
、
芸
能
が
息
づ
く
町
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
劇
場
や
映
画
、
花
街
な
ど
の
土
壌
や
戦

災
都
市
と
し
て
の
名
残
り
、
一
方
で
は
俳
句

や
和
歌
、
詩
な
ど
文
学
の
奥
深
い
重
層
性
の

あ
る
芸
術
や
文
化
を
育
ん
だ
土
地
で
あ
っ
た
。

　
現
在
、
伊
達
博
物
館
移
築
と
周
辺
公
園
計

画
が
浮
上
し
て
い
る
が
、
元
々
伊
達
博
物
館

の
あ
っ
た
場
所
は
、
部
分
的
に
残
っ
た
旧
藩

邸
の
白
壁
に
囲
ま
れ
た
名
勝
・
偕
楽
園
が
あ

り
、
子
ど
も
の
頃
近
所
に
住
ん
で
い
た
私
は
、

亀
や
錦
鯉
の
泳
ぐ
池
水
式
の
庭
で
よ
く
遊
ん

宇和島城天守閣【明治時代】 

に
い
た
私
に
と
っ
て
、
東
海
道
線
の
深
夜
を

走
る
寝
台
列
車
、
宇
高
連
絡
船
を
経
て
高
松

か
ら
予
讃
線
を
乗
り
継
ぎ
、
終
着
の
宇
和
島

ま
で
は
１
日
近
く
を
要
し
た
。
そ
れ
で
も
、

宇
和
海
が
見
え
吉
田
湾
の
知
永
峠
を
越
え
る

辺
り
に
な
る
と
帰
郷
の
期
待
感
が
ふ
く
ら
み
、

や
が
て
城
山
の
天
守
閣
が
徐
々
に
視
界
に
入

っ
て
来
る
と
じ
わ
じ
わ
と
喜
び
が
湧
き
上
が

っ
て
き
た
。
宇
和
島
か
ら
列
車
で
離
れ
る
時

も
、
後
方
で
最
後
ま
で
見
送
っ
て
く
れ
た
の

は
城
山
だ
っ
た
。
そ
の
場
を
立
ち
去
り
難
い
、

後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
よ
う
な
思
い
に
い
つ
も

駆
ら
れ
た
。
同
じ
よ
う
な
思
い
は
、
３
度
訪

れ
た
パ
リ
を
去
る
際
に
も
抱
い
た
。
シ
ャ
ル

ル
・
ド
・
ゴ
ー
ル
空
港
に
向
う
車
中
か
ら
、

し
だ
い
に
後
方
へ
遠
ざ
か
る
、
北
東
の
モ
ン

マ
ル
ト
ル
の
丘
に
立
つ
サ
ク
レ
・
ク
ー
ル
寺

院
に
惜
別
の
情
が
き
ま
っ
て
湧
い
て
く
る
の

だ
っ
た
。

　
宇
和
島
城
を
築
い
た
藤
堂
高
虎
が
流
れ
を

付
け
替
え
た
と
い
う
辰
野
川
と
神
田
川
に
囲

ま
れ
、
何
百
年
も
町
が
守
ら
れ
て
き
た
。
宇

和
島
の
町
も
や
わ
ら
か
い
陽
光
の
宇
和
海
も
、

母
の
胸
に
抱
か
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
胎

内
に
宿
っ
た
時
の
よ
う
な
安
堵
感
を
得
ら
れ

る
。
パ
リ
も
ま
た
、
町
の
中
央
を
流
れ
る
セ

ー
ヌ
川
の
中
州
シ
テ
島
を
中
心
に
発
達
し
て

き
た
。
パ
リ
と
宇
和
島
の
町
が
共
通
し
て
見

え
る
の
は
、
あ
た
た
か
な
女
性
的
イ
メ
ー
ジ

を
感
じ
さ
せ
る
古
都
、
歴
史
の
町
だ
か
ら
か

も
し
れ
な
い
。

　
昨
今
、
城
と
肱
川
を
中
心
に
、
歴
史
上
人

物
の
居
住
跡
整
備
や『
お
は
な
は
ん
』『
寅
次

郎
と
殿
様
』
な
ど
テ
レ
ビ
・
映
画
の
影
響
を

観
光
に
取
り
入
れ
て
い
る
大
洲
市
や
、
西
予

市
や
内
子
町
ほ
か
南
予
の
町
が
歴
史
的
町
並

の
ぼ

※1）フランスの首都パリで一番高い丘 ( 標高 130m)。サクレ・クール寺院はパリのランドマーク的存在。
※2）神戸市にある地区名で、伝統的建造物群保存地区の総称。明治大正期に建てられた洋風建築物 ( 異人館 ) が多く残存している。

※

１
）

※

２
）

だ
の
を
覚
え
て
い
る
。

　
市
政
担
当
者
に
望
む
の
は
、
将
来
を
生
き

る
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
後
世
に
美
し
い
宇

和
島
を
残
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
の
が
一
市

民
と
し
て
私
の
願
い
で
あ
る
。
そ
う
し
た
歴

史
的
由
緒
の
あ
る
場
所
を
現
代
風
に
ア
レ
ン

ジ
す
る
の
で
は
な
く
、
パ
リ
の
よ
う
に
、
で

き
る
だ
け
自
然
を
生
か
し
た
町
並
み
保
存
を

心
が
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
我
々
が
城
山
や

天
赦
園
、
偕
楽
園
で
遊
び
育
っ
た
こ
ろ
と
同

じ
く
、
真
に
市
民
に
愛
さ
れ
、
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
、
永
遠
に
思
い
出
の
１
ペ
ー
ジ
を

飾
る
「
故
郷
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
私
の
好
き
な
パ
リ
は
、
モ
デ
ィ
リ
ア
ニ
が

ア
ト
リ
エ
に
し
た
「
洗
濯
船
」
や
ユ
ト
リ
ロ

の
描
い
た「
コ
タ
ン
小
路
」、
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル

と
ロ
ー
ラ
ン
サ
ン
の
恋
の
舞
台
「
ラ
パ
ン
・

ア
ジ
ル
」(

シ
ャ
ン
ソ
ン
酒
場)

が
現
存
す
る

モ
ン
マ
ル
ト
ル
と
、
芸
術
家
た
ち
が
多
く
居

住
し
た
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
で
あ
る
。
私
の
好
き

な
宇
和
島
は
、
や
は
り
城
山
の
周
り
に
集
中

し
て
、
中
庭
に
野
生
の
タ
ヌ
キ
が
姿
を
見
せ

て
い
た
超
一
流
旅
館
の
蔦
屋
、
ハ
ト
ポ
ッ
ポ

の
丸
之
内
和
霊
神
社
、
瓦
屋
根
と
松
の
木
の

配
色
の
み
ご
と
な
丸
重
旅
館
、
丸
木
舟
が
吊

ら
れ
て
い
た
南
予
護
国
神
社
な
ど
だ
が
、
す

べ
て
少
年
の
日
の
は
る
か
な
夢
の
な
か…

。

た
つ
の　
が
わ　
　

 

じ
ん
で
ん 

が
わ

は
た
ご



　
高
山
地
区
は
西
予
市
明
浜
地
域
の
中
心
部

に
位
置
す
る
。
集
落
は
海
岸
沿
い
の
平
地
に

密
集
し
、
柑
橘
の
畑
が
周
囲
の
山
を
彩
る
。

半
農
半
漁
の
集
落
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て
石

灰
の
積
み
出
し
港
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

明
治
時
代
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
国
内
は
も
と

よ
り
朝
鮮
半
島
に
ま
で
出
荷
し
て
お
り
、
人
、

モ
ノ
、
情
報
の
交
流
が
盛
ん
な
産
業
都
市
で

も
あ
っ
た
。
明
治
三
〇（
一
八
九
七
）年
の
高

山
村
の
人
口
は
四
〇
四
九
人
（
平
成
二
七
年

は
七
三
七
人
）。当
時
は
卯
之
町
の
倍
の
人
口

を
誇
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
高
山
の
賀
茂
神
社
で
は
江
戸
時
代
よ
り
秋

祭
り
（
か
つ
て
は
一
〇
月
二
四
日
、
現
在
は

第
四
土
曜
日
）
が
盛
ん
に
行
わ
れ
、
牛
鬼
、

五
ツ
鹿
踊
り
、
相
撲
甚
句
な
ど
南
予
の
多
く

の
集
落
で
も
見
ら
れ
る
「
練
り
」
が
継
承
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、
宇
和
島
城
下
や

吉
田
と
い
っ
た
経
済
的
に
恵
ま
れ
、
文
化
的

気
運
も
高
い
地
域
に
見
ら
れ
た
「
練
車
」
が

現
在
で
も
登
場
す
る
。
太
閤
秀
吉
の
人
形
を

乗
せ
た
高
欄
付
き
の
豪
華
な
屋
台
で
あ
り
、

こ
れ
を
曳
い
て
集
落
内
を
練
り
歩
い
て
い
る
。

　
こ
の
祭
り
の
前
夜（
第
四
金
曜
日
の
夜
）に

は
、
三
基
の
神
輿
の
舁
き
夫
と
警
護
た
ち
約

三
〇
人
の
若
者
に
よ
り
、「
潮
垢
離
」と
呼
ば

れ
る
身
を
清
め
る
行
事
が
行
わ
れ
る
。
海
岸

に
割
木
を
高
く
積
み
上
げ
て
明
々
と
篝
火
を

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

焚
き
、
褌
姿
で
掛
け
声
を
あ
げ
な
が
ら
何
度

も
海
に
飛
び
込
み
、
最
後
に
は
海
中
に
浸
し

て
い
た
牛
鬼
の
胴
体
を
引
き
上
げ
て
担
い
で

ま
わ
る
と
い
う
勇
壮
な
宵
宮
祭
で
あ
る
。

　
祭
り
の
始
ま
り
と
し
て
参
加
者
が
ケ
ガ
レ

を
祓
い
、
身
を
清
め
る
意
味
合
い
も
あ
る
が
、

牛
鬼
の
胴
体
を
海
に
浸
け
る
の
は
海
水
で
竹

や
縄
が
締
ま
り
、
胴
体
が
丈
夫
に
な
る
と
い

う
利
点
も
あ
る
。
も
と
も
と
は
牛
鬼
の
胴
体

締
め
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
た
の
が
、
次
第

に
若
者
が
海
に
飛
び
込
む
よ
う
に
な
り
、
賑

や
か
な
行
事
へ
と
発
展
し
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
潮
垢
離
は
、
近
隣

で
は
他
に
類
例
を
見
な
い
行
事
で
あ
り
、
西

予
市
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
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

―

篝
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高
山
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潮
垢
離
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つ
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し

つなぐ　2021新春号   24

た
か
　
　  

や
ま
　
　   

　
　
　
　
し
お
　
　  

ご
　
　
　  

り 

か
が
り
び

 

し
お
ご  

り ね
り
ぐ
る
ま

か
が
り
び



　
２
０
１
９
年
に
中
国
で
発
生
し
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（COVID-19
）
は
、
ま
た
た
く

間
に
全
世
界
に
拡
大
し
、
未
だ
終
息
の
兆
し
は
見

え
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
感
染
症
の
感
染
経
路
は
、

飛
沫
感
染
、
空
気
感
染
、
接
触
感
染
で
す
。

飛
沫
感
染

　
感
染
者
が
く
し
ゃ
み
や
咳
を
す
る
と
、
病
原
体

を
含
ん
だ
微
粒
子
が
飛
び
ま
す
。
水
分
を
含
み
比

較
的
大
き
な
微
粒
子
が
飛
沫
で
、
こ
れ
を
吸
い
込

む
こ
と
で
感
染
し
ま
す
。
飛
沫
は
重
い
の
で
長
く

浮
遊
す
る
こ
と
は
な
く
、
飛
距
離
も
１
〜
２
ｍ
程

度
で
す
。
霧
吹
き
の
霧
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
良
い

で
し
ょ
う
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
最

も
大
き
な
感
染
経
路
で
す
。
飛
沫
を
飛
ば
さ
な
い

こ
と
が
一
番
の
予
防
で
あ
り
、
マ
ス
ク
や
咳
エ
チ

ケ
ッ
ト
が
効
果
的
で
す
。

空
気
感
染

　
比
較
的
小
さ
な
飛
沫
か
ら
水
分
が
蒸
発
し
た
軽

く
て
細
か
い
粒
子
を
飛
沫
核
と
い
い
ま
す
。
飛
沫

核
は
長
時
間
空
中
に
浮
遊
し
、
遠
く
ま
で
到
達
し

ま
す
。
タ
バ
コ
の
煙
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
感
染
力

は
飛
沫
感
染
よ
り
弱
く
、
米
国
疾
病
対
策
セ
ン
タ

ー
（CDC

）
に
よ
る
と
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
空
気
感
染
す
る
の
は
特
定
の
条
件
下
で
あ
り
、

例
え
ば
換
気
の
悪
い
閉
鎖
空
間
で
、
運
動
や
歌
唱

に
よ
り
感
染
性
の
あ
る
人
の
呼
吸
が
荒
く
な
る
場

合
な
ど
に
起
こ
る
。」と
し
て
い
ま
す
。
有
効
な
対

策
は
、
換
気
で
す
。

接
触
感
染

　
ウ
イ
ル
ス
が
付
着
し
た
物
を
触
る
と
手
に
も
付

着
し
、
そ
の
手
で
口
や
鼻
を
触
る
こ
と
に
よ
り
粘

膜
か
ら
感
染
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
手
洗
い
が
一

番
重
要
な
感
染
対
策
と
な
り
ま
す
。
接
触
感
染
に

よ
る
感
染
力
は
弱
い
た
め
そ
れ
ほ
ど
神
経
質
に
な

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
帰
宅
後
や
調
理
・
食

事
の
前
、
ト
イ
レ
の
後
な
ど
に
は
手
洗
い
を
行
い

ま
し
ょ
う
。
ま
た
ウ
イ
ル
ス
の
粘
膜
か
ら
の
侵
入

を
防
ぐ
た
め
、
む
や
み
に
顔
を
触
ら
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
環
境
高
頻
度
手
指
接
触
面
（
ド
ア

ノ
ブ
、
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
な
ど
）
は
、
１
日
１
回

は
清
拭
消
毒
を
し
ま
し
ょ
う
。
床
や
壁
な
ど
広
範

囲
な
部
分
に
消
毒
剤
を
用
い
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
な
お
、
食
料
品
か
ら
の
感
染
の
報
告
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
「
三
密
（
密
閉
、
密
集
、
密
接
）」
の
回
避
も
大

切
で
す
。
国
立
感
染
症
研
究
所
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

「
飲
み
会
」に
お
け
る
感
染
例
の
報
告
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、「
飲
酒
そ
の
も
の
が
感
染

リ
ス
ク
を
上
げ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
飲
み
会
は

参
加
者
が
多
く
、
時
間
が
長
く
な
り
や
す
い
た
め

接
触
機
会
が
増
加
す
る
」
と
し
て
、
次
の
提
言
を

し
て
い
ま
す
。

【　
客　
】

　
体
調
不
良
者
は
参
加
し
な
い
。
感
染
源
に
な
ら

な
い
よ
う
日
頃
か
ら
三
密
を
避
け
る
。
回
し
飲
み

を
し
な
い
。
別
グ
ル
ー
プ
へ
の
接
触
を
避
け
る
。

【
従
業
員
】

　
密
集
し
な
い
店
内
レ
イ
ア
ウ
ト
、
座
席
配
置
を

工
夫
す
る
。
席
移
動
の
制
限
を
設
け
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
退
院
及
び
療

養
解
除
基
準
は
、
次
の
通
り
で
す
。

◎
有
症
状
者
は
発
症
日
か
ら
10
日
間
経
過
し
、
か

つ
、
症
状
軽
快
後
72
時
間
経
過
し
た
場
合
。

◎
無
症
状
病
原
体
保
有
者
の
場
合
は
陽
性
が
確
認

さ
れ
た
検
体
採
取
日
か
ら
10
日
間
経
過
し
た
場
合
。

　
こ
の
基
準
を
満
た
し
て
回
復
し
た
方
に
は
感
染

力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
こ
と
に
感
染
者
に
対

す
る
風
評
被
害
や
人
権
侵
害
の
報
告
が
愛
媛
県
内

で
も
見
ら
れ
ま
す
。
誰
も
が
感
染
者
に
な
り
う
る

状
況
で
す
。
お
互
い
に
相
手
の
こ
と
を
思
い
や
る

気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
不
確
か
な
情
報
に
惑
わ
さ

れ
人
権
侵
害
に
繋
が
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
冷

静
な
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ち
な
み
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
出
会
い
を
求
め
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
経
路
と
そ
の
予
防

沖内科クリニック
副院長  沖　良隆

医療
health care
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男
女
の
間
で
元
感
染
者
が
モ
テ
る
そ
う
で
す
。
こ

れ
は
感
染
の
可
能
性
が
な
い
た
め
安
全
な
お
付
き

合
い
が
で
き
る
こ
と
、
苦
難
を
乗
り
越
え
て
き
た

経
験
を
尊
ぶ
文
化
が
あ
る
た
め
と
の
こ
と
で
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
は
長
期
戦
と

な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
マ
ス
ク
を
し
て
飛
沫

を
飛
ば
さ
な
い
、
３
密
を
避
け
て
換
気
を
す
る
、

手
を
洗
う
、
体
調
が
悪
い
と
き
は
休
む
、
と
い
っ

た
基
本
的
な
対
策
を
続
け
る
こ
と
が
大
事
で
す
。



乳
和
食
を
ご
存
知
で
す
か
？

　
乳
和
食
は
「
に
ゅ
う
わ
し
ょ
く
」
と
読
み
ま
す
。

ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

和
食
に
牛
乳
を
プ
ラ
ス
し
た
料
理
で
す
が
、
多
く
の

メ
リ
ッ
ト
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
乳
和
食
の
話
の
前
に
、
和
食
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。
２
０
１
３
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文

化
遺
産
に
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
和
食
は
次
の
４
つ
の

特
徴
を
備
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
（
農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）

１
、
多
様
で
新
鮮
な
食
材
と
そ
の
持
ち
味
の
尊
重

２
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
優
れ
た
健
康
的
な
食
生
活

３
、
自
然
の
美
し
さ
や
季
節
の
移
ろ
い
の
表
現

４
、
年
中
行
事
と
の
密
接
な
関
わ
り

　
和
食
は
一
汁
三
菜
を
基
本
と
し
比
較
的
、
低
エ
ネ

ル
ギ
ー
な
の
で
世
界
的
に
も
注
目
さ
れ
、
過
食
や
肥

満
の
予
防
に
は
有
効
で
す
。
し
か
し
、
和
食
に
も
欠

点
が
あ
り
ま
す
。
塩
分
が
多
い
こ
と
、
カ
ル
シ
ウ
ム

が
少
な
い
こ
と
、
発
育
期
や
高
齢
者
の
食
事
と
し
て

は
問
題
が
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
カ
ル
シ
ウ
ム
の
豊
富
な
牛
乳
を
和
食
に
加

え
る
こ
と
で
カ
ル
シ
ウ
ム
不
足
を
解
決
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
牛
乳
の
カ
ル
シ
ウ
ム
は
小
魚
や
緑
黄
色

野
菜
の
カ
ル
シ
ウ
ム
よ
り
体
へ
の
吸
収
率
が
良
い
こ

と
も
特
徴
で
す
。
カ
ル
シ
ウ
ム
に
は
丈
夫
な
骨
や
歯

を
維
持
す
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。
カ
ル
シ
ウ
ム
不
足

は
歯
槽
骨
を
弱
め
、
歯
周
病
を
悪
化
さ
せ
る
リ
ス
ク

に
も
な
り
ま
す
。
い
ま
や
、
歯
周
病
は
口
の
中
の
問

題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歯
周
病
菌
が
全
身
に
回
る
こ
と

で
、
動
脈
硬
化
を
促
進
し
た
り
、
糖
尿
病
を
悪
化
さ

せ
る
原
因
に
も
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
牛
乳
の
み
な
ら
ず
、
乳
製
品
は
良
質
た
ん

ぱ
く
質
を
含
有
し
、
低
GI
食
品
と
し
て
も
知
ら
れ
、

食
後
の
血
糖
値
を
緩
や
か
に
す
る
効
果
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
GI
と
は
グ
リ
セ
ミ
ッ
ク
・
イ
ン
デ
ッ
ク

ス
（
血
糖
上
昇
指
数
）
の
事
で
す
。
食
後
の
血
糖
値

の
上
昇
度
合
い
を
示
す
数
値
で
ブ
ド
ウ
糖
を
摂
取
し

た
時
の
血
糖
上
昇
率
を
１
０
０
と
し
て
お
り
、
数
値

が
低
い
ほ
う
が
血
糖
値
は
上
昇
し
に
く
い
こ
と
と
な

り
ま
す
。
牛
乳
・
乳
製
品
は
GI
値
55
以
下
の
低
GI
食

品
と
し
て
知
ら
れ
、
血
糖
上
昇
が
緩
や
か
で
、
ご
飯

だ
け
を
食
べ
た
時
の
GI
値
よ
り
ご
飯
と
牛
乳
を
食
べ

た
時
の
GI
値
は
低
く
な
り
ま
す
。

　
そ
の
上
、
牛
乳
・
乳
製
品
に
は
筋
肉
づ
く
り
に
有

用
と
さ
れ
る
、
た
ん
ぱ
く
質
の
ロ
イ
シ
ン
が
多
く
、

高
齢
者
の
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
予
防
に
効
果
が
期
待
さ
れ

ま
す
。
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
と
は
加
齢
や
疾
患
に
よ
り
、

筋
肉
量
が
減
少
す
る
こ
と
で
、
握
力
や
下
肢
筋
・
体

幹
筋
な
ど
全
身
の
筋
力
低
下
が
起
こ
る
こ
と
で
す
。

栄
養
不
良
に
よ
っ
て
も
起
こ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
一
方
、
牛
乳
・
乳
製
品
に
含
ま
れ
る
、
た
ん
ぱ
く

質
を
形
成
す
る
ア
ミ
ノ
酸
の
一
種
で
あ
る
グ
ル
タ
ミ

ン
酸
や
ア
ス
パ
ル
ギ
ン
酸
は
う
ま
み
成
分
の
１
つ
で

も
あ
り
、
料
理
を
美
味
し
く
し
ま
す
。
私
が
管
理
栄

養
士
と
し
て
病
院
に
勤
務
し
て
い
た
時
の
経
験
か
ら
、

牛
乳
が
嫌
い
、
飲
む
と
下
痢
を
す
る
な
ど
高
齢
者
に

多
く
存
在
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
牛
乳
と
し
て
飲
む

こ
と
が
で
き
な
い
人
で
も
料
理
に
混
ぜ
る
こ
と
で
美

味
し
く
摂
取
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
乳
和
食
の
知
識
を
広
め
る
こ
と
は

高
齢
者
の
栄
養
管
理
に
も
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。
み
そ
汁
、
サ
バ
の
味
噌
煮
、
豚
肉
の

生
姜
焼
き
な
ど
に
牛
乳
を
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。
コ

ク
が
出
て
美
味
し
く
な
り
醤
油
や
味
噌
を
減
ら
す
こ

と
も
で
き
ま
す
。
好
み
に
よ
り
ま
す
が
、
大
さ
じ
１

〜
３
杯
ほ
ど
入
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
現
在
、
私
が
勤
務
し
て
い
る
広
島
修
道
大
学
で
は

地
域
連
携
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
授
業
で
は
大
学

の
あ
る
地
域
の
高
齢
者
に
学
生
が
立
案
し
た
お
弁
当

メ
ニ
ュ
ー
を
調
理
し
配
食
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
大
変
好
評
で
、
高
齢
者
か
ら
は
、
も
っ
と
学
生

さ
ん
に
来
て
ほ
し
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と

っ
て
ほ
し
い
と
の
声
を
多
く
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
授
業
と
は
別
に
少
人
数
の
ゼ
ミ
で
は
、
配

食
の
対
象
者
に
、
牛
乳
・
乳
製
品
を
使
用
し
た
料
理

の
効
果
を
伝
え
、
高
齢
者
の
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
予
防
や

糖
尿
病
を
持
つ
人
に
は
血
糖
値
管
理
に
寄
与
し
、
よ

り
大
学
と
地
域
と
の
連
携
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
牛
乳
・
乳
製
品
を
用
い
、

和
食
の
み
な
ら
ず
献
立
を
開
発
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
ス
キ
ム
ミ
ル
ク
は
牛
乳
よ
り
長
期
保
存
が
可
能

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

で
災
害
食
と
し
て
も
常
備
し
て
お
く
と
便
利
で
す
。

そ
し
て
、
高
齢
者
に
と
っ
て
は
液
体
の
食
品
は
重
く

て
か
さ
ば
り
、
買
い
物
を
す
る
と
き
に
避
け
て
し
ま

い
が
ち
で
す
が
、
ス
キ
ム
ミ
ル
ク
な
ら
軽
く
て
安
心

で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
多
方
面
か
ら
高
齢
者
の
生
活
を
見

直
し
、
元
気
な
高
齢
者
が
住
む
町
づ
く
り
を
大
学
か

ら
発
信
し
て
い
ま
す
。

　
乳
和
食
は
「
に
ゅ
う
わ
し
ょ
く
」
と
読
み
ま
す
。

ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

和
食
に
牛
乳
を
プ
ラ
ス
し
た
料
理
で
す
が
、
多
く
の

メ
リ
ッ
ト
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
乳
和
食
の
話
の
前
に
、
和
食
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。
２
０
１
３
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文

化
遺
産
に
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
和
食
は
次
の
４
つ
の

特
徴
を
備
え
て
い
ま
す
。

栄養
 nutrition
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●豚肉、大根、人参を砂糖、酒、
醤油でいつもより薄味に煮ます。

●スキムミルク５～10ｇ（1人分）
をぬるま湯で溶いて加えて煮ます。
豚肉とスキムミルクでだしが出ま
す。

●スキムミルクで煮るので、薄味
でも食べやすく、汁も飲むと美味
しい。

豚肉と大根のスキムミルク煮



Tsunagu 

お気楽  俳句

絵：律川エレキ　1966 年宇和島市生まれ　
奈良市在住　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

　
我
が
子
や
孫
は
、
親
や
爺
婆
に
と
っ
て
愛
し
い
存
在
な
の
は

当
然
。
だ
が
、
俳
句
で
可
愛
い
可
愛
い
と
詠
ん
で
し
ま
う
と
他

人
に
は
、
う
ん
ざ
り
さ
れ
る
。
子
育
て
俳
句
、
と
く
に
孫
俳
句

は
、
で
れ
で
れ
句
に
な
り
や
す
い
。
そ
こ
で
、
有
名
な
句
、
現

代
の
秀
句
＆
ユ
ニ
ー
句（
笑
）の
ご
紹
介
。　
　

 　

 （
小
野
更
紗
）

短
夜
や
乳
ぜ
り
泣
く
児
を
須
可
捨
焉
乎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

  

竹
下
し
づ
の
女
（
明
治
20
年
生
）

　
季
語
は
短
夜
。
暑
苦
し
い
夏
の
夜
、
乳
を
欲
し
が
っ
て
泣
く
赤
児
。

あ
ぁ
、
も
う
う
る
さ
い
！
捨
て
て
や
ろ
う
か
。
反
語
表
現
で
「
い
や
、

そ
ん
な
こ
と
は
で
き
や
し
な
い
」
と
含
ま
せ
て
詠
ん
だ
と
こ
ろ
に
母
親

の
苦
悩
と
情
が
感
じ
ら
れ
る
。

萬
緑
の
中
や
吾
子
の
歯
生
え
初
む
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

中
村
草
田
男
（
明
治
34
年
生
）

子
を
殴
ち
し
な
が
き
一
瞬
天
の
蝉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

秋
元
不
死
男
（
明
治
34
年
生
）

春
は
あ
け
ぼ
の
孫
と
は
こ
ん
な
皺
く
ち
ゃ
玉　
　
　
　

長
閑
か
な
赤
子
の
尻
の
穴
眺
め

一
歳
の
目
に
た
ん
ぽ
ぽ
の
美
味
そ
う
な　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
夏
井
い
つ
き
『
皺
く
ち
ゃ
玉
』（
２
０
１
５
年
刊
）

い
ぬ
ふ
ぐ
り
の
花
び
ら
ほ
ど
の
爪
を
切
る　
　
　
　
　

文
旦
へ
這
い
這
い
の
尻
う
ご
く
う
ご
く　

静
か
と
思
え
ば
シ
ク
ラ
メ
ン
む
し
る
子
よ　

　
　
　
　
　
　
　
　
神
野
紗
希
『
す
み
れ
そ
よ
ぐ
』（
２
０
２
０
年
刊
）

添
い
寝
し
て
吹
雪
の
音
を
閉
じ
込
め
る　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀬
戸
優
理
子
『
告
白
』（
２
０
１
７
年
刊
）

魔
女
の
声
で
王
子
を
寝
か
す
冬
の
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
上
さ
ち
『
巴
里
は
未
だ
』（
２
０
１
８
年
刊
）

ば
ん
り
ょ
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は　
　
　
そ

み
じ
か
よ　
　

  
ち　

                                  

こ　

         

す   

て
つ 

ち  

ま
を  

か
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う

生
み
に
行
く
子
へ
大
粒
の
冬
い
ち
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
神
楽
坂
リ
ン
ダ
『
り
ん
ご
飴
』（
２
０
１
１
年
刊
）

子
を
抱
く
月
の
光
に
あ
て
ぬ
よ
う

　

片
野
瑞
木
『
夏
井
い
つ
き
の
「
月
」
の
歳
時
記
』（
２
０
１
８
年
刊
）

つ
ば
え
よ
る
子
か
ら
天
花
粉
つ
け
て
や
る　

　
　
　
　
高
須
賀
あ
ね
ご
『
が
ち
ゃ
が
ち
ゃ
ぽ
ん
』（
２
０
１
９
年
刊
）

て
つ
ぺ
ん
で
さ
く
ら
と
叫
ぶ
す
べ
り
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
村
阿
昼
『
で
こ
ぽ
ん
』（
２
０
０
９
年
刊
）

汗
の
子
を
つ
か
ま
え
仕
上
げ
磨
き
か
な

　
　
穂
積
天
玲
「
第
４
回
歯
ぴ
か
ち
ゃ
ん
俳
句
大
賞
」（
２
０
０
７
年
）

花
種
を
撒
く
学
校
へ
行
け
ぬ
子
と

　
　
　
　
　
　
　
　
矢
野
リ
ン
ド
『
囀
の
ま
な
か
』（
２
０
１
８
年
刊
）

月
光
の
廊
下
へ
延
び
る
プ
ラ
レ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
山
澤
香
奈
『
線
路
と
ぶ
ら
ん
こ
』（
２
０
１
３
年
刊
）

Tsunagu 

おすすめの本

　宮脇書店宇和島店が昨年 11 月に閉店した。市民にとって文化的にも利便的にも大きな痛手
となる。
　本書では、全国のちいさくても個性的な２３店の本屋を紹介している。猫の本専門店あり、
古民家を利用したブックカフェ、本と器が集まる店 etc…　店主の思いが詰まった空間が広が
っている。
　大型店が次々と出店する、こんな少ない資本と小さなスペースで何ができるだろうと何度も
役割を見失いそうになってきた。でも、ページをめくりながら紙媒体の文化を残したい！　そ
んな気持ちを大切に頑張ろうと改めて思った。

協力：岩崎書店　宇和島市錦町 4-16　TEL. 0895-22-0528

日本の小さな本屋さん 和氣正幸 /著　エクスナレッジ  ￥1,980

さ
え
ず
り



作品名：『根』（鉛筆）
作者：山瀬 布貴（大人クラス）
光、風、水、砂、晒され続けた流木。
その遠い記憶を追う鉛筆の線。
走る鳥獣戯画にも見えてくる。
布貴さんはどこに向かって走るのか。

■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　https://art-palette.wixsite.com/mysite　
宇和島市伊吹町字イカリ石甲 1083-1 2F　TEL.090-7784-4703　yuka@art-palette.com　コメント：清家由佳

作品名：『アマリリス』（水彩）
作　者：村田菊美
描く花に命を吹き込むかの様に、
いつも真剣に丁寧に描かれている。
そして描かれた花に命が宿ってい
るかのような存在感。

Tsunagu 

つなぐ美術館

作品名：『カルガモのお引越し』（水彩）
作者：宮本 琉歌（子供クラス）
なかよしこよしカルガモ親子。
だんご虫がだいすき、るかくん。
新しいお家でいっしょに探そうね。
軽々と自然に溶け込む子供の目。

作品名：『私の名前はオマケ』（油絵）
作　者：西山貞代
この表情！筆のタッチ！この絵を
見た誰もがグッときた。愛猫への
愛が感じられる作品。教室展のパ
ンフレットの表紙を飾った。

作品名：『可愛いね』（パステル）
作　者：寺坂ムラエ
なんとも愛らしい表情のトイプー
ドル。何度でも「可愛いね」って
言いたくなる。寺坂さんはいつも
穏やかに、素敵な絵を描かれる。
絵は心の表れなんだなぁ。

作品名：『ピアノ発表会』（水彩）
作者：生島 真伊（子供クラス）
金色に光るグランドピアノの大屋根。
空色ドレスを着た緊張のまいちゃん。
でも、今日はうれしい発表会。
動く指、会場いっぱいに広がる赤い音。
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● 「現代ショートショートの旗手」がちょっと不思議な予土線の旅へとご案内

お
し
ら
せ

ハガキまたは FAX で「手染めタペストリー（赤かグレー）
希望」とご記入の上、住所、電話番号、氏名、年齢、性別
を明記の上、本誌のご感想をお書きいただき「宇和島信用
金庫    業務推進部　つなぐ読者プレゼント係」までお送り
ください。
■締め切り：２月 19 日　
■送付先：〒798-0041 宇和島市本町追手 2-8-21
　　　　　FAX：0895-25-8632

「牛鬼特集」でご紹介した、黒田旗のぼり
店様から「手染め牛鬼タペストリー（売
価 10,000 円」２点を読者プレゼント
にご提供頂きました。黒田旗のぼり店は、
創業 1904（明治 37）年の老舗で国の伝統
的工芸品産業功労者褒賞を受賞、えひめ伝統工芸士にも認
定されています。

● 黒田旗のぼり店
「手染め牛鬼タペストリー」 

読者プレゼント

抽選で２名様

愛媛県やＪＲ予土線沿線市町で構成する「愛媛県予土線利
用促進対策協議会」は、２月４日から３月４日までの毎週
木曜日、あいテレビにて「予土のみじかな物語」を５回に
わたり放送する。( 放送時間は午後６時 54 分～ )
愛媛県出身の人気ショートショート作家・田丸雅智さんが
書き下ろした、予土線舞台の作品を映像化。
約２分間の「短かな」ストーリーをご覧になれば、より
「身近な」路線となるはず。
「ショートショート」とは、小説の中でも特に短いジャンル
で、「短くて不思議な小説」と称される。田丸さんは、現代
ショートショートの第一人者として多方面で活躍中。
そこで、今回の作品に込めた思いを田丸さんに伺った。

「実際の予土線を舞台にした、ちょっぴり不思議なお話を
お届けしたいなと思います。予土線をご存知の方から、ご
存知ではない方まで、虚実が織り成す世界をお楽しみいた
だければ、うれしいです。」

◆田丸雅智さんプロフィール
1987 年、愛媛県生まれ。
東京大学工学部、同大学院工学系研究科卒。
現代ショートショートの旗手として執筆活動に加え、松山市
が主催する「坊っちゃん文学賞」の審査員長を務める。また、
全国各地で創作講座を開催するなど幅広く活動している。
著書に『海色の壜』『おとぎカンパニー』『マタタビ町は猫び
より』など多数。
田丸雅智 公式サイト：http://masatomotamaru.com/

国産小麦、天然色素にこだわった美味しくて
安全安心なお菓子を届けたい、の思いでリニュー
アルしました。当店の一番人気は、「クッキー＆チョコ」で、
季節のフルーツを使った洋菓子も人気です。

● 　　 日々のおやつと　とくべつケーキ

　　　  こはく製菓 リニューアル
オープン

●住　　所／ 798-0006　宇和島市弁天町 3-2-1　ベルジュ弁天
●電　　話／ 0895-49-3874　　　　   ※宇和島市総合体育館前
●営業時間／ 11:30 ～ 17:00
●営　　業／火・金（洋菓子、焼き菓子）水・木（焼き菓子のみ）

＠kohakuseika　　　　https://kohakuseika.jp/
　（毎日更新中）


	h1
	h2
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8
	P9
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16
	P17
	P18
	P19
	P20
	P21
	P22
	P23
	P24
	P25
	P26
	P27
	P28
	h3

