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皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
私
に
は
忘
れ
が
た
い

夏
の
思
い
出
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

　
一
つ
は
、
私
と
姉
の
夏
井
い
つ
き
が
生
ま
れ

育
っ
た
内
海
村（
現
在
の
愛
南
町
）の
夏
の
風
物

詩
、
烏
賊
釣
り
船
の
思
い
出
。
実
は
、「
烏
賊
」

だ
け
で
は
俳
句
の
季
語
に
な
ら
な
い
ん
で
す
。

「
花
烏
賊
」
は
春
の
季
語
、「
烏
賊
釣
り
」
は
夏

の
季
語
、「
烏
賊
干
す
」
は
秋
の
季
語
。
旬
の
物

を
美
味
し
く
頂
く
日
本
人
の
知
恵
が
そ
の
ま
ま

季
語
に
な
っ
た
の
で
す
ね
。

　
小
さ
な
入
り
江
の
海
端
に
曾
祖
父
が
郵
便
局

を
建
て
、
代
々
局
長
を
勤
め
て
い
ま
し
た
。
祖

父
も
父
も
揃
っ
て
釣
り
好
き
。
私
の
姉
も
釣
り

大
好
き
。
夕
方
郵
便
局
を
退
け
た
父
と
、
い
そ

い
そ
と
釣
り
に
行
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
祖
母
と

私
は
船
酔
い
磯
酔
い
を
す
る
性
質
で
、
釣
り
は

苦
手
。
叔
母
と
名
コ
ン
ビ
で
郵
便
局
の
窓
口
の

人
気
者
だ
っ
た
母
は
、
夜
は
電
話
交
換
手
の
夜

勤
を
し
て
い
ま
し
た
。
私
達
姉
妹
は
、
母
の
足

元
に
小
さ
な
布
団
を
敷
き
並
べ
、
電
話
の
掛
か

っ
て
こ
な
い
時
、
母
に
お
話
を
し
て
貰
い
ま
す
。

「
一
か
け
二
か
け
て
三
か
け
て
、
四
か
け
て
五
か

け
て
橋
を
か
け
」
で
始
ま
り
、
確
か
西
郷
隆
盛

の
娘
が
墓
参
り
に
行
き
、「
お
墓
の
前
に
は
魂
が

ふ
う
わ
り
ふ
わ
り
と
ジ
ャ
ン
ケ
ン
ポ
ン
」
と
ジ

ャ
ン
ケ
ン
を
す
る
数
え
歌
が
楽
し
み
で
。
夜
が

更
け
る
と
電
話
は
鳴
ら
ず
、
姉
は
寝
つ
き
が
よ

く
、
母
も
横
に
な
っ
て
う
と
う
と
。
静
ま
り
返

っ
た
入
り
江
に
集
魚
灯
の
青
い
光
が
揺
れ
、
烏

杯
。
焼
き
上
が
る
と
塩
の
殻
を
外
し
、
脂
の
乗

っ
た
キ
ン
グ
サ
ー
モ
ン
の
赤
身
と
白
身
を
お
腹

一
杯
頂
き
ま
す
。
日
本
の
お
話
を
せ
が
ま
れ
た

私
は
、「
上
を
向
い
て
歩
こ
う
」
と
「
一
か
け
二

か
け
て
」
を
歌
い
ま
し
た
。
ジ
ャ
ン
ケ
ン
は
世

界
中
の
子
供
達
に
喜
ば
れ
ま
す
。
翌
日
か
ら
、

緑
滴
る
島
の
至
る
所
で
チ
ェ
ロ
や
バ
イ
オ
リ
ン

や
ピ
ア
ノ
の
コ
ン
サ
ー
ト
が
催
さ
れ
、
子
供
達

も
張
り
切
っ
て
参
加
す
る
の
で
す
。

数
へ
唄
白
夜
の
砂
に
花
を
撒
き　
　

朗
善
千
津
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賊
釣
り
無
線
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
昔
は
鵜
飼

の
よ
う
に
舟
に
漁
り
火
を
焚
い
て
烏
賊
を
集
め

た
そ
う
で
す
。
い
つ
し
か
私
も
眠
り
に
落
ち
、

翌
朝
は
パ
ジ
ャ
マ
の
ま
ま
ラ
ジ
オ
体
操
へ
走
っ

て
行
き
ま
し
た
。

　
今
で
も
深
夜
ラ
ジ
オ
を
聞
く
と
、
夏
の
夜
の

む
っ
と
す
る
黒
潮
の
香
と
青
い
灯
が
胸
に
蘇
り

ま
す
。
私
の
娘
達
を
連
れ
て
里
帰
り
し
た
夏
休

み
に
も
、
パ
ジ
ャ
マ
の
ま
ま
真
珠
筏
の
先
で
糸

を
垂
れ
、
烏
賊
釣
り
を
し
た
楽
し
い
思
い
出
が

あ
り
ま
す
。

数
へ
唄
烏
賊
釣
り
船
の
灯
る
頃　
　

朗
善
千
津

　
続
い
て
は
珍
し
い
夏
の
季
語
、「
白
夜
」
の
思

い
出
で
す
。
私
が
初
め
て
白
夜
を
見
た
の
は
、

ア
ラ
ス
カ
の
シ
ト
カ
島
。
昔
は
日
本
の
製
紙
工

場
が
あ
り
、
シ
ト
カ
富
士
と
呼
ば
れ
た
山
が
あ

り
ま
す
。
夫
の
ニ
ッ
ク
は
シ
ト
カ
音
楽
祭
の
創

立
メ
ン
バ
ー
で
、
結
婚
し
た
翌
年
初
め
て
同
行

し
ま
し
た
。
島
に
着
い
た
の
は
夜
八
時
で
し
た

が
、
午
後
三
時
の
明
る
さ
。
青
い
太
陽
の
射
す

白
い
砂
浜
を
歩
き
、
漁
師
小
屋
に
集
っ
て
開
会

の
宴
。
両
手
に
余
る
ア
ラ
ス
カ
キ
ン
グ
サ
ー
モ

ン
に
塩
を
厚
く
ま
ぶ
し
ま
す
。
砂
を
掘
っ
た
穴

に
焼
石
を
並
べ
鮭
を
置
き
、
ま
た
焼
け
石
で
覆

い
砂
で
埋
め
る
と
、
子
供
達
が
花
を
摘
ん
で
お

墓
の
よ
う
に
撒
き
散
ら
す
。
焼
き
上
が
る
ま
で
、

貝
や
海
老
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
に
白
ワ
イ
ン
で
乾

( 株 ) 夏井＆カンパニー・ライター。俳号朗善千津。姉夏井いつきの元で俳句を始める。いつき
組組員。藍生俳句会会員。藍生新人賞。俳都松山の初代「はいくガイド」メンバー。チャイコフ
スキー国際音楽コンクール金メダルチェリストの夫ナサニエル・ローゼンの付き人として世界
を旅する。現在は山中湖村に住み、富士山を詠む。夏井いつきと共著『寝る前に読む 一句、二
句。 - クスリと笑える、17 音の物語』（株式会社ワニブックス）の第二弾が近日発売。
ナサニエル・ローゼン公式ウェブサイト  https://nathanielrosen.net/　
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２
０
１
８
年
７
月
の
西
日
本
豪
雨
災
害

以
降
︑
宇
和
島
市
を
中
心
に
精
力
的
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
展
開
し
て
い
る
Ｎ
Ｐ

О
法
人
﹁U.grandm

a Japan

︵
う
わ
じ

ま
グ
ラ
ン
マ)

以
降
︓
グ
ラ
ン
マ
﹂
代
表

理
事
の
松
島
陽
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
う
た

め
︑
宇
和
島
市
桝
形
町
に
あ
る
﹁
と
も
え

の
里
︵
と
も
え
は
︑
松
島
さ
ん
の
お
母
さ

ま
の
名
前
︶﹂
を
訪
ね
た
︒

　　

現
在
︑
グ
ラ
ン
マ
の
取
組
は
災
害
支
援

は
も
と
よ
り
﹁
子
ど
も
食
堂
﹂﹁
フ
ー
ド
バ

ン
ク
﹂﹁
フ
ー
ド
ド
ラ
イ
ブ
﹂﹁
食
品
ロ
ス
﹂

﹁
川
や
海
の
清
掃
﹂な
ど
多
岐
に
及
ん
で
い

る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ︵
持
続
可

能
な
開
発
の
た
め
の
目
標
︶
の
視
点
を
取

り
入
れ
︑
人
と
人
を
つ
な
ぎ
︑
市
民
・
Ｎ

Ｐ
О
・
行
政
・
企
業
等
と
と
も
に
宇
和
島

か
ら
日
本
中
へ
︑
そ
し
て
世
界
へ
と
つ
な

が
り
を
紡
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
を
目
指

し
活
動
し
て
い
る
︒

　

彼
女
が
地
域
貢
献
に
興
味
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
の
は
︑
長
年
︑Ｐ
Ｔ
Ａ
や
地
域
貢

献
活
動
を
し
︑
一
時
期
︑
里
親
も
や
っ
て

い
た
母
の
存
在
が
大
き
い
と
い
う
︒

　

そ
し
て
自
身
も
母
と
な
り
︑Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

を
続
け
る
中
︑
自
分
の
周
り
に
は
存
在
し

て
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
育
児
放
棄
な
ど

の
問
題
が
自
分
の
校
区
内
に
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
知
っ
て
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
︒

こ
の
こ
と
で
︑
か
つ
て
︑
母
が
︑﹃
親
の
い

な
い
子
ど
も
た
ち
の
帰
っ
て
く
る
場
所
を

つ
く
り
た
い
﹄
と
口
に
し
て
い
た
の
を
思

い
出
し
︑
そ
れ
を
実
現
さ
せ
た
い
と
強
く

思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒

　

そ
し
て
︑
転
機
は
︑
平
成
29
︵
２
０
１

７
︶
年
度
︑
宇
和
島
市
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
々

長
を
し
て
い
る
時
だ
っ
た
︒
そ
れ
ま
で
同

会
が
実
施
し
て
い
た
︑
子
ど
も
た
ち
を
東

日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
に
派
遣
す
る
活

動
か
ら
︑
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
を
目

指
す
活
動
と
し
て
︑
子
ど
も
た
ち
と
一
緒

に
防
災
士
資
格
の
取
得
を
目
指
し
た
り
︑

防
災
キ
ャ
ン
プ
の
実
施
と
い
う
︑
よ
り
実

践
的
な
活
動
を
体
験
し
た
こ
と
だ
っ
た
︒

　

中
で
も
︑
防
災
キ
ャ
ン
プ
は
︑
ラ
イ
フ

ラ
イ
ン
を
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
し
︑
被
災
後

の
生
活
環
境
の
厳
し
さ
を
身
を
も
っ
て
体

験
し
た
︒
そ
し
て
︑
南
予
文
化
会
館
に
釜

石
市
宝
来
館
の
女
将
︑
岩
崎
昭
子
さ
ん
を

招
い
た
講
演
会
で
は
︑﹃
自
分
の
命
は
自
分

で
守
る
﹄
と
い
う
言
葉
に
感
銘
を
受
け
︑

そ
れ
ま
で
以
上
に
防
災
︑
減
災
へ
の
取
組

の
重
要
性
を
痛
感
し
た
︒

　

そ
し
て
翌
年
︑Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
も
一
区
切

り
つ
き
︑
や
り
た
か
っ
た
﹁
子
ど
も
食
堂
﹂

を
立
ち
上
げ
よ
う
と
仲
間
と
倉
庫
を
片
づ

け
︑
不
用
品
処
分
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

を
開
催
し
た
一
週
間
後
の
７
月
７
日
︑﹁
平

成
30
年
７
月
豪
雨
災
害
﹂
が
発
生
し
︑
吉

田
町
で
は
１
３
名
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
た
︒

　

発
災
時
︑
東
京
に
い
た
が
︑
宇
和
島
に

向
か
う
途
中
︑
仲
間
か
ら
の
支
援
物
資
を

受
取
り
帰
路
を
急
い
だ
︒

　

宇
和
島
で
は
︑
す
で
に
い
く
つ
か
の
グ

ル
ー
プ
が
動
い
て
い
て
︑
自
分
た
ち
も
今

や
る
べ
き
は
災
害
支
援
だ
と
︑
炊
き
出
し

な
ど
の
支
援
に
奔
走
し
た
︒

﹁
た
ま
た
ま
︑
子
ど
も
食
堂
開
設
の
準
備

を
す
す
め
て
い
た
と
い
う
事
も
あ
り
ま
す

が
︑
仲
間
が
い
な
か
っ
た
ら
何
も
出
来
て

い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
﹂

　

そ
し
て
︑
長
年
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
を
や
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
︑
行
政
か
ら
﹁
炊
き
出
し

の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
や
っ
て
も
ら
え
な

い
か
﹂
と
要
請
が
あ
り
︑
ま
ず
︑
仲
間
５

人
と
団
体
を
立
ち
上
げ
た
︒
そ
し
て
︑
１

年
後
︑
グ
ラ
ン
マ
が
立
ち
上
が
る
︒

　

法
人
化
に
よ
っ
て
県
内
の
情
報
共
有
会

議
に
も
出
席
す
る
機
会
を
得
︑
県
内
外
の

大
き
な
繋
が
り
が
で
き
︑
支
援
に
大
き
な

幅
が
で
き
た
︒
そ
の
後
も
被
災
地
の
フ
ェ

ー
ズ
︵
局
面
︶
に
あ
わ
せ
た
支
援
を
続
け

て
い
き
︑
気
が
付
け
ば
２
年
近
く
が
経
っ

て
い
た
︒

　

現
在
は
︑
桝
形
町
に
あ
る
拠
点
を
中
心

に
幅
広
い
活
動
を
展
開
す
る
グ
ラ
ン
マ
だ

が
︑
今
後
に
つ
い
て
聞
く
と

﹁
西
日
本
豪
雨
災
害
の
支
援
に
走
り
回
っ

た
２
年
ほ
ど
は
︑
仕
事
ほ
っ
た
ら
か
し
で

駆
け
回
り
ま
し
た
が
︑
今
は
コ
ロ
ナ
禍
の

影
響
も
あ
っ
て
︑
自
分
た
ち
の
本
業
と
上

手
く
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
活
動
を
続

け
て
い
け
れ
ば
︑
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
そ

し
て
︑
依
然
︑
地
域
を
取
り
巻
く
環
境
は

 今、私たちにできること。
　ＮＰＯ法人うわじまグランマ　代表理事〈〈 MATSUSHIMA  YOKO   松島陽子

混
沌
と
し
て
い
ま
す
が
︑
幸
い
私
た
ち
に

は
学
習
支
援
や
相
談
場
所
と
し
て
の
拠
点

が
あ
り
ま
す
︒
今
後
も
常
に
﹃
自
分
た
ち

に
出
来
る
事
は
何
か
︖
﹄
を
自
問
し
な
が

ら
︑
支
援
を
必
要
と
す
る
人
の
居
場
所
づ

く
り
を
実
践
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
﹂

　

グ
ラ
ン
マ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
︑

﹃﹁
宇
和
島
で
生
ま
れ
て
良
か
っ
た
︑

こ
れ
か
ら
も
こ
こ
で
住
み
続
け

た
い
﹂
と
誇
れ
る
ま
ち
づ
く
り
﹄

と
い
う
一
文
が
あ
る
が
︑
そ
れ

に
必
要
な
の
は
︑
私
た
ち

の
小
さ
な
一
歩
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
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https://www.facebook.com/u.grandma/

http://u-grandma.jp/about/

あなたに合った
支援の方法

Facebook

❶グランマ会員になって支援する
❷自由な金額で寄付をする

詳しくはホームページをご覧下さい



店内のカウンター

プロフィール／1965 年 4月生まれ　　宇和島市在住　東海大学短期大学部　食物栄養科卒業
株式会社  ひめ美じん（代表取締役）株式会社  コバヤ（取締役）　特定非営利活動法人　U.grandmaJapan（代表理事）
結婚後、県外生活を経、Uターンして母の会社、株式会社コバヤに入社。4人の子供を授かり、子育てと仕事にと毎日忙しく過ごす中、PTA 活動に
携わることで他業種の方々から沢山の事を学ぶ。現在は、孫も 4人になり、夫婦 2人でワクワクを探し楽しみ中。
PTA 経歴／愛媛県 PTA 連合会（副会長）宇和島市 PTA 連合会（会長）宇和島東高等学校（会長）宇和島市立城南中学校（会長）
　　　　　宇和島市立鶴島小学校（副会長）

（写真上）グランマの主要メンバー。右から代表理事の松島陽子さん。副代表理事の折原理恵さん。理事の谷本友子さん。（写真下右）スーパーや個人から集められた食品など
は段ボールに入れられ必要とする方々に配られていく。（写真下中）食品などが入った段ボールを笑顔で手渡す松島さん。（写真下左）仕分け作業をするメンバー
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　　　　　　　　 百日紅と宇和島城
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無住になって、もうかなりの年月が経つ臨済宗妙心寺派の潮音寺の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　境内に、大きなサルスベリがある。真夏に咲くサルスベリは、猿も
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滑って登れないほど幹肌がすべすべしているので「猿滑」と書くこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ともある（実際は簡単に登ってしまうそうだが）。また、花が咲いて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る期間（梅雨～初秋）が長いので「百日紅」とも書く（諸説あり）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真夏になると、じっとしていても暑くてたまらないのに、暑苦しい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クマゼミの鳴き声を聞きながら、自宅からほど近い潮音寺にカメラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を持って出かける。
龍華（龍華山等覚寺の愛称）の前を左に入り墓地の横の小道を１００ｍほど歩くと選仏寺の墓地に出る。等覚寺と選仏寺の間にあるの
が潮音寺だ。そこから少し傾いた石段を上がると、かんらかんらと笑っているような真っ赤なサルスベリの花が迎えてくれる。そして、
本堂に一礼して振り向くと、サルスベリの向こうに宇和島城の白い天守が青空に浮いているように見えた。 子どもの頃、潮音寺に同級
生がいたので何度か遊びに来たことがあったが、サルスベリがあったかどうかは覚えていない。　　　　潮音寺より８月２２日　撮影

宇和島城と花火
新型コロナウィルスの影響で、昨年は夏祭りが中止になり花火も上がらず寂しい夏でした。今年も変異株の猛威で中止になってしまう
のかな・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛宕山展望台より７月２３日　撮影

さ    る    す    べ    り

・・・・・・

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/

ちょうおんじ

りゅうげ　　　りゅうげざんとうかくじ せんぶつじ
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「
色
ガ
ラ
ス
の
家
」
再
生

か
つ
て
、
こ
の

「色
ガ
ラ
ス
の
家
」
に
客
人
が
あ
る
と
、

ガ
ラ
ス
ご
し
の
明
か
り
が
、
美
し
く
岩
松
川
を
照
ら
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

津
島
町
岩
松
で
は
、
昔
か
ら

「色
ガ
ラ
ス
の
家
」
と
呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
き
た
旧
小
西
本
家
の
離
れ
座
敷
が

ワ
ー
ル
ド
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
財
団

（
Ｗ
Ｍ
Ｆ
）
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
、
こ
の
程
、
改
修
が
完
了
し
た
。

本
号
で
は
、
改
修
さ
れ
た
建
物
や
小
西
本
家
の
歴
史
に
つ
い
て
ご
紹
介
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（写
真
提
供
／
北
村
徹
写
真
事
務
所
）

小小
西
本本
家

離
れれ
座
敷敷
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小
西
本
家
に
つ
い
て
は
、
次
項
で
詳
し
く
解
説

さ
れ
て
い
る
の
で
省
略
す
る
が
、
江
戸
末
期
に
岩

松
川
の
河
川
改
修
を
行
い
、
完
成
し
た
川
港
前
に

屋
敷
を
建
て
た
。
そ
れ
ら
の
建
物
は
、
屋
敷
構
え

だ
け
を
残
し
て
、
ほ
と
ん
ど
が
壊
さ
れ
た
が
、
建

物
と
し
て
残
っ
て
い
た
の
が
、
今
回
修
復
さ
れ
た

「
色
ガ
ラ
ス
の
家
（
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
）」
と
そ
れ
に

続
く
蔵
だ
。

　
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
私
の
想
像
だ
が
、
こ
の

建
物
は
、
経
済
的
に
津
島
地
区
を
支
え
て
い
た
小

西
本
家
の
当
主
が
長
崎
辺
り
を
旅
し
、
彼
の
地
で

色
ガ
ラ
ス
が
施
さ
れ
た
部
屋
で
接
待
を
受
け
、
帰

省
後
、
そ
の
部
屋
を
モ
デ
ル
に
遠
来
の
客
人
や
藩

の
役
人
を
接
待
す
る
た
め
に
作
ら
せ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
「
色
ガ
ラ
ス
の
家
」
と
呼
ば
れ
る
離
れ
座

敷
が
、
い
つ
造
ら
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
隣
接

す
る
蔵
の
地
鎮
祭
に
使
わ
れ
た
札
を
収
め
る
木
箱

が
残
っ
て
い
て
、
そ
の
木

箱
に
は
慶
応
二
（
１
８

６
６
）
年
と
記
さ
れ

て
あ
る
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
、
そ
の
一
、

二
年
後
に
蔵
は
完
成
し

た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
「
色
ガ
ラ
ス
の
家
」

も
、
同
じ
頃
に
建
て
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然

だ
。

　
こ
の
建
物
が
百
年
以
上
の
時
を
経
て
構
造
上
あ

ま
り
傷
ん
で
な
い
の
は
、
地
盤
が
し
っ
か
り
し
て

い
る
こ
と
と
、
相
当
丁
寧
な
仕
事
が
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
、
基
礎
に

岡村 浩之
岩松守ろう会員

一級建築士

おかむら　ひろゆき

西日に透ける色ガラスの長い影　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真提供／北村徹写真事務所

再
生
さ
れ
た
小
さ
な
迎
賓
館

つなぐ　2021夏号  6



岡村 浩之プロフィール
1960 年 愛媛県生まれ
1981 年 東京デザインアカデミー 卒業
1982 年 西原由人建築事務所 入所
1990 年 岡村浩之建築事務所 設立
2021 年ＪＩＡ文化財修復塾修了

写真提供／北村徹写真事務所

接
す
る
土
台
に
椎
（
シ
イ
）
の
木
を
使
用
し
て
い

る
こ
と
や
、
床
下
の
湿
気
が
し
っ
か
り
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
土
台
か
ら
修
復
す
る
必

要
は
無
か
っ
た
。
ま
た
、
建
物
の
大
半
は
、
お
そ

ら
く
岩
松
川
上
流
の
御
槙
辺
り
で
伐
採
さ
れ
た
良

質
の
栂
（
ツ
ガ
）
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
間
取
り
は
、
一
階
、
二
階
と
も
同
じ
八
帖
と
四

帖
半
の
和
室
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
床
の
間
が
備

え
ら
れ
、
床
の
間
に
は※

書
院
が
付
く
。
そ
し
て
、

各
部
屋
に
は
縁
が
配
さ
れ
、
別
の
部
屋
を
介
さ
ず

行
き
来
で
き
る
よ
う
な
造
り
に
な
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

　
そ
し
て
、
色
ガ
ラ
ス
は
、
一
階
八
帖
間
の
川
沿

い
の
引
き
戸
に
施
さ
れ
て
い
る
が
、
建
物
同
様
、

い
つ
設
置
さ
れ
た
も
の
か
分
か
っ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
近
々
、
割
れ
を
修
復
す
る
た
め
に
専
門
機

関
に
送
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
産
地
や
製
造
年
も
詳

ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
今
回
、Ｗ
Ｍ
Ｆ（
ワ
ー
ル
ド
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
財

団
）
か
ら
の
援
助
を
受
け
修
復
出
来
た
が
、
今
後

は
、
文
化
遺
産
で
求
め
ら
れ
る
歴
史
的
芸
術
的
に

本
物
で
あ
る
と
い
う
、
オ
ー
セ
ン
テ
ィ
シ
テ
ィ
の

信
念
を
貫
き
、
こ
の
建
物
を
い
か
に
有
効
に
活
用

し
て
い
け
る
か
が
、
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な

課
題
と
言
え
る
。

※床の間の横、屋外に近い側に設けられる座敷飾りのこと

（写真右上）一階にあるトイレには明治以降、洋館などで珍重されたマジョリカタイルが施されている
（写真右下）入口の立派な石の踏み段の奥に色ガラスが見える
（写真左上）二階からの岩松川の眺め
（写真左下）床の間と書院（二階八帖間）
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松田 厚子
まつだ　あつこ

（写真：上）往時の小西邸。正面左角の建屋が今回修復された離れ
（写真：左下）１０代小西荘三郎（２階の右から二人目）と小西家の人々
（写真：右下）馬上の人物は、９代荘三郎と思われる。神社と思しき場所
　　　　　　  は、小西家が巨額の寄進をした岩松の三島神社だろうか

豪
商 

小
西
家
の
歩
み

つなぐ　2021夏号  8

宇和島市文化財保護審議会委員

※1）集落や城・館 ( やかた ) の周囲に、外敵から守る備えとして設けた土の垣 ( かき )。

　
町
並
み
を
歩
い
て
い
る
と
、
岩
松
の
町
並
み
は
、

比
較
的
海
抜
の
高
い
「
土
居
の
奥
」
を
起
源
と
し

て
、
岩
松
川
に
向
け
て「
本
通
り
」、
芳
原
溝
を
通

し
た「
中
道
通
り
」、「
川
沿
い
通
り
」、
更
に
北
灘

湾
に
通
じ
る
「
港
町
」
の
順
に
形
成
さ
れ
た
と
い

う
痕
跡
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
四
世
紀
中
頃
、
母
屋
の
周
囲
に
広
庭
を
有
し

た
草
屋
根
の
農
家
が
数
軒
あ
っ
た
。
住
人
は
農
業

や
養
蚕
業
を
生
業
と
し
て
い
た
。
戦
国
時
代
に
は

天
ケ
森
城
の
砦
を
守
る
土
居
を
造
り
、
そ
の
囲
い

が
江
戸
中
期
ま
で
残
っ
て
い
た
。

　
江
戸
初
期
、
幕
府
や
大
名
は
検
地
以
後
の
新
田

開
発
を
奨
励
し
、
中
期
に
は
免
税
期
間
を
認
め
た
。

貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
、
板
島
（
宇
和
島
）
在

住
の
米
屋
惣
兵
衛
（
後
の
本
家
小
西
）
は
低
地
に

あ
る
田
畑
を
土
居
の
奥
の
住
人
か
ら
買
い
求
め
、

本
通
り
に
石
垣
を
造
っ
て
家
数
三
八
軒
の
岩
松
で

酒
造
業
を
創
設
す
る
。
原
料
米
は
津
島
組
米
も
他

所
米
も
使
っ
た
。
大
桶
や
酒
樽
を
造
る
杉
材
を
山

か
ら
川
へ
流
送
し
た
り
、
商
品
の
酒
樽
を
運
送
し

た
り
す
る
廻
船
や
樽
職
人
・
杜
氏
の
住
む
長
屋
を

造
っ
た
。
こ
こ
か
ら
岩
松
村
は
農
村
か
ら
川
港
を

基
盤
と
す
る
町
場
へ
と
変
化
し
て
い
く
。

　
江
戸
中
期
、
元
禄
一
二
（
一
六
九
九
）
年
に
は

近
家
に
塩
田
を
開
発
し
、
明
治
三
八
（
一
九
〇
五
）

年
に
専
売
制
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
小
西
家
に
よ
る

塩
田
経
営
が
続
い
た
。
明
和
六
（
一
七
六
九
）
年

に
は
、
津
島
組
の
産
物
の
増
加
に
伴
っ
て
岩
松
は
、

て
ん 

が    

も
り

ほ 

わ
ら
み
ぞ

じ
ょ
う
き
ょ
う

な
か
み
ち　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

き
た
な
だ

※

１
）

と
う
じ
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そ
の
交
易
の
場
と
し
て
活
気
付
い
た
。
こ
の
年
、

三
代
久
八
の
四
男
が
分
家
し
て
本
家
の
上
手
に
居

を
構
え
て
い
る
。
久
八
は
酒
造
業
の
拡
大
を
図
る

一
方
、
岩
松
大
火
の
救
済
や
宇
和
島
藩
の
事
業
に

米
穀
や
献
上
金
に
よ
っ
て
寄
与
し
た
。
藩
か
ら
は

名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
質
商
の
許
可
を
得
た
。

　
後
期
に
な
る
と
、
藩
命
に
よ
っ
て
四
代
安
太
郎

は
、
祝
森
村
保
田
橋
の
架
け
替
え
を
、
五
代
惣
三

郎
は
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
、
製
蝋
業
を
開
始

し
、
御
用
商
人
と
し
て
の
務
め
を
果
た
し
た
。
惣

三
郎
は
御
用
商
人
で
最
も
格
の
高
い
蝋
座
頭
取
役

を
務
め
た
。
六
、
七
、
八
代
荘
三
郎
は
水
害
防
止

の
堤
防
や
直
川
工
事
に
尽
力
し
た
。
そ
の
一
方
、

小
西
家
は
藩
の
許
可
を
得
て
次
々
と
新
田
開
発
を

行
い
、
所
有
地
を
増
や
し
て
大
地
主
に
成
長
す
る
。

明
治
中
期
ま
で
に
両
家
と
も
中
道
通
り
を
挟
ん
で

川
沿
い
通
り
ま
で
地
続
き
の
屋
敷
に
し
て
い
た
。

　
江
戸
中
期
、
頻
繁
に
発
生
し
た
大
洪
水
は
、
土

砂
を
運
ん
で
、
江
戸
後
期
の
岩
松
川
を
浅
瀬
に
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
に
は
、

船
場
か
ら
河
口
に
至
る
水
田
地
帯
を
造
成
し
て
港

町
が
成
立
す
る
。
東
小
西
家
（
分
家
）
や
笹
屋
は
、

そ
こ
に
倉
庫
を
造
っ
て
浜
や
船
場
を
移
し
、
昭
和

初
期
ま
で
廻
船
業
を
続
け
た
。

　
戦
後
（
昭
和
二
〇
年
）
か
ら
農
地
改
革
の
影
響

を
大
き
く
受
け
る
一
方
、
製
蝋
業
・
酒
造
業
の
需

要
も
減
少
し
た
。
一
〇
代
荘
三
郎
は
、
三
〇
年
代

後
半
に
は
家
業
を
閉
じ
て
い
る
。
九
代
、
一
〇
代

は
県
下
の
多
額
納
税
筆
頭
に
あ
り
、
実
業
家
と
し

て
活
躍
す
る
傍
ら
、
各
種
の
社
会
事
業
に
貢
献
し

て
信
望
を
集
め
た
。

　
小
西
家
の
約
二
八
〇
年
の
家
業
の
歩
み
は
、
岩

松
の
町
並
み
形
成
の
歴
史
そ
の
も
の
と
言
え
る
。

や
す
た
ろ
う

そ
う
ざ
ぶ

ろ
う  

ざ   

と
う
ど
り 

や
く

き
ゅ
う
は
ち

岩松「愛媛県宇和島市津島町伝統的建造物群保存対策調査」より

ろ
う

※

３
）

※3）小西家につぐ豪商で林業、廻船業を営んでいた　※2）６～ 10 代まで同名

ひ
が
し
こ
に
し

至愛南
町→

←至宇和島

※水色　　は現在の川筋※水色　　は現在の川筋

※

２
）
そ
う
ざ
ぶ
ろ



小
西
本
家
の
品
々
か
ら
繋
が
る
物
語

御旅所にて一休みするほてい様

　
宇
和
島
市
津
島
町
で
は
、
毎
年
11
月
３
日
に

秋
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
当
日
は
旧
商
店
街

の
御
旅
所
で
神
事
が
行
わ
れ
、
各
地
域
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
、
牛
鬼
や
五
つ
鹿
踊
り
、
御
神
輿
、
お

舟
、
布
袋
行
列
が
繰
り
出
し
て
豊
作
を
祈
願
し

ま
す
。

　
「
頭
を
な
で
て
く
だ
さ
い
や
」、「
今
年
も
こ
れ

で
安
心
よ
」、女
性
は
、
に
こ
や
か
に
笑
い
、
少

し
恥
ず
か
し
そ
う
に
布
袋
さ
ま
に
近
づ
き
、
頭

を
下
げ
て
布
袋
さ
ま
の
大
き
な
手
で
頭
を
な
で

て
も
ら
い
ま
す
。
子
ど
も
を
抱
い
た
親
は
、
泣

き
じ
ゃ
く
り
、
怖
が
る
子
ど
も
を
あ
や
し
な
が

ら
、「
怖
く
な
い
け
ん
、
大
丈
夫
よ
」と
、
布
袋

様
に
我
が
子
を
差
し
出
し
ま
す
。

　
身
長
は
、
約
２
メ
ー
ト
ル
。
豊
満
な
お
腹
を

突
き
出
し
、
大
き
な
腕
を
ゆ
っ
く
り
と
振
り
な

が
ら
お
供
に
稚
児
、
天
狗
と
お
多
福
を
連
れ
て

岩
松
の
人
家
を
一
軒
一
軒
訪
れ
「
福
」
を
運
ぶ
。

大
き
な
そ
の
手
で
頭
を
な
で
ら
れ
る
と
、
そ
の

年
は
、
家
庭
円
満
、
金
運
に
恵
ま
れ
、
笑
顔
の

絶
え
な
い
幸
せ
な
一
年
に
な
る
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
ず
っ
と
昔
、
岩
松
川
の
下
流
一
帯
の
農
民
た

ち
は
、
毎
年
の
よ
う
に
川
の
氾
濫
と
洪
水
に
よ

っ
て
田
畑
が
流
さ
れ
苦
し
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
当
時
の
津
島
町
一
帯
を
取
り
仕
切
っ

て
い
た
小
西
家
が
堤
防
を
築
き
、
大
々
的
な
川

の
付
け
替
え
工
事
を
執
り
行
い
ま
し
た
。
そ
し

て
、
慶
応
２
（
１
８
６
６
）
年
、
工
事
が
完
成

し
現
在
の
岩
松
川
の
姿
と
な
り
ま
し
た
。

　
当
時
の
川
の
流
れ
は
、
現
在
の
宇
和
島
市
役

所
津
島
支
所
や
岩
松
小
学
校
の
裏
を
通
り
汐
入

橋
付
近
へ
流
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
付
け
替
え

工
事
の
結
果
、
新
し
い
田
畑
が
多
く
出
来
、
川

の
氾
濫
、
洪
水
の
被
害
も
無
く
な
り
大
変
豊
作

に
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
そ
の
お
祝
い
に
小
西
家
の
番
頭
さ
ん
が
、
農

家
の
人
々
と
共
に
秋
祭
り
を
楽
し
む
た
め
、
布

袋
さ
ん
の
恰
好(

か
っ
こ
う)

を
し
て
一
軒
一

軒
訪
れ
た
の
が
は
じ
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
布
袋
さ
ま
は
、
七
福
神
の
中
で
も
唯
一
実
在

し
た
人
物
で
、
笑
っ
た
時
に
額
や
鼻
の
ま
わ
り

に
シ
ワ
が
寄
る
愛
嬌
の
良
い
表
情
で
人
々
か
ら

愛
さ
れ
、
人
徳
、
福
運
の
神
様
。
豊
満
な
お
な

布
袋
さ
ま

　
岩
松
の
町
並
み
保
存
活
動
を
通
し
て
、
あ
る

ご
夫
婦
と
出
会
い
ま
し
た
。
奥
様
は
、
津
島
で

生
ま
れ
育
ち
、
結
婚
後
は
関
東
で
暮
ら
し
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
時
々
お
母
さ
ん
に
会
う
た

め
里
帰
り
し
て
い
る
内
に
、
岩
松
の
歴
史
に
興

味
を
持
ち
、
町
並
み
の
こ
と
を
調
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
彼
女
の
実
家
に
は
、
小
西
家
に
あ
っ
た
一
間

も
の
の
タ
ン
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
美
し
い
木
目

と
高
い
耐
久
性
が
特
徴
の
楓
の
木
の
タ
ン
ス
を

彼
女
は
と
て
も
気
に
入
り
、「
こ
れ
だ
け
は
母
が

亡
く
な
っ
た
ら
譲
り
受
け
た
い
」
と
言
っ
て
い

ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
私
が
出
会
っ
て
３
年
ほ
ど
経
っ
た

頃
、
彼
女
は
病
に
倒
れ
、
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ご
主
人
か
ら
「
岩

松
の
町
並
み
保
存
活
動
に
役
立
て
て
欲
し
い
。

こ
れ
は
、
彼
女
の
願
い
で
す
」
と
、
多
額
の
寄

附
金
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
数
年
後
、

彼
女
の
お
母
さ
ん
が
施
設
に
入
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
あ
の
楓
の
タ
ン
ス
は
行
き
場
所
を
失
い
、

町
並
み
保
存
会
が
譲
り
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
今
、
そ
の
タ
ン
ス
は
松
山
の
「
酒
処
ひ
ょ
う

ど
う
」
に
あ
り
ま
す
。
私
の
息
子
が
飲
食
店
を

開
く
と
き
、「
あ
の
タ
ン
ス
を
食
器
棚
と
し
て

使
わ
せ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
来
た
の
で
す
。

　
生
ま
れ
育
っ
た
岩
松
の
町
が
少
し
で
も
賑
わ

い
を
取
り
戻
せ
た
ら
と
願
っ
て
い
た
彼
女
。
お

気
に
入
り
の
タ
ン
ス
は
食
器
棚
と
し
て
生
ま
れ

変
わ
り
、
賑
や
か
な
酒
場
で
楽
し
そ
う
に
酒
を

酌
み
交
わ
す
人
々
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。

楓
の
タ
ン
ス

か
え
で

兵頭 　肇  ひょうどうはじめ 元岩松町並み保存会　代表　
企業組合いわまつ　代表理事 企業組合いわまつ　https://nasso.exblog.jp/

酒処ひょうどうにある楓のタンス

■酒処 ひょうどう
松山市二番町 2-5-9 マチナカビル 1F
☎ 089-997-7017　定休日／日曜日
営業時間／ 18:00 ～ 24:00(L.O.23:00)
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昭和 50 年代の町並みとほてい様大正期のほてい様（岩松町絵葉書より）

田村  篤司  たむらあつし ほていさま保存会

　
「
色
ガ
ラ
ス
の
家
」の
見
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
に
、

ト
イ
レ
に
貼
ら
れ
た
美
し
い
タ
イ
ル
が
あ
り
ま

す
。
壁
を
縁
取
る
水
色
の
タ
イ
ル
は
「
マ
ジ
ョ

リ
カ
タ
イ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
元
々

英
国
の
陶
磁
器
メ
ー
カ
ー
の
ミ
ン
ト
ン
が
、
カ

ラ
フ
ル
な
釉
薬
を
使
っ
た
硬
質
陶
器
タ
イ
ル
を

「
マ
ジ
ョ
リ
カ
タ
イ
ル
」
と
い
う
商
品
名
で
売
り

出
し
、
日
本
で
も
明
治
時
代
に
洋
館
の
暖
炉
な

ど
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
様
の
タ
イ

ル
が
主
に
大
正
か
ら
昭
和
戦
前
に
か
け
て
日
本

の
多
く
の
メ
ー
カ
ー
に
よ
っ
て
製
造
さ
れ
ま
し

た
。「
色
ガ
ラ
ス
の
家
」に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
日
本
製
の
マ
ジ
ョ
リ
カ
タ
イ
ル
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
床
と
壁
に
貼
ら
れ
て
い
る
の
は
、
違
う
種
類

の
タ
イ
ル
で
す
。「
せ
と
も
の
」の
名
で
有
名
な

陶
磁
器
の
産
地
、
愛
知
県
の
瀬
戸
で
大
正
時
代

に
作
ら
れ
た
「
本
業
タ
イ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
す
。
陶
器
製
で
す
が
磁
器
の
よ
う
に
な
め

ら
か
な
質
感
で
す
。
型
押
し
で
凹
ま
せ
た
模
様

の
部
分
に
彩
色
し
て
あ
り
、
４
枚
の
タ
イ
ル
が

つ
な
が
る
と
現
れ
る
花
模
様
は
東
洋
的
な
雰
囲

気
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
は
、
あ
る
時
、
ふ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
っ
と
訪
れ
た
蚤
の
市
で
タ

イ
ル
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
、
美
し
い

青
と
珍
し
い
模
様
に
惹
か
れ
て
購
入
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
あ
る
日
、「
日
本
の
洋
館
」と
い
う
本

を
眺
め
て
い
た
と
き
、
そ
こ
に
載
っ
て
い
た
小

西
本
家
の
写
真
に
目
が
釘
付
け
に
な
っ
た
の
で

す
。「
あ
の
タ
イ
ル
と
同
じ
だ
！
」蚤
の
市
で
は
、

四
国
で
仕
入
れ
た
も
の
だ
と
聞
い
て
い
た
の
で
、

も
し
か
し
て
、
こ
の
写
真
の
建
物
が
壊
さ
れ
て

タ
イ
ル
が
古
物
商
に
流
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

不
安
が
よ
ぎ
り
、
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
ず
、

宇
和
島
市
に
問
合
せ
た
と
こ
ろ
、
建
物
は
現
存

す
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
現
地
へ
駆
け
つ
け
、
職
員
さ
ん
立
会
い
の
も

と
持
参
し
た
タ
イ
ル
を
並
べ
て
見
比
べ
る
と
全

く
同
じ
も
の
で
し
た
。
お
話
を
伺
う
と
、「
元
は

お
風
呂
場
に
も
同
じ
タ
イ
ル
が
あ
っ
た
が
、
か

な
り
昔
に
改
修
で
剥
が
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
私
の
手
元
に
あ
る
タ
イ
ル
が
、
小
西

本
家
の
お
風
呂
か
ら
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
や
っ
て

来
た…

　
物
か
ど
う
か
は
、
今
と
な
っ
て
は
確

か
め
る
す
べ
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
て
縁

の
で
き
た
小
西
本
家
の
建
物
が
、
こ
の
た
び
修

復
工
事
を
終
え
将
来
に
わ
た
り
保
存
活
用
さ
れ

る
こ
と
は
本
当
に
感
慨
深
い
限
り
で
す
。

時
を
越
え
て
生
き
る
タ
イ
ル

同じ模様のマジョリカタイルが、愛
知県常滑市にある「世界のタイル博
物館」に収蔵されている。

半乾式という製法で作られた本業タ
イル。宝相華文（ほうそうげもん）
を思わせる花模様は気品がある。

吉田 真紀  よしだまき タイルを愛する会社員。週末旅で全国の貴重なタイルを見て歩き、現地で
価値を伝えたりＳＮＳなどで魅力を発信している。 Blogまちかど逍遥　　　punyor_photo

か
と
大
き
な
福
耳
か
ら
富
（
財
）
と
繁
栄
を
も

た
ら
す
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
戦
後
、
小
西
家
よ
り
商
工
会
に
託
さ
れ
た
布

袋
さ
ま
は
、
岩
松
の
町
に
残
る
数
少
な
い
独
自

の
お
祭
り
で
、
後
世
に
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
大
切
な
も
の
と
し
、
商
工
会
青
年
部
、

О
Ｂ
の
方
々
、
地
元
有
志
に
よ
っ
て『
ほ
て
い

さ
ま
保
存
会（
仮
称
）』
が
発
足
さ
れ
ま
し
た
。

　
お
祭
り
で
布
袋
さ
ま
が
や
っ
て
く
る
の
を
、

楽
し
み
に
待
っ
て
い
る
人
々
や
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
を
訪
れ
た
と
き
、
生
き
生
き
と
し
て
喜
ん
で

く
れ
る
お
年
寄
り
た
ち
。
怖
い
け
ど
、
興
味
深

々
で
後
ろ
を
付
い
て
き
て
く
れ
る
子
ど
も
た
ち

の
姿
を
見
て
、
と
て
も
や
り
が
い
の
あ
る
活
動

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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岩
松
守
ろ
う
会
の
取
り
組
み

●Watch Day（ウォッチデー）について
WATCHプログラムの一環として、地元主体に企画・実施される文化遺産保存啓発活動で、WATCH
に選定された文化遺産を有する世界中の地域社会で企画・実施されています。

●ワールド・モニュメント財団とは
ワールド・モニュメント財団（WMF: WorldMonuments Fund）は 1965 年に米国ニューヨークで設立された非営利民間組織です。
国や文化の枠を超え、歴史的建造物などの文化遺産を保護・保存することを目的とし、世界各地で政府などの公的組織及び民間のパ
ートナーと協力して、経済的・技術的支援活動や教育・啓発活動を行っています。

●再生事例　https://www.wmf.org/sites/default/files/article/pdfs/World%20Monuments%20Fund%20in%20Japan.pdf
　鞆の浦　…　江戸時代末に建てられた港近くにある歴史的建造物、坂本龍馬ゆかりの魚屋萬蔵 [ うおやまんぞう ] 宅の保存活動を
　　　　　　　支援、2008 年に観光案内所・博物館・宿泊所として利用できるように修復再生されている。

　尼門跡寺院（宝鏡寺門跡阿弥陀堂［勅作堂］など）　…　尼門跡（あまもんぜき）寺院とは、皇女や王女、あるいは公家や将軍家
　　　　　　　の息女が入寺した寺院を指し、皇室ゆかりの御所文化が育まれ、独特な宗教儀礼と信仰生活が形成されました。

　少彦名神社参籠殿（すくなひこなじんじゃさんろうでん）　…　大洲市（菅田）に在
　　　　　　　する、京都清水寺の舞台に見られる「懸け造り」様式の昭和初期の木
　　　　　　　造建造物です。参籠殿は、少彦名命（すくなひこのみこと）の終焉の
　　　　　　　地、現在の大洲市中央を流れる肱川、の南岸に位置する梁瀬山の中腹、
　　　　　　　少彦名神社境内の急斜面に、その大部分（約 93％）が空中楼閣の如く
　　　　　　　渓谷に張りだすように持ち出されている建物です（中野文俊設計）。
　　　　　　　また、少彦名命は、おとぎ話の一寸法師のモデル、そして道後温泉の
　　　　　　　開祖、また薬の神様で知られています。
　　　　　　　https://www.city.ozu.ehime.jp/site/bunkazai/20247.html

　八幡浜市立日土小学校（2012 年ＷＭＦノール・モダニズム賞を受賞）　
　　　　　…　第二次世界大戦後に建てられた革新的な現代建築作品を対象とし、国
　　　　　　　際的にも類例建築の模範となる修復・保存活動が注目され、日本では、
　　　　　　　まだ日の浅いモダニズム建築遺産の保存活動を活気づける結果となり
　　　　　　　ました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2016033100011/

西﨑　徹 
岩松守ろう会長

にしざき　　とおる

　
岩
松
で
は
、
15
年
以
上
前
か
ら
、
重
要

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
（
以
下
伝
健

地
区
）
選
定
に
つ
な
げ
よ
う
と
「
岩
松
町

並
み
保
存
会
」
が
活
動
を
続
け
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
メ
ン
バ
ー
の
広
が
り
も
な

く
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
特
産
品
（
ど
ぶ

ろ
く
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｓ
О
）
の
開
発
・
販
売
が
メ

イ
ン
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、

宇
和
島
市
が
岩
松
の
町
並
み
保
存
事
業
を

重
要
施
策
の
一
つ
と
し
て
推
進
し
て
い
く

こ
と
が
発
表
さ
れ
、
同
会
を
発
展
的
に
解

散
し
て
、
岩
松
地
区
全
住
民
が
参
画
し
、

活
動
で
き
る
団
体
に
し
よ
う
と
立
ち
上
が

っ
た
の
が
Ｎ
Ｐ
О
法
人
「
岩
松
守
ろ
う
会
」

で
す
。

　
そ
し
て
、
そ
の
動
き
に
呼
応
す
る
か
の

よ
う
に
Ｗ
Ｍ
Ｆ（
ワ
ー
ル
ド
・
モ
ニ
ュ
メ
ン

　
　
　
　
　
　
　
ト
財
団
）
よ
り
「
旧
小

　
　
　
　
　
　
　
西
本
家
（
色
ガ
ラ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
家
）
離
れ
」
の
改
修
支

　
　
　
　
　
　
　
援
の
お
話
が
あ
り
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
さ
に
当
会
に
と
っ
て„

渡

　
　
　
　
　
　
　
り
に
船”

と
な
り
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
今
後
は
、
岩
松
地
区

　
　
　
　
　
　
　
の
伝
健
地
区
選
定
を
目

　
　
　
　
　
　
　
指
し
、
改
修
さ
れ
た
「

　
　
　
　
　
　
　
旧
小
西
本
家
（
色
ガ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
ス
の
家
）
離
れ
」
を
活

　
　
　
　
　
　
　
動
の
拠
点
と
し
て
、
地

　
　
　
　
　
　
　
区
住
民
へ
の
啓
発
活
動
、

　
　
　
　
　
　
　
観
光
客
へ
の
岩
松
ガ
イ

　
　
　
　
　
　
　
ド
、
岩
松
の
良
さ
を
子

　
　
　
　
　
　
　
ど
も
た
ち
へ
伝
え
る
活

　
　
　
　
　
　
　
動
な
ど
を
積
極
的
に
進

　
　
　
　
　
　
　
め
て
参
り
た
い
と
思
い

　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。

少彦名神社

日土小学校
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ワールド・モニュメント財団（WMF) ダーリン・マクロード上席事業顧問（下段中央）から
WACTH 選定認定書の伝達式のあと関係者で（2019/11/18　津島町商工会前にて）
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内港慕情 　渡し船のある風景

の
一
部
と
し
て
残
っ
て
い
た
丸
之
内
５
丁

目
付
近
の
埋
め
立
て
が
始
ま
る
同
33
（
１

９
５
８
） 年
頃
ま
で
あ
っ
た
、
丸
之
内
の

松
下
釣
具
店
（
元
平
和
薬
局
）
前
か
ら
対

岸
の
栄
町
港
を
往
復
し
て
い
た
「
沖
の
渡

し
」
で
、
渡
し
舟
は
手
漕
ぎ
の
木
船
で
あ

る
。
35
（
１
９
６
０
）
年
以 

降
に
架
け
ら

れ
た
現
在
の
「
堀
末
橋
」
が
ほ
ぼ
渡
し
舟

の
コ
ー
ス
で
、
こ
の
辺
り
は
往
来
が
激
し

く
、
車
で
走
っ
て
い
る
と
架
橋
の
上
と
い

う
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ 

か
ら
類

推
す
る
と
「
沖
の
渡
し
」
は
か
な
り
に
ぎ

わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
写
真
の
櫓
を
漕
い
で
い
る
の
は
、
宇
和

島
で
最
後
の
船
頭 

和
泉
武
男
さ
ん
。
真
夏

の
暑
い
盛
り
な
の
だ
ろ
う
、
日
傘
を
差
し

た
女
性
や
麦
わ
ら
帽
の
子
ど
も
の
姿
、
左

側
の
お
か
っ
ぱ
頭
の
少
女
の
足
も
と
に
は

船
賃
を
入
れ
る
木
箱
ら
し
き
も
の
も
見
え

る
。
櫓
の
下
に
あ
る
水
竿
は
、
到
着
時
に

対
岸
の
石
垣
の
穴
に
突
き
刺
し
て
、
客
を

降
り
や
す
い
よ
う
に
船
を
引 

き
寄
せ
た
り

し
た
よ
う
だ
。

　
満
杯
で
転
覆
事
故
が
起
こ
っ
た
り
し
て
、

年
中
無
休
の
大
変
な
お
仕
事
を
担
っ
た
和

泉
さ
ん
は
桝
形
町
に
お
住
い
だ
っ
た
が
、

昭
和
初
期
か
ら
親
子
二
代
に
わ
た
る
船
頭

さ
ん
で
あ
り
、
渡
し
舟
廃
業
後
は
宇
和
島

南
校
や
東
高
の
用
務
員
と
し
て
務
め
ら
れ

た
後
、
松
山
へ
移
住
さ
れ
た
。

　
登
下
校
時
に
い
つ
も
乗
船
し
て
い
た
友

だ
ち
の
話
で
は
船
賃
は
「
小
学
生
３
円
だ

っ
た
」
と
か
「
子
ど
も
は
タ
ダ
だ
っ
た
」

と
か
さ
ま
ざ
ま
。
ど
う
も
正
式
な
料
金
は

な
か
っ
た
よ
う
で
、 私
の
小
学
生
時
代
、

沖の渡し【丸之内　昭和 28（1953）年頃】

※1　「僕の家というは、松戸から二里ばかり下って、矢切の渡しを東へ渡り…」という小説の冒頭部分の一節を刻んだ、伊藤左千夫の門人・土
　　屋文明の筆による 文学碑が昭和 40(1965) 年松戸市に建立。
※2　『南海の狼火』( 昭和 35 年 / 日活　小林旭主演 ) や『新網走番外地・流人岬の血斗』( 昭和 44 年 / 東映　高倉健主演 ) などがあり、盛運社
　　の汽船「三浦丸」や「うわかい」が特別出演している。

※

１
）

子
ど
も
た
ち
の
た
ま
り
場
だ
っ
た
駄
菓
子

屋
の
甘
納
豆
や
ガ
ム
の
く
じ
引
き
や
お
好

み
焼
の
一
番
小
さ
い
サ
イ
ズ
が
「
５
円
」

か
ら
あ
っ
た
か 

ら
、
推
し
て
知
る
べ
し
で

あ
る
。

　
渡
し
舟
の
背
景
に
は
、
漁
船
や
機
帆
船

の
大
漁
旗
も
数
多
く
は
た
め
い
て
い
る
の

で
和
霊
さ
ま
の
夏
祭
り
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。

右
後
方
に
は
城
山
の
緑
が
茂
っ
て
い
る
。

宇
和
島
の
内
港
が
隆
盛
し
た
こ
の
当
時
は

日
本
映
画
全
盛
期
と
も
重
な
り
、
大
漁
旗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
延
々
と
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
埋
め
つ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
か
、
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
汽
船
の
桟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
橋
で
は
哀
愁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ラ
ス
ト
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ン
が
よ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
撮
影
さ
れ
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
題
を
集
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
。

ほ
り
す
え

　
「
渡
し
」
と
い
え
ば
、
愛
媛
で
は
お
よ

そ
５
０
０
年
前
か
ら
現
在
ま
で
運
行
さ
れ

て
い
る
「
三
津
の
渡
し
」
が
有
名
だ
が
、

私
が
す
ぐ
に
連
想
す
る
の
は
、
歌
人
・
伊

藤
左
千
夫
の
小 

説
『
野
菊
の
墓
』
の
「
矢

切
の
渡
し
」
で
あ
る
。
政
夫
と
民
子
の
幼

く
淡
く
、
は
か
な
い
恋
の
舞
台
と
な
っ
た

そ
こ
へ
は
、
高
校
時
代
か
ら
何
度
と
な
く

訪
れ
て
い
る
。
千
葉
県
松
戸
市
の
下
矢 

切

と
東
京
・
葛
飾
区
柴
又
の
渡
し
場
を
結
ぶ
、

現
在
で
は
唯
一
現
存
す
る
江
戸
川
の
渡
し

「
矢
切
の
渡
し
」
は
、
昭
和
40（
１
９
６
５
）

年
頃
は
不
定
期
運
行
だ
っ
た
が
、
柴
又
を

故
郷
と
す
る
寅
さ
ん
映
画
ブ
ー
ム
の
過
熱

に
よ
り
、
観
光
客
用
に
連
日
数
回
運
行
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
来
『
野
菊
の
墓
』

の
原
作
で
は
千
葉
県
側
の
渡
し
場
が
舞
台

で
あ 

り
、
小
説
の
情
景
を
追
っ
て
河
川
敷

か
ら
田
圃
の
あ
ぜ
道
を
た
ど
る
と
「
野
菊

の
墓
文
学
碑
」
が
あ
る
。

　
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
生
ま
れ
の
私

が
知
っ
て
い
る
宇
和
島
の
渡
し
は
、
内
港

ろ

忘
れ
ら
れ
た
宇
和
島
を
再
発
見
！

宇
和
島
探
検  

創
刊
号

  

７
月
下
旬
刊
行
予
定

　
　
　
　
　
　
田
部  

司
：
編
集

【現在の様子】

写真／山崎昌徳

※

２
）



フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
誕
生

　
愛
媛
県
で
は
「
愛
媛
で
愛
情
を
込
め

て
育
て
た
魚
」
を
愛
育
フ
ィ
ッ
シ
ュ

（
登
録
商
標
）
と
呼
び
国
内
外
で
Ｐ
Ｒ
を
行

っ
て
い
る
が
、
ま
だ
ま
だ
知
名
度
は
低
い
。

　
そ
ん
な
中
、
ク
ロ
マ
グ
ロ
の
養
殖
を

さ
れ
て
い
る
日
振
島
養
殖
Ｌ
Ｌ
Ｐ
代
表

の
福
島
和
彦
氏
と
同
じ
地
域
活
性
化

の
会
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
何
か
一
緒
に
地
域

活
性
化
に
関
す
る
取
組
が
で
き
な
い
か

と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
高
知
海
洋
高

等
学
校
の
実
習
船
で
捕
っ
た
マ
グ
ロ
を
利
用
し

た
マ
グ
ロ
解
体
シ
ョ
ー
に
習
っ
て
、
愛
媛
県
も

売
り
出
し
中
の
養
殖
ク
ロ
マ
グ
ロ
を
使
っ
た
解

体
シ
ョ
ー
が
行
え
な
い
か
と
考
え
た
。

　
宇
和
島
水
産
高
校
で
は
、「
ま
ぐ
ろ
缶
詰
」を

製
造
し
て
お
り
、
缶
詰
を
製
造
す
る
際
に
生
徒

が
ビ
ン
ナ
ガ
を
解
体
す
る
。
そ
こ
で
、
生
徒
の

技
術
を
生
か
し
て
福
島
氏
が
育
て
る
ク
ロ
マ
グ

ロ
の
解
体
シ
ョ
ー
が
で
き
な
い
か
と
提
案
し
て

み
た
と
こ
ろ
、「
面
白
い
」と
、
福
島
氏
か
ら
愛

媛
県
農
林
水
産
部
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課
（
当
時
）

の
西
村
幹
史
朗
氏
に
持
ち
か
け
た
と
こ
ろ
、「
産

学
官
連
携
で
Ｐ
Ｒ
を
行
い
ま
し
ょ
う
」
と
言
う

こ
と
に
な
り
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
取
組
が

始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
命
名

　
マ
グ
ロ
解
体
は
、
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課
の
西
村

氏
の
ア
イ
デ
ア
で
、
ど
う
せ
行
う
な
ら
日
本
一

の
デ
ビ
ュ
ー
戦
を
さ
せ
た
い
と
言
う
こ
と
で
、

東
京
の
日
本
橋
三
越
で
の
マ
グ
ロ
解
体
を
行
う

こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
時
に
プ
レ
ス
リ
リ

ー
ス
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
テ
レ
ビ
愛
媛
が
練

習
の
段
階
か
ら
密
着
取
材
を
し
て
く
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　
取
材
は
練
習
だ
け
で
な
く
、
普
段
の
学
校
生

活
も
取
材
さ
れ
、
そ
の
時
に
「
解
体
す
る
チ
ー

ム
名
は
あ
り
ま
す
か
？
」
と
聞
か
れ
た
生
徒
の

一
人
が
、「
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
」と
、
と
っ
さ

に
答
え
た
事
か
ら
、「
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
」と

い
う
愛
称
が
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　
よ
く
複
数
で
行
っ
て
い
る
の
で
、「
フ
ィ
ッ
シ

ュ
ガ
ー
ル
ズ
で
は
な
い
で
す
か
？
」
と
聞
か
れ

る
が
、
生
徒
が
命
名
し
た
も
の
な
の
で
「
フ
ィ

ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
」
が
正
式
名
称
と
な
っ
て
い
る
。

マ
グ
ロ
解
体
シ
ョ
ー
に
つ
い
て

　
平
成
24
（
２
０
１
２
）
年
に
日
本
橋
三
越
で

マ
グ
ロ
解
体
シ
ョ
ー
を
初
め
て
行
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
百
貨
店
・
量
販
店
業
界
で
徐
々
に
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
時
、
同
店
の
新
し
い

取
組
は
業
界
で
は
非
常
に
注
目
さ
れ
て
お
り
、

業
界
の
多
く
の
バ
イ
ヤ
ー
が
解
体
シ
ョ
ー
の
視

察
に
来
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
後
に
な
っ
て
分

か
る
こ
と
だ
が
、
初
期
の
解
体
シ
ョ
ー
の
依
頼

の
多
く
は
、
日
本
橋
三
越
で
の
シ
ョ
ー
を
見
て

依
頼
し
た
い
と
言
わ
れ
る
事
が
多
か
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
東
京
か
ら
始
ま
っ
た
解
体
シ
ョ

ー
だ
が
、
２
年
目
か
ら
は
県
内
で
、
４
年
目
に

つなぐ　2021夏号  14

愛
媛
県
立
宇
和
島
水
産
高
等
学
校

　

フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
挑
戦

愛
媛
県
立
宇
和
島
水
産
高
等
学
校

　

フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
挑
戦

※1）スズキ目・サバ科に分類される魚の一種。全世界の熱帯・温
帯海域に分布する小型のマグロで、缶詰などに用いられる重要な食用魚。

※

１
）



プロフィール
神戸市出身。大学卒業後、宇和島水産高校に赴任し水産高校一筋 26 年目。
「生徒の活躍の場は校外にある !」と、地域の人々に助けられながら教育活動を行っている。

鈴木  康夫
宇和島水産高等学校　教諭

すずき　  やすお

で
開
発
し
た
マ
ダ
イ
の
カ
マ
を
利
用
し
た
レ
ト

ル
ト
食
品
「
鯛
媛
カ
レ
ー
」
は
、
島
原
本
舗
が

商
品
化
し
、
地
元
の
ス
ー
パ
ー
等
で
販
売
さ
れ

て
い
る
。

　
し
か
し
、
近
年
で
は
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
に

憧
れ
て
入
学
す
る
生
徒
が
必
ず
し
も
成
功
を
し

て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ば
、
メ
デ
ィ
ア

な
ど
で
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

華
や
か
な
部
分
だ
け
を
見
て
、
憧
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
今
ま
で
活
躍
し
た
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
た
ち

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
自
分
の
時
間
を
犠
牲
に

し
て
で
も
、
色
々
な
取
組
に
挑
戦
し
て
み
た
い

と
い
う
生
徒
た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
、
陰
の
努
力
が
あ
っ
て
こ
そ
の
成
功
で
あ
る

が
、
そ
ん
な
こ
と
を
知
ら
ず
に
入
学
し
て
き
た

生
徒
に
は
、
活
動
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
フ
ィ

ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
と
し
て
続
か
な
い
と
い
う
こ
と

が
数
年
続
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
は
入
学
し

て
き
た
生
徒
に
応
じ
た
取
組
を
行
い
つ
つ
、
生

徒
の
資
質
を
向
上
さ
せ
、
活
躍
で
き
る
よ
う
、

育
成
方
法
を
変
え
な
が
ら
取
組
ん
で
い
る
。

　
現
在
の
部
員
数
は
、
男
子
２
名
、
女
子
４
名

の
計
６
名
。
皆
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
目
的

（
自
分
の
成
長
と
地
域
活
性
化
）を
よ
く
理
解
し

て
い
て
、
非
常
に
良
い
活
動
が
で
き
て
い
る
と

思
う
。
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は
海
外
で
も
行
っ
て
い
る
。

　
当
初
は
、
ま
ぐ
ろ
缶
詰
実
習
で
習
得
す
る
解

体
技
術
を
生
か
し
て
活
動
を
行
う
予
定
で
あ
っ

た
が
、
解
体
シ
ョ
ー
に
参
加
す
る
生
徒
が
実
習

だ
け
で
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と

か
ら
、
宇
和
島
市
内
の
辻
水
産
株
式
会
社
に
依

頼
し
、
商
品
と
し
て
利
用
価
値
が
な
い
マ
グ
ロ

が
出
た
場
合
に
練
習
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

に
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
マ
グ
ロ
解
体
を
行
う
技
術
が

習
得
し
や
く
す
な
り
、
解
体
シ
ョ
ー
の
回
数
が

平
成
26
（
２
０
１
４
）
年
よ
り
飛
躍
的
に
増
加

し
た
。
ま
た
、
こ
の
取
組
を
始
め
た
当
初
は
、

愛
媛
県
農
林
水
産
部
が
多
く
の
フ
ェ
ア
を
探
し

て
き
て
く
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
現
在
で

は
、
農
林
水
産
部
だ
け
で
な
く
、
愛
媛
県
営
業

本
部
も
力
を
入
れ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

生
徒
の
活
躍

　
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
に
な
り
た
い
と
言
っ
て

入
学
を
す
る
生
徒
が
平
成
26
（
２
０
１
４
）
年

よ
り
現
れ
始
め
た
。
ま
た
、
こ
の
年
に
フ
ィ
ッ

シ
ュ
ガ
ー
ル
に
な
っ
た
生
徒
は
、
非
常
に
意
欲

的
で
、
学
校
外
で
行
う
取
組
を
案
内
す
る
と
休

日
返
上
で
、
ほ
と
ん
ど
の
活
動
に
参
加
す
る
生

徒
ば
か
り
だ
っ
た
。
ま
た
、
生
徒
た
ち
が
、
常

に
笑
顔
で
行
動
を
し
て
い
た
た
め
、
非
常
に
人

気
が
高
く
、
多
く
の
テ
レ
ビ
に
も
取
り
上
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ま
た
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
活
動
を
生
徒

が
ま
と
め
た
意
見
発
表
「
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル

の
挑
戦
」
は
全
国
の
水
産
系
高
校
で
行
わ
れ
た

全
国
水
産
・
海
洋
高
等
学
校
意
見
・
体
験
発
表

会
で
全
国
最
優
秀
に
選
ば
れ
る
な
ど
、
今
ま
で

に
多
く
の
受
賞
歴
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
と
し
て

活
躍
す
る
生
徒
は
、
多
く
の
取
組
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
教
育
活
動
の
中
で
も
積
極
的
で
あ

り
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
が
科
目
「
課
題
研
究
」

※2）フジテレビの夏の特番「２７時間テレビ」を皮切りに、全国放送では、「日本のチカラ」（民教協）、日テレ
春の特番（日テレ）、鶴瓶の家族に乾杯（ＮＨＫ）、Ｒの法則（ＮＨＫ教育）、朝だ！生です旅サラダ（テレ朝）、あ
さチャン（ＴＢＳ）と多くの番組にも出演した。

※

２
）

※3）「強い農林水産業」、「美しく活力のある農山漁村」の実現のため、農山漁村の有するポテンシャルを引き出
すことにより地域の活性化、所得向上に取り組んでいる優良事例を選定し、全国に発信するものです。

写真①　ハワイでのマグロ解体ショーの様子
写真②　ベトナムでのマグロ解体ショーの様子
写真③　神戸でのマグロ解体ショーの様子
写真④　「※3）ディスカバー農漁村（むら）の宝」で安倍首相（当時）に試食してもらっている様子

①

②

③

④



　
「
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
」と
は
、
愛
媛
県
立
宇

和
島
水
産
高
等
学
校
の
部
活
動
、
水
産
食
品
研

究
部
で
マ
グ
ロ
の
解
体
シ
ョ
ー
を
通
じ
て
県
産

養
殖
魚
の
Ｐ
Ｒ
に
一
役
買
っ
て
い
る
女
子
生
徒

の
こ
と
だ
。
部
員
は
現
在
、
男
子
２
名
、
女
子

４
名
の
計
６
名
。
そ
の
う
ち
「
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ

ー
ル
」
と
し
て
活
動
し
て
い
る
、
２
年
生
の
山

下
咲
良
さ
ん
、
兵
頭
優
衣
さ
ん
、
倉
本
愛
梨
さ

ん
に
話
を
聞
い
た
。

﹁
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
﹂
に
な
ろ

う
と
お
も
っ
た
理
由
は
？

山
下
：「
体
験
入
部
の
際
に
先
輩
達
の
解
体
シ
ョ

ー
を
見
て
、
す
ご
く
か
っ
こ
い
い
と
思
っ
て
、

私
も
あ
ん
な
ふ
う
に
魚
を
綺
麗
に
捌
い
て
、
多

く
の
人
に
宇
和
島
の
良
い
所
を
見
せ
ら
れ
た
ら

い
い
な
と
思
っ
て
入
部
を
決
め
ま
し
た
」

兵
頭
：「
中
学
生
の
と
き
に『
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー

ル
』
の
存
在
を
先
生
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
て
、

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を

見
て
い
た
ら
、
先

輩
達
が
多
く
の

外
国
人
の
前
で

解
体
シ
ョ
ー
を

し
て
い
て
、
か
っ

こ
い
い
な
と
思
い
ま
し

た
。
元
々
魚
が
好
き
な
の
で
、

私
も
海
外
で
た
く
さ
ん
の
人
の
前
で
解
体
シ
ョ

ー
を
し
て
み
た
い
と
思
い
入
部
し
ま
し
た
」

倉
本
：「
入
学
前
、
テ
レ
ビ
で
「
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ

ー
ル
」
が
大
き
な
マ
グ
ロ
を
捌
く
の
を
見
て
、

私
も
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
の
が
一
番
最
初

の
き
っ
か
け
で
、
水
産
高
校
へ
の
入
学
が
決
ま

っ
た
と
き
に
、
ど
う
せ
魚
を
捌
く
の
な
ら
一
番

大
き
い
マ
グ
ロ
を
捌
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
と

思
い
入
部
し
ま
し
た
」

活
動
は
？

「
昨
年
か
ら
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
活
動
が
制
限
さ
れ

て
い
る
の
で
、
マ
グ
ロ
の
解
体
シ
ョ
ー
も
、
リ

モ
ー
ト
で
行
う
な
ど
、
新
た
な
方
法
を
試
行
錯

誤
し
て
い
ま
す
。
実
演
も
松
野
町
の
「
軽
ト
ラ

市
」
や
市
内
の
中
田
水
産
が
行
う
、
地
元
の
小

規
模
イ
ベ
ン
ト
が
中
心
で
し
た
」

解
体
の
練
習

「
練
習
で
捌
く
魚
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
販
売

で
き
な
く
な
っ
た
マ
グ
ロ
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ

て
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
魚
で
す
が
、
命
を
い
た

だ
い
て
練
習
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
考

え
な
が
ら
活
動
を
し
て
い
ま
す
」
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フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
素
顔

魚
の
魅
力
や
地
域
の
良
さ
を
伝
え
た
い

フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
素
顔

魚
の
魅
力
や
地
域
の
良
さ
を
伝
え
た
い
！

校舎の屋上で集合写真。魚のポーズで「ハイ、チーズ！」（海中の魚と同じで、個性あふれる魚のポーズ）

さ
く
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ　
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
り



ん
が
、
宇
和
島
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
を
作
る
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
若
者
が
宇
和

島
か
ら
出
て
行
か
な
く
な
る
し
、
地
元
に
お
金

を
落
と
し
て
も
ら
え
る
と
思
う
。
そ
こ
に
ミ
ニ

水
族
館
と
か
出
来
た
ら
良
い
な
♬
」

　
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
の
三
人
は
、
ま
る
で
宇

和
海
を
泳
ぎ
回
る
生
き
の
い
い
魚
だ
。
質
問
に
、

手
を
上
げ
て
小
気
味
よ
く
応
え
て
く
れ
る
。
ま

さ
に
「
快
活
」
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
だ
。

そ
ん
な
彼
女
た
ち
が
光
り
輝
く
解
体
シ
ョ
ー
が
、

一
日
も
早
く
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
。
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大
変
な
こ
と
は
何
で
す
か
？

山
下
：「
解
説
は
自
分
一
人
で
考
え
た
り
、
色

々
な
人
の
意
見
を
聞
い
て

作
り
上
げ
ま
す
が
、

先
生
に
相
当
ダ
メ

出
し
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
て
、
結

構
し
ん
ど
い
で
す
。

解
説
を
作
る
と
き
に
他

の
メ
ン
バ
ー
と
意
見
が
食
い
違
う
こ
と
も
あ
る

の
で
す
が
解
説
を
作
っ
て
い
る
間
は
、
絶
対
に

険
悪
な
ム
ー
ド
に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け

て
い
ま
す
」

兵
頭
：「
解
体
シ
ョ
ー
の
当
日
に
な
ら
な
い
と

マ
グ
ロ
の
重
量
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
い
つ
も

よ
り
も
重
か
っ
た
ら
、
上
手
く
捌
け
る
か
不
安

に
な
り
ま
す
」

倉
本
：「
文
章
を
書
い
た
り
覚
え
る
の
が
苦
手

な
の
で
、
イ
ベ
ン
ト
や
お
客
さ
ん
に
よ
っ
て
も

解
説
の
内
容
を
変
え
て
作
ら
な
い
と

い
け
な
い
の
が
と
て
も
大
変
」

楽
し
か
っ
た
こ
と
は
？

山
下
：「
解
体
シ
ョ
ー
以
外
に
も
色
々

や
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
地
元

の
魚
を
全
国
の
様
々
な
地
域
に
発
信
し
、
知
っ

て
も
ら
え
る
事
が
嬉
し
い
で
す
。
ま
た
、
解
体

シ
ョ
ー
で
私
は
解
説
担
当
で
す
が
、
言
い
回
し

や
、
お
客
さ
ん
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ

う
に
話
の
導
入
・
流
れ
な
ど
を
考
え
な
が
ら
創

作
す
る
の
は
、
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
」

兵
頭
：「
普
段
は
各
自
一
人
で
練
習
を
し
て
い
る

の
で
す
が
、
こ
の
前
初
め
て
一
人
一
匹
の
マ
グ

ロ
の
解
体
を
練
習
し
て
、
い
つ
も
出
来
て
い
な

い
こ
と
を
３
人
で
ア
ド
バ
イ
ス
し
合
い
な
が
ら

捌
い
た
の
が
楽
し
か
っ
た
で
す
」

倉
本
：「
解
体
シ
ョ
ー
の
イ
ベ
ン
ト
が
終
わ
っ

た
後
、
お
客
さ
ん
の
笑
顔
を
見
ら
れ
る
の
が
嬉

し
い
で
す
」

解
説
と
捌
き
担
当
は
、
ど
う
や
っ

て
決
ま
る
の
で
す
か
？

「
決
め
方
は
、
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
普
段
の
練

習
で
一
番
き
れ
い
に
捌
け
る
人
が
解
体
シ
ョ
ー

で
捌
き
担
当
に
な
っ
た
り
、
最
初
の
解
体
シ
ョ

ー
で
解
説
を
や
っ
た
の
で
、
そ
の
後
も
や
る
よ

う
に･･･  

と
い
う
感
じ
で
す
。
捌
く
よ
り
も
解

説
の
ほ
う
が
大
変
な
の
で
、
解
説
担
当
は
捌
き

を
や
り
た
い
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
笑
）」

鈴
木
先
生
：「
解
体
シ
ョ
ー
で
お
客
さ
ん
に
喜

ん
で
も
ら
え
る
か
ど
う
か
は
、
大
部
分
が
解
説

　
　
　
　
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。
魚
を
さ
ば
く

　
　
　
　
　
　
の
が
多
少
下
手
で
も
お
客
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
は
喜
ん
で
く
れ
ま
す
が
、
解

　
　
　
　
　
　
　
説
が
上
手
く
な
け
れ
ば
お
客

　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
は
途
中
で
、
い
な
く
な

　
　
　
　
　
　
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
人
を
惹

　
　
　
き
つ
け
る
解
説
を
考
え
る
の
は
本
当
に

難
し
い
の
で
、
多
く
の
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ガ
ー
ル
は

苦
戦
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
惹
き
つ
け
る
解

説
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
解
説
を
す
る
こ

と
が
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
楽
し
く
な
っ
て
き
ま
す
」

今
後
の
目
標
や
夢
は
？

山
下
：「
周
り
の
人
達
に
魚
の
良
さ
や
地
域
の
良

さ
を
伝
え
る
の
が
部
全
体
の
目
標
で
す
。
私
達

に
は„

女
子
高
校
生”

と
い
う
強
み
が
あ
る
の
で
、

積
極
的
に
お
も
て
に
出
て
、
卒
業
ま
で
に
部
員

み
ん
な
で
宇
和
島
の
魅
力
や
魚
の
良
さ
を
広
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
将
来
は
、
料
理
関

係
の
仕
事
に
就
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、

修
行
し
て
知
識
を
身
に
つ
け
、
一
度
は
県
外
に

出
て
、
そ
の
後
、
宇
和
島
に
帰
っ
て
き
て
故
郷

の
良
さ
を
伝
え
ら
れ
た
ら
良
い
な
と
思
い
ま
す
」

兵
頭
：「
マ
グ
ロ
の
解
体
シ
ョ
ー
な
ど
の
活
動
を

通
じ
て
魚
の
魅
力
を
色
々
な
人
に
知
っ
て
も
ら

っ
て
、
魚
の
売
上
げ
ア
ッ
プ
に
つ
な
げ
た
い
で

す
。
将
来
の
夢
は
、
水
産
業
と
は
か
け
離
れ
て

い
る
美
容
師
で
す
が
、
水
産
業
と
コ
ラ
ボ
し
て

何
か
で
き
な
い
か
考
え
て
い
ま
す
」

倉
本
：「
将
来
の
夢
は
、
ま
だ
決
ま
っ
て
い
ま
せ

この日は、新しい缶詰のラベル貼り。解体ショーのように上手くはいかない。



宇和島水産高校の創生
昭和 20（1945）年　愛媛県立水産学校（漁業科のみ）として設置される
昭和 22（1947）年　「愛媛県立水産学校昇格期成同盟会」が発足

　　「戦争末期で、毎日防空壕掘りばかりでした。授業は手につかず、勉強したのは終戦後のわずかな間だけ。学校のそばの海は今のよう
　　に汚れておらず、よく泳いだ。（宇和島水産学校 1回卒業　山本さん）」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昭和 23（1948）年　「県立水産高等学校」に昇格
昭和 24（1949）年　学校再編により「宇和島南高等学校水産過程」となる

　　「水産課程は男ばかりだし、本校へ行くと女生徒がおり、なごやかなで楽しい雰囲気があった。卒業する前に独立すると聞いたが、母
　　校ができると思ったら、うれしかった。（南高水産課程最後の卒業生　山口さん）」　

昭和 31（1956）年　愛媛県立宇和島水産高等学校として独立　

　　「独立して水産高だという意識が生徒の中に高まった。自分の城ができたと思うと、うれしかった。校長先生が “県下水産界の中堅人
　　物として貢献するよう心を引き締めて奮起を…゛と訓示したのを覚えている。南校時代は本校との間を行ったり来たりしたが、南の生徒
　　とは余り交流がなかった。本校へ行く時は女生徒の顔を見るのが唯一の楽しみだった。（独立後初の卒業生　柴さん）」　

昭和 31（1956）年　愛媛県立宇和島水産高等学校として独立（独立式典が行われた 5月 10 日が開校記念日となっている）　
昭和 34（1959）年　校歌制定
昭和 39（1964）年　校旗制定                          ※青文字＝毎日新聞　昭和 51（1976）年８月 27 日～９月 18 日掲載「わが母校」宇和島水産高編より

今年度製造・販売予定の缶詰今年度製造・販売予定の缶詰

（その他の缶詰め）
■ぶりあらだいこん缶詰
■かつお油漬缶詰
■うるめいわし油漬缶詰

■ぶりだいこん缶詰
刺身でも食べられる新鮮なブリと愛媛県内の農業高校で
育てた大根を使用した缶詰です。消費者からは缶詰とは
思えない高クオリティーという評価をいただきます。

■鯛めしの素缶詰
マダイのアラをたっぷり
使用し、だしを取っている
ため、しっかりとした味の本格的な鯛めしが作れます。

■サーモン中骨缶詰
近年、宇和島では、出荷で空いた生簀を利用して生産され始めたみかんの香りが
するサーモンの養殖を始めました。その中骨を使用した缶詰です。オリーブオイ
ルを使用しているのでいろいろな洋風料理にアレンジできます。

※製品の一部は下記サイトからご購入可能です。
■愛媛県観光物産協会の楽天市場　https://item.rakuten.co.jp/e-bussan/c/0000000797/
※製品の一部は下記サイトからご購入可能です。
■愛媛県観光物産協会の楽天市場　https://item.rakuten.co.jp/e-bussan/c/0000000797/
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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。

  宇和海真珠  株式会社　専務取締役  松本 哲哉

地元の産業を通して顧客貢献を行い、”真珠”に対する関係人口を増やす

お城山

宇和海真珠  株式会社

■宇和島市和霊中町 2丁目 3番 20 号 　TEL.0895-25-7399

https://www.uwakaishinju.co.jp/宇和海真珠

ャ
ル
の
両
輪
で
日
本
全
国
へ
の
展
開
を
行

っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
新
た
に
展
開
し

て
い
る
「
あ
こ
や
真
珠
ガ
チ
ャ
」
も
現
在

で
は
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
等
、
海
外
か
ら
の
お
問
合
せ
も
多
く
、

日
本
の
「
あ
こ
や
真
珠
」
を
世
界
に…

と

言
う
足
掛
か
り
に
も
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
今
後
は
「
あ
こ
や
真
珠
ベ
ン
デ
ィ
ン
グ

マ
シ
ー
ン（
自
動
販
売
機
）」、「
ア
パ
レ
ル

企
業
と
の
О
Ｅ
Ｍ
ブ
ラ
ン
ド
展
開
」
等
、

既
存
の
枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
新
し
い
事

業
を
展
開
し
、
国
内
で
成
長
し
た
ド
メ
イ

ン※

１
）
を
海
外
の
お
客
様
に
展
開
す
る

…
 

そ
う
い
っ
た
取
組
を
次
々
に
推
進
し
て

参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
自
社
の
事
業
が
、
ど
れ

だ
け
社
会
と
密
接
な
関
係
を
維
持
出
来
る

か
が
重
要
な
世
の
中
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

「
あ
こ
や
真
珠
」
は
、
宝
石
の
中
で
も
サ
ス

テ
ナ
ブ
ル
で
エ
シ
カ
ル
な
唯
一
の
宝
石
で

す
。
昨
今
叫
ば
れ
て
い
る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（
エ
ズ

・
デ
ィ
ー
・
ジ
ー
ズ
）※

２
）
の
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
社
会
の
中
で
、
ど
の
よ

う
に
結
び
つ
け
る
か
が
重
要
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
繋
が
る
新
し

い
事
業
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

　
最
後
に
、
弊
社
の
企
業
理
念
、

「
地
元
の
産
業
を
通
し
て
顧
客
貢
献
を

行
う…

」 に
も
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
宝

石
で
あ
り
、
宇
和
島
の
宝
石
で
あ
る
「
あ

こ
や
真
珠
」
を
世
界
中
の
多
く
の
方
に
身

近
に
感
じ
て
頂
け
る
よ
う
に
取
り
組
む
と

共
に
、
他
の
地
元
産
業
も
同
様
に
訴
求
出

来
る
よ
う
、
引
き
続
き
取
り
組
ん
で
参
り

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

「ホワイトデーにはあこや真珠を」
と言うキャンペーンで、今年の２
月１５日～３月１４日の間、期間
限定で東京渋谷のＭＩＹＡＳＨＩ
ＴＡ  ＰＡＲＫに設置された世界
初の「あこや真珠ベンディングマ
シーン」

　
　
　
　
　
弊
社
は
昭
和
58
年
４
月
に
地

　
　
　
　
元
の
産
業
を
全
国
に
広
め
た
い

　
　
　
と
の
想
い
で
私
の
父
が
創
業
致
し

　
　
ま
し
た
。
宇
和
島
の
名
産
品
と
言
え

　
ば
、
柑
橘
類
、
養
殖
魚
、
真
珠
な
ど
様

々
あ
り
ま
す
が
、
父
が
元
々
小
さ
い
こ
ろ

か
ら
真
珠
養
殖
場
の
多
い
海
の
近
く
で
育

っ
た
事
も
あ
り
、
地
元
の
「
あ
こ
や
真
珠
」

を
日
本
全
国
に
広
め
た
い
と
の
想
い
で
ス

タ
ー
ト
致
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
地
域
の
方
々
の
お
力
添
え
も

あ
り
、
日
本
全
国
へ
「
あ
こ
や
真
珠
」
を

卸
売
り
す
る
と
言
う
事
業
領
域
に
乗
り
出

す
事
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
卸
売
り
事
業

も
今
で
は
日
本
全
国
約
１
３
０
０
社
の
お

客
様
と
お
取
引
を
さ
せ
て
頂
き
、
日
本
の

宝
石
で
あ
り
宇
和
島
の
宝
石
で
あ
る
「
あ

こ
や
真
珠
」
の
良
さ
を
、
よ
り
多
く
の
お

客
様
に
訴
求
す
る
事
が
出
来
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
自
身
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
和
島
に
戻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
て
未
だ
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
で
す
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
年
前
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
Ｅ
Ｃ
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Am

azon

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Yahoo

、
楽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
等
）
を
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
始
し
、
リ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
と
バ
ー
チ

※2）国連加盟 193 か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で達成するために掲げた 17 の目標　※1）持続的な成長を可能とする自社特有の事業活動の領域

大好評の「あこや真珠ガチャ」1,000 円で
真珠のアクセサリーが手軽に手に入る
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鉄女 やましたあやこの

「ホタルよ、どうか許しておくれ」

ざ
わ
つ
い
て
い
た
が
、
転
校
の
理
由
が
「
た
だ

父
が
『
北
の
国
か
ら
』
に
感
化
さ
れ
て
、
ち
ょ

っ
と
だ
け
山
深
い
と
こ
ろ
に
家
を
建
て
た
か
ら

な
ん
よ
」
な
ん
て
納
得
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

　
週
末
、
い
っ
し
ょ
に
遊
ぶ
約
束
を
し
て
い
た

仲
良
し
と
も
「
ま
た
ね
、
元
気
で
ね
」
な
ん
て
、

思
い
が
け
な
い
突
然
の
お
別
れ
の
あ
い
さ
つ
を

交
わ
し
た
。

　
熱
血
先
生
は
、
全
員
が
描
い
た
絵
を
束
に
し

て
私
に
手
渡
し
、「
引
っ
越
し
た
先
で
も
元
気

で
、
楽
し
く
過
ご
せ
よ
」
と
涙
な
が
ら
に
ギ
ュ

　
　
　
　
ウ
ッ
と
握
手
を
し
て
く
れ
た
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
大
き
く
て
優
し
い
目
を
今
で
も

　
　
　
　
　
　
　
覚
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
転
入
し
た
鬼
北

　
　
　
　
　
　
　
町
の
小
学
校
で
は
、
全
員
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
イ
ビ
ー
の
ブ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ー
を
着
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
服
着
用
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
校
だ
っ
た
の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
と
弟
は
、
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
育
館
に
集
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ
た
全
校
児
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
前
で
、「
今
日

                          

か
ら
こ
の
学
校
で
い
っ
し
ょ
に

勉
強
を
す
る
お
友
達
で
す
。
み
な
さ
ん
、
仲
良

く
し
ま
し
ょ
う
」
と
大
々
的
に
紹
介
さ
れ
た
。

　
全
員
が
制
服
を
着
て
行
儀
良
く
座
っ
て
い
る

様
子
に
圧
倒
さ
れ
、
胸
に
ト
ム
と
ジ
ェ
リ
ー
が

プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
と
黄
色
い
半
ズ
ボ

ン
姿
の
私
は
、
恥
ず
か
し
く
て
仕
方
な
か
っ
た
。

　
の
ん
き
な
母
は
、「
あ
ら
、
制
服
や
っ
た
の
。

ほ
ん
な
ら
頼
ん
ど
く
わ
。
し
ば
ら
く
私
服
で
行

く
し
か
な
い
わ
」
と
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
も

の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
ク
ラ
ス
の
女
子
た

ち
は
、
転
校
早
々
、
私
服
姿
で
登
校
し
て
い
る

私
に
容
赦
な
く
攻
撃
を
開
始
し
た
。
一
人
だ
け
、

み
ん
な
と
違
う
格
好
を
し
て
い
る
と
い
う
だ
け

で
、
は
み
出
し
も
の
扱
い
だ
っ
た
。

「
制
服
の
学
校
に
、
私
服
で
来
る
な
ん
て
度
胸
あ

る
や
ん
」
と
、
靴
に
画
鋲
が
入
っ
て
い
た
り
、

歯
ブ
ラ
シ
を
水
た
ま
り
に
投
げ
ら
れ
た
り
、
初

日
早
々
、
事
件
の
連
続
で
、
ま
だ
揃
っ
て
い
な

い
教
科
書
を
見
せ
て
ほ
し
か
っ
た
け
れ
ど
、
隣

の
席
の
子
に
す
ら
声
を
か
け
ら
れ
ず
、
し
ょ
ぼ

く
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
ん
な
こ
と
に
は
、
ち
っ
と
も
気
付
か
な
い

父
と
母
は
、
せ
っ
せ
と
新
居
の
片
付
け
を
し
て

い
た
が
、
し
ょ
ぼ
く
れ
た
私
に
追
い
打
ち
を
か

け
る
一
言
が
告
げ
ら
れ
た
。

「
う
ち
は
集
落
の
一
番
奥
や
け
ん
、
電
気
は
な

ん
と
か
間
に
合
っ
た
け
ど
、
テ
レ
ビ
の
電
波
が

ま
だ
届
か
ん
そ
う
や
。
ア
ン
テ
ナ
を
付
け
る
ま

で
半
年
ほ
ど
観
れ
ん
ぞ
」
ガ
ー
ン…

　
あ
ん
な

に
毎
週
楽
し
み
に
し
て
い
た
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル

も
、
あ
ぶ
な
い
刑
事
も
観
れ
な
い
な
ん
て…

。

信
じ
ら
れ
な
い
！　
お
も
ち
ゃ
の
次
く
ら
い
に

テ
レ
ビ
の
存
在
は
大
き
か
っ
た…

。

　
学
校
で
の
、
し
ょ
ぼ
く
れ
た
気
持
ち
を
取
り

除
い
て
く
れ
る
唯
一
の
手
段
だ
っ
た
テ
レ
ビ
が

映
ら
な
い…

も
う
絶
望
的
だ
っ
た
。
な
ん
て
所

に
引
っ
越
し
て
き
た
ん
だ
。
ラ
ジ
オ
も
ね
え
、

テ
レ
ビ
も
ね
え
、
お
ら
こ
ん
な
家
い
や
だ
〜
。

　
大
人
た
ち
は
、
片
付
け
に
追
わ
れ
、
弟
は
無

邪
気
に
お
も
ち
ゃ
と
遊
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
私

は
テ
レ
ビ
が
観
た
か
っ
た
。
そ
う
し
た
ら
、
翌

日
、
学
校
で
「
ね
ー
ね
ー
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
見

た
？　
悟
空
や
っ
ぱ
り
強
い
よ
ね
〜
」
と
か
、

ク
ラ
ス
の
子
と
話
す
き
っ
か
け
に
な
る
と
い
う

の
に
。
あ
あ
、
そ
れ
も
か
な
わ
な
い
。
私
は
、

http://yodosen-green.com/　※その他のエピソードもＨＰ掲載中

急
に
怒
り
の
よ
う
な
も
の
が
こ
み
上
げ
て
き
て
、

「
も
う
な
ん
で
引
っ
越
し
な
ん
か
し
た
ん
よ
。

お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
の
せ
い
で
最
悪
や
。
テ

レ
ビ
が
映
ら
ん
な
ん
て
聞
い
て
な
い
！
」
と
不

満
を
爆
発
さ
せ
た
。

　
父
は
、「
そ
の
く
ら
い
我
慢
せ
い
」
と
強
く

言
い
放
っ
て
、
話
は
そ
れ
で
終
わ
り
。
そ
れ
か

ら
し
ば
ら
く
は
学
校
に
通
っ
た
が
、
テ
レ
ビ
の

話
題
に
も
口
を
挟
め
ず
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
話

す
き
っ
か
け
も
な
く
、
私
の
制
服
が
届
い
て
も

状
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
集
団
登
校
で
一
緒
に
な
る
学
年
違
い
の
子
や

下
校
が
同
じ
時
間
の
男
子
と
は
、
普
通
に
話
も

し
て
い
た
け
れ
ど
、
教
室
の
移
動
や
休
み
時
間

に
仲
良
く
で
き
る
女
子
が
い
な
い
と
、
結
構
さ

み
し
い
も
ん
だ
。「
引
っ
越
し
て
も
い
い
こ
と

な
ん
て
何
に
も
な
い
や
ん
」
と…

。

　
１
週
間
ほ
ど
し
て
「
も
う
学
校
行
か
ん
」
と

母
に
告
げ
た
。
行
き
た
く
な
い
理
由
を
言
わ
な

か
っ
た
の
で
急
き
ょ
、
家
に
先
生
た
ち
が
や
っ

て
き
た
。
そ
し
て
よ
う
や
く
、
う
ち
の
両
親
は

私
が
学
校
で
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知

っ
た
の
で
あ
る
。
お
お
ら
か
な
母
は
、「
行
き

た
く
な
る
ま
で
行
か
な
く
て
も
い
い
わ
い
」
と

言
っ
て
く
れ
た
が
、
父
は
、
特
に
何
も
言
わ
な

か
っ
た
。
た
だ
、
ク
ラ
ス
で
は
担
任
の
先
生
が
、

こ
の
こ
と
を
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
打
ち
明
け
、

な
ん
と
か
改
善
し
よ
う
と
頑
張
っ
て
く
れ
た
。

　
女
子
た
ち
が
、
こ
ぞ
っ
て
私
を
相
手
に
し
な

か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
男
子
も
口
を
割
っ

て
話
し
始
め
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
私
が
さ
み

し
い
思
い
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
み
ん
な
に
分

か
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
ま
で
話
を
し
た
こ
と
が

な
か
っ
た
同
級
生
た
ち
が
、
ぽ
つ
ぽ
つ
と
話
し

か
け
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
予
土
線
沿
線
に
も
梅
雨
の
季
節
が
訪
れ
、
雨

上
が
り
の
夜
に
は
ホ
タ
ル
が
舞
う
。
今
回
は
、

わ
が
家
で
起
こ
っ
た
ホ
タ
ル
に
ま
つ
わ
る
、
あ

る
出
来
事
を
綴
ろ
う
と
思
う
。

　
私
た
ち
家
族
は
、
宇
和
島
市
内
の
（
比
較
的
）

街
中
に
住
ん
で
い
た
が
、
私
が
小
学
５
年
生
の

あ
る
日
、
父
が
突
然
、「
こ
れ
ぞ
わ
し
の
理
想
の

暮
ら
し
や
」
と
、
当
時
の
国
民
的
ド
ラ
マ
「
北

の
国
か
ら
」
に
触
発
さ
れ
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と

言
う
間
に
鬼
北
町
の
里
山
に
土
地
を
買
い
、
一

軒
家
を
建
て
て
し
ま
っ
た
（
父
は
大
工
だ
っ
た
）。

　
そ
ん
な
こ
と
と
は
、
つ
ゆ
知
ら
ず…

　
あ
る

日
、「
明
日
か
ら
引
越
し
の
準
備
や
。
１
週
間

後
に
は
、
あ
っ
ち
で
住
む
ぞ
」
と
、
言
う

の
だ
。
私
は
、
友
達
や
先
生
と
の
別
れ
に

心
の
準
備
を
す
る
暇
も
な
か
っ
た
。

し
か
も
、「
引
越
し
準
備
は
自
分
で
や
り

な
さ
い
」
だ
っ
た
。

　
当
時
暮
ら
し
て
い
た
家
に
は
、
ど
こ
か
で
拾

っ
て
き
た
キ
ュ
ー
ピ
ー
人
形
や
、
め
っ
た
に

買
っ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
宝
物
の
シ
ル
バ
ニ

ア
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
ウ
サ
ギ
や
モ
グ
ラ
た
ち
、

関
節
が
く
ね
く
ね
曲
が
る
聖
闘
士
星
矢
の
フ

ィ
ギ
ュ
ア
な
ど
、
と
に
か
く
大
切
な
お
も
ち

ゃ
が
部
屋
の
あ
ち
こ
ち
に
大
切
に
し
ま
っ
て
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
を
絶
対
に
な
く
さ
な
い
よ
う
、

お
も
ち
ゃ
を
守
る
の
に
必
死
で
、
１
週
間
は
あ

っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
た
。

　
宇
和
島
の
小
学
校
最
後
の
日
が
き
た
。
午
後
、

担
任
の
先
生
が
「
山
下
さ
ん
は
、
お
う
ち
の
都

合
で
転
校
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
か
ら

み
ん
な
で
似
顔
絵
を
描
い
て
お
別
れ
会
を
し
ま

し
ょ
う
」
と
急
き
ょ
学
級
会
を
開
い
て
く
れ
た
。

し
か
し
、
同
級
生
た
ち
は
、
あ
ま
り
に
突
然
の

お
知
ら
せ
に
「
え
、
な
ん
で
？
な
ん
で
？
」
と
、
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あ
る
晩
、
父
は

何
を
思
っ
た
の
か
、
私
と
弟
を
家
か
ら
連
れ
出

し
た
。
田
ん
ぼ
に
囲
ま
れ
た
家
の
ま
わ
り
に
は
、

ホ
タ
ル
が
飛
ん
で
い
た
の
だ
。「
き
れ
い
や
ろ

う
」
と
、
父
は
田
舎
に
引
っ
越
し
て
き
た
こ
と

を
全
肯
定
す
る
よ
う
に
言
っ
た
。

　
た
し
か
に
、
宇
和
島
で
は
見
る
こ
と
の
な
い
、

た
く
さ
ん
の
ホ
タ
ル
が
飛
び
回
っ
て
い
て
、
手

の
ひ
ら
で
、
明
る
く
光
を
放
つ
ホ
タ
ル
を
見
て
、

ち
ょ
っ
と
ワ
ク
ワ
ク
し
た
。

　
そ
ん
な
私
を
見
た
父
は
、「
元
々
ホ
タ
ル
は
、

こ
ん
な
姿
や
の
う
て
、
一
生
の
ほ
と
ん
ど
を
水

や
土
の
中
で
、
じ
っ
と
過
ご
し
て
夏
の
夜
に
成

虫
に
な
り
、
体
を
発
光
さ
せ
て
子
孫
を
残
す
ん

ど
」
と
、
大
そ
う
ご
立
派
な
説
明
を
し
て
く
れ

た
。
す
る
と
父
は
、
何
か
を
思
い
つ
い
た
よ
う

で
、「
こ
ん
な
に
お
る
ん
や
け
ん
、
ホ
タ
ル
を
集

め
て
家
の
中
で
見
て
み
る
か
」
と
言
い
出
し
、

虫
か
ご
に
ど
ん
ど
ん
ホ
タ
ル
を
集
め
始
め
た
。

私
た
ち
も
楽
し
く
な
っ
て
ホ
タ
ル
を
捕
ま
え
た
。

　
そ
し
て
、
部
屋
の
電
気
を
全
部
消
し
、
そ
こ

へ
虫
か
ご
い
っ
ぱ
い
の
ホ
タ
ル
を
放
っ
た
。
そ

れ
は
そ
れ
は
神
秘
的
で
、
ま
る
で
宇
宙
の
中
に

で
も
居
る
か
の
よ
う
な
初
め
て
見
る
光
景
だ
っ

た
。
真
っ
暗
闇
に
、
ポ
ワ
ン
ポ
ワ
ン
と
柔
ら
か

く
小
さ
な
光
が
規
則
的
に
光
っ
た
。「
お
父
さ
ん
、

す
ご
い
ね
〜
、
ホ
タ
ル
い
っ
ぱ
い
。
田
舎
に
引

　
っ
越
し
て
き
て
良
か
っ
た
ね
」
と
、
私
は
思

　
わ
ず
そ
ん
な
こ
と
を
口
に
し
て
い
た
。

　「
そ
う
や
ろ
う
、
そ
う
や
ろ
う
」と
父
は
嬉
し

　
そ
う
な
笑
顔
を
浮
か
べ
、
私
た
ち
は
満
足
し

　
て
寝
た
。

　「
う
わ
あ
、
な
に
こ
れ―

」、
朝
起
き
て
家
の

中
を
見
渡
す
と
、
大
量
の
ホ
タ
ル
が
ゴ
マ
粒
の

よ
う
に
床
に
落
ち
て
死
に
絶
え
て
い
た
。
ホ
タ

ル
が
舞
う
の
は
、
わ
ず
か
数
日
の
み
。
は
か
な

い
命
を
私
た
ち
親
子
の
せ
い

で
一
晩
で
使
い
果
た
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
。

　
ホ
タ
ル
か
ら
し
た
ら
、

と
ん
だ
災
難
だ
。
捕
ら
え

ら
れ
、
子
孫
を
残
せ
ず
に

散
っ
て
い
っ
た
命
。
も
う
光

を
放
つ
こ
と
な
く
動
か
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
ホ
タ
ル
を
見
つ
め
な
が
ら
、
な
ん
て

こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
ん
だ
と
悔
や
む
ば
か
り

だ
っ
た
。

　
理
想
の
田
舎
暮
ら
し
も
、
現
実
は
き
わ
め
て

不
誠
実
で
、
私
た
ち
は
ホ
タ
ル
の
大
量
虐
殺
を

や
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
の
惨
状
は
、
今
で

も
目
に
焼
き
付
い
て
い
て
、
毎
年
こ
の
季
節
に

な
る
と
脳
裏
を
よ
ぎ
る
。

　
今
思
う
と
、
こ
の
頃
の
私
は
「
何
に
も
良
い

こ
と
な
い
や
」
と
、
く
よ
く
よ
し
て
は
、
ま
る

で
世
界
の
終
わ
り
の
よ
う
に
、
し
ょ
ぼ
く
れ
て

い
た
が
、
あ
の
ホ
タ
ル
た
ち
と
比
べ
れ
ば
、
な

ん
て
こ
と
は
な
か
っ
た
。
命
を
取
ら
れ
た
わ
け

で
も
な
く
、
私
は
日
々
生
き
て
い
た
。

　
や
が
て
、
テ
レ
ビ
も
映
る
よ
う
に
な
り
、
近

所
の
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
お
や
つ
を
食
べ
な

が
ら
、
あ
ぶ
な
い
刑
事
や
ス
ケ
バ
ン
刑
事
、
も

ち
ろ
ん
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
も
観
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
カ
エ
ル
や
セ
ミ
を
捕
ま
え
て
は
、

そ
の
造
形
美
を
し
げ
し
げ
と
観
察
し
、
生
き
物

の
魅
力
に
ド
キ
ド
キ
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
に

も
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
だ
ん
だ
ん
と
寂
し
い

気
持
ち
は
薄
れ
て
い
っ
て
、
中
学
生
に
あ
が
る

頃
に
は
、
気
の
合
う
友
達
も
で
き
て
い
た
。

　
日
が
暮
れ
る
と
、
予
土
線
沿
線
の
水
田
に
は

夜
汽
車
が
映
り
込
み
、
ガ
タ
ン
ガ
タ
ン
と
通
り

過
ぎ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
闇
の
中
を
小
さ

　
　
　
　
な
光
が
舞
っ
て
い
る
。
あ
る
が
ま
ま

　
　
　
　
の
ホ
タ
ル
を
愛
で
る
だ
け
で
十
分
に

　
　
　
　
美
し
い
。

　
　
　
　
　
そ
の
光
の
数
が
昔
と
比
べ
少
な
く

　
　
　
　
な
っ
た
の
は
、
あ
の
時
の
私
た
ち
の

　
　
　
せ
い
か
も
知
れ
な
い
、
と
密
か
に
反
省

　
　
す
る
の
だ
。

　
　
　
ど
う
か
ホ
タ
ル
よ
、
許
し
て
お
く
れ
、

　
　
と…

。

予土線特集やりよります。5

　　　　　　　　　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。

　http://yodosen-green.com/
　https://twitter.com/yodosen
　https://www.facebook.com/yodosen/
　　　　　　　　　協力：高知県予土線利用促進対策協議会
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「旅鉄 BOOKS42 駅スタンプの世界 
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坪内政美 ( 著 )　山と渓谷社（刊）
１，９８０円（税込み）
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し
ら
せ



四万十川でアユ釣りをする様子
が描かれている駅スタンプも。
（駅の窓口ではバスのキップ売
りが委託されている）
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真土 西ヶ方 江川崎 半家 十川 土佐昭和 土佐大正 打井川 家地川 若井 窪川

予
土
線
三
駅
語
り
❺

 

西
ヶ
方 

〜 

江
川
崎 

〜 

半
家

日本で“2番目”に暑い駅？江川崎駅

２
０
１
３
年
８
月
12
日
に
最
高
気

温
４
１
度
を
記
録
し
た
こ
と
か
ら

「
日
本
一
暑
い
駅
」
と
し
て
看
板
ま

で
取
り
付
け
て
い
た
が
、
惜
し
く

も
２
０
２
０
年
に
静
岡
県
浜
松
市

が
４
１
．
１
度
を
記
録
し
た
こ
と

か
ら
（
２
０
１
８
年
に
は
埼
玉
県

熊
谷
市
も
４
１
．
１
度
を
記
録
）、

２
位
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

夏
の
暑
さ
が
厳
し
い
地
域
で
あ
る

こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
が
、
実

は
駅
周
辺
に
は
桜
の
木
が
あ
り
、

３
月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬
に
見
頃

を
迎
え
る
。
散
り
際
に
な
る
と
、

駅
に
桜
吹
雪
が
舞
い
、
地
面
は
花

び
ら
の
絨
毯
に
な
る
こ
と
も
。

鉄
道
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
は
、
列
車

の
停
車
時
間
が
長
い
た
め
、
予
土

線
を
走
る
ユ
ニ
ー
ク
な
車
両
た
ち

を
激
写
で
き
る
か
っ
こ
う
の
駅
で

あ
り
、
長
距
離
の
旅
人
に
は
貴
重

な
ト
イ
レ
休
憩
に
な
る
。

１
９
７
４
年
ま
で
は
、
宇
和
島
線

の
終
着

駅
で
あ

っ
た
。

駅データー
■所在地  高知県四万十市西土佐江川崎　■開業日  1953( 昭和 28) 年 3月 26日　■旅客ホーム数 …1面２線・無人駅

文：山下  文子

写真：坪内  政美

道の駅よって西土佐　高知県四万十市西土佐江川崎 2410-3　☎ 0880-52-1398
■営業時間／ 7時 30 分～ 18 時　■定休日／※3月～ 11 月は無休 12 月～ 2月は火曜定休（火曜祝日の場合は営業）
江川崎駅から歩いて10分ほどの場所にあり、
鮎の塩焼きやウナギなど四万十川の恵みを
味わえる。食堂やカフェ、弁当などもあり、
西土佐グルメ満載なので、運行本数が少な
い予土線の待ち時間を過ごすのには、めち
ゃめちゃ最適！　
２階のフリースペースには、畳３枚分もあ
る予土線のジオラマも設置されていて、沿
線風景をじっくり堪能してほしい。

え　　か  わ　さ  き

江川崎駅から半家駅の途中にある第一吉野川橋梁を渡る「しまんトロッコ」

（写真左）江川崎駅舎
（写真中央）「日本一暑い駅」
の看板（写真右）中央に傾
いている「らぶらぶベンチ」
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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　高知県四万十市西土佐西ヶ方馬引田　■ 開業日　1953( 昭和 28) 年 3 月 26 日　■旅客ホーム数 … 1 面 1 線・無人駅

愛
媛
県
と
高
知
県
の
県
境
に

近
く
高
知
県
で
は
最
西
端
の

場
所
に
あ
る
。
無
人
駅
だ
が

ロ
ッ
ジ
風
の
立
派
な
ト
イ
レ

が
あ
る
駅
。
廃
校
に
な
っ
た

西
ヶ
方
小
学
校
の
校
舎
も
近

く
に
あ
り
、
こ
こ
で
は
地
元

の
有
志
が
四
万
十
産
の
杉
で

Ｂ
Ｂ
Ｑ
用
の
板（
プ
ラ
ン
ク
）

を
作
っ
て
い
た
り
、
地
域
の
活
動
の
場
所

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
駅

か
ら
愛
媛
方
面
に
６
０
０
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
行
く
と
、「
め
が
ね
橋
」と
呼
ば

れ
る
ア
ー
チ
状
の
石
橋
が
あ
り
、
広
見

川
の
そ
ば
を
走
る
列
車
を
カ
メ
ラ
に

収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
半
家
」は
、
も
と
も
と
「
平
家
」

の
隠
里
だ
っ
た
こ
と
が
由
来
と

言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
は
げ
」

と
読
む
こ
と
か
ら
「
増
毛
」
と

か
い
て
「
ま
し
け
」
と
呼
ぶ
北

海
道
の
駅
（
現
在
は
廃
駅
）
ま

で
を
結
ん
だ
ユ
ニ
ー
ク
な
ツ
ア

ー
も
行
わ
れ
た
。

珍
読
駅
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
ト
ロ
ッ
コ
運
行
日
に
は
、
車

両
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
駅
看
板
を

撮
影
す
る
人
も
あ
り
、
国
民
的
ア
ニ

メ
「
サ
ザ
エ
さ
ん
」
で
お
な
じ
み
の

波
平
さ
ん
が
訪
れ
た
こ
と
が
、
あ
る

と
か
、
な
い
と
か…

。

長生沈下橋　高知県四万十市西土佐長生
全長１２０メートルの沈下橋で、江川崎駅と半家駅の間、途中の車窓から見ることができる。
軽トラックがすいすいと橋を渡り、夏場になると地元の子どもたちがその橋から川に飛び込
んだり、広い河原にはキャンプやカヌーを楽しむ人も見られる。

葛川沈下橋　愛媛県北宇和郡松野町吉野４０３２
高知県と愛媛県のちょうど県境近くにある沈下橋。（沈下橋とは、欄干のない橋で増水時に沈没
するように設計されている。）四万十川の支流である広見川にかかっており、長さ４８．１メー
トル、幅２．５メートルのコンクリート製。１９５０（昭和２５）年に完成され、地域の生活道
だった。近年では台風によって橋桁が一部流されたままであったが、今は修復されており、車窓
からも見ることができる。

高知県最西端の駅西ヶ方駅
にし　   が         ほう

駅データー
■ 所在地　高知県四万十市西土佐半家　■ 開業日　1974( 昭和 49) 年 3 月 1日　■ 旅客ホーム数…1面 1線・無人駅

歴史ドラマとネーミングが強烈半家駅
は　　   げ

行けそうで行けないトイレ。ホームからたどり
着けない不思議な場所にある

春には県境の橋から、山桜と列車が撮影できる

人気の半家駅看板

駅
舎
と
見
間
違
う
ほ
ど
立
派
な

地
元
材
を
利
用
し
た
ト
イ
レ

めがね橋を渡る「しまんトロッコ」

ながおい

くずかわ



◆田丸雅智（たまる　まさとも）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。
公式サイト：http://masatomotamaru.com/

「
予
土
の
み
じ
か
な
物
語
」
空
回
り
　
　
　
　
　
　
　
　
田
丸  

雅
智

　
予
土
線
の
旅
に
出
た
の
は
、
近
ご
ろ
空
回
り
気
味
の
自
分
を
見
つ
め
直
し
た
か
っ

た
か
ら
だ
。

　
列
車
が
急
に
止
ま
っ
た
の
は
、
そ
の
途
中
、
窓
峠
に
向
か
う
険
し
い
坂
道
を
の
ぼ

っ
て
い
る
と
き
だ
っ
た
。
焦
っ
て
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
て
い
る
と
、
近
く
の
人
が
お
れ

に
声
を
か
け
て
く
れ
た
。

「
今
日
み
た
い
な
雨
の
日
に
は
、
と
き
ど
き
車
輪
が
滑
っ
て
空
回
り
す
る
こ
と
が
あ
る

ん
で
す
よ
。
で
す
が
、
ご
安
心
を
。
運
転
手
さ
ん
が
砂
を
ま
い
て
く
れ
ま
す
か
ら
ね
」

　
砂
と
い
う
の
は
車
輪
と
レ
ー
ル
を
噛
み
合
わ
せ
る
た
め
に
ま
く
も
の
な
の
だ
と
、

そ
の
人
は
言
っ
た
。
昔
は
手
で
ま
い
て
い
た
の
で
重
労
働
だ
っ
た
が
、
い
ま
は
ス
イ

ッ
チ
ひ
と
つ
で
常
備
し
て
い
る
砂
を
ま
け
る
と
い
う
。

　
そ
の
と
き
、
そ
の
人
が
不
意
に
言
っ
た
。

「
も
し
か
す
る
と
、
あ
な
た
に
も
砂
が
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
よ
」

「
え
っ
？
」

　
次
の
瞬
間
、
目
を
疑
っ
た
。
そ
の
人
の
姿
が
消
え
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
い
つ

の
間
に
か
お
れ
は
手
に
砂
を
握
っ
て
い
た
。

　
今
の
人
は…

…

？

　
こ
の
砂
は…

…

？

　
直
後
に
列
車
が
動
き
だ
し
、
ゴ
リ
ゴ
リ
と
砂
の
砕
け
る
音
が
し
は
じ
め
た
。
そ
れ

だ
け
で
は
な
い
。
同
じ
音
は
不
思
議
と
自
分
の
中
か
ら
も
聞
こ
え
て
き
て
い
た
。

　
い
つ
し
か
、
お
れ
は
こ
う
思
う
。

　
旅
の
お
か
げ
か
、
砂
の
お
か
げ
か
は
分
か
ら
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
。

　
空
回
り
し
て
い
た
自
分
の
何
か
も
ど
う
や
ら
う
ま
く
噛
み
合
っ
て
、
い
ま
力
強
く

し
っ
か
り
回
り
は
じ
め
た
ら
し
い
。
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「
節
安
の
花
と
び
踊
り
」は
、
鬼
北
町
の
最

奥
地
で
も
あ
る
節
安
地
区
の
薬
師
堂
に
て
、

二
月
第
二
日
曜
日
に
行
わ
れ
る
太
刀
踊
り
で

あ
る
。
太
刀
踊
り
は
、
愛
媛
県
西
予
市
以
南

の
南
予
地
方
と
高
知
県
西
部
に
広
く
見
ら
れ
、

太
刀
や
鎌
を
採
物
と
し
て
、
攻
め
て
く
る
武

士
や
村
を
守
る
農
民
を
演
じ
る
郷
土
芸
能
と

し
て
知
ら
れ
、
南
予
で
は
「
花
取
踊
り
」（
愛

南
町
）、「
花
踊
り
」（
宇
和
島
市
三
間
町
）、

「
花
と
び
踊
り
」（
鬼
北
町
）
と
称
さ
れ
る
。

「
庭
拂
」、「
餌
つ
け
」、「
二
つ
切
」、「
み
つ
く

な
み
」
等
の
踊
り
が
あ
り
、
揃
い
の
茶
色
の

法
被
に
五
色
の
襷
を
締
め
、
太
刀
を
持
っ
て

踊
る
。

　
地
元
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
戦
国
時
代
に
高

貴
な
身
分
の
落
人
が
、
難
産
で
苦
し
ん
で
い

た
と
こ
ろ
、
地
元
の
農
民
が
花
と
び
踊
り
を

奉
納
し
て
安
産
祈
願
を
し
た
。
女
児
を
出
産

し
た
も
の
の
、
産
後
、
母
子
と
も
に
亡
く
な

っ
て
し
ま
い
、
手
厚
く
葬
ら
れ
た
と
い
わ
れ
、

そ
の
頃
よ
り
踊
り
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と

さ
れ
て
い
る
。
安
産
祈
願
の
御
利
益
が
あ
る

と
し
て
、
近
年
で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
も
話
題
に

な
り
、
遠
く
離
れ
た
松
山
市
周
辺
か
ら
も
祈

願
に
訪
れ
る
者
も
い
る
。

　
節
安
は
、
昭
和
三
八
年
（
一
九
六
三
）
の

「
三
八
豪
雪
」
で
積
雪
が
一.

五
メ
ー
ト
ル
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

越
え
て
交
通
は
長
期
間
遮
断
さ
れ
、
主
幹
の

生
業
で
あ
る
林
業
に
大
き
な
被
害
が
出
た
。

同
年
夏
の
記
録
的
な
集
中
豪
雨
で
追
い
打
ち

を
か
け
ら
れ
、
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）

に
は
下
鍵
山
に
集
団
離
村
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
後
、
昭
和
五
三
年（
一
九
七
八
）に

「
節
安
花
と
び
踊
り
保
存
会
」
が
結
成
さ
れ
、

現
在
は
日
吉
公
民
館
の
父
野
川
分
館
が
、
公

民
館
事
業
の
一
環
と
し
て
保
存
会
の
活
動
に

協
力
し
て
い
る
。
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）

に
富
母
里
小
学
校
が
閉
校
す
る
以
前
は
、
小

学
生
が
積
極
的
に
踊
り
手
と
し
て
参
加
し
、

そ
の
経
験
の
あ
る
成
人
が
現
在
も
多
く
参
加

し
て
い
る
。
住
民
は
集
団
移
転
し
た
も
の
の
、

年
に
一
度
の
帰
省
、
同
窓
会
の
よ
う
な
結
集

の
場
と
も
な
っ
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

―

集
団
移
転
地
域
の
結
集
の
シ
ン
ボ
ル―

︵
鬼
北
町
︶

節
安
の
花
と
び
踊
り

おおもと　たかひさ

た
す
き

は
な
と
り
お
ど

と
り
も
の※

１
）

せ
つ
や
す

ち
ち   

の
か
わ

き
ほ
く
ち
ょ
う

※1）神楽や神事で手に持つ道具のこと

せ　
つ　
　
や　
す

さ
ん
ぱ
ち

と
ん 

も  

り
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
始

ま
り
ま
し
た
。
現
在
接
種
が
行
わ
れ
て
い
る
フ
ァ

イ
ザ
ー
社
の
ワ
ク
チ
ン
は
３
週
間
の
間
隔
を
開
け

２
回
の
接
種
を
行
い
ま
す
。
２
回
目
の
接
種
終
了

後
、
２
週
間
経
過
し
た
時
点
で
予
防
接
種
が
完
了

と
な
り
ま
す
。
１
回
だ
け
で
も
効
果
は
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
効
果
は
従
来
型
で
６
割
、
イ
ン
ド
型
で

４
割
、
英
国
型
や
南
ア
型
で
２
割
と
高
く
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
２
回
目
終
了
後
に
は
、
い
ず
れ

も
９
割
以
上
の
効
果
を
認
め
て
お
り
、
２
回
の
接

種
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
気
に
な
る
副
反
応
で
す
が
、
接
種
部
位
の
疼
痛

を
９
割
に
認
め
ま
す
。
３
７
．
５
℃
以
上
の
発
熱

が
１
回
目
接
種
後
は
３
．
３
％
、
２
回
目
接
種
後

は
３
５
．
６
％
と
２
回
目
の
方
が
多
く
発
生
し
て

い
ま
す
。
頭
痛
や
倦
怠
感
は
１
回
目
が
２
割
、
２

回
目
で
５
〜
６
割
に
認
め
ら
れ
ま
す
。
副
反
応
は

高
齢
者
に
少
な
く
、
男
性
よ
り
女
性
の
方
が
多
い

傾
向
が
あ
り
ま
す
。
症
状
の
ほ
と
ん
ど
は
接
種
翌

日
に
生
じ
、
３
日
目
に
は
改
善
し
て
い
ま
す
。

　
症
状
の
改
善
に
は
解
熱
剤
（
ア
セ
ト
ア
ミ
ノ
フ

ェ
ン
）
の
服
用
で
効
果
が
あ
る
た
め
、
接
種
時
に

お
配
り
し
て
い
ま
す
。
症
状
の
あ
る
方
は
使
っ
て

下
さ
い
。
重
篤
な
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
で
す
が
、
フ

ァ
イ
ザ
ー
社
ワ
ク
チ
ン
の
場
合
、
１
０
０
万
回
当

た
り
４
．
７
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す 

。※

１
）

単
純
計
算
で
宇
和
島
市
の
接
種
対
象
者
（
16
歳
以

上
の
人
口
：
６
４
，
６
５
９
人
）
が
全
員
２
回
接

種
し
た
場
合
、
重
篤
な
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
を
起
こ

す
人
は
０
．
６
人
と
な
り
ま
す
。
少
な
い
数
で
す

が
ゼ
ロ
で
は
な
い
た
め
、
接
種
場
所
で
は
対
処
の

薬
品
を
用
意
し
、
接
種
後
15
分
程
度
の
安
静
と
観

察
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
５
月
末
で
の
日
本
の
接
種
完
了
は
２
．
４
％
に

と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
後
、
接
種
が
進
め
ば
ど

う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
参
考
に
な
る
の

が
世
界
で
最
も
接
種
が
進
ん
で
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル

の
デ
ー
タ
で
す
。
４
月
の
時
点
で
16
歳
以
上
の
７

２
．
１
％
が
接
種
完
了
し
て
い
ま
す
。
報
告※

２
）

に
よ
る
と
、
ワ
ク
チ
ン※

３
）
は
、
発
症
に
９
５
．

３
％
、
感
染
に
９
１
．
５
％
、
入
院
に
９
７
．
２

％
、
重
症
化
に
９
７
．
５
％
、CO

VID
-19

関
連

死
に
対
し
て
９
６
．
７
％
有
効
で
あ
り
、
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
に
歯
止
め
を
か
け
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。

イ
ス
ラ
エ
ル
で
の
新
規
感
染
患
者
は
１
月
に
は
１

日
１
万
人
を
超
え
て
い
ま
し
た
が
、
５
月
末
に
は

１
日
20
人
前
後
と
激
減
し
、
死
者
は
ゼ
ロ
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
屋
外
で
の
マ
ス
ク
着
用
義

務
や
レ
ス
ト
ラ
ン
や
商
店
で
の
人
数
制
限
が
解
除

さ
れ
る
な
ど
の
、
行
動
規
制
の
緩
和
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　
マ
ス
ク
、
手
洗
い
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン

ス
な
ど
は
ほ
ぼ
定
着
し
、
そ
れ
な
り
の
効
果
を
上

げ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
「
守
り
」
で
あ

り
、
ウ
イ
ル
ス
が
無
く
な

ら
な
い
限
り
今
後
も
継
続

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

以
前
の
生
活
に
戻
る
た
め

に
は
ウ
イ
ル
ス
を
撲
滅
さ

せ
る
「
攻
め
」
が
必
要
で

す
。
こ
れ
が
ワ
ク
チ
ン
で

す
。

　
現
在
、
ワ
ク
チ
ン
接
種

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

十
分
に
は
進
ん
で
お
ら
ず

混
乱
も
見
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
従
来
の
ワ
ク
チ
ン

と
違
っ
て
極
め
て
デ
リ
ケ

ー
ト
な
管
理
を
必
要
と
す

る
こ
と
、
何
よ
り
対
象
者

が
多
い
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

現
場
で
も
試
行
錯
誤
を
し

な
が
ら
対
処
し
て
い
ま
す
。

集
団
接
種
も
始
ま
り
、
状

況
は
徐
々
に
改
善
し
つ
つ

あ
り
ま
す
。
引
き
続
き
ご

協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
ワ
ク
チ
ン
接
種 

②

沖内科クリニック
副院長  沖　良隆

医療
health care

※1）https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776557
※2）Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following 
　  a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data
※3）日本と同じ、ファイザー社製です。

つなぐ　2021夏号  26

＊医学用語では痛みのことを『疼痛（とうつう）』と表します。

＊
と
う
つ
う



腸
活
中
で
す
！

■
腸
の
役
割

　
「
腸
」の
重
要
性
を
実
感
し
た
の
は
管
理
栄
養
士
に

な
っ
て
か
ら
で
す
。
腸
は
食
べ
物
か
ら
摂
取
し
た
栄

養
素
の
多
く
を
消
化
・
吸
収
す
る
臓
器
で
す
。
３
大

栄
養
素
で
あ
る
炭
水
化
物
、
タ
ン
パ
ク
質
、
脂
質
も

そ
れ
ぞ
れ
が
消
化
を
受
け
て
炭
水
化
物
は
ブ
ド
ウ
糖

に
な
り
、
タ
ン
パ
ク
質
は
ア
ミ
ノ
酸
に
な
り
、
脂
質

は
脂
肪
酸
と
グ
リ
セ
ロ
ー
ル
に
な
っ
て
多
く
は
小
腸

か
ら
吸
収
さ
れ
ま
す
。

　
腸
に
は
２
０
０
種
類
、
１
０
０
兆
個
以
上
も
の
腸

内
細
菌
が
住
み
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
は
「
善
玉

菌
」「
悪
玉
菌
」「
日
和
見
菌
」
が
あ
り
、
お
花
畑
に

た
と
え
ら
れ
て
、
腸
内
フ
ロ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
善
玉
菌
の
代
表
が
乳
酸
菌
で
腸
内
の
環
境
を
整

え
、
病
原
菌
の
侵
入
を
防
ぎ
ま
す
。
善
玉
菌
を
増
や

す
に
は
食
生
活
が
大
切
で
す
。
善
玉
菌
の
え
さ
に
な

る
食
物
繊
維
や
オ
リ
ゴ
糖
を
し
っ
か
り
摂
り
ま
し
ょ

う
。
野
菜
、
海
藻
、
精
製
さ
れ
て
い
な
い
穀
類
な
ど

で
す
。
肉
食
が
多
い
場
合
や
、
偏
食
が
ち
だ
と
悪
玉

菌
が
増
加
し
ま
す
。
日
和
見
菌
と
は
環
境
に
よ
っ
て

善
玉
菌
に
味
方
し
た
り
、
悪
玉
菌
に
味
方
し
た
り
す

る
も
の
で
す
。
人
間
の
世
界
に
も
こ
ん
な
人
い
ま
す

よ
ね
。
周
り
を
見
て
優
勢
な
方
に
つ
く
タ
イ
プ
で
す
。

い
や
な
奴
で
す
が
、
敵
に
ま
わ
さ
な
い
よ
う
に
し
た

い
も
の
で
す
。
悪
玉
菌
が
増
加
す
る
と
日
和
見
菌
は

悪
玉
菌
の
手
助
け
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

■
図
は
何
で
し
ょ
う
？

　
こ
の
、
ヒ
ダ
ヒ
ダ
は
何
に
見
え
ま
す
か
？
こ
れ
は

「
絨
毛
（
じ
ゅ
う
も
う
）」
と
呼
ば
れ
る
腸
の
表
面
の

ヒ
ダ
で
す
。
絨
毛
の
お
か
げ
で
腸
の
表
面
積
は
大
き

く
な
っ
て
い
ま
す
。
人
間
の
体
っ
て
う
ま
く
で
き
て

い
ま
す
ね
。
生
き
て
い
く
た
め
に
は
栄
養
素
の
吸
収

が
必
須
で
す
か
ら
、
表
面
積
を
大
き
く
し
て
し
っ
か

り
栄
養
素
が
摂
取
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
。
腸
の
絨
毛
を
広
げ
る
と
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
一
面

分
に
も
匹
敵
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

■
腸
の
も
う
一
つ
の
役
割

　
専
門
用
語
で
す
が
、「
バ
ク
テ
リ
ア
ル
ト
ラ
ン
ス
ロ

ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
腸
管
粘
膜
を
す
り
ぬ
け
て
細
菌

が
臓
器
に
移
動
し
て
感
染
を
引
き
お
こ
す
こ
と
で
す
。

絶
食
な
ど
で
腸
管
を
使
用
し
な
く
な
る
と
バ
リ
ア
機

能
が
低
下
し
て
「
バ
ク
テ
リ
ア
ル
ト
ラ
ン
ス
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
が
起
こ
っ
て
し
ま
い
感
染
し
や
す
く
な
り
、

い
わ
ゆ
る
免
疫
力
が
低
下
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
す
。

免
疫
力
と
は
外
敵
か
ら
身
を
守
り
、
病
気
を
防
ぐ
感

染
か
ら
の
防
御
シ
ス
テ
ム
で
す
。
腸
に
は
免
疫
シ
ス

テ
ム
の
70
％
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

■
私
の
腸
活

〇
乳
酸
菌
を
積
極
的
に
摂
取
す
る
た
め
乳
酸
菌
飲
料

　
を
飲
ん
で
い
ま
す
。
　

　
乳
酸
菌
は
Ｎ
Ｋ
細
胞
（
ナ
チ
ュ
ラ
ル
キ
ラ
ー
細
胞
）

を
活
性
化
さ
せ
ま
す
。Ｎ
Ｋ
細
胞
は
ウ
イ
ル
ス
を
や
っ

つ
け
る
働
き
が
あ
り
ま
す
。

〇
善
玉
菌
が
増
加
す
る
よ
う
毎
食
野
菜
を
食
べ
ま
す
。

　
野
菜
に
は
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
、
カ
リ
ウ
ム
、
食
物
繊
維

が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
特
に
緑
黄
色
野
菜
に

含
ま
れ
る
β
カ
ロ
テ
ン
は
体
内
で
ビ
タ
ミ
ン
Ａ
に
変

わ
り
粘
膜
を
強
化
し
て
ウ
イ
ル
ス
等
を
ブ
ロ
ッ
ク
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。
緑
黄
色
野
菜
と
は
人
参
、

ほ
う
れ
ん
草
、
小
松
菜
、
ト
マ
ト
、
い
ん
げ
ん
、
か

ぼ
ち
ゃ
な
ど
色
の
濃
い
野
菜
を
さ
し
、
β
カ
ロ
テ
ン

が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ビ
タ
ミ
ン
Ａ・Ｄ・Ｅ・Ｋ

は
脂
溶
性
（
油
に
溶
け
る
）
な
の
で
油
い
た
め
な
ど

に
す
る
と
吸
収
が
良
く
な
り
ま
す
。
揚
げ
物
と
一
緒

に
食
べ
て
も
大
丈
夫
で
す
。

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

腸
の
役
割

」の
重
要
性
を
実
感
し
た
の
は
管
理
栄
養
士
に

な
っ
て
か
ら
で
す
。
腸
は
食
べ
物
か
ら
摂
取
し
た
栄

養
素
の
多
く
を
消
化
・
吸
収
す
る
臓
器
で
す
。
３
大

栄
養
素
で
あ
る
炭
水
化
物
、
タ
ン
パ
ク
質
、
脂
質
も

そ
れ
ぞ
れ
が
消
化
を
受
け
て
炭
水
化
物
は
ブ
ド
ウ
糖

に
な
り
、
タ
ン
パ
ク
質
は
ア
ミ
ノ
酸
に
な
り
、
脂
質

栄養
 nutrition

〇
ヨ
ー
グ
ル
ト
や
納
豆
、
味
噌
な
ど
の
発
酵
食
品
を

　
積
極
的
に
食
べ
て
い
ま
す
。

　
発
酵
食
品
は
腸
内
の
善
玉
菌
を
増
や
す
植
物
性
乳

酸
菌
が
豊
富
で
す
。

〇
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
生
活
を
意
識
し
て
い
ま
す
。

　
１
日
３
食
の
食
事
で
毎
食
理
想
的
な
食
事
を
摂
る

こ
と
は
難
し
い
も
の
で
す
。
夕
飯
の
時
に
朝
昼
に
食

べ
た
も
の
を
思
い
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
足
り
な
い

も
の
を
補
う
よ
う
な
食
材
を
用
い
て
献
立
を
考
え
ま

し
ょ
う
。

■
最
後
に

　
腸
に
は
免
疫
シ
ス
テ
ム
の
70
％
が
存
在
し
て
い
る

と
書
き
ま
し
た
が
、
残
り
の
30
％
は
脳
（
こ
こ
ろ
）

の
問
題
で
す
。

　
ス
ト
レ
ス
の
多
い
社
会
で
も
楽
し
く
生
き
て
い
け

る
方
法
を
見
つ
け
る
こ
と
も
大
切
で
す
ね
。

（図）
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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

　
世
は
猫
ブ
ー
ム
で
す
が
、
俳
句
の
世
界
で
も
猫
は
ひ
っ
ぱ
り

だ
こ
。
猫
の
恋
の
季
節
で
あ
る
春
の
季
語
と
し
て
「
猫
の
恋
」

「
恋
猫
」
は
た
ま
た
「
孕
猫
」「
子
猫
」
な
ど
。
冬
は
「
か
じ
け

猫
」「
竈
猫
」「
炬
燵
猫
」
な
ど
、
沢
山
の
季
語
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、「
猫
」だ
け
で
は
季
語
に
な
り
ま
せ
ん
。

　
以
下
の
句
の
色
文
字
が
季
語
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
句
の
季
節

感
を
味
わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。     

　
　
　
　
　  （
小
野
更
紗
）

白
猫
の
ま
ば
た
き
の
ご
と
梅
ひ
ら
く
　
　
　  

金
子
　
敦

月
光
を
帯
び
恋
猫
の
放
電
す 
　
　
　
　
　 

夏
井
い
つ
き

払
暁
の
出
社
命
令
猫
の
恋
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

理
酔

や
が
て
ま
た
草
に
隠
れ
る
孕
猫
　
　
　
　  

門
田
な
ぎ
さ

子
猫
抱
き
か
た
む
き
歩
く
女
の
子
　
　
　  

宇
多
喜
代
子

猫
の
子
の
爪
が
胸
か
ら
は
な
れ
な
い
　
　  

都
築
ま
と
む

花
の
も
と
猫
ゐ
て
日
だ
ま
り
の
出
来
て
　
　  

岡
田
一
実

猫
に
だ
け
内
緒
の
話
レ
ー
ス
編
む
　
　  

神
楽
坂
リ
ン
ダ

海
暮
れ
て
ゆ
く
籐
椅
子
を
猫
が
占
め
　
　  

渡
部
州
麻
子

す
す
き
は
ら

飼
ひ
猫
と
言
へ
ぬ
で
も
な
く
芒
原
　
　
　
　  

鈴
木
牛
後

一
匹
を
見
送
る
た
め
に
焼
く
秋
刀
魚
　  

河
野
し
ん
じ
ゆ

猫
の
毛
の
銀
の
さ
ざ
な
み
冬
に
入
る
　
　
　  

杉
山
久
子

火
の
よ
う
な
猫
か
し
ゅ
か
し
ゅ
と
落
葉
道
　  

江
口
小
春

冬
の
井
戸
猫
集
ま
り
て
解
散
す
　
　
　
　
　  

朗
善
千
津

薄
目
あ
け
人
嫌
ひ
な
り
炬
燵
猫
　
　
　
　  

松
本
た
か
し

Tsunagu 

おすすめの本

　この作品は、2018 年に愛媛新聞で特別連載された創作童話が書籍化され、2019 年に
絵本になりました。
　松山（道後）に暮らす家ネコ〝マル〟が、新しくやってきた子猫に嫉
妬して家出し、愛媛各地を東へ西へ大冒険に出ます。マルの目を通して
愛媛の素晴らしさを伝えることが大きなテーマです。かのうさんの愛情
溢れる優しい絵が旅の臨場感をもりあげています。
　松山ＮＨＫ開局８０年特別企画でテレビアニメ化されることが決まり、
今年 12 月から放送開始予定です。また、3月には集英社から文庫版も
出ました。

協力：岩崎書店　宇和島市錦町 4-16　TEL. 0895-22-0528

かなしきデブ猫ちゃん

つなぐ　2021夏号 28

愛媛新聞社￥1,980早見  和真／著
かのうかりん／絵

は
ら
み

か
ま
ど
　
　
　
　
こ
た
つ

ふ
つ
ぎ
ょ
う

※

払
暁
　
明
け
が
た
の
こ
と

集英社￥770



■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

Tsunagu 

つなぐ美術館

作品名：『千日紅』（油彩）
作者：中川 智仁（大人クラス）
写真をコピーしたような生気を失った絵。
中川さんの絵はその対極にある。
モチーフを見つめ、湧き出るものを待つ。
筆先に込めたピュアなダイナミズム。

作品名：『うれしいこどもの日』（クレパス、水彩）
作者：下村 毅里人（子供クラス）
絵を描くキックボクサー、きりと君。
宮本武蔵と同じ文武両道だ。
青空に舞う、鯉のぼり、兜 ( かぶと )、張り子の虎。
何だか仲良く戦っているみたい。

作品名：『ABCDSOS』（クレパス、水彩）
作者：藤堂 穂澄（子供クラス）
外国の文字がカラフル絵になった。
知る喜びあふれる、ほずみ君。
SOS だって覚えたし、次は何かな？
アルファベットが自由自在に動き出す。

作品名：『夜桜 ( ネット画像参考 )』
作　者：徳田  明美（水彩）
いつも前向きに作品制作に向き合い
絵を描く姿が素敵な徳田さん、どん
どん表現の幅が広がっています。
そして、優しい色調で人柄が溢れて
います。

作品名：『キリマンジャロコーヒー』
作　者：伊藤  由希乃（パッケージデザイン）
将来デザインの仕事に就きたいと、頑張っ
ている由希乃ちゃん。いつも生き生きとデ
ザインをしている姿が印象的です。今回は
コーヒーパッケージデザインに挑戦！とて
も感じのいいデザインになりましたね。

作品名：『神威岬の空
                                   ( 秋元隆良画像参考 )』
作　者：尾崎  章ニ　（油絵）
海の透明感と水平線、龍雲、の美しさが
表現出来ている。見ていても気持ちの良
い作品です。いつも作品に心を込めて描
く姿も素晴らしいと思っています。

■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
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うわしん https://www.shinkin.co.jp/uwajima/

おかげさまで 周
年

｟ ｟

おかげさまで100周年
～この街が好き、この街と未来を拓く～

宇和島信用金庫は
2022年5月３日で
創立100周年
を迎えます。（100 周年シンボルマーク）

（100 周年キャッチコピー）
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