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私
は
今
年
三
月
に
、
八
幡
浜
市
か
ら
福
島
県
南

相
馬
市
に
あ
る
原
子
力
規
制
庁
福
島
第
一
原
子
力

規
制
事
務
所
に
異
動
し
ま
し
た
。
丁
度
十
年
前
、

大
震
災
の
大
津
波
を
受
け
て
、
東
京
電
力
福
島
第

一
原
子
力
発
電
所
が
、
大
爆
発
を
起
こ
し
た
こ
と

は
、
皆
様
も
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。
多
く
の
住
民
が
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

故
郷
を
離
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
廃
炉
を
完
遂
す

る
た
め
、
様
々
な
計
画
を
東
京
電
力
や
国
の
機
関

が
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
原
発
事
故
か
ら
十
年
、
除
染
作
業
が
終
わ
り
、

徐
々
に
故
郷
へ
戻
ら
れ
た
方
々
が
い
る
中
、
未
だ

に
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
高
く
て
「
帰
還
困
難
区

域
」
に
指
定
さ
れ
、
戻
り
た
く
て
も
戻
れ
な
い
区

域
が
あ
り
ま
す
。
原
発
の
所
在
地
で
あ
る
大
熊
町
、

双
葉
町
は
も
と
よ
り
、
隣
接
し
て
い
る
浪
江
町
も

そ
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
私
は
用
務
で
、
主
に
原
発
か
ら
３
０
キ
ロ
圏
内

の
市
町
村
を
巡
回
し
て
お
り
、
浪
江
町
は
南
相
馬

市
か
ら
主
要
な
市
町
村
へ
行
く
の
に
必
ず
通
り
ま

す
。
そ
の
最
初
の
巡
回
の
時
、
私
に
と
っ
て
忘
れ

ら
れ
な
い
衝
撃
的
な
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
写

真
の
「
津
島
中
学
校
」
と
の
出
会
い
で
す
。

　
そ
の
文
字
を
見
た
と
き
、
一
瞬
呆
然
と
し
ま
し

た
。
私
も
南
予
津
島
町
の
「
津
島
中
学
校
」
の
出

身
だ
か
ら
で
す
。
浪
江
町
の
中
学
校
の
表
記
は
「

双
葉
郡
浪
江
町
立
津
島
中
学
校
」
と
あ
り
ま
す
。

私
が
い
た
中
学
校
と
同
じ
様
だ
と
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
津
島
地
区
は
原
発
事
故
の
影
響
で
高
濃
度
に

汚
染
さ
れ
、
全
地
区
の
住
民
が
移
転
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
り
、
中
学
校
も
休
校
に
。
現
在
は

閉
校
と
な
っ
て
い
ま
す
。

年
の
頃
、
百
円
札
（
板
垣
退
助
氏
の
肖
像
）
を
一

枚
握
り
し
め
て
、
屋
台
の
出
店
で
駄
菓
子
や
ア
イ

ス
を
買
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
大
が
か
り

な
花
火
も
あ
り
、
賑
や
か
な
夏
祭
り
の
雰
囲
気
を

味
わ
え
ま
し
た
。
今
は
、「 

つ
し
ま
夏
ま
つ
り
」

と
名
前
を
変
え
て
い
ま
す
が
、
毎
年
そ
の
日
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
西
日
本
大
水
害
と
新

型
コ
ロ
ナ
感
染
症
対
策
で
、
こ
こ
三
年
連
続
中
止

と
な
っ
て
い
ま
す
。
早
く
新
型
コ
ロ
ナ
が
終
息
し

て
、
再
開
さ
れ
る
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。

　
私
は
、
来
年
三
月
で
定
年
を
迎
え
ま
す
。
第
二

の
人
生
は
故
郷
南
予
で
過
ご
そ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。「 

浪
江
町
立
津
島
中
学
校
」
と
の
偶
然
の
出

会
い
で
、
そ
の
決
意
を
し
っ
か
り
と
固
め
ま
し
た
。
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津
島
地
区
は
、
原
発
か
ら
約
３
０
キ
ロ
の
距
離

に
位
置
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
離
れ
た
地
区
が
移

転
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
位
に
汚
染
さ
れ
ま
し

た
。

　
同
じ
「
津
島
中
学
校
」
の
地
に
立
っ
て
み
て
、

も
し
、
私
が
こ
の
「
津
島
中
学
校
」
に
通
っ
て
い

た
な
ら
、
自
分
も
同
じ
よ
う
な
運
命
を
背
負
う
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
と
、
原
発
廃
炉
の
監
視
の
問
題

だ
け
で
は
な
い
、
複
雑
な
心
情
を
抱
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
昨
年
度
、
津
島
地
区
も
除
染
作
業
が
行
わ
れ
、

今
年
四
月
の
末
、
除
染
が
終
わ
っ
た
田
圃
で
、
試

験
的
な
田
植
え
を
、
国
主
導
で
実
施
し
ま
し
た
。

田
植
え
が
終
わ
っ
た
風
景
は
実
に
美
し
い
。
田
圃

を
見
な
が
ら
復
興
へ
の
希
望
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

し
か
し
、
で
き
た
米
は
全
量
検
査
さ
れ
、
放
射
性

物
質
濃
度
が
基
準
値
よ
り
低
く
て
も
、
全
量
廃
棄

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
現
実
は
無
情

で
す
が
、
復
興
へ
の
第
一
歩
だ
と
思
い
ま
す
。
近

い
将
来
「 

帰
還
困
難
区
域 

」
が
解
除
さ
れ
、
住

民
の
方
々
が
戻
っ
て
来
ら
れ
、
ま
た
賑
や
か
な
田

植
え
が
で
き
、
そ
し
て
「
津
島
中
学
校
」
が
再
び

開
校
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
室
生
犀
星
の
「
小
景
異
情
そ
の
二
」
に
「
ふ
る

さ
と
は
遠
き
に
あ
り
て
思
う
も
の
・
・
・
」
と
あ

り
ま
す
。
こ
の
詩
の
真
意
は
、
犀
星
の
生
立
ち
を

知
る
と
こ
ろ
か
ら
読
み
解
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

私
は
「
浪
江
町
立
津
島
中
学
校
」
に
来
る
た
び
、

こ
の
詩
が
頭
に
浮
か
び
、
故
郷
の
南
予
津
島
町
を

思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
一
番
の
思
い
出
は
、
毎
年
八
月
十
七
日
に
開
催

さ
れ
た
「
お
お
ば
く
祭
り
」
で
す
。
小
学
校
低
学

石口  孝治　いしぐち　こうじ
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ま
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む
ろ
う
さ
い
せ
い
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小
誌
連
載
の
﹁
ツ
ナ
グ
昭
和
館
﹂
を
は

じ
め
︑
２
０
１
８
年
秋
号
の
特
集
﹁
時
代

劇
の
父
映
画
監
督　

伊
藤
大
輔
﹂
へ
の
寄

稿
︑
監
修
で
も
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
い

る
田
部
さ
ん
だ
が
︑
時
代
劇
の
父
と
謳
わ

れ
る
宇
和
島
市
出
身
の
映
画
監
督
・
伊
藤

大
輔
の
研
究
を
は
じ
め
︑
数
多
の
映
画
作

品
及
び
映
画
人
に
通
じ
︑
自
他
と
も
に
認

め
る
映
画
通
だ
︒
ま
た
︑
郷
土
の
あ
ま
り

光
の
当
た
ら
な
い
文
化
や
人
物
史
に
も
大

変
造
詣
が
深
く
︑
明
治
か
ら
昭
和
の
古
写

真
の
収
集
家
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
︒

　　

昭
和
25
︵
１
９
５
０
︶
年
に
現
在
の
本

町
追
手
に
あ
っ
た
タ
ナ
ベ
眼
鏡
店
の
長
男

と
し
て
生
ま
れ
︑
幼
少
期
は
祖
父
に
時
代

劇
を
洋
画
は
父
に
連
れ
ら
れ
︑
よ
く
映
画

を
観
に
い
っ
て
い
た
と
い
う
︒
当
時
は
娯

楽
の
中
心
は
映
画
で
︑
宇
和
島
市
街
地
に

も
最
大
10
館
の
映
画
館
が
あ
っ
た
こ
と
も

あ
り
︑
次
第
に
映
画
に
没
頭
し
て
い
っ
た
︒

　

小
学
校
の
高
学
年
頃
に
父
の
眼
鏡
店
が

袋
町
商
店
街
に
移
転
す
る
が
︑
学
校
に
近

い
こ
と
も
あ
っ
て
︑
中
学
校
を
卒
業
す
る

ま
で
︑
佐
伯
町
の
祖
父
の
家
か
ら
通
学
す

る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
か
ら
映
画
館
へ
入

り
浸
る
に
は
前
よ
り
一
層
好
都
合
だ
っ
た
︒

田
部
さ
ん
は
︑
こ
の
頃
の
こ
と
を
つ
な
ぐ

第
４
号
の
特
集
﹁
宇
和
島
と
映
画
﹂
の
な

か
で
﹁
映
画
が
学
校
だ
っ
た
世
代
﹂
と
表

現
し
て
い
る
よ
う
に
︑
自
由
奔
放
に
過
ご

せ
た
い
い
時
代
だ
っ
た
︒

　

そ
し
て
︑
中
学
校
卒
業
後
︑﹁
全
人
教
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※1）小原國芳によって唱えられた教育理念で、人間形成には「真」「善」「美」「聖」と、それを支える補助的な
「健」「富」を備えたバランスの取れた人格を育むべきであるとする考え。

育
﹂
を
唱
え
る
東
京
の
玉
川
学
園
の
高
等

部
に
進
学
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
学
園

で
は
︑
高
校
と
し
て
は
珍
し
い
︑
自
由
な

テ
ー
マ
で
卒
論
を
提
出
す
る
決
ま
り
が
あ

っ
て
︑
そ
の
た
め
に
自
由
に
課
外
活
動
す

る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
︒
田
部
さ
ん

が
選
ん
だ
故
郷
宇
和
島
を
テ
ー
マ
に
し
た

卒
論
は
︑
そ
の
後
の
人
生
の
バ
ッ
ク
ボ
ー

ン
に
な
っ
て
い
る
︒

　

そ
の
後
︑
文
学
部
に
進
ん
だ
後
︑
今
で

言
う
フ
リ
ー
タ
ー
の
走
り
の
様
な
生
活
を

し
て
い
た
︒
東
京
時
代
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま

な
映
画
観
賞
の
ほ
か
︑
ド
サ
回
り
芝
居
や

寄
席
な
ど
大
衆
芸
能
に
の
め
り
込
ん
だ
︒

　

20
代
半
ば
︑
思
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
帰

郷
し
た
が
︑
そ
も
そ
も
家
業
を
継
ご
う
と

は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
︑
ま
ず
大
阪

の
眼
鏡
学
校
へ
入
学
し
認
定
眼
鏡
士
の
資

格
を
取
得
し
︑
少
し
ず
つ
商
売
の
イ
ロ
ハ

を
学
ん
で
い
っ
た
︒

　

当
時
︑
袋
町
商
店
街
で
毎
月
開
催
し
て

い
た
日
曜
市
は
︑
若
手
後
継
者
主
体
で
様

々
な
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
た
が
︑
玉

川
や
東
京
暮
ら
し
で
培
っ
た
知
識
と
経
験

を
も
と
に
︑
商
店
街
を
そ
の
ま
ま
映
画
館

に
し
た
全
国
初
の
﹁
ア
ー
ケ
ー
ド
シ
ア
タ

ー
﹂
や
古
い
街
並
み
の
写
真
展
な
ど
を
開

催
し
︑
好
評
を
得
た
︒
こ
う
し
た
活
動
が

縁
と
な
っ
て
︑
平
成
３︵
１
９
９
１
︶年
に

樺
崎
に
オ
ー
プ
ン
し
た
﹁
宇
和
島
市
立
歴

史
資
料
館
﹂
の
開
館
準
備
期
間
に
運
営
委

員
と
し
て
参
加
し
︑
作
家
の
末
広
鉄
腸
︑

俳
人
の
富
沢
赤
黄
男
︑
画
家
の
高
畠
華
宵
︑

※

１
︶

そ
し
て
映
画
界
で
は
伊
藤
大
輔
を
取
り
上

げ
︑﹁
先
哲
顕
彰
コ
ー
ナ
ー
﹂を
開
設
し
た
︒

　

氏
が
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
も
あ
る
伊
藤
大

輔
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
︑
昭
和
62
︵
１

９
８
７
︶
年
に
京
都
の
東
映
太
秦
映
画
村

を
観
光
し
た
お
り
︑﹁
映
画
の
殿
堂
﹂と
い

う
日
本
の
映
画
芸
術
に
つ
く
し
た
歴
代
の

映
画
人
た
ち
の
顕
彰
コ
ー
ナ
ー
を
見
学
し

た
時
だ
っ
た
︒﹁
日
本
映
画
の
父
牧
野
省
三
﹂

ら
に
続
く
最
初
の
方
に
︑﹁
伊
藤
大
輔 

～

宇
和
島
市
出
身
﹂
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
の

を
目
に
し
て
衝
撃
を
受
け
た
︒

　

そ
の
後
︑
伊
藤
夫
人
の
朝
子
さ
ん
と
の

面
会
を
果
た
し
︑
宇
和
島
市
の
南
予
文
化

会
館
や
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
計
８
回
︑

活
弁
付
き
無
声
映
画
上
映
な
ど
︑
伊
藤
大

輔
映
画
祭
を
開
催
し
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
平
成
14︵
２
０
０
１
︶年
の
秋
に

は
︑
氏
が
中
心
と
な
り
伊
藤
大
輔
生
誕
記

念
碑
が
宇
和
島
市
元
結
掛
に
建
立
さ
れ
た
︒

　

そ
し
て
︑
約
10
年
前
︑
経
営
す
る
メ
ガ

ネ
の
タ
ナ
ベ
袋
町
店
の
２
階
で
絵
画
な
ど

を
販
売
し
て
い
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
替
え
て
︑

自
身
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
﹁
伊
藤
大
輔
﹂

﹁
映
画
﹂﹁
郷
土
の
古
写
真
﹂
な
ど
や
郷
土

関
連
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
展
示
し
た
﹁
タ

ナ
ベ
昭
和
館
﹂
を
開
い
た
︒
同
館
に
は
熱

狂
的
な
映
画
フ
ァ
ン
や
郷
土
史
に
興
味
の

あ
る
人
々
に
混
じ
っ
て
︑
現
代
ア
ー
ト
の

大
竹
伸
朗
や
写
真
家
の
森
山
大
道
と
い
っ

た
著
名
人
も
訪
れ
る
︒

　

田
部
さ
ん
は
常
々
︑
面
談
も
し
な
い
で

本
や
資
料
だ
け
に
頼
っ
た
机
上
の
研
究
や

※

２.
︶　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  ※

３
︶

※2）宇和島在住の現代芸術家。（直島の銭湯「I♥湯」。東京五輪公式ポスター制作。道後オンセナートで道後温泉本館素屋根に大竹伸朗の作品が登場する）
※3）写真家。（日本写真批評家協会新人賞、日本写真家協会年度賞、第 44 回毎日芸術賞受賞、ドイツ写真家協会賞受賞、ハッセルブラッド国際写真賞などを受賞）

調
査
を
否
定
す
る
︒

﹁
貴
重
な
写
真
も
︑
呼
び
か
け
た
程
度
で
集

ま
る
は
ず
が
な
い
ん
で
す
︒
常
日
頃
そ
う

い
っ
た
方
々
と
十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
と
っ
て
初
め
て
大
切
な
写
真
を
託

し
て
頂
い
た
り
︑
本
音
の
お
話
を
聞
く
こ

と
が
で
き
る
ん
で
す
﹂
と
い
う
︒

　

田
部
さ
ん
は
︑
渡
航
経
験
も
豊
富
で
︑

基
本
は
航
空
券
の
み
の
フ
リ
ー
の
ひ
と
り

旅
︒
最
近
は
先
祖
の
足
跡
を
巡
り
︑
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
ギ
ネ
ス
認
証
の
﹁
世
界

最
古
の
屋
外
映
画
館
﹂︵
１
９
０
３
年
︶
は

母
方
の
曽
祖
父
が
創
設
者
だ
っ
た
こ
と
を

調
べ
あ
げ
︑
現
地
で
逆
取
材
を
受
け
た
︒

　

２
年
前
に
運
転
免
許
証
を
返
納
し
て
い

て
活
動
の
足
は
︑
も
っ
ぱ
ら
自
転
車
だ
︒

先
日
︑
電
動
ア
シ
ス
ト
付
き
の
自
転
車
を

手
に
入
れ
て
行
動
範
囲
を
広
げ
︑
吉
田
町

は
も
ち
ろ
ん
︑
御
荘
か
ら
西
海
に
だ
っ
て

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
で
平
気
で
行
っ
て
し
ま

う
︒
こ
の
原
動
力
は
︑
ど
こ
か
ら
来
る
の

だ
ろ
う
か
︖　

聞
い
て
み
た
︒

﹁
高
校
か
ら
親
元
を
離
れ
て
東
京
の
学
校

に
行
き
ま
し
た
が
︑
そ
の
時
に
芽
生
え
た

郷
土
愛
で
し
ょ
う
か
ね
・
・
・
﹂

　

近
々
︑
田
部
さ
ん
は
︑
忘
れ
ら
れ
た
宇

和
島
の
歴
史
・
文
化
・
自
然
を
再
発
見
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
小
冊
子
﹃
宇
和
島

探
検
﹄
を
志
を
同
じ
く
す
る
人
た
ち
と
発

行
す
る
︒
興
味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
︑
手
に

取
っ
て
ご
覧
に
な
っ
て
頂
き
た
い
︒

　
　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
構
成
／
川
尻
純
滋

※

４
︶

※4）「私の異常なまでの映画好きは先祖のDNAだったかもしれない」という旅の模様はブログ ( タナベ昭和館 ) で連載中！

て
っ
ち
ょ
う

か  

き   

お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　   

か
し
ょ
う

も
っ
と
い
ぎ
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3    つなぐ　2021秋号

タナベ昭和館　https://tanabeshouwa.wordpress.com/



タナベ昭和館
豊富な資料　写真公開中

入館料 500 円
ワンドリンク付き

宇和島市中央町２丁目４－１２
☎0895-22-3557

宇和島が生んだ
時代劇映画の父

伊藤大輔

昭和の宇和島
ノスタルジア
街角写真

　
宇
和
島
市
の
袋
町
銀
天
街
の
メ
ガ
ネ

の
タ
ナ
ベ
袋
町
店
の
２
階
に
あ
る
「
タ

ナ
ベ
昭
和
館
」
に
は
、
主
宰
の
田
部
司

さ
ん
が
長
年
撮
影
ま
た
は
収
集
し
た
懐

か
し
い
「
昭
和
の
宇
和
島
街
角
写
真
」

や
宇
和
島
出
身
で
時
代
劇
映
画
の
父
と

謳
わ
れ
る
映
画
監
督
の
「
伊
藤
大
輔
コ

ー
ナ
ー
」、
昭
和
映
画
の
ポ
ス
タ
ー
、

そ
し
て
、
か
つ
て
宇
和
島
市
内
に
あ
っ

た
10
館
を
越
え
る
映
画
館
の
懐
か
し
い

写
真
や
資
料
な
ど
、
他
で
は
観
ら
れ
な

い
貴
重
な
も
の
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　
来
館
者
に
は
、
現
代
ア
ー
ト
の
大
竹

伸
朗
、
写
真
家
の
森
山
大
道
・
都
築
響

一
な
ど
超
有
名
人
も
名
を
連
ね
る
、
知

る
人
ぞ
知
る
宇
和
島
の
超
レ
ア
ス
ポ
ッ

ト
だ
。

懐かしの
宇和島
映画館

宇和島
愛媛の
映画人

つなぐ　2021秋号  4



宇
和
島
信
用
金
庫
１
０
０
周
年
記
念

百
年
前
の

宇
和
島
１

宇
和
島
信
用
金
庫
創
立
一
〇
〇
周
年
企
画

百
年
前
の

宇
和
島

5    つなぐ　2021秋号

大
正
時
代
の
融
通
座
【
本
町
追
手
　
大
正
後
期
】

明
治
18
（
１
８
８
５
）
年
、
芝
居
小
屋
と
し
て
開
館
。
大
正
４
（
１
９
１
５
）
年
、
改
装
し
て

花
道
や
枡
席
な
ど
歌
舞
伎
小
屋
の
設
備
を
整
え
、
四
国
一
の
回
り
舞
台
と
謳
わ
れ
た
。

２
代
目
市
川
猿
之
助
、
６
代
目
尾
上
菊
五
郎
ら
の
ほ
か
、「
大
正
ロ
マ
ン
」
を
象
徴
す
る
松
井
須
磨
子
、

欧
米
で
人
気
を
博
し
た
川
上
貞
奴
か
ら
長
谷
川
一
夫
や
美
空
ひ
ば
り
ま
で
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て

名
だ
た
る
名
優
・
大
ス
タ
ー
が
舞
台
を
踏
ん
で
い
る
。

木
造
２
階
建
て
の
両
端
に
ド
ー
ム
屋
根
を
配
し
た
和
洋
折
衷
造
り
の

貴
重
な
文
化
財
で
も
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
映
画
館
に
な
り
、

昭
和
40
（
１
９
６
５
）
年
閉
館
、
建
物
も
解
体
さ
れ
た
。

２
階
の
手
摺
付
き
バ
ル
コ
ニ
ー
に
も

観
客
の
姿
が
写
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
写
真
／
文　
田
部　
司
）



　
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
１
０
０
年
前
は
大
正
10
（
１

９
２
１
）
年
に
当
た
り
ま
す
が
、
当
時
の
宇
和
島

で
「
お
ま
ち
」
と
い
わ
れ
最
も
町
衆
の
パ
ワ
ー
が

溢
れ
て
い
た
追
手
通
り
は
、
明
治
33
（
１
９
０
０
）

年
、
濠
の
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
宇
和
島
城
の
出
入

り
の
門
「
追
手
門
」（
写
真
１
）
に
沿
っ
て
開
け
た

町
と
い
う
意
味
で
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
い
た
追
手
門
は
天
守
閣
を
も
凌
ぐ
見

事
さ
で
、
外
か
ら
門
を
く
ぐ
る
と
「
昭
翠
園
」
と

い
う
憩
い
の
広
場
も
あ
っ
て
、
一
日
中
、
近
在
近

郷
の
人
た
ち
で
賑
い
ま
し
た
。

　
追
手
門
と
と
も
に
、
追
手
の
繁
栄
を
象
徴
し
た

の
が
明
治
18
（
１
８
８
５
）
年
開
設
の
櫓
を
乗
せ

た
芝
居
小
屋
「
融
通
座
」（
写
真
２
）
の
存
在
で
、

そ
の
背
景
に
は
宇
和
島
運
輸
会
社
が
同
年
宇
和
島

ー
大
阪
航
路
を
開
き
、
中
央
か
ら
の
文
化
が
松
山

経
由
で
な
く
、
宇
和
島
に
直
結
し
て
い
た
こ
と
が

大
き
か
っ
た
。
大
正
４
（
１
９
１
５
）
年
、
回
り

舞
台
と
花
道
、
枡
席
な
ど
歌
舞
伎
小
屋
と
し
て
本

格
的
な
設
備
を
整
え
た
芝
居
中
心
の
融
通
座
に
対

し
て
、
宇
和
島
初
の
映
画
館「
鶴
島
館
」（
写
真
３
）

が
追
手
門
横
に
開
館
し
ま
し
た
。

　
大
正
３
（
１
９
１
４
）
年
、
宇
和
島
鉄
道
が
宇

和
島
ー
近
永
間
を
結
び
、
同
７
（
１
９
１
８
）
年

に
は
宇
和
島
自
動
車
（
バ
ス
）
が
こ
の
地
で
創
業

し
、
同
９
（
１
９
２
０
）
年
１
月
に
早
く
も
宇
和

島
ー
御
荘
線
の
運
行
を
開
始
し
た
こ
と
で
一
層
活

況
を
呈
し
ま
し
た
。
10
（
１
９
２
１
）
年
４
月
、

物
産
・
文
化
の
博
覧
会
で
あ
る
「
宇
和
・
喜
多
五

郡
連
合
共
進
会
」
は
、
一
地
方
都
市
で
万
博
を
開

田部 　司
タナベ昭和館主宰
メガネのタナベ

たなべ　つかさ

大
正
時
代
の﹁
追
手
通
﹂界
隈

つなぐ　2021秋号  6

（写真 3）追手名所となった鶴島館（のち中央キネマ）の夜景　　　　（写真 2）改装直後の融通座　左手の花道と桟敷席を新設

や
ぐ
ら

（写真 1）「おたもん」と呼ばれ親しまれた雄大な追手門（当時は国宝に指定されていた）

し
ょ
う
す
い
え
ん



ド
」（
写
真
８
）
の
開
店
は
市
制
発
足
当
時
（
大
正

10
〈
１
９
２
１
〉年
）。
カ
フ
ェ
ー
の
女
給
は
女
性

の
社
会
進
出
と
も
重
な
り
一
世
を
風
靡
し
、
の
ち

「
カ
フ
ェ
ー
横
丁
」
も
誕
生
し
ま
し
た
。
元
伊
予

銀
行
追
手
支
店
の
場
所
に
あ
っ
た
ミ
カ
ド
並
び
に
、

丸
水
楼
や
大
吉
楼
と
い
っ
た
有
名
料
亭
が
軒
を
つ

ら
ね
て
い
ま
し
た
。

　
さ
て
、
こ
う
し
て
１
０
０
年
前
の
追
手
通
り
を

見
て
き
ま
し
た
が
、
幕
藩
体
制
か
ら
解
放
さ
れ
た

明
治
の
時
代
を
経
て
、
大
正
時
代
に
は
華
や
か
な

ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
大
衆

文
化
と
第
一
次
大
戦
後
の
拡
大
経
済
が
花
開
き
ま

し
た
。
そ
こ
に
は
、
辺
境
を
逆
手
に
取
っ
て
ど
こ

に
も
な
い
個
性
を
追
求
し
た
大
正
の
宇
和
島
人
の

気
骨
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
機
に
宇
和
島
に

は
、
伊
達
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
奥

深
く
幅
広
い
歴
史
や
文
化
、
自
然
が
あ
る
こ
と
を

認
識
し
て
、
今
こ
そ
、
全
く
新
し
い
発
想
や
視
点

か
ら
の
独
自
性
あ
る
ビ
ジ
ョ
ン
を
打
ち
立
て
、
令

和
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
起
こ
す
時
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

7    つなぐ　2021秋号

催
し
た
よ
う
な
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
、
南
予
の
中
心

都
市
宇
和
島
を
印
象
付
け
ま
し
た
。
諸
資
料
か
ら

は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
（
１
９
１
８
年
）

 

後
の
好
景
気
と
並
行
し
て
人
々
に
浸
透
し
て
い

っ
た
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
い
え
る
民
衆
の

パ
ワ
ー
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
８
月
１
日
に
は
隣
接

の
八
幡
村
と
宇
和
島
町
が
合
併
し
て
念
願
の
「
宇

和
島
市
」
が
誕
生
し
ま
し
た
。
追
手
通
り（
写
真

４
）と
河
岸
端
通
り（
写
真
５
）の
市
制
祝
賀
の
様

子
で
す
。

　
こ
の
時
代
は
、
商
業
に
と
っ
て
も
発
展
期
と
い

っ
て
よ
く
、
明
治
中
期
創
業
の
木
藤
時
計
店
（
写

真
６
）
が
ア
ー
チ
窓
の
あ
る
モ
ダ
ン
な
洋
館
に
新

築
、
同
期
創
業
の
貴
金
属
細
工
の
「
清
澄
堂
」
が

市
内
初
の
眼
鏡
専
門
店
に
切
り
替
え
た
の
も
同
じ

大
正
13（
１
９
２
４
） 年
。
時
計
店
や
眼
鏡
店
は
各

地
に
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
漆
器
や
仏
具
の
「
松

浦
商
店（
追
手
の
松
浦
）」や
舶
来
雑
貨
を
扱
う「
石

崎
商
店
」、
丸
重
や
平
井
と
い
っ
た
呉
服
店
な
ど

が
こ
の
町
の
草
分
け
的
存
在
で
、
演
劇
映
画
関
係

者
や
旅
行
者
向
け
に
花
屋
（
写
真
７
）、
加
戸
屋

（
清
家
）、
木
屋
、
青
葉
な
ど
の
旅
館
が
益
々
賑
い

ま
し
た
。

　
「
秋
風
や　
木
屋
と
は
古
き
ま
ん
じ
ゅ
う
屋
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
根
東
洋
城
） ̶

。

　
追
手
名
物
と
し
て
喜
作
餅
や
霊
月
堂
の
や
ん
べ

羊
か
ん
が
知
ら
れ
、
写
真
の
よ
う
な
行
列
が
で
き

て
い
ま
す
（
写
真
９
ペ
ー
ジ
左
上
）。「
清
水
の
唐

ま
ん
」
清
水
閑
一
郎
本
舗
が
追
手
に
移
転
し
た
の

も
こ
の
頃
。
そ
う
し
た
昔
変
わ
ら
ぬ
伝
統
の
味
は

現
在
で
は
吉
弘
菓
子
舗
と
松
月
堂
に
引
き
継
が
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
北

陽
、
築
地
が
ま
だ
な
い
明
治
中
期
頃
に
置
屋
「
い

ろ
は
」
な
ど
か
ら
成
る
内
町
花
街
が
あ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
な
お
、
宇
和
島
初
の
カ
フ
ェ
ー
「
ミ
カ

※1　花街（かがい、はなまち）　
　　  芸者置屋、料亭などが集まっている地域を指す名称で、
　　  花柳（かりゅう）という別称もある。

※2　カフェー　
　　  着物に白いエプロン姿の女性が接待して洋酒を飲ませ
　　  た飲食店で、大正を象徴する文化的なサロンでもあり、
　　  昭和初期にかけて大流行した。

写真／文　田部　司

か
し
ば
た

※

１※

２

（写真 4）市制祝賀風景　カフェー・ミカド（左）のある追手通り（写真 5）市制祝賀風景　「市章」幕の下を内町芸者が歩く河岸端通り

（写真 6）アーチ窓が美しい木藤時計店の新築店舗（写真 7）柳と花屋旅館は追手のもう一つのシンボル（写真 8）宇和島初登場のカフェー・ミカド

せ
い
ち
ょ
う

や
は
た

ま
る
じ
ゅ
う

が
ん
す
い
ろ
う　
だ
い
き
ち
ろ
う

か  

ど   

や



　

宇
和
島
信
用
金
庫
は
、
来
年
、
創
立
１

０
０
周
年
を
迎
え
る
が
、
創
業
当
時
（
大

正
時
代
）
の
宇
和
島
は
、
ど
ん
な
様
子
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

平
地
の
少
な
い
宇
和
島
は
、
伊
達
家
入

部
以
来
、
頻
繁
に
埋
立
て
が
行
わ
れ
て
き

た
（
図
Ａ
は
、
昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年

発
行
の
「
私
た
ち
の 

郷
土
増
訂
版
」
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
「
伊
達
氏
入
城
前
の
推
定

図
」と
上
の
地
図
を
重
ね
た
も
の
）。
図
か

ら
も
現
在
の
宇
和
島
市
の
中
心
部
の
大
半

が
海
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

宇
和
島
信
用
金
庫
の
前
身
、
宇
和
島
信

用
購
買
組
合
が
創
立
さ
れ
た
の
は
、
宇
和

島
町
と
八
幡
村
が
合
併
し
て
県
内
３
番
目

の
市
と
し
て
宇
和
島
市
が
誕
生
し
た
（
当

時
、
人
口
は
松
山
・
今
治
に
次
ぐ
県
下
第

三
位
の
南
予
最
大
の
都
市
）
翌
年
の
大
正

11（
１
９
２
２
）年
５
月
３
日
だ
。

　
創
業
当
初
は
、
現
在
の
長
野
産
婦
人
科

医
院
前
に
あ
っ
た
「
信
義
社
」
に
間
借
り

し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
現
在
の
宇
和
島

ハ
イ
ヤ
ー（
株
）本
社
が
あ
る
場
所
（
税
務

署
前
）に
移
転
。
そ
し
て
、
昭
和
38（
１
９

６
３
）年
、
現
在
の
本
町
追
手
に
本
店
と

本
部
を
新
築
移
転
し
、
現
在
に
至
る
。

※1）人力車の駐車場で当時市内には 200 台ほどの人力車があり、駐車場は 11 ヶ所あった。
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春
水
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新
聞
社

※須賀川付け替えにより北陽花街の大半が
築地に移転して築地花街が形成されたのは
昭和初期。

宇
和
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市
街
地
図

後
期

●
松浦商店
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等
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学
校

※

こ
の
地
図
は
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南
豫
時
事
新
聞
社
が
大
正
末
期
か
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昭
和
初
期
こ
ろ
発
行
し
た
地
図
を
参

　
考
に
制
作
し
ま
し
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が
、
す
べ
て
の
会
社
や
店
舗
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
地

　
図
表
記
に
時
代
的
に
不
確
実
な
点
が
あ
る
こ
と
等
ご
了
解
く
だ
さ
い
。
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図Ａ

（写真上 -地図❶）
追手通りから河岸端、袋町浜通り（現袋町商店街）への道。
左の大店は松浦商店（追手の松浦）、三階建ての花屋旅館、
平井呉服店。右の通りには「やんべ羊かん」の霊月堂、
スーパーの走り「田中商事」など洋風建築が並ぶ素晴ら
しい町並みである（昭和初期）。

（写真下 -地図❷）
竪新町 ( たつしんまち  現新町 ) の内港に面して、宇和島
運輸株式会社の本社屋として、〝とんがり帽子の時計台〟
のある赤レンガの洋館が新設されたのは、大正に元号が
改正する直前の明治 45（1912）年 7月。同社は、明治 17
（1884）年に創立されたが、創業後 30 年近くは宇和島城
の一郭の角やぐらを本社に使っていた。宇和島運輸の右
に隣接していた物資などを船で運送する神森回漕店は大
正 10 年にはなくなり、宇和島運輸の建物はこの 2倍近
い大きさになった（大正初期）。
　　　　　　　　　　　　　　　　（写真／文　田部　司）

※2）須賀川は、昭和７（1932）年、現在の位置に付け替えが完了した。
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地

　
　
　
　
花

　
　
　
　
　
　
街

●
浅
田
鉄
工
所

多
賀
神
社

●

浄
念
寺
●

藤　江

●
和
霊
神
社

←闘牛場

●
福
島
酒
店

下村駅

↑
三
間
・
吉
田

●市立
宇和島商業学校

●
龍
光
院

済
美
●

保
育
園

共
楽
座
●

●
三
原
洋
品
店

住吉山
●宇和島測候所

樺崎
水産試験場

玉　
ケ　
月

←大浦

穂
積
●

銀
行

今井魚店●

●
日
本
酒
類
会
社

●第三尋常
高等小学校

木
下
●

正
月
堂

玉
ノ
湯
●

●
宇
和
島

　
鉄
道
会
社

北
　
　
陽

　
　
　
　
花

　
　
　
　
　
　
街

●和霊町
　郵便局

●
友
松
医
院

●
恵
美
須

　
神
社

①

②

※須賀川付け替えにより北陽花街の大半が
築地に移転して築地花街が形成されたのは
昭和初期。

※

２
）
新
須
賀
川
（
工
事
予
定
）

納涼園
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宇神  幸男
作　家

うがみ　ゆきお

以
上
が
焦
土
と
化
し
た
。

　
戦
後
、
日
本
は
め
ざ
ま
し
く
復
興
し
、
高
度
経

済
成
長
時
代
を
謳
歌
す
る
が
、
そ
の
後
、
経
済
は

停
滞
し
た
。
宇
和
島
は
地
方
都
市
だ
け
に
、
ゆ
る

や
か
に
復
興
し
、
ゆ
る
や
か
に
停
滞
し
た
。
そ
し

て
、
バ
ブ
ル
景
気
に
浮
か
れ
る
こ
と
も
な
く
、
リ

ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
も
め
げ
ず
、
令
和
の
現
在
を

迎
え
て
い
る
。

　
渋
沢
栄
一
は
「
銀
行
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
も
の

は
信
用
」
と
語
っ
た
が
、
宇
和
島
信
用
金
庫
は
信

用
を
看
板
に
し
て
百
年
の
風
雪
に
耐
え
て
き
た
。

近
年
、
宇
和
島
信
用
金
庫
は
「
う
わ
し
ん
伊
達
文

化N
EXT

１
０
０
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
３
冊

の
絵
本
を
制
作
・
頒
布
し
た
。

『
伊
達
秀
宗
公
物
語　

―

政
宗
と
の
親
子
の
絆―

』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
五
年
）

『
伊
達
宗
紀
公
物
語　

―

天
の
赦
し
た
長
寿
大
名―

』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
六
年
）

『
伊
達
宗
利
の
娘
豊
姫
物
語　

―

家
と
故
郷
つ
な
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
「
あ
ん
ず
」
の
縁―

』（
二
〇
一
七
年
）

　
こ
の
３
冊
は
市
内
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
全
国

的
に
も
高
い
評
価
を
得
た
。
構
成
・
執
筆
に
あ
た

っ
た
私
は
、
こ
の
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
。

宇
和
島
の
今
昔
と
宇
和
島
信
用
金
庫

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
納
得
で
き
る
。

　
さ
て
、
宇
和
島
市
の
初
代
市
長
は
山
村
豊
次
郎

で
、
工
業
立
市
を
提
唱
し
た
。
和
霊
公
園
に
立
派

な
頌
功
碑
が
あ
る
。
兄
の
村
松
恒
一
郎
は
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
、
衆
議
院
議
員
を
経
て
、
こ
の
時
期
は

東
京
木
挽
町
１
丁
目
の
伊
達
侯
爵
家
委
員
を
勤
め

て
い
た
。

　
大
正
11（
１
９
２
２
）年
５
月
３
日
、
宇
和
島
信

用
購
買
組
合
が
創
業
す
る
。
組
合
員
の
た
め
の
資

材
・
生
活
物
資
の
共
同
購
入
と
供
給
を
業
務
と
し

て
い
た
。
こ
れ
が
宇
和
島
信
用
金
庫
の
前
身
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
初
め
は
零
細
な
も
の
で
、
信
義

社
に
間
借
り
し
て
い
た
。

　
大
正
か
ら
昭
和
初
期
の
宇
和
島
の
古
写
真
に
は
、

貧
し
く
と
も
日
々
の
暮
ら
し
に
勤
し
む
人
々
の
姿

が
見
ら
れ
る
。
追
手
通
り
商
店
街
に
は
大
正
４
年

に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
娯
楽
の
殿
堂
融
通
座
が
あ

り
、
洋
食
屋
や
カ
フ
ェ
ー
、
花
屋
旅
館
、
木
屋
旅

館
な
ど
の
旅
館
が
繁
盛
し
て
い
た
。
街
に
は
人
々

が
あ
ふ
れ
、
内
港
に
は
舟
が
ひ
し
め
き
、
宇
和
島

は
現
在
よ
り
は
る
か
に
活
気
が
あ
っ
た
。

　
宇
和
島
出
身
者
で
は
、
高
畠
華
宵
が
日
本
一
の

挿
絵
画
家
と
し
て
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
。
別
府

に
新
天
地
を
求
め
た
油
屋
熊
八
は
、
外
国
人
も
泊

ま
れ
る
亀
の
井
ホ
テ
ル
を
開
業
し
、
八
面
六
臂
の

活
躍
を
始
め
る
。
映
画
監
督
伊
藤
大
輔
も
、
銀
幕

に
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
。

　
そ
の
一
方
、
昭
和
は
悲
惨
な
戦
争
の
時
代
で
も

あ
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
末
期
、
予
科
練
が
あ
っ
た

宇
和
島
は
９
回
の
空
襲
を
受
け
、
市
街
地
の
７
割

　
十
年
一
昔
、
と
言
う
。
一
昔
前
、
宇
和
島
に
自

転
車
タ
ク
シ
ー
が
走
っ
て
い
た
の
を
ご
記
憶
だ
ろ

う
か
？　
賛
否
両
論
あ
っ
た
こ
の
事
業
、
自
転
車

タ
ク
シ
ー
は
手
段
に
過
ぎ
ず
、
国
の
雇
用
対
策
事

業
だ
っ
た
。
市
民
の
血
税
を
費
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
こ
と
を
特
筆
大
書
し
て
お
き
た
い
。

　
と
、
い
き
な
り
脱
線
か
ら
始
め
た
が
、
明
治
の

初
期
、「
四
国
の
宇
和
島
で
は
士
族
が
人
力
車
を

引
い
て
い
る
」
と
い
う
記
事
が
全
国
紙
に
掲
載
さ

れ
た
。
東
京
（
旧
江
戸
）
で
も
、
元
旗
本
の
若
様

が
人
力
車
を
引
い
て
い
た
例
が
あ
る
。
宇
和
島
藩

は
明
治
新
政
府
に
有
力
な
藩
閥
を
持
て
な
か
っ
た
。

旧
宇
和
島
藩
士
の
多
く
は
困
窮
し
、
人
力
車
を
引

く
者
も
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
廃
藩
置
県
か
ら
１
年
後
、
ち
ょ
ん
髷
に
二
本
差

し
の
旧
藩
士
が
お
城
下
を
歩
い
て
い
た
明
治
５
年

８
月
、
と
あ
る
会
社
が
佐
伯
町
に
開
業
し
た
。
士

族
有
志
が
出
資
し
、
資
本
金
２
万
円
で
立
ち
上
げ

た
信
義
社
で
あ
る
。
金
融
業
と
印
刷
業
を
兼
ね
た

信
義
社
は
、
宇
和
島
に
お
け
る
銀
行
の
始
ま
り
と

さ
れ
る
。
の
ち
に
広
小
路
（
病
院
通
り
）
に
社
屋

を
建
て
、
移
転
し
た
。

　
明
治
以
後
、
軽
工
業
（
主
に
製
糸
）
に
よ
る
発

展
を
目
指
し
た
宇
和
島
は
大
正
３（
１
９
１
４
）年
、

第
一
次
大
戦
の
戦
争
景
気
で
か
つ
て
な
い
活
況
を

呈
し
た
。
追
手
通
り
か
ら
船
大
工
町
（
現
在
の
恵

美
須
町
２
丁
目
商
店
街
）
に
い
た
る
長
い
商
店
街

が
形
成
さ
れ
、
宇
和
島
商
工
会
が
創
立
さ
れ
る
。

　
大
正
７（
１
９
１
８
）年
の
夏
、
米
騒
動
が
起
き
、

８
月
か
ら
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
全
国
に
大
流
行
す

る
。
11
月
10
日
付
の
海
南
新
聞
（
愛
媛
新
聞
の
前

身
）
は
、「
熾
烈
を
極
む
る
病
魔
の
勢
ひ   

宇
和
島

町
全
滅   

人
口
一
萬
九
千
中　
患
者
一
萬
二
千
」

　
と
報
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
う
、
現
在
の
コ
ロ

ナ
騒
動
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
全
滅
と
報

じ
ら
れ
た
宇
和
島
町
は
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
。

明
け
な
い
夜
は
な
い
、
と
信
じ
た
い
。

　
ス
ペ
イ
ン
風
邪
が
猛
威
を
揮
う
中
、
11
月
に
第

一
次
大
戦
が
終
わ
る
。
戦
後
恐
慌
は
大
正
９
年
に

始
ま
り
、
宇
和
島
で
も
工
場
の
操
業
短
縮
・
休
業

が
相
次
ぎ
、
職
工
の
大
量
解
雇
が
始
ま
っ
た
。

　
大
正
10
（
１
９
２
１
）
年
８
月
、
宇
和
島
町
は

八
幡
村
を
合
併
し
南
伊
予
の
雄
都
宇
和
島
市
が
誕

生
し
た
。

　
こ
こ
で
再
び
脱
線
す
る
が
、
今
年
（
２
０
２
１
）、

宇
和
島
市
は
市
制
百
周
年
を
迎
え
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
記
念
す
る
事
業
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は
実
施

さ
れ
な
い
。
そ
の
理
由
を
市
に
訊
け
ば
、

「
平
成
17
年
８
月
１
日
、
吉
田
・
三
間
・
津
島
の
３

町
と
の
合
併
で
宇
和
島
市
は
消
滅
し
た
。
今
年
は

消
滅
し
た
旧
宇
和
島
市
の
幻
の
市
制
百
周
年
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
現
在
の
宇
和
島
市
が
お
祝
い
を
す

る
い
わ
れ
は
な
い
」

　
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
そ
う
で
、
わ
ざ
わ
ざ

嫌
な
気
分
に
は
な
り
た
く
な
い
の
で
、
あ
え
て
訊

か
な
い
が
、

「
宇
和
島
市
は
西
日
本
豪
雨
災
害
の
記
憶
が
色
濃

く
、
祝
賀
ム
ー
ド
に
は
ほ
ど
遠
い
。
コ
ロ
ナ
禍
も

悪
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
お
祝
い
な

ど
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
る
」、
と
い
う
の
が
理
由

ま
げ

し
ん　
ぎ  

し
ゃ

や
ま
む
ら
と
よ
じ
ろ
う

む
ら
ま
つ 

こ
う
い
ち
ろ
う

し
ょ
う
こ
う
ひ

ふ
な
だ
い
く
ま
ち

ゆ
う
づ
う
ざ

た
か
ば
た
け
か
し
ょ
う

あ
ぶ
ら
や
く
ま
は
ち

は
ち
め
ん
ろ
っ
ぴ

つなぐ　2021秋号  10
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宇神　幸男 プロフィール
1952 年、宇和島市丸之内生まれ。宇和島南高等学校卒業。
その後、宇和島市に奉職。1989 年、ピアニストＥ･ハイドシェックの再デビューリサイタルを南予文化会館で開催。
1990 年、「神宿る手」（講談社）で小説家デビュー、以後 7冊刊行。定年退職後は南予文化会館館長を経て、運営顧
問として「パフィオうわじま」での文化事業の企画・開催にあたっている。
著書に『宇和島藩』、『幕末の女医楠本イネ』など歴史書４冊、近著に『三島由紀夫ＶＳ音楽』がある。

「宇和島市の目抜き通り」
明治末から戦後まで宇和島第一の繁華街だった追手通りの大正時代の一コマ。右側には洋風外観が印象的な平井吉三呉服店。のちに丸吉呉服店となり、左隣の花屋
旅館とともに戦災を免れた建物は昭和 21（1946）年、宇和島自動車本社として再活用され、今は宇和島信用金庫本店となっている（昭和 38〈1963〉年新築移転）。
中央の柳の古木は花屋の三階屋根辺りまで伸びており、左手の側溝そばには荷を運ぶ牛がつながれている。女性の歩く姿はほとんど見えない。
（写真 /文章　田部　司）

「信義社」
明治 5（1872）年 8月、佐伯町に信義社が設けられたのが宇和島の銀行の
始まりである。旧士族の有志がこれまでの頼母子講金融ではダメだとして、
一口 20 円の出資で、資本金 2万円の株式会社信義社を創立したのである。
やがて、広小路に社屋を新築した。その明治 40（1907）年ころの写真であ
る。大正 15（1926）年 2月、株式会社宇和島銀行に預金貸金とも引継がれ
た。今、100 年の風雪に耐えて、伊予銀行宇和島店の独身寮となっている。
（写真 /文章「ふるさとの思い出 写真集 明治 大正 昭和宇和島」国書刊行会 
発行より引用）

「宇和島信用購買組合」
宇和島信用金庫の前身の宇和島信用購買組合は、間借りをしていた信義社から堀端町
（現 : 税務署前）に新築移転するが、その新築移転して間もない時期、店舗前で撮影
された役職員の集合写真と思われる。
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旧
宇
和
島
市
制
１
０
０
周
年

難
産
だ
っ
た
八
幡
村
と
の
合
併兆

し
が
見
え
始
め
た
。
そ
こ
へ
、
追
い
打
ち
を
か

け
る
よ
う
に
新
任
の
警
察
部
長
か
ら
「
村
に
芸
者

を
置
く
こ
と
を
一
律
禁
止
に
す
る
」
と
い
う
方
針

が
発
表
さ
れ
、
こ
れ
に
は
さ
す
が
に
反
対
派
は
意

気
消
沈
し
て
し
ま
い
、
一
気
に
合
併
の
協
定
書
が

結
ば
れ
、
大
正
10
（
１
９
２
１
）
年
８
月
１
日
、

ハ
レ
て
宇
和
島
市
が
誕
生
し
た
。
こ
の
年
の
統
計

に
よ
る
と
人
口
３
万
２
２
７
４
人
で
、
松
山
市
に

次
い
で
県
下
第
２
位
の
都
市
と
な
っ
た
。

　
宇
和
島
町
と
隣
接
す
る
八
幡
村
と
の
合
併
問
題

が
表
面
化
す
る
の
は
、
明
治
41
（
１
９
０
８
）
年
、

中
原
町
長
に
よ
る
藤
江
部
落
の
一
部
編
入
を
目
的

と
す
る
「
両
町
村
境
界
変
更
問
題
」
だ
。
結
局
、

県
に
申
請
す
る
も
双
方
の
十
分
な
協
議
が
な
さ
れ

て
い
な
い
と
の
理
由
か
ら
進
展
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

　
当
時
、
宇
和
島
町
が
抱
え
て
い
た
課
題
は
、
第

一
に
、
当
時
町
の
経
済
的
生
命
線
と
捉
え
ら
れ
て

い
た
港
湾
改
修
。
第
二
に
、
上
水
道
の
整
備
。
そ

し
て
、
第
三
に
、
学
校
の
整
備
だ
っ
た
が
、
こ
れ

ら
す
べ
て
、
実
現
す
る
た
め
の
候
補
地
は
八
幡
村

地
区
以
外
に
は
な
い
、
と
い
っ
た
状
況
だ
っ
た
。

　
方
や
八
幡
村
は
と
い
う
と
、
当
時
、
県
下
最
大

に
し
て
最
富
裕
の
村
で
、
旧
須
賀
川
沿
い
に
あ
っ

た
「
川
端
（
北
陽
）
花
街
」
に
は
、
置
屋
、
料
理

屋
併
せ
て
１
０
０
軒
ほ
ど
が
あ
り
、
芸
者
も
百
数

十
名
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
日
本
酒
類
醸
造
、
宇

和
水
電
会
社
、
宇
和
島
鉄
道
会
社
な
ど
を
筆
頭
に

製
糸
、
織
物
そ
の
他
18
社
ほ
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら

の
税
収
が
村
の
大
き
な
財
源
と
な
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
一
部
に
は
「
宇
和
島
と
合
併
せ
ず
町
制
移

行
を
目
指
す
べ
し
」
と
の
強
硬
な
意
見
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
何
よ
り
、
合
併
後
に
増
税
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
の
が
住
民
の
間
で
危
惧
さ
れ
て
い

て
、
こ
れ
が
合
併
機
運
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
て

い
た
。

　
そ
し
て
、
大
正
８
（
１
９
１
９
）
年
、
新
任
の

馬
渡
知
事
が
初
巡
視
の
た
め
宇
和
島
を
訪
問
し
た

際
、
宇
和
島
町
の
武
内
町
長
と
八
幡
村
の
松
浦
村

長
に
合
併
を
実
現
さ
せ
る
よ
う
指
示
し
た
が
、
そ

の
後
も
合
併
へ
向
け
て
の
糸
口
は
掴
め
な
い
ま
ま

だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
中
、
宇
和
島
町
で
は
、
武
内
町
長
が
辞

任
し
、
合
併
問
題
解
決
の
使
命
を
担
い
山
村
豊
次

郎
が
町
長
に
就
任
し
、
集
会
等
で
合
併
の
意
義
を

説
い
て
回
っ
た
が
、
八
幡
村
の
下
村
地
区
（
現
：

和
霊
町
）
だ
け
が
最
後
ま
で
強
硬
な
反
対
運
動
を

展
開
し
て
い
た
。

　
そ
ん
な
状
況
を
打
開
す
べ
く
、
山
村
町
長
は
八

幡
村
議
と
の
公
式
協
議
を
呼
び
か
け
た
が
、
な
ぜ

か
八
幡
村
側
は
30
歳
の
村
職
員
の
牧
野
寅
恵
に
、

そ
の
大
役
を
任
せ
た
。
会
談
後
、
牧
野
は
大
浦
地

区
で
総
会
を
開
か
せ
、
そ
の
場
で
合
併
の
意
義
を

説
き
、
結
果
、
大
浦
地
区
で
「
合
併
賛
成
」
の
決

議
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
事
が
他
地
区
で
の
合
併
賛

成
の
動
き
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
が
、
下
村
地
区
だ

け
は
依
然
強
硬
姿
勢
を
崩
さ
ず
に
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
東
京
の
穂
積
陳
重
か

ら
親
友
の
居
村
繫
治
郎
の
も
と
へ
「
合
併
問
題
が

解
決
し
な
い
の
は
心
痛
の
至
り
で
あ
る
。
も
し
貴

下
の
尽
力
で
山
村
村
長
に
勧
告
し
町
村
有
志
を
上

京
さ
せ
る
事
が
出
来
る
な
ら
ば
自
分
も
郷
土
の
た

め
一
臂
の
助
力
を
お
し
ま
ぬ
が
如
何
」
と
い
っ
た

内
容
の
手
紙
が
届
く
。

　
こ
れ
を
受
け
て
八
幡
村
か
ら
、
村
会
議
員
２
名

を
含
む
７
名
が
上
京
し
、
陳
重
か
ら
合
併
の
得
失

に
つ
い
て
の
話
を
聞
き
、
強
硬
反
対
派
も
軟
化
の

※1）少しの助け

※

１
）
い
っ
ぴ

宇和島町
丸穂村
八幡村
九島村
高光村
三浦村
来　村
下波村
菰渕村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇和海村
遊子村
戸島村
日振島村

大正６年　大正 10 年　　　　  昭和９年　昭和 30 年　昭和 32 年　昭和 49 年　　平成 17 年
（1917）　　（1921）　　　　　　（1934）　　（1955） 　　（1957）　　  （1974）　　　  （2005）

1958 年

吉田町
三間町
津島町

宇
和
島
市
の
系
譜

旧宇和島市制施行と同時に
市民から公募して決定され
た市章は、八幡村の「八」
の字を宇和島町の「宇」の
字で丸く囲んだ意匠になっ
ている。
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宇和島市 新宇和島市

参考資料／■宇和島の明治大正史　前編（著者：津村寿夫　泉山書房）　■宇和島市誌　上巻〈復刻版〉

や
は
た

し
も
む
らほ

づ
み
の
ぶ
し
げ

や　
　

 

は  

た

宇和島市域拡張図
（宇和島市誌より）

旧　八　幡　村

旧宇
和
島

　
　

  

町
旧　丸　穂　村



撮
り
歩
き
な
ん
よ
特
別
編

ふ
る
さ
と
の

紅
葉

今
回
は
、
紅
葉
シ
ー
ズ
ン
を
前
に

「
撮
り
歩
き
な
ん
よ
特
別
編
」
と
し
て

地
元
カ
メ
ラ
マ
ン
が
撮
影
し
た
秀
作
と
共
に

紅
葉
ス
ポ
ッ
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
和
霊
神
社
の
大
銀
杏
」

山
家
清
兵
衛
公
頼
公
を
神
と
し
て
祀
る
和
霊
神
社
の

大
鳥
居
を
仰
ぎ
、
須
賀
川
に
架
か
る

太
鼓
橋
（
御
幸
橋
）
の
先
に
あ
る
隋
神
門
を
く
ぐ
る
と
、

ご
神
木
な
の
だ
ろ
う
か
、

注
連
縄
と
祠
の
あ
る
大
銀
杏
が
現
れ
ま
す
。

こ
の
大
銀
杏
が
黄
葉
し
、
落
葉
す
る
と

境
内
が
黄
色
い
絨
毯
を
敷
い
た
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
を
神
官
が
参
拝
者
の
楽
し
み
に
と
、
葉
を
集
め
て
、

落
ち
葉
ア
ー
ト
を
作
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

撮
影
・
文
／
北
濱
一
男　

撮
影
１
２
月
４
日
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今
回
は
、
紅
葉
シ
ー
ズ
ン
を
前
に

「
撮
り
歩
き
な
ん
よ
特
別
編
」
と
し
て

地
元
カ
メ
ラ
マ
ン
が
撮
影
し
た
秀
作
と
共
に

紅
葉
ス
ポ
ッ
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
和
霊
神
社
の
大
銀
杏
」

山
家
清
兵
衛
公
頼
公
を
神
と
し
て
祀
る
和
霊
神
社
の

大
鳥
居
を
仰
ぎ
、
須
賀
川
に
架
か
る

太
鼓
橋
（
御
幸
橋
）
の
先
に
あ
る
隋
神
門
を
く
ぐ
る
と
、

ご
神
木
な
の
だ
ろ
う
か
、

注
連
縄
と
祠
の
あ
る
大
銀
杏
が
現
れ
ま
す
。

こ
の
大
銀
杏
が
黄
葉
し
、
落
葉
す
る
と

境
内
が
黄
色
い
絨
毯
を
敷
い
た
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
を
神
官
が
参
拝
者
の
楽
し
み
に
と
、
葉
を
集
め
て
、

落
ち
葉
ア
ー
ト
を
作
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

撮
影
・
文
／
北
濱
一
男　

撮
影
１
２
月
４
日

撮
り
歩
き
な
ん
よ
特
別
編

ふ
る
さ
と
の

紅
葉

13   つなぐ　2021秋号
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愛
宕
山
登
山
道
の
紅
葉
は
、
宇
和
津

彦
神
社
の
境
内
か
ら
神
殿
裏
の
真
っ
赤

に
紅
葉
し
た
楓
を
見
て
か
ら
行
き
ま
し

ょ
う
。
神
殿
裏
か
ら
登
山
道
を
１
５
０

ｍ
ほ
ど
歩
け
ば
、
か
な
り
大
き
い
幹
の

楓
が
数
本
あ
り
、
見
事
に
紅
葉
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
近
く
に
は
、

「
し
ば
ら
く
は 

花
の
上
な
る 

月
夜
か
な
」

の
松
尾
芭
蕉
の
句
碑
が
あ
り
ま
す
（
芭

〈〈  KITAHAMA KAZUO　北濱一男
1945 年　宇和島在住　学生時代から写真をはじめる。
本格的な写真歴は約 25 年。奈良飛鳥の写真家  上山好庸
氏に師事し、コロナ禍までは毎月奈良まで通っていた。

蕉
の
母
は
宇
和
島
の
人
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
）。

　
さ
ら
に
上
が
る
と
市
街
地
が
見
渡
せ

る
展
望
台
に
な
っ
て
い
て
、
町
の
真
ん

中
に
小
さ
い
な
が
ら
も
威
風
堂
堂
の
宇

和
島
城
が
望
め
ま
す
。
展
望
台
か
ら
の

夕
景
も
お
勧
め
の
風
景
で
す
。 愛宕山登山道の紅葉 （宇和島市） 撮影 12 月 10 日

　
吉
田
藩
伊
達
家
の
菩
提
所
と
し
て
知

ら
れ
る
こ
の
寺
は
、
四
国
で
は
珍
し
い

臨
済
宗
の
寺
院
で
、
本
堂
や
僧
堂
、
鐘

楼
な
ど
に
囲
ま
れ
た
庭
園
も
天
保
山
景

を
取
り
入
れ
た
と
言
わ
れ
、
も
み
じ
を

中
心
に
種
々
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
て
、

特
に
紅
葉
の
季
節
に
は
カ
メ
ラ
マ
ン
の

人
気
の
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。

　
２
０
１
８
年
の
西
日
本
豪
雨
の
際
に

〈〈  SEIKE NOBORU　清家　昇
吉田町出身。30 年ほど九州にいましたが、現在は宇
和島市に居住。定年退職し暇がたくさんできたので
趣味の写真を楽しんでいます。

は
、
河
川
の
氾
濫
で
庭
も
大
き
な
被
害

を
受
け
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
、
ほ
ぼ

復
旧
し
、
美
し
い
秋
の
紅
葉
と
苔
の
緑

と
の
コ
ラ
ボ
も
観
ら
れ
ま
す
。

　
も
み
じ
中
心
の
紅
葉
で
す
が
木
々
に

よ
り
紅
葉
の
ピ
ー
ク
に
差
が
あ
り
比
較

的
長
い
期
間
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
苔
の
上
の
落
ち
葉
を
撮
る
な
ら
早
朝

が
お
す
す
め
で
す
。

大乗寺 （宇和島市吉田町） 撮影 11 月 18 日
だい じょう じ
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関
地
池

（
西
予
市
宇
和
町
）
撮
影
11
月
16
日

　
西
予
市
宇
和
町
信
里
に
あ
る
関
地
池

は
、
寛
永
21
年
（
１
６
４
４
）
に
築
成

さ
れ
、
昭
和
37
年
（
１
９
６
２
）
に
現

在
の
規
模
に
拡
張
さ
れ
た
貯
水
量
１
０

０
万
ト
ン
を
誇
る
県
下
で
２
番
目
に
大

き
な
た
め
池
で
す
。
周
囲
は
約
２
．
４

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
も
あ
り
、
一
周
す
る
こ

と
も
出
来
ま
す
。

　
例
年
、
桜
が
見
ご
ろ
を
迎
え
る
４
月

上
旬
に
は
約
５
０
０
本
の
桜
が
咲
き
、

「
さ
く
ら
祭
り
」
が
開
催
さ
れ
、
秋
は

紅
葉
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

鴨
が
渡
っ
て
く
る
季
節
、
宇
和
盆
地
に

霧
が
出
る
と
幻
想
的
な
風
景
を
堪
能
す

る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

〈〈  KORESAWA FUTAO　是澤二夫
1937 年宇和島市（旧津島町）生まれ

〈〈  SHIRAISHI NOBUO　 白石信夫
1948 年生まれ　写真歴 19 年。祭り、風景、生物写真を撮
り、主に「愛媛新聞読者の写真」に投稿し最優秀賞 1回、
優秀賞 9回、1席 19 回など

　
滑
床
渓
谷
は
宇
和
島
市
と
松
野
町
に

ま
た
が
る
東
西
１
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

渓
谷
で
す
。
11
月
中
旬
よ
り
12
月
初
旬

ま
で
見
事
な
紅
葉
が
見
ら
れ
、
滑
ら
か

な
花
崗
岩
を
流
れ
る
清
流
、
様
々
な
形

の
奇
岩
に
滝
や
淵
。
そ
し
て
上
流
の
千

畳
敷
か
ら
大
高
橋
ま
で
、
紅
葉
の
ス
ポ

ッ
ト
が
い
た
る
所
に
在
り
、
見
飽
き
る

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　
脚
に
自
信
の
あ
る
人
は
雪
輪
の
滝
周

辺
が
お
薦
め
で
す
。
道
中
、
木
漏
れ
日

の
中
の
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
、
楓
な
ど
が

彩
を
添
え
て
く
れ
、
途
中
の
小
さ
な
橋

か
ら
の
眺
め
は
最
高
で
す
。

　
ま
た
、
第
一
駐
車
場
周
り
や
万
年
壮

上
、
第
二
駐
車
場
、
森
の
国
ロ
ッ
ジ
付

近
も
見
ご
た
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

意
外
と
知
ら
れ
て
な
い
の
が
、
釣
り
堀

手
前
の
藤
ケ
生
橋
下
の
紅
葉
で
す
。 滑床渓谷 （松野町） 撮影 11 月 21 日

せ
き   

ぢ    

い
け
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滑
床
渓
谷

（
松
野
町
）
撮
影
11
月
21
日

〈〈  KAJIWARA TADASHI　梶原正
1932 年生まれ　宇和島在住

ハ
ン
し
て
か
ら
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ

せ
る
の
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。

※

こ
の
楓
は
万
年
橋
上
の
駐
車
場
か
ら

　
１
０
０
ｍ
ほ
ど
の
所
に
あ
り
ま
す
。

　
私
は
樹
木
が
好
き
な
の
で
巨
樹
や
珍

樹
、
と
き
に
は
奇
樹
に
出
あ
う
と
嬉
し

く
な
っ
て
カ
メ
ラ
を
向
け
ま
す
。

　
こ
の
楓
の
木
も
好
き
な
木
の
一
つ
、

根
が
盛
り
上
が
っ
て
堂
々
た
る
立
ち
姿

が
な
ん
と
も
勇
ま
し
く
、
齢
を
重
ね
て

も
、
こ
う
あ
り
た
い
も
の
だ
と
思
わ
せ

て
く
れ
る
樹
で
す
。

 　
こ
の
樹
の
背
景
に
あ
る
数
本
の
楓
が

紅
葉
す
る
と
写
真
の
よ
う
に
華
や
か
な

衣
を
纏
っ
た
よ
う
に
な
り
、
毎
年
こ
の

樹
に
会
う
た
め
滑
床
に
行
き
ま
す
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
風
景
に
出
会

う
た
め
に
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
重
要
で

す
。
な
の
で
、
少
し
前
に
行
っ
て
ロ
ケ

　
宇
和
島
市
光
満
上
光
満
地
区
の
大
銀

杏
で
す
。
ほ
ぼ
毎
年
、
12
月
１
日
に
全

体
が
色
づ
き
ま
す
。
敷
地
に
は
落
葉
し

た
銀
杏
が
ま
る
で
絨
毯
の
よ
う
に
敷
き

詰
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
期
太
陽
が
地

面
す
れ
す
れ
に
南
西
の
方
向
に
落
ち
て

い
き
ま
す
。

　
こ
こ
は
元
々
光
満
地
区
の
総
鎮
守
と

し
て
「
天
神
社
」
が
あ
っ
た
場
所
で
、

〈〈  KUBO MASAFUMI　久保政文
1955 年生まれ
宇和島市でみかん栽培をしながら、趣味の写真を楽しみ、
アサギマダラの飛来地の育成にも取り組んでいます。

昭
和
初
期
ま
で
は
幟
旗
も
出
て
賑
や
か

さ
を
保
っ
て
い
た
そ
う
で
す
（
今
は
高

光
神
社
に
合
祀
さ
れ
て
い
ま
す
）。

　
写
真
左
か
ら
銀
杏
、
凪
、
銀
杏
と
ほ

ぼ
等
間
隔
に
並
ぶ
３
本
の
木
で
す
が
、

一
番
大
き
な
銀
杏
の
幹
回
り
は
、
約
４
．

５
メ
ー
ト
ル
に
も
な
り
、
遠
く
か
ら
見

る
と
ま
る
で
１
本
の
木
の
よ
う
に
見
え

ま
す
。

上光満の大銀杏 （宇和島市） 撮影 12 月 12 日
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等
覚
寺
の
伊
達
家
墓
所

（
宇
和
島
市
野
川
）
撮
影
11
月
25
日

　
伊
達
家
の
菩
提
寺
は
主
に
三
カ
所
に

分
か
れ
て
い
る
。
竜
華
山
等
覚
寺
の
西

と
東
の
墓
所
、
金
剛
山
大
隆
寺
で
あ
る
。

写
真
は
等
覚
寺
の
西
の
墓
所
で
大
き
な

紅
葉
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。

　
写
真
撮
影
は
石
灯
籠
と
紅
葉
、
あ
る

い
は
石
段
の
落
ち
葉
な
ど
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
写
真
は
宇
和
島
藩
藩
祖
秀
宗

公
の
墓
を
中
心
に
据
え
、
右
手
に
紅
葉

を
入
れ
て
み
た
。
杉
林
の
中
、
一
段
上

に
殉
死
し
た
四
人
の
家
臣
の
墓
に
守
ら

れ
、
秀
宗
公
の
五
輪
の
塔
が
あ
る
。
春

は
桜
、
秋
は
紅
葉
が
彩
り
を
添
え
る
。

私
は
毎
年
、
何
度
も
訪
れ
お
参
り
す
る

が
、
心
落
ち
着
く
場
所
で
も
あ
る
。

〈〈  HONDA KOICHI　本田耕一
元宇和島市立城北中学校長
前伊達博物館長　南愛媛医療アカデミー校長

　
紅
葉
を
眺
め
な
が
ら
４
０
０
年
前
、

長
子
で
あ
り
な
が
ら
仙
台
６
２
万
石
を

継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
悲
運
の

武
将
秀
宗
公
に
思
い
を
は
せ
、
ふ
と
、

西
に
目
を
向
け
る
と
宇
和
島
城
が
目
に

飛
び
込
ん
で
き
た
。

※宇和島市津島町から篠山学習館経由で訪れるルートもあります。

　
高
知
と
愛
媛
の
県
境
か
ら
愛
南
町
正

木
地
区
を
篠
川
沿
い
の
県
道
３
３
２
号

線
を
篠
山
に
向
か
っ
て
車
を
走
ら
せ
る

と
約
20
分
で
藤
ケ
駄
馬
休
憩
所
に
着
き

ま
す
。
道
路
右
手
に
石
垣
が
あ
り
、
こ

こ
に
植
え
ら
れ
た
紅
葉
が
見
事
で
す
。

　
こ
こ
は
年
間
を
通
じ
て
木
々
を
飛
び

交
う
野
鳥
の
囀
り
や
時
に
は
狸
や
鹿
に

出
会
う
こ
と
も
あ
り
、
緑
の
中
で
一
息

〈〈  NAKAGAWA YACHIYO　中川八千代
愛南町在住。子育てが終わって写真を楽しんでいます。

つ
け
る
癒
し
の
場
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。

上
部
に
古
び
た
東
屋
が
あ
り
、
そ
の
中

か
ら
の
撮
影
で
す
。

　
ま
た
、
比
較
的
温
暖
な
こ
と
か
ら
紅

葉
の
時
期
が
遅
く
、
11
月
下
旬
か
ら
12

月
に
か
け
て
見
頃
に
な
り
、
初
雪
が
早

く
降
っ
た
年
に
は
、
紅
葉
と
雪
の
コ
ラ

ボ
も
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

篠山 （愛南町） 撮影 11 月 29 日



鉄女 やましたあやこの

「夏、ヒーローにときめく」

優
し
く
手
を
振
り
返
し
て
く
れ
た
。
な
ん
と
平

和
な
ひ
と
時
だ
ろ
う
か
。　

　
さ
ら
に
、
こ
の
日
、「
海
洋
堂
ホ
ビ
ー
館
四
万

十
」
で
ウ
ル
ト
ラ
ヒ
ー
ロ
ー
シ
ョ
ー
が
開
か
れ

た
。
海
洋
堂
と
円
谷
プ
ロ
が
タ
ッ
グ
を
組
む
と
、

こ
ん
な
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト
ま
で
も
実
現
し
て
し

ま
う
の
か
・
・
・
。
私
は
、
齢
４
０
に
も
な
っ

て
、〝
ヒ
ー
ロ
ー
シ
ョ
ー
〞
と
い
う
言
葉
に
と

き
め
き
、
一
目
散
に
会
場
へ
向
か
っ
た
。

　
私
が
６
歳
だ
っ
た
１
９
８
５
年
、
当
時
、
共

働
き
で
細
々
と
生
活
し
て
い
た
両
親
は
、
山
や

川
、
海
な
ど
は
、
ち
ょ
く
ち
ょ
く
連
れ
て
行
っ

て
く
れ
た
も
の
の
、
デ
パ
ー
ト
で
お
買
い
物
な

ん
ぞ
、
ほ
と
ん
ど
行
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
ん
な
幼
少
期
に
、
と
て
つ
も
な
く
、
と
き
め

い
た
記
憶
が
あ
る
。

　
そ
れ
こ
そ
が
ヒ
ー
ロ
ー
シ
ョ
ー
だ
。
ち
ょ
う

ど
北
宇
和
島
駅
か
ら
近
い
場
所
に
シ
ョ

ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
る
も
の
が

登
場
し
、
週
末
ご
と
に
様
々
な

集
客
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
無
料
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
や
っ
て
き

た
の
は
、
ド
ラ
ゴ
ン
、

グ
リ
フ
ォ
ン
、

ペ
ガ
サ
ス
、
フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
、
マ
ー
メ
イ
ド
の
５
人
の
戦
士
が
活

躍
す
る
「
電
撃
戦
隊
チ
ェ
ン
ジ
マ
ン
シ
ョ
ー
」

だ
。
テ
レ
ビ
で
観
て
い
た
ヒ
ー
ロ
ー
た
ち
が
、

目
の
前
で
敵
を
倒
す
。
途
中
、
敵
に
や
ら
れ
そ

う
に
な
る
と
、「
み
ん
な
力
を
貸
し
て
く
れ
！
」

と
観
客
に
応
援
を
求
め
る
。
す
る
と
会
場
の
全

員
で
ヒ
ー
ロ
ー
に
声
援
を
送
り
、
そ
の
声
を
力

に
変
え
て
敵
を
倒
す
の
だ
。

　
両
親
に
当
時
の
話
を
聞
く
と
、
そ
の
シ
ョ
ー

に
す
っ
か
り
心
を
奪
わ
れ
た
私
は
、
と
り
わ
け

ブ
ル
ー
の
ペ
ガ
サ
ス
に
夢
中
に
な
り
、
一
緒
に

写
真
を
撮
っ
て
ほ
し
い
と
、
い
つ
に
な
く
積
極

的
に
父
に
せ
が
ん
だ
と
い
う
。
今
で
も
こ
の
写

真
を
見
る
と
当
時
の
ド
キ
ド
キ
感
を
思
い
出
す
。

　
ヒ
ー
ロ
ー
シ
ョ
ー
な
ん
て
何
年
ぶ
り
だ
ろ
う

と
、
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
ヒ
ー
ロ
ー
の
登
場
を

待
っ
た
。
雨
雲
は
去
り
、
次
第
に
陽
が
差
し
込

ん
で
き
た
会
場
に
「
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
ト
リ
ガ
ー
」

が
現
れ
た
！　
最
新
の
ウ
ル
ト
ラ
ヒ
ー
ロ
ー
だ

が
、「
ウ
ル
ト
ラ
Ｑ
」「
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
」「
ウ
ル

　
　
ト
ラ
セ
ブ
ン
」
世
代
の
私
に
と
っ
て
「
よ

　
　
　
う
知
ら
ん
や
つ
」
と
、
一
瞬
思
っ
た
が
、

　
　
　
　
や
は
り
ヒ
ー
ロ
ー
は
、
か
っ
こ
い
い
。

　
　
　
　
ち
び
っ
子
た
ち
も
釘
付
け
だ
。

　
そ
し
て
、
続
け
て
出
て
き
た
怪
獣
は
、
な
な

な
ん
と
ウ
ル
ト
ラ
セ
ブ
ン
に
登
場
し
て
い
た
怪

獣
た
ち
じ
ゃ
な
い
か
。
に
く
い
演
出
に
急
に
親

近
感
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
。

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

　
こ
の
夏
、
雨
上
が
り
の
Ｊ
Ｒ
窪
川
駅
で

私
は
ヒ
ー
ロ
ー
に
遭
遇
し
た
・
・
・
。

あ
の
グ
レ
ー
と
赤
の
体
躯
に
は
見
覚
え
が
あ
る
。

そ
う
、
あ
れ
は
М
７
８
星
雲
の
彼
方
か
ら
や
っ

て
き
た
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
で
は
な
い
か
！
！
！

　
２
０
２
１
年
７
月
２
２
日
、
予
土
線
に
「
ウ

ル
ト
ラ
ト
レ
イ
ン
号
」
な
る
も
の
が
お
目
見
え

し
、
こ
の
日
、
出
発
式
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
予

土
線
を
走
る
キ
ハ
３
２
に
は
、
歴
代
の
ウ
ル
ト

ラ
マ
ン
が
ず
ら
っ
と
描
か
れ
て
い
て
、
ど
ん
な

怪
獣
も
や
っ
つ
け
て
し
ま
い
そ
う
な
デ
ザ
イ
ン

と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
か
、
予
土
線
に
ウ
ル
ト

ラ
マ
ン
が
や
っ
て
く
る
な
ん
て
！　
歴
史
的
瞬

間
を
目
撃
し
、
大
興
奮
の
１
日
が
始
ま
っ
た
。

　
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
は
、
地
球
に
滞
在
で
き
る
３

分
を
超
え
て
も
な
お
、
予
土
線
を
盛
り
上
げ
る

た
め
に
駅
長
と
並
ん
で
出
発
進
行
の
合
図
ま
で

や
っ
て
く
れ
た
の
だ
。
列
車
に
乗
り
込
ん
で
い

た
親
子
は
窓
か
ら
乗
り
出
し
て
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン

に
手
を
振
っ
て
い
た
。
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
も
ま
た

つなぐ　2021秋号  18

駅長とウルトラマン。夢の出発式が窪川駅で実現した。

▼ガイロス（ウルトラセブン第 42 話「ノンマルトの使者」）　　
地球で誕生した怪獣で、ウルトラセブンと水中戦を繰り広げたタコに
似た姿で毒の入った吸盤が最大の武器。海を渡る船を次々と襲いかか
り、ウルトラセブンのアイスラッガーで触手を切断されて敗北した。

▼パンドン
（ウルトラセブン第 48 話「史上最大の侵略（前編）」、第 49 話「史上最大の侵略（後編）」）
ゴース星人が地球侵略のために送り込んできた怪獣で、左右対称の２つの顔を持ち、鳥の
ような２つの口ばしから火炎を放射して攻撃してくる。ウルトラセブンのアイスラッガー
も叩き落とされて踏みつけられるなど苦戦を強いられた。

　
見
る
と
、
ち
び
っ
子
だ
け
で
な
く
、
お
父
さ

ん
た
ち
ま
で「
あ
っ
、
ガ
イ
ロ
ス
や
」「
あ
れ
は

パ
ン
ド
ン
や
」
と
大
騒
ぎ
。
ウ
ル
ト
ラ
セ
ブ
ン

世
代
の
お
父
さ
ん
な
ら
知
っ
て
い
る
怪
獣
た
ち

だ
。
こ
う
し
て
世
代
を
超
え
て
楽
し
め
る
な
ん

て
最
高
だ
！

子供たちに手を振る駅長とウルトラマン。

６歳のわたしとあこがれのペガ
サスチェンジのツーショット



　
テ
レ
ビ
で
は
、
セ
ブ
ン
が
や
っ
つ
け
た
は
ず

の
怪
獣
た
ち
は
、
思
い
の
ほ
か
強
力
で
苦
戦
を

強
い
ら
れ
る
ト
リ
ガ
ー
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
や

ら
れ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
・
・
・

す
る
と
「
み
ん
な
、
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
ト
リ
ガ
ー

に
力
を
貸
し
て
！
」
と
会
場
に
向
か
っ
て
叫
ぶ

お
姉
さ
ん
。
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
ト
リ
ガ
ー
は
、
我

々
の
正
し
い
心
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
パ
ワ
ー
ア
ッ

プ
す
る
と
い
う
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
た
め
大
声

は
出
せ
な
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
送
る
に
は
、
手

を
前
に
突
き
出
す
か
、
思
い
っ
き
り
拍
手
を
す

る
し
か
な
い
と
い
う
。
さ
も
な
く
ば
、
悪
い
怪

獣
は
ま
す
ま
す
大
暴
れ
し
て
、
こ
の
ま
ま
で
は

地
球
が
乗
っ
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
い
か
ん
！
　

こ
れ
は
力
の
限
り
手
を
突
き
出
さ
ね
ば
、
力
の

限
り
拍
手
を
せ
ね
ば
！

　
私
は
、
ち
び
っ
子
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
必

死
で
手
を
叩
い
た
。
ふ
と
見
渡
す
と
、
お
父
さ

ん
た
ち
も

拍
手
し

ま
く
っ

て
い
る
。

会
場
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
は
、

み
る
み
る
上
が
り
、
つ
い
に

ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
ト
リ
ガ
ー
は
、
怪
獣
を
や
っ
つ

け
た
！
　
も
う
す
っ
か
り
ト
リ
ガ
ー
の
虜
だ
。

見
上
げ
る
と
空
に
は
雲
一
つ
な
く
、
す
っ
か
り

晴
れ
渡
っ
て
い
た
。
な
ん
て
、
清
々
し
い
ん
だ

！
　
明
る
い
気
分
で
帰 

路
に
つ
く
と
、
す
っ
か

り
日
が
暮
れ
て
い
た
。
ま
さ
か
予
土
線
で
一
日

中
、
ヒ
ー
ロ
ー
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ん

て
。
こ
ん
な
に
、
と
き
め
き
を
く
れ
た
ヒ
ー
ロ

ー
は
、
や
っ
ぱ
り
す
ご
い
！
　
次
は
、
ど
ん
な

ヒ
ー
ロ
ー
に
出
会
え
る
の
か
・
・
・

予
土
線
に
ま
た
来
て
く
れ
な
い
か
な
。

予土線特集やりよります。6

　　　　　　　　　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

19    つなぐ　2021秋号

高知県の予土線利用促進対策協議会と大阪市を拠点とする大
手フィギュア製造メーカー「海洋堂」と、円谷プロが連携し
て誕生した。今回、海洋堂はウルトラマンシリーズを１９８
０年から絶えず製作しているということから「海洋堂ホビー
館四万十」開館１０周年とウルトラマンシリーズの放送開始
５５周年を記念して運行。ホビー館では「海洋堂ウルトラマ
ンフィギュア展」も２０２２年５月３０日まで開催中。

高知県出身で「海洋堂」の創始者である館長の宮脇修氏が高
知県四万十町に「へんぴなミュージアム」として「かっぱ館」
と「海洋堂ホビー館四万十」を設立したのが２０１１年。
最寄り駅となるのが５キロ先の打井川駅ということで、海洋
堂のラッピング列車を予土線で運行させており、沿線地域に
鉄道ファンだけでなく、世界中のフィギュアファンも呼び込
む起爆剤となっている。へんぴながらも、海洋堂が造形作家
らと生み出したフィギュアの宝箱と予土線は結ばれている。

米どころ、宇和島市三間町の「みま米」が駅弁として
期間限定販売。10 月から始まるＪＲ四国の「四国ＤＣ
キャンペーン」に合わせて、予土線の魅力を食でも味
わってほしいと「道の駅みま」が発案しました。掛け
紙にもこだわり、懐かしのあのお茶もついてくる！！

ついに
予土線に

駅弁が

登場！！

● 値　　段：５００円税別（１日限定４０個）
● 販売場所：ＪＲ宇和島駅コンコース　午前９時～
● 販売期間：１０月２日～１１月２８日の「しまんトロッコ」運行日※
　※https://www.jr-shikoku.co.jp/yodo_line/shimantorokko.html

海洋堂ホビートレイン　ウルトラトレイン号について 海洋堂と予土線



名物となっている「国鉄十川」の
駅看板。古き良き鉄道の風情を感
じられる。
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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
❻ 

十
川 

〜 

土
佐
昭
和 

〜 

土
佐
大
正

「こいのぼりの川渡し」で知られる駅十川駅

予
土
線
の
開
通
と
時
を
同
じ
く
し
て
始

ま
っ
た
の
が
「
こ
い
の
ぼ
り
の
川
渡
し
」。

新
緑
の
ま
ぶ
し
い
毎
年
４
月
下
旬
か
ら

５
月
末
に
か
け
て
四
万
十
川
に
か
か
る

虹
の
ご
と
く
、
色
と
り
ど
り
の
こ
い
の

ぼ
り
が
悠
然
と
泳
ぐ
姿
が
見
ら
れ
る
。

川
の
両
岸
に
ロ
ー
プ
を
か
け
る
と
い
う

大
作
業
だ
が
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
観
光
の
目
玉
に
な
っ
て
お
り
、
駅
の

ホ
ー
ム
か
ら
も
一
望
で
き
る
ほ
ど
。
駅

前
の
通
り
に
あ
る
街
灯
に
も
こ
い
の
ぼ

り
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
る
。
季
節
限

定
な
が
ら
ト
ロ
ッ
コ
列
車
に
乗
る
と
、

こ
い
の
ぼ
り
と
同
じ
風
を
体
感
し
な
が

ら
予
土
線
を
楽
し
む
の
も
お
す
す
め
。

駅データー
■所在地  高知県高岡郡四万十町十川　■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

文：山下  文子

写真：坪内  政美

かっぱバックパッカーズ　高知県高岡郡四万十町十川 223-1　☎ 090-5278-4402
十川駅から徒歩 8分のゲストハウス。ドミトリー※
なら 1泊一人 2800 円。「よどせんルーム」と名付
けられた６畳の個室（1泊一人 3800 円）もあり、
鉄道ファンや親子連れに人気。なんといっても薪
で湧かす五右衛門風呂に浸かりながら予土線トレ
インビューを楽しめるというのがたまらない。
※相部屋を前提とした部屋のこと。

四万十ドラマ直営店「とわ」　高知県高岡郡四万十町十川 4-1　☎ 0880-28-5115
十川駅から徒歩５分にあり、特産品の「地栗」を
使った商品を販売している。熟すと糖度 20 度と
果物のような甘味が特徴の「地栗」は、モンブラ
ンや栗きんとんに加工されていて直営店のすぐそ
ばには工場もある。
オンライン販売（SHIMANTO ZIGURI ストア）で
全国各地に発送できる。

とお　   か わ

徒歩５分ほどにある四万
十町役場十川地域振興局
には駅スタンプが設置さ
れている。鉄道カメラマ
ンの坪内政美さんが予土
線のにぎわい創出にと寄
贈したもの。



町制作のスタンプ
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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　高知県高岡郡四万十町昭和　■ 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

「
昭
和
」
は
、
地
域
の
字
名
で

昭
和
天
皇
即
位
を
記
念

し
て
村
名
と

な
っ
た
。
そ
の

名
の
通
り
、
も
は

や
懐
か
し
さ
を
感

じ
る
「
昭
和
」
と
い

う
響
き
に
駅
周
辺
を
見

渡
す
と
、
三
角
屋
根
の
観
光
案

内
所
と
い
う
名
の
待
合
室
が
あ
る
。
中

に
入
る
と
鏡
や
ポ
ス
タ
ー
な
ど
「
昭
和
」

を
感
じ
る
小
物
が
飾
っ
て
あ
る
。

木
造
校
舎
の
よ
う
な
佇
ま
い
で

大
き
な
時
計
が
特
徴
の
駅
舎
。

平
日
は
地
元
の
バ
ス
会
社
と
Ｊ

Ｒ
の
切
符
を
販
売
し
て
い
る
窓

口
も
あ
り
路
線
バ
ス
や
観
光
タ

ク
シ
ー
も
利
用
可
能
。
駅
を
降

り
て
す
ぐ
に
宿
泊
施
設
や
飲
食

店
も
あ
り
、
徒
歩
30
分
圏
内
に

は
道
の
駅
「
四
万
十
大
正
」
や

河
内
神
社
、
四
万
十
町
郷
土
資

料
館
も
あ
る
の
で
、
ま
っ
た
り

と
街
歩
き
を
楽
し
む
の
も
お
す

す
め
。
土
佐
昭
和
か
ら
土
佐
大

正
の
乗
車
区
間
は
、
四
万
十
川

の
雄
大
な
景
色
を
最
も
堪
能
で

き
る
の
で
、
特
に
ト
ロ
ッ
コ
列

車
が
一
押
し
。

株式会社四万十川焼酎銀行　高知県高岡郡四万十町大正 435-3　☎ 0880-29-4800
大正駅から徒歩６分にある「預貯酎」ができる銀行。本物の
銀行を活用し巨大金庫を酒蔵として栗焼酎を保管している。
普通または定期で預けることができ「馬之助栗」は地元の酒
造会社がこだわった逸品で、銀行で試飲してから口座を開い
て預けるというユニークな仕組み。利息は熟成された旨味と
香りというわけだ。

四万十ヤイロチョウの森ネイチャーセンター　
高知県高岡郡四万十町大正 31-1　☎ 050-8800-2816

高知県鳥、四万十町の鳥ともなっている「ヤイロチョウ」は、体色が青や赤、緑など
カラフルな 8色であることから、その名がついた美しい渡り鳥。日本での生息数が少
なく、警戒心が強いため、滅多にその姿を見る事ができないことから「幻の鳥」、また
英名で「フェアリーピッタ（妖精の小鳥）」と呼ばれている。館内には世界のヤイロチ
ョウの写真や子育てのようすを収めた貴重な映像が楽しめる。

三島キャンプ場　高知県高岡郡四万十町昭和 144－1　☎080-6283－1717
土佐昭和駅から 30 分ほど歩き、歩行者用トンネルを抜けると予土線の鉄橋と四万十川にかかる沈下橋が現れる。鉄道写真に最適な
撮影スポットであり、「青春 18 きっぷ」のポスターにも起用された風景が広がっている。四万十川に囲まれた中州で、川遊びやカヌ
ーを楽しめる。4棟のバンガローのほか、テントを張るスペースもある。　https://www.campion.jp/pages/camp059.php

「ザ・昭和」を見つけたくなる駅土佐昭和駅
と           さ     しょう     わ

駅データー
■ 所在地　高知県高岡郡四万十町大正　■ 開業日　1974( 昭和 49) 年 3 月 1日　■ 旅客ホーム数…1面 2線・無人駅

鉄道旅のおともに栗焼酎はいかが？土佐大正駅

（写真上）土佐昭和駅駅内（写真下）待合室

と           さ      た  い   しょう
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観
光
情
報
セ
ン
タ
ー

「
シ
ロ
シ
タ
」
オ
ー
プ
ン

　
新
た
な
観
光
交
流
拠
点
と
し
て
、
８
月
７
日
に
、

宇
和
島
城
桑
折
氏
武
家
長
屋
門
の
横
に
新
観
光
情

報
セ
ン
タ
ー
「
シ
ロ
シ
タ
」
が
オ
ー
プ
ン
致
し
ま

し
た
。
和
の
雰
囲
気
の
木
造
２
階
建
て
の
正
面
玄

関
横
に
は
、
ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
染
め
ら
れ
た
日
除
け

暖
簾
が
あ
り
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し

て
い
ま
す
。
こ
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
、
宇
和
島
城
を

モ
チ
ー
フ
に
し
た
、
独
自
性
の
高
い
デ
ザ
イ
ン
に

し
て
い
ま
す
。「
シ
ロ
シ
タ
」が
、
宇
和
島
城
を
中

心
に
広
が
る
こ
の
地
域
の
入
口
と
な
っ
て
い
く
よ

う
、
破
風
に
見
立
て
た
「
入
」
と
い
う
文
字
が
デ

ザ
イ
ン
さ
れ
、
落
款
の
「
宇
」
は
宇
和
島
城
の
城

郭
形
に
ち
な
ん
で
５
角
形
で
囲
ん
で
お
り
ま
す
。

　
１
Ｆ
は
、
共
有
ス
ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
て
、
休

憩
場
所
、
観
光
案
内
所
、
物
販
コ
ー
ナ
ー
、
体
験

コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。
観
光
案
内
所
で
は
、
宇

和
島
市
関
連
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
も
ち
ろ
ん
、
宇

和
島
市
周
辺
関
連
の
資
料
も
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、Ｊ
Ｎ
Ｔ
Ｏ（
日
本
政
府
観
光
局
）
認
定
外

国
人
観
光
案
内
所
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
２
」
の
資
格
を

取
得
し
、
外
国
語
（
主
に
英
語
）
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
も
あ
り
対
応
も
可
能
で
す
。

　
休
憩
場
所
は
、
密
に
な
ら
な
い
よ
う
に
窓
際
に

は
カ
ウ
ン
タ
ー
席
も
あ
り
、
充
電
の
設
備
も
完
備

し
て
い
て
、「
旅
先
で
の
困
っ
た
」に
対
応
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
館
内
は
フ
リ
ー
Ｗ
ｉ
Ｆ
ｉ
も
利
用

可
能
で
、
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
で
は
、
宇
和
島

の
魅
力
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま
す
。

　
物
販
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
宇
和
島
城
に
ま
つ
わ
る

水野 琴美
（株）うわじま産業振興公社

まちづくり観光部

みずの　ことみ

新

自由に利用できるカウンターには充電できる機器が設置してある

「マイブーヤレ制作体験」カラフルなブーヤレが出来上がります

シロシタ外観（建物の右側に駐車場があります）
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も
の
を
中
心
に
セ
レ
ク
ト
し
て
お
り
、「
シ
ロ
シ
タ
」

に
し
か
な
い
グ
ッ
ズ
や
、
宇
和
島
出
身
の
版
画
家

・
兵
頭
俊
朗
作
品
の
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
を
は
じ
め
、

よ
し
を
民
芸
店
や
宇
和
島
名
産
即
売
所
の
郷
土
玩

具
な
ど
郷
土
色
豊
か
な
品
揃
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。

商
品
数
は
少
な
い
で
す
が
、
季
節
ご
と
に
内
容
を

変
え
な
が
ら
、
道
の
駅
な
ど
と
は
違
っ
た
商
品
構

成
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
大
人
も
子
供
も
楽
し
め
る
宇
和
島
ら
し

い
体
験
と
し
て
、「
マ
イ
ブ
ー
ヤ
レ
制
作
体
験
」
を

常
時
行
っ
て
お
り
、
観
光
客
を
は
じ
め
、
地
域
の

皆
様
に
も
「
牛
鬼
」
の
お
話
を
お
伝
え
し
て
、
世

界
に
ひ
と
つ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ブ
ー
ヤ
レ
を
制
作
し

て
い
た
だ
け
ま
す
。

　「
シ
ロ
シ
タ
」の
建
物
や
、
ロ
ゴ
マ
ー
ク
な
ど
に

つ
い
て
ご
説
明
し
て
き
ま
し
た
が
、
今
後
ど
の
よ

う
に
活
用
さ
れ
る
か
が
重
要
で
す
。
来
訪
者
に
と

っ
て
役
立
つ
、
情
報
提
供
の
内
容
や
質
の
向
上
、

宇
和
島
で
の
滞
在
時
間
を
延
ば
し
消
費
に
繋
が
る

よ
う
な
仕
掛
け
づ
く
り
な
ど
、
そ
し
て
、
ま
ず
は
、

宇
和
島
に
来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
各
方
面
の
方
と

協
力
し
、
情
報
発
信
等
に
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
自
動
販
売
機
さ
え
な
か
っ
た
登
城

口
に
、「
シ
ロ
シ
タ
」と
い
う
、
ゆ
っ
く
り
休
憩
で

き
る
施
設
が
で
き
た
こ
と
は
、
来
訪
者
の
利
便
性

も
向
上
し
、
印
象
も
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
き
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
地

域
の
方
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
宇
和
島
城
へ
お
越

し
の
お
客
様
は
も
ち
ろ
ん
、
住
民
の
皆
様
に
も
ご

愛
顧
い
た
だ
け
る
「
観
光
交
流
拠
点
」
と
し
て
、

ス
タ
ッ
フ
一
同
、
観
光
振
興
を
進
め
て
参
り
ま
す

の
で
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

SHIROSHITA
 GOODS

◆宇和島てぬぐい 　660 円
宇和島の風景や観光名所を一堂に集めました。 ◆真珠お守り 500 円

無穴の真珠は強い守護力が
あると言われています。

◆マスキングテープ（各種） 660 円
書き下ろしイラストによるシロシタ
オリジナル商品です。

◆一筆箋 660 円（右）
兵頭俊朗氏による宇和島城の版
画作品に一言を添えて。

◆ブロックメモ 550 円（左）
兵頭俊朗氏によるカラフルな牛
鬼の版画作品がかわいい。

◆ブーヤレ 2,500 円
宇和島の魔除け「牛鬼」の表情豊かな
張り子です。（よしを民芸店）

◆鹿面  2,500 円
宇和島伝統の「八ツ鹿踊り」の
鹿面をモチーフに。
（よしを民芸店）

◆ポストカード（各種） 150 円
宇和島市出身 兵頭俊朗氏による宇和島の風景版画
をポストカードにしました。

◆ペーパークラフト 880 円
実物の宇和島城の 1/300 スケール！
再現率が高い！



　
毎
年
一
一
月
三
日
に
宇
和
島
市
立
間
・
吉

田
地
区
を
中
心
に
行
わ
れ
る
「
吉
田
秋
祭
」。

立
間
は
平
安
時
代
成
立
の
「
和
名
類
聚
抄
」

に
郷
名
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
古
代
か
ら

集
落
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
立
間
郷
の
鎮
守

と
し
て
八
幡
神
社
の
崇
敬
は
あ
つ
く
、
江
戸

時
代
に
入
る
と
、
一
六
五
七
（
明
暦
三
）
年

に
宇
和
島
藩
の
初
代
藩
主
伊
達
秀
宗
（
仙
台

藩
・
伊
達
政
宗
の
長
子
）
の
五
男
宗
純
が
三

万
石
を
分
知
さ
れ
て
吉
田
藩
が
成
立
す
る
。

吉
田
藩
の
陣
屋
は
現
在
の
吉
田
地
区
に
築
か

れ
、
こ
こ
が
藩
の
中
心
地
と
し
て
周
囲
に
武

家
町
、
町
人
町
な
ど
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

が
、
伊
達
家
は
八
幡
神
社
を
総
鎮
守
と
し
て

仰
ぎ
、
氏
子
圏
が
立
間
、
吉
田
な
ど
広
範
囲

に
形
成
さ
れ
た
。

　
吉
田
秋
祭
は
、
伊
達
家
が
入
っ
た
直
後
の

一
六
六
四
（
寛
文
四
）
年
に
始
め
ら
れ
、
江

戸
時
代
後
期
に
は
牛
鬼
な
ど
各
種
の
練
物
が

登
場
す
る
な
ど
、
華
や
か
な
祭
り
へ
と
発
展

し
て
い
っ
た
。

　
現
在
、
吉
田
秋
祭
は
三
日
午
前
五
時
か
ら

の
卯
之
刻
相
撲
に
始
ま
り
、
日
中
は
楠
木
正

成
や
豊
臣
秀
吉
、
武
内
宿
禰
ら
の
人
形
を
載

せ
た
屋
台
（
地
元
で
は
「
練
車
」
と
呼
ば
れ

る
）
を
曳
い
て
町
内
を
練
り
歩
く
「
お
ね
り
」

が
名
物
で
、
本
町
、
魚
棚
、
裡
町
な
ど
町
ご

と
に
様
々
な
練
物
、
屋
台
が
町
内
を
歩
き
、

撮影／河野哲夫　※今年の吉田秋祭は中止です。

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

午
後
五
時
頃
に
八
幡
神
社
に
神
輿
が
帰
っ
て

祭
り
は
終
わ
る
。

　
吉
田
秋
祭
に
関
し
て
は
江
戸
時
代
成
立
の

絵
巻
が
残
っ
て
お
り
、
町
ご
と
の
行
列
の
様

子
が
把
握
で
き
、
し
か
も
描
か
れ
て
い
る
様

子
と
変
化
が
少
な
い
ま
ま
、
現
在
に
伝
承
さ

れ
て
い
る
点
が
愛
媛
だ
け
で
は
な
く
全
国
的

に
も
稀
少
と
さ
れ
て
い
る
。

　
平
成
三
〇
年
七
月
の
西
日
本
豪
雨
に
よ
り
、

宇
和
島
市
吉
田
町
は
甚
大
な
被
害
を
被
っ
た

が
、
長
年
に
わ
た
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
吉

田
秋
祭
は
、
年
に
一
度
、
地
域
住
民
の
結
集

を
再
確
認
す
る
機
会
で
あ
り
、
愛
媛
を
歩
き

続
け
た
民
俗
学
者
・
森
正
史
は
「
祭
り
が
あ

る
か
ぎ
り
、
ふ
る
さ
と
は
健
在
で
あ
る
」
と

も
述
べ
て
い
る
。
祭
り
は
地
域
の
結
集
の
場

と
し
て
、
今
後
の
復
興
に
果
た
す
役
割
は
大

き
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
、
祭
り
の
様
子
は
、
吉
田
秋
祭
保
存

団
体
協
議
会
が
映
像
制
作
し
て
お
り
、
現
在
、

宇
和
島
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
新
宇
和
島

の
自
然
と
文
化
」
で
公
開
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

―

江
戸
時
代
か
ら
続
く
伝
統
文
化―

︵
宇
和
島
市
吉
田
町
︶

吉
田
秋
祭
の
神
幸
行
事

おおもと　たかひさ

む
ね
ず
み

ひ
で
む
ね

わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う

く
す
の
き
ま
さ

し
　
ん
　
　
こ
　
う
　
　
　
ぎ
ょ
う
　
　
　
じ

ね
り
ぐ
る
ま

し
げ
　
と
よ
と
み
ひ
で
よ
し
　
た
け
し
う
ち
の
す
く
ね

ね
り
も
の
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お城山

株式会社  伊予善
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か
と
不
安
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
こ
の
災
害
の
経
験
が
次
の
事
業
展

開
を
真
剣
に
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま

し
た
。

　
新
店
舗
で
は
、
こ
れ
ま
で
長
年
「
寿
司

良
」
の
味
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
た
天
ぷ

ら
、
茶
そ
ば
と
、
当
時
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
の

み
の
提
供
で
し
た
が
好
評
だ
っ
た
天
丼
を

メ
イ
ン
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
培
っ
て

き
た
技
術
を
生
か
し
、
自
信
を
も
っ
て
提

供
で
き
る
事
が
強
み
と
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
令
和
元
年
11
月
に
宇
和
島
市
中
央

町
に
「
天
婦
羅
天
よ
し
」
を
開
店
。

　
全
席
か
ら
中
央
の
揚
げ
場
が
見
え
る
ラ

イ
ブ
感
満
載
の
店
舗
で
、
地
元
の
食
材
や

時
期
ご
と
の
旬
な
食
材
を
国
産
の
こ
め
油

で
調
理
し
て
い
ま
す
。
天
ぷ
ら
定
食
は
、

目
の
前
で
揚
げ
た
天
ぷ
ら
を
順
番
に
お
出

し
し
、
最
後
ま
で
揚
げ
た
て

ア
ツ
ア
ツ
で
召
し
上
が
っ
て

い
た
だ
け
る
の
が
こ
だ
わ
り

で
す
。
卓
上
に
は
、
箸
休
め
と

し
て
無
料
の
イ
カ
明
太
と
ガ
リ
の

胡
麻
あ
え
を
置
い
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
定
食
の
ご
飯
は
、
お
か
わ
り

無
料
、
天
丼
の
ご
飯
大
盛
り
も
無
料
な
ど
、

地
元
の
お
客
様
に
何
度
も
リ
ピ
ー
ト
し
て

い
た
だ
け
る
よ
う
な
様
々
な
工
夫
も
し
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
大
変
厳
し
い
飲
食
業

界
で
す
が
、
災
害
も
乗
り
越
え
て
き
た
私

達
で
す
。
こ
の
長
引
く
苦
境
も
必
ず
乗
り

越
え
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
ま
だ
、
２
年
目
の
当
店
で
す
が
、

こ
れ
か
ら
も
末
永
く
地
元
の
皆
様
に
愛
さ

れ
る
お
店
に
な
れ
る
よ
う
に
、
頑
張
っ
て

い
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
ま
ず
は
、
自
己
紹
介
を
さ
せ

　
　
　
て
下
さ
い
。
私
は
、
松
前
町
出
身

　
　
　
で
、
結
婚
を
機
に
宇
和
島
市
吉
田

　
　
町
に
嫁
い
で
き
ま
し
た
。
地
元
で
は

　
学
生
の
時
か
ら
飲
食
店
（
寿
司
屋
）
で

ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
り
、
卒
業
後
は
受
付

業
務
や
ア
パ
レ
ル
な
ど
職
種
は
違
え
ど
接

客
に
関
わ
る
仕
事
を
た
く
さ
ん
経
験
し
て

き
ま
し
た
。

　
さ
て
、
弊
社
は
平
成
30
年
７
月
の
西
日

本
豪
雨
災
害
で
吉
田
町
の
本
店
「
寿
司
良
」

の
店
舗
が
被
害
に
あ
い
ま
し
た
。
当
時
は
、

吉
田
町
の
浄
水
場
の
被
害
が
深
刻
で
水
道

も
１
ヶ
月
間
使
用
で
き
ず
、
店
舗
は
約
２

ヶ
月
間
の
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
間
、
従
業
員
の
雇
用
の
場
を
確
保
で

き
な
い
事
は
と
て
も
申
し
訳
な
く
、
悔
し

い
思
い
で
し
た
。
災
害
の
影
響
で
町
外
へ

の
転
出
者
も
出
る
状
況
の
中
、
営
業
を
再

開
し
て
も
災
害
前
の
売
上
が
見
込
め
る
の
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
８
月
よ
り
急

激
に
拡
大
し
て
い
ま
す
。
マ
ス
ク
や
三
密
回
避
は

定
着
し
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
者
も
増
え
て
い
る
の
に

も
関
わ
ら
ず
第
５
波
の
感
染
拡
大
が
起
き
た
の
は
、

変
異
ウ
イ
ル
ス
の
デ
ル
タ
株
に
よ
る
も
の
で
す
。

す
で
に
国
内
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
新
規
感
染

患
者
の
９
割
以
上
は
デ
ル
タ
株
で
す
。

　
デ
ル
タ
株
は
強
い
感
染
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。

短
時
間
の
マ
ス
ク
な
し
の
会
話
、
換
気
が
悪
い
空

間
で
の
マ
ス
ク
越
し
の
会
話
な
ど
で
も
感
染
し
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
従
来
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
は
一
人
の
感
染
者
か
ら
平
均
1.4
〜
3.5

人
く
ら
い
に
感
染
し
て
い
ま
し
た
が
、
デ
ル
タ
型

は
一
人
の
感
染
者
か
ら
平
均
５
〜
９
人
に
感
染
す

る
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ウ
イ
ル
ス
量

が
１
２
０
０
倍
も
多
い
と
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。

　
感
染
す
る
と
重
症
化
し
や
す
く
、
入
院
す
る
リ

ス
ク
が
２
．０
８
倍
、Ｉ
Ｃ
Ｕ
が
必
要
に
な
る
リ
ス

ク
が
３
．３
４
倍
、
死
亡
す
る
リ
ス
ク
が
２
．３
２

倍
に
な
っ
た
と
の
報
告
が
あ
り
ま
す
。

　
デ
ル
タ
株
は
、
感
染
力
が
強
い
た
め
子
供
の
感

染
も
増
え
て
い
ま
す
。
子
供
の
場
合
重
症
化
す
る

こ
と
は
ま
れ
で
す
が
、
家
族
内
感
染
に
至
る
例
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
感
染
と
い
わ
れ
る
ワ

ク
チ
ン
を
２
回
接
種
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
感
染

す
る
例
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
接

種
後
の
規
制
緩
和
を
見
直
す
国
が
増
え
て
き
て
い

ま
す
。
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
重
症
化
を
防
ぐ
効
果
は

高
く
、
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
感
染
の
た
め
に
亡
く
な

る
恐
れ
は
０
．０
０
１
％
未
満
と
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
し
か
し
、
症
状
が
軽
く
て
も
他
の
人
に
感
染
さ

せ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
も

マ
ス
ク
等
の
対
策
は
引
き
続
き
必
要
で
す
。

　
都
市
部
で
は
感
染
患
者
の
急
増
の
た
め
、
入
院

が
必
要
に
も
か
か
わ
ら
ず
入
院
で
き
な
い
ケ
ー
ス

が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
患
者
さ
ん
の
集
中
治
療
に
は
通
常
の
２

〜
３
倍
の
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の

影
響
は
一
般
の
診
療
に
も
及
び
ま
す
。
宇
和
島
圏

内
で
も
感
染
が
拡
大
し
た
場
合
、
感
染
患
者
さ
ん

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
重
症
者
も
助
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

デ
ル
タ
株
へ
の
対
策
は
マ
ス
ク
、
三
密
を
避
け

る
、
こ
ま
め
な
手
洗
い
、
換
気
、
体
調
の
悪
い
と

き
に
は
出
勤
・
登
校
を
し
な
い
な
ど
、
基
本
的
に

は
今
ま
で
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
ワ
ク
チ
ン
は

従
来
株
と
比
べ
て
や
や
有
効
率
が
低
下
す
る
も
の

の
、
発
症
や
入
院
を
予
防

す
る
効
果
は
約
９
割
と
報

告
さ
れ
て
お
り
、
極
め
て

有
効
な
対
策
で
す
。

　
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
ん

で
い
る
高
齢
者
の
感
染
や

重
症
化
が
減
っ
て
き
て
い

る
一
方
で
、
未
接
種
者
が

多
い
若
年
層
で
の
感
染
や

重
症
化
が
増
え
て
き
て
い

ま
す
。
自
分
が
感
染
し
な

い
た
め
、
そ
し
て
大
切
な

人
を
感
染
さ
せ
な
い
た
め

に
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
致
し
ま

す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症　

第
５
波
と
デ
ル
タ
株

沖内科クリニック
副院長  沖　良隆

医療
health care
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心
を
満
た
す
栄
養
（
最
終
回
）

　
私
の
趣
味
の
一
つ
に
登
山
が
あ
り
ま
す
。
広
島
に

行
く
前
に
は
鬼
ケ
城
山
系
な
ど
に
よ
く
登
っ
た
も
の

で
す
。
ま
だ
、
病
院
に
勤
務
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で

す
。
登
山
の
途
中
で
休
憩
を
し
て
い
た
ら
、
見
知
ら

ぬ
人
に
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。「
あ
な
た
、
市
立

病
院
の
栄
養
士
さ
ん
で
す
よ
ね
。
う
ち
の
家
内
が
入

院
中
に
お
世
話
に
な
っ
た
ん
よ
。
食
事
も
工
夫
が
あ

っ
て
お
い
し
か
っ
た
け
ど
、
何
よ
り
も
よ
か
っ
た
の

が
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
よ
！　
家
内
が
褒
め
よ
っ
た
。

入
院
中
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ

カ
ー
ド
を
読
む
の
が
楽
し
み
や
っ
た
し
、
癒
さ
れ
た

言
い
よ
っ
た
で
。
全
部
、
持
っ
て
帰
っ
と
っ
た
の
で

私
も
見
せ
て
も
ろ
た
け
ど
、
内
容
が
幅
広
い
し
、
作

る
の
も
知
識
が
い
る
や
ろ
う
し
、
大
変
な
こ
と
よ
ね
。

と
て
も
い
い
試
み
よ
。
感
心
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
頑

張
っ
て
や
」。

　
こ
こ
で
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
に
つ
い
て
説
明
し

ま
す
。
一
言
メ
モ
と
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
と
か
施

設
に
よ
っ
て
名
称
は
様
々
で
す
が
、
食
事
に
つ
け
る

情
報
メ
モ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
お
祭
り
や
お
正
月

な
ど
の
行
事
食
に
は
添
付
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で

す
が
私
の
勤
務
し
て
い
た
病
院
で
は
普
通
の
日
に
も

添
付
し
て
い
ま
し
た
。
内
容
も
栄
養
素
や
食
材
の
説

明
、
実
施
し
て
い
る
衛
生
管
理
に
つ
い
て
、
評
判
の

良
い
献
立
の
レ
シ
ピ
（
手
作
り
プ
リ
ン
、
鰹
の
た
た

き
、
ピ
ー
マ
ン
の
佃
煮
等
）、
非
常
食
に
つ
い
て
、

減
塩
食
の
意
味
、
嚥
下
食
の
作
り
方
、
真
空
調
理
の

説
明
、
お
誕
生
日
の
お
祝
い
、
二
十
四
節
季
な
ど
幅

広
く
作
成
し
て
い
ま
し
た
。

　
さ
て
、
先
ほ
ど
登
山
途
中
に
い
た
だ
い
た
お
言
葉

で
元
気
が
出
た
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
メ

ッ
セ
ー
ジ
カ
ー
ド
を
作
成
・
配
布
し
た
の
は
科
員
全

員
の
共
同
作
業
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
目
的
は
病
院
食

に
付
加
価
値
を
付
け
る
こ
と
で
す
。
治
療
食
と
い
う

の
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
タ
ン
パ
ク
質
、
塩
分
な
ど
が
制

限
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
理
由
を
理
解
し

て
食
べ
る
こ
と
で
、
食
事
摂
取
量
も
増
加
し
て
治
療

効
果
に
つ
な
が
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
料
理
と
い
う

「
モ
ノ
」に
理
由
を
説
明
す
る
と
い
う
「
コ
ト
」を
追

加
す
る
こ
と
で
体
の
栄
養
と
と
も
に
心
の
栄
養
も
摂

取
で
き
る
と
考
え
た
の
で
す
。
な
ぜ
、
健
康
食
は
薄

味
な
の
か
、
今
日
の
料
理
に
使
用
さ
れ
て
い
る
食
材

に
は
ど
の
よ
う
な
栄
養
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
、

な
ぜ
、
病
院
食
に
は
半
熟
卵
は
出
な
い
の
か
・
・
・

？　
の
理
由
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
メ
ッ
セ
ー
ジ

カ
ー
ド
な
の
で
す
。

　
が
ん
の
化
学
療
法
中
の
患
者
様
に
お
茶
漬
け
を
提

供
し
た
時
に
次
の
よ
う
な
お
返
事
を
い
た
だ
い
た
経

験
が
あ
り
ま
す
。「
食
欲
の
低
下
し
て
い
る
私
に
と

っ
て
、
何
年
か
ぶ
り
の
お
茶
漬
け
を
お
い
し
く
い
た

だ
き
ま
し
た
。
香
ば
し
い
香
り
が
食
欲
を
そ
そ
り
全

部
食
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
元
気
が
出
ま
し
た
」。

　
そ
こ
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の
今
、
体
も
心
も
満
た
さ
れ

る
栄
養
に
関
し
て
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
体
の
栄

養
に
関
し
て
は
「
つ
な
ぐ
№
14
、
15
」
に
関
連
し
た

文
章
を
書
い
て
お
り
ま
す
の
で
読
ん
で
い
た
だ
け
ま

す
と
幸
い
で
す
。
む
つ
か
し
い
食
事
で
は
な
く
、
規

則
正
し
く
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
を
継
続
し
て

楽
し
く
食
べ
る
こ
と
が
基
本
に
な
り
ま
す
。

　
心
を
満
た
す
栄
養
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
で
し
ょ
う
か
。
お
食
事
を
お
い
し
く
、
楽
し
ん
で

食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
も
そ
の
一
つ
で

し
ょ
う
。
料
理
を
盛
り
付
け
る
食
器
、
テ
ー
ブ
ル
や

椅
子
の
配
置
、
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
や
ラ
ン
チ
ョ
ン
マ

ッ
ト
、
料
理
が
お
い
し
く
見
え
る
照
明
、
そ
れ
ら
を

し
つ
ら
え
る
行
動
こ
そ
が
心
を
満
た
し
て
い
く
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
１
個
の
お
に
ぎ
り
で
も
川
の

せ
せ
ら
ぎ
を
聞
き
な
が
ら
、
野
外
で
食
べ
る
と
お
い

し
く
感
じ
た
り
す
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
食
材
を
育

て
た
り
収
穫
し
た
り
す
る
行
為
も
い
い
で
し
ょ
う
。

私
は
農
業
の
経
験
が
な
か
っ
た
の
で
病
院
を
退
職
後
、

友
人
と
水
田
を
借
り
て
米
作
り
を
し
て
い
ま
し
た
。

自
分
で
育
て
た
と
思
う
と
大
切
に
食
べ
よ
う
と
思
い
、

お
い
し
く
感
じ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
大
勢
で
ワ
イ
ワ
イ
と
楽
し
く
食
事
が
で
き
な
い
今
、

よ
り
一
層
心
を
満
た
す
栄
養
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
皆
さ
ん
に
と
っ
て
の
心
の
栄
養

を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

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

　
私
の
趣
味
の
一
つ
に
登
山
が
あ
り
ま
す
。
広
島
に

行
く
前
に
は
鬼
ケ
城
山
系
な
ど
に
よ
く
登
っ
た
も
の

で
す
。
ま
だ
、
病
院
に
勤
務
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で

す
。
登
山
の
途
中
で
休
憩
を
し
て
い
た
ら
、
見
知
ら

ぬ
人
に
声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。「
あ
な
た
、
市
立

病
院
の
栄
養
士
さ
ん
で
す
よ
ね
。
う
ち
の
家
内
が
入

院
中
に
お
世
話
に
な
っ
た
ん
よ
。
食
事
も
工
夫
が
あ

栄養
 nutrition

　
さ
て
、
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
場
を
お
借

り
し
て
、
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
コ
ラ
ム

へ
の
私
の
執
筆
は
、
こ
れ
が
最
後
に
な
り
ま
す
。

「
読
み
よ
る
よ
」
と
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。「
つ
な
ぐ
」
に
執
筆

す
る
こ
と
で
中
学
校
以
来
会
っ
て
い
な
か
っ
た
同
級

生
や
遠
方
に
住
む
友
人
か
ら
連
絡
を
い
た
だ
い
た
り

し
ま
し
た
。
ま
さ
に
人
と
人
、
地
域
と
地
域
を
「
つ

な
ぐ
」
役
割
を
果
た
し
て
く
だ
さ
り
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
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１
え
ん
げ

※嚥下とは、口の中の食物を胃にのみ下すことで、飲み込みや咀嚼（そしゃく）といった嚥下機能の低下がみられる場合に、嚥下機
能のレベルに合わせて、飲み込みやすいように形態やとろみ、食塊のまとまりやすさなどを調整した食事のことを言います。



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

　
食
欲
の
秋
に
ち
な
ん
で
食
べ
物
の
句
を
ご
紹
介
。
食
べ
物
の

季
語
は
そ
の
旬
に
あ
た
る
季
節
の
季
語
と
さ
れ
て
お
り
、
美
味

し
そ
う
に
詠
む
の
が
鉄
則
。
で
す
が
、
社
会
を
風
刺
し
た
も
の

な
ど
例
外
も
あ
り
ま
す
。

　
以
下
の
句
の
色
文
字
が
季
語
で
す
。
ど
ん
な
味
、
ど
ん
な
場

面
が
想
像
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
（
小
野
更
紗
）

岩
塩
の
う
す
も
も
色
や
衣
被　
　
　

  　
　
　
み
か
り
ん

椎
茸
焼
く
月
色
の
バ
タ
ー
た
つ
ぷ
り
に
＊

初
蒸
気

枝
豆
の
し
ほ
あ
ぢ
龍
の
な
み
だ
ほ
ど
＊　
　

   

ど
か
て
い

大
豆
煮
る
泡
た
く
ま
し
き
新
麹　
　
　
　
　
　

  

か
ま
猫

笑
栗
や
ほ
ほ
を
豊
か
に
道
祖
神
＊　
　
　
　

   
ほ
ろ
よ
い

ま
ほ
ろ
ば
は
南
に
あ
り
て
み
か
ん
の
香　
　
　

  

ひ
そ
か

葱
汁
や
和
尚
に
太
き
尾
の
ゆ
ら
り　
　
　

       

七
転
八
転

雑
炊
の
米
笑
い
出
し
卵
割
る　
　

                     

大
槻
税
悦

パ
テ
ィ
シ
エ
の
ネ
ー
ブ
ル
を
切
る
指
長
し　
　

           

郁

む
し
り
喰
う
流
刑
の
島
の
干
鰈　
　

  　
　
　
　
　
理
酔

壺
焼
に
地
獄
巡
り
の
風
匂
う　
　

  　
　
　
　
　
　
笑
吉

酒
ほ
ど
の
薬
有
ろ
う
か
蛍
烏
賊
＊

  　
　
　
　

鞠
月

ち
ま
き

エ
コ
ー
に
は
男
子
の
し
る
し
粽
食
う　
　
　

  　
　
さ
ち

砲
弾
が
す
べ
て
キ
ャ
ベ
ツ
に
な
れ
ば
い
い　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

ク
ラ
ウ
ド
坂
上

幣
よ
り
も
白
明
る
か
り
湯
引
き
の
鱧
＊　
　

   　
　
天
玲

冷
麦
の
な
ん
と
気
楽
や
箸
の
国
＊　
　
　
　
　

   

み
な
と

大
串
を
抜
き
て
山
女
の
塩
飛
ば
す　
　
　
　

   

め
ろ
め
ろ

＊
は
松
山
市
運
営
の
俳
句
投
稿
サ
イ
ト
『
俳
都
松
山　
俳
句
ポ
ス
ト
３

６
５
』
優
秀
作
品
、
他
は
南
海
放
送
ラ
ジ
オ
「
夏
井
い
つ
き
の
一
句
一

遊
」
優
秀
作
品
。
投
稿
時
の
俳
号
で
記
載
し
て
お
り
ま
す
。

Tsunagu 

おすすめの本

著者は現役医師で作家の南杏子さん。
　大学卒業後、出版社に勤務。乳幼児の病気を取材して記事を書くうちに医師への想いが
募り、長女２歳・自身が３３歳の時に医学部へ学士編入し、３８歳で医師に。そして２０
１６年、５５歳で作家デビュー。そのチャレンジ精神に圧倒された。
　この作品は、６２歳の女性医師が、あるきっかけで故郷・金沢に戻り訪問診療医として
活躍する姿を描いている。在宅での終末医療現場で、様々なケースと向き合い学びを重ね
て行く。一方で同居する父が病に倒れ・・・。
　コロナ禍の中、吉永小百合さん主演で映画化され話題になっています。

協力：岩崎書店 宇和島市錦町 4-16　TEL. 0895-22-0528

いのちの停車場

つなぐ　2021秋号 28

幻冬舎文庫／南　杏子　著　￥710（税別）

き
ぬ
か
つ
ぎ

え
み
ぐ
り

ほ
し
が
れ
い

ほ
た
る
い
か

は
も

や
ま
め

「たってき：とりあえず」

ぬ
さ

●俳都松山　俳句ポスト365　https://haikutown.jp/post/
●夏井いつきの一句一遊　https://www.rnb.co.jp/radio/haiku/



■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：『鉄錆』（油彩）
作者：岡原 節子（大人クラス）
世の中の嫌われもの、サビ。
筆をとり見つめれば、新しい発見が！
概念は消え、自らの眼で捉えた岡原さん。
鉄錆は、美しい絵に浄化された。

作品名：『オニヤンマ』（水彩）
作者：西村 虎汰郎（子供クラス）
ゲームのキャラクター大好き、こたろう君。
空飛ぶトンボを描いてみた。
すると、力感溢れる絵ができた。
自然のおもしろさ、また目を向けてみてね。

作品名：『わたしのパパはすごい！』（水彩）
作者：島田 来愛（子供クラス）
らいらちゃんの海はお父さんの海。
潜ってとった、魚、えび、貝。
見て、食べて、絵にも描く。いいなあ！
第八大洋丸、漁を求めて今日もゆく。

作品名：『柘榴』
作　者：福岡直美（アクリル画）
福岡さんの描く作品は優しさに溢れ
た色彩とタッチで、いつも見る人を
癒しの世界へ連れて行ってくれるの
です。これからも人を幸せにする作
品を描き続けてほしいです。

作品名：『収穫』
作　者：木村長子（水彩画）
竹籔に沢山の野菜や果物が盛ってあり、そ
の一つ一つが新鮮さに満ちています。木村
さんのいつも優しく他を認める姿勢が素敵
だと思います。作品にも現れていますね。

作品名：『ピンクの花』
作　者：中山智香（小 2）　（油絵）
はじめての油絵で、よくここまで素敵
に描がけましたね！智香ちゃんの繊細
でかつ大胆な表現が大好きです。これ
からも素敵な作品を沢山描いてね！

■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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「つなぐ」は、こちらでどうぞ。

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

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 周年キャッチコピー）

（100 周年シンボルマーク）


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32



