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毎号本誌の表紙を飾って頂いている、ありま三なこさんの壁画が宇和島市広小路にある
上田小児科医院（宇和島市広小路１-26）の壁面に完成しました。
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僕
は
昭
和
49
年
、
１
９
７
４
年
の
宇
和
島
に

生
ま
れ
た
。
い
ま
か
ら
半
世
紀
前
、
長
嶋
茂
雄

が
引
退
し
た
年
だ
。
生
ま
れ
た
日
の
新
聞
の
一

面
は
「
ス
ー
パ
ー
に
行
列
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー

パ
ー
求
め
」
だ
っ
た
。
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
最

中
だ
っ
た
。
生
家
は
、
丸
之
内
の
１
丁
目
に
あ

っ
た
。
今
の
リ
ー
ジ
ェ
ン
ト
ホ
テ
ル
の
真
裏
、

細
い
路
地
に
面
し
た
小
さ
な
小
さ
な
家
で
、
僕

は
育
っ
た
。

　
写
真
は
、
そ
の
当
時
、
家
の
前
で
撮
っ
た
写

真
で
あ
る
。
宇
和
島
の
御
城
下
の
、
く
す
ん
で

い
て
も
、
た
お
や
か
だ
っ
た
あ
の
頃
の
風
景
が

よ
み
が
え
る
。
よ
く
見
る
と
「
ア
ー
ス
の
看
板
」

が
写
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
は
、
だ
い
た

い
裏
側
が
由
美
か
お
る
だ
っ
た
な
あ
。
小
さ
な

僕
と
写
っ
て
い
る
の
が
若
き
父
で
、
人
気
の
鍼

灸
師
だ
っ
た
。
仕
事
が
終
わ
る
と
、
よ
く
散
歩

に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。

　
ま
ず
は
、
写
真
正
面
に
写
っ
て
い
る
「
む
ら

さ
め
」
の
交
差
点
に
向
か
う
。
こ
の
店
は
常
に
、

い
な
り
ず
し
の
甘
い
匂
い
を
漂
わ
せ
て
い
た
。

そ
の
向
か
い
に
他
を
圧
し
て
そ
び
え
立
っ
て
い

た
巨
大
な
緑
色
の
殿
堂
が
「
菊
美
ど
里
劇
場
」。

劇
場
の
脇
を
す
り
抜
け
、
国
道
56
号
線
に
出
る

と
、
横
断
歩
道
を
渡
っ
た
先
に
「
小
さ
い
和
霊

様
」
と
呼
ば
れ
る
小
さ
な
神
社
が
あ
る
。
こ
の

当
時
、
こ
の
神
社
は
、
だ
ん
ぜ
ん
「
は
と
ぽ
っ

ぽ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

今
で
こ
そ
駐
車
場
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
当

時
の
境
内
前
は
た
だ
の
広
場
で
、
常
に
鳩
が
た

く
さ
ん
い
て
、
か
つ
社
務
所
で
は
「
鳩
の
餌
」

が
売
ら
れ
て
い
た
。「
鳩
に
餌
が
や
れ
る
」
こ
と

を
め
が
け
て
子
供
達
が
集
ま
る
、
人
気
の
ス
ポ

生
が
お
使
い
で
食
べ
物
を
買
っ
て
今
の
バ
ス
セ

ン
タ
ー
の
あ
た
り
を
歩
い
て
い
る
と
、
ふ
い
に

小
さ
な
子
供
が
現
れ
て
「
そ
れ
ち
ょ
う
だ
い
、

ち
ょ
う
だ
い
」
と
手
を
伸
ば
し
て
く
る
。「
あ

げ
な
い
よ
」
と
食
べ
物
を
後
ろ
へ
持
っ
て
行
っ

た
途
端
「
ダ
ッ
」
と
衝
撃
が
は
し
っ
て
食
べ
物

は
跡
形
も
な
か
っ
た
。
タ
ヌ
キ
に
や
ら
れ
た
ん

だ
と
。

　
思
い
起
こ
せ
ば
、
お
城
山
の
公
園
に
は
信
楽

焼
の
た
ぬ
き
が
ず
ら
っ
と
並
ん
で
い
た
な
あ
。

あ
れ
は
、
な
ん
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
関
係
な
い

け
ど
公
園
に
は
か
つ
て
大
き
な
檻
が
あ
っ
て
猿

が
飼
わ
れ
て
い
た
。
本
当
で
す
。
昔
お
城
山
に

は
タ
ヌ
キ
も
お
猿
も
い
た
の
で
す
。

　
思
い
出
せ
る
こ
と
を
と
り
と
め
も
な
く
書
い

た
、
こ
こ
に
書
い
た
風
景
の
ほ
と
ん
ど
は
今
は

も
う
な
い
。
人
間
50
歳
に
近
づ
く
と
、
懐
か
し

い
こ
と
が
、
こ
と
さ
ら
心
に
甘
い
で
す
ね
。

昭和 50年代の丸之内を
散歩してみましょう

矢間 大蔵

ESSAY

ッ
ト
だ
っ
た
の
だ
。
僕
も
こ
こ
で
鳩
に
餌
を
や

る
の
が
楽
し
み
だ
っ
た
。

　
さ
ら
に
国
道
沿
い
を
丸
之
内
５
丁
目
方
面
へ

向
か
っ
て
下
る
と
、
左
手
に
見
え
る
の
が
宇
和

島
商
工
会
議
所
の
建
物
。
こ
こ
は
、
建
物
の
前

に
池
が
あ
っ
て
、
鯉
や
金
魚
が
泳
い
で
い
た
。

子
供
に
と
っ
て
誠
に
コ
ー
フ
ン
す
べ
き
ス
ポ
ッ

ト
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
そ
の
隣
に
は
バ
ス
セ
ン
タ
ー
。
僕
は

こ
の
バ
ス
セ
ン
タ
ー
で
、
大
き
な
バ
ス
が
ひ
っ

き
り
な
し
に
出
入
り
す
る
の
を
見
る
の
が
何
よ

り
も
好
き
だ
っ
た
。
当
時
は
と
て
も
人
が
多
く
、

バ
ス
の
出
入
り
も
頻
繁
で
、
売
店
な
ん
か
も
あ

っ
て
、
駅
の
よ
う
に
賑
わ
っ
て
い
た
も
の
だ
。

　
バ
ス
を
眺
め
て
い
つ
ま
で
も
僕
が
帰
ろ
う
と

し
な
い
の
で
、
父
は
大
抵
売
店
で
ア
イ
ス
ク
リ

ー
ム
な
ど
を
買
っ
て
く
れ
「
食
べ
な
が
ら
帰
ろ

う
」
と
い
う
の
だ
っ
た
。

　
あ
る
時
、
前
述
の
商
工
会
の
池
の
魚
を
見
て

い
た
ら
建
物
か
ら
男
の
人
が
出
て
き
て
「
ボ
ク

よ
、
い
い
も
の
を
見
せ
て
あ
げ
ら
い
」
と
い
っ

た
。
招
か
れ
る
ま
ま
入
っ
て
い
く
と
一
番
奥
の

部
屋
の
窓
は
お
城
山
の
鬱
蒼
た
る
森
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
る
。「
見
と
き
さ
い
」
と
男
の
人
が
い

う
と
、
や
が
て
木
々
の
合
間
か
ら
ワ
ラ
ワ
ラ
と

数
匹
の
タ
ヌ
キ
が
現
れ
た
。
ど
う
も
商
工
会
の

人
た
ち
が
タ
ヌ
キ
に
餌
付
け
を
し
て
い
た
よ
う

で
あ
っ
た
。
颯
爽
と
、
山
の
主
の
ご
と
く
現
れ

て
僕
を
睥
睨
す
る
タ
ヌ
キ
た
ち
の
姿
が
忘
れ
ら

れ
な
い
。

　
お
城
山
の
タ
ヌ
キ
と
い
う
の
は
昔
か
ら
名
物

だ
っ
た
ら
し
い
。
鶴
島
小
学
校
の
名
物
校
長
だ

っ
た
黒
田
先
生
が
話
し
て
く
れ
た
。
あ
る
時
先

1974 年  宇和島生まれ
宇和島南高等学校卒業後、和歌山の大学へ進学し、卒業後は大阪府の
広告代理店に就職。コピーライターおよび商業筆文字師として活動。
2014 年 4 月、農業を志し、地域おこし協力隊として愛媛県松野町へ
移住。現在、桃農家として農業再生に取り組んでいる。

矢間 大蔵 やざま　だいぞう

※

へ
い
げ
い

※流し目でじろりと見ること。転じて、（威圧するように）周囲をにらみまわすこと。
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原生つつじ公園のフクリンササユリ
西予市大野ヶ原にある「原生つつじ公園」はヤマツツジ
の群生地で、地域の人たちによって整備された公園には
散策道があります。
牧野富太郎を描いたNHKの朝ドラ「らんまん」が放送
されていることもあり出生地の高知県佐川町や牧野博士
ゆかりの植物が注目されています。
牧野博士が名前をつけた植物は 1500 種類以上、そのう
ちの１つが「原生つつじ公園」に咲くフクリン（覆輪）
ササユリです。この花は四国に自生するササユリで、葉
の縁が白く色づくことから、こう呼ばれているそうです。
７月になると同公園周辺で咲いてるのが見つけられます。
 原生つつじ公園へは、大野ヶ原のミルク園前からブナ林
の方へ２キロほど行くと公園の駐車場に着きます。

撮り歩きなんよ
北濱一男が撮りためた南予の風景

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

2021 年 7月 1日撮影
げん　   せい

2021 年 7月 1日撮影
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 「プールを地域の拠点にしたい！ 」

　　メッサ  スイミングクラブ宇和島　代　表〈〈 HYODO  KOICHI   兵頭 広一
　
数
年
ぶ
り
に
宇
和
島
市
内
に
ス
イ
ミ
ン

グ
ク
ラ
ブ
が
完
成
し
た
。
オ
ー
プ
ン
前
の

多
忙
な
時
間
を
割
い
て
頂
い
て
代
表
の
兵

頭
広
一
さ
ん
に
お
話
を
う
か
が
っ
た
。

　
小
学
生
の
時
、
市
内
の
水
泳
大
会
に
出

た
程
度
で
、
特
に
水
泳
が
得
意
と
い
う
こ

と
で
も
な
か
っ
た
。
中
学
校
で
も
、
野
球

部
へ
入
部
し
た
が
途
中
、
卓
球
部
に
も
入

っ
た
り
と
特
に
ス
ポ
ー
ツ
に
没
頭
す
る
よ

う
な
事
は
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
、
宇
和
島
東
高
等
学
校
に
入
学

し
て
も
特
に
お
目
当
て
の
部
活
は
無
な
か

っ
た
が
、
あ
る
日
、
水
泳
推
薦
で
入
学
し

た
同
級
生
が
初
め
て
プ
ー
ル
に
行
く
の
で

付
き
合
っ
て
く
れ
、
と
言
う
の
で
軽
い
気

持
ち
で
同
行
す
る
と
プ
ー
ル
サ
イ
ド
の
パ

イ
プ
椅
子
に
座
っ
た
先
輩
か
ら
、
い
き
な

り
「
お
前
、
や
る
気
あ
る
ん
か
」
と
言
わ

れ
、
思
わ
ず「
頑
張
り
ま
す
」と
こ
た
え
て

し
ま
っ
て
、
自
動
的
に
水
泳
部
入
部
が
決

ま
っ
た
。

「
先
輩
の
圧
力
に
屈
し
て
入
部
す
る
こ
と
に

な
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
の
時
、
そ
の
う
ち

辞
め
る
ん
や
ろ
う
な
と
、
ぼ
ん
や
り
思
っ

て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」

　
と
こ
ろ
が
、
練
習
は
厳
し
か
っ
た
も
の

の
泳
ぐ
こ
と
が
楽
し
く
て
、
水
泳
部
で
過

ご
す
時
間
が
何
に
も
代
え
が
く
居
心
地
が

良
か
っ
た
。
結
局
、
３
年
生
の
夏
の
最
後

の
大
会
ま
で
部
活
動
を
続
け
た
。

　
高
校
卒
業
後
は
社
内
に
プ
ー
ル
も
水
泳

部
も
あ
る
愛
知
県
に
あ
る
ト
ヨ
タ
系
の
会

社
に
就
職
し
た
。

　
そ
の
年
は
、
ち
ょ
う
ど
岩
崎
恭
子
選
手

が
バ
ル
セ
ロ
ナ
五
輪
で
金
メ
ダ
ル
を
獲
っ

た
時
の
選
考
レ
ー
ス
が
名
古
屋
で
開
催
さ

れ
る
と
い
う
の
で
観
戦
し
た
。
予
選
と
決

勝
の
間
、
サ
ブ
プ
ー
ル
を
み
て
い
る
と
、

選
手
よ
り
も
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り
、
フ

ォ
ー
ム
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
コ
ー
チ
の
姿
に

釘
付
け
に
な
っ
て
い
た
。

「
そ
の
瞬
間
、『
水
泳
の
コ
ー
チ
に
な
り
た

い
』
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
」
さ
っ
そ
く
、

そ
の
夜
、
知
り
合
い
を
通
じ
て
ス
イ
ミ
ン

グ
ク
ラ
ブ
宇
和
島
（
坂
下
津
）
へ
連
絡
を

つ
け
て
、
翌
年
の
春
か
ら
コ
ー
チ
と
し
て

働
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　
結
婚
し
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
30
歳
に
な

っ
た
頃
、
様
々
な
思
い
か
ら
２
年
間
ほ
ど

ス
イ
ミ
ン
グ
コ
ー
チ
か
ら
離
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
が
、
や
は
り
自
分
に
は
ス
イ
ミ
ン

グ
コ
ー
チ
し
か
な
い
と
帝
京
第
五
高
校
の

プ
ー
ル
で
の
コ
ー
チ
に
復
帰
す
る
︒

　

し
か
し
︑
10
年
ほ
ど
経
っ
た
時
︑
学
校

の
都
合
で
プ
ー
ル
を
廃
止
す
る
こ
と
が
決

ま
り
︑
ど
う
す
る
か
決
断
を
迫
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
︒

﹁
自
分
の
子
ど
も
も
大
き
く
な
っ
て
︑
こ
れ

以
上
ワ
ガ
マ
マ
は
続
け
ら
れ
な
い
と
思
っ

て
︑
ず
い
ぶ
ん
悩
み
ま
し
た
が
︑
指
導
し

て
い
た
選
手
の
父
兄
か
ら
﹃
今
か
ら
も
コ

ー
チ
の
指
導
受
け
さ
せ
た
い
ん
や
け
ど
︑

ど
う
に
か
な
ら
ん
の…

﹄
と
︑
今
思
え
ば

有
難
い
声
を
掛
け
て
頂
き
︑
そ
こ
か
ら
色

々
あ
た
っ
て
い
た
ら
︑
伊
予
市
の
伊
予
ス

イ
ミ
ン
グ
さ
ん
か
ら
﹃
２
レ
ー
ン
な
ら
貸

し
て
も
い
い
よ
﹄
と
言
っ
て
頂
い
て
︑
す

ぐ
中
古
の
バ
ス
を
購
入
し
て
再
出
発
し
で

き
た
ん
で
す
︒
で
も
︑
当
然
そ
れ
だ
け
で

は
食
べ
て
行
け
な
い
の
で
︑
バ
イ
ト
を
し

な
が
ら
午
後
３
時
頃
か
ら
は
伊
予
市
の
プ

ー
ル
ま
で
子
ど
も
た
ち
を
送
迎
︑
指
導
し

て
夜
の
10
時
頃
に
帰
宅
︑
と
い
う
生
活
を

年
中
ほ
ぼ
休
み
無
し
で
や
っ
て
ま
し
た
﹂

　

転
機
が
訪
れ
た
の
は
︑
熱
中
症
を
こ
じ

ら
せ
入
院
し
て
い
た
時
だ
っ
た
︒
県
内
で

手
広
く
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
を
運
営
し
て

い
た
﹁
か
し
ま
ス
イ
ミ
ン
グ
﹂
か
ら
﹁
大

洲
の
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
を
買
わ
な
い
か
﹂

と
連
絡
が
あ
っ
た
の
だ
︒

　

退
院
後
︑﹁
か
し
ま
ス
イ
ミ
ン
グ
﹂
へ
出

向
い
て
︑
融
資
さ
え
決
ま
れ
ば
購
入
し
た

い
旨
を
伝
え
︑
さ
っ
そ
く
宇
和
島
信
用
金

庫
に
勤
め
て
い
た
同
級
生
の
Ａ
く
ん
に
相

談
し
︑
２
０
１
８
年
１
月
︑
大
洲
市
に
﹁

メ
ッ
サ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
﹂
を
オ
ー
プ
ン

さ
せ
た
︒

　

そ
れ
か
ら
４
年
が
経
ち
︑
運
営
に
も
目

途
が
つ
い
て
︑
ス
タ
ッ
フ
や
宇
和
島
の
後

輩
か
ら
﹁
宇
和
島
に
ス
イ
ミ
ン
グ
作
り
ま

し
ょ
う
よ
﹂
と
励
ま
さ
れ
︑
約
１
年
の
準

備
期
間
を
経
て
︑
２
０
２
３
年
６
月
２
日
︑

メ
ッ
サ
・
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
宇
和
島
を

オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
︒

　

最
後
に
今
後
の
意
気
込
み
を
話
し
て
く

れ
た
︒

﹁﹃
宇
和
島
に
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
を
造
る
﹄

と
い
う
事
に
は
特
別
な
想
い
が
あ
り
ま
す
︒

そ
れ
は
︑
か
つ
て
︑
宇
和
島
に
二
つ
あ
っ

た
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
が
無
く
な
っ
た
後
︑

﹃
宇
和
島
に
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
を
復
活
さ

せ
よ
う
﹄
と
奔
走
し
︑
志
半
ば
で
突
然
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
先
輩
が
い
て
︑
わ
が

社
の
起
業
日
も
︑
そ
の
先
輩
の
誕
生
日
に

さ
せ
て
頂
い
て
い
る
ほ
ど
で
す
︒
な
の
で
︑

宇
和
島
に
こ
う
し
て
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ

が
完
成
で
き
た
事
は
大
変
感
慨
深
い
も
の

が
あ
り
ま
す
︒
宇
和
島
市
周
辺
は
海
も
近

く
︑
学
校
水
泳
が
縮
小
傾
向
に
あ
る
中
︑

子
ど
も
た
ち
に
命
を
守
る
泳
力
を
ど
の
よ

う
に
し
て
身
に
つ
け
さ
せ
る
か
︑
そ
し
て

部
活
動
の
現
状
を
考
え
た
時
に
ス
イ
ミ
ン

グ
ク
ラ
ブ
の
存
在
は
と
て
も
重
要
だ
と
思

い
ま
す
︒
私
の
夢
は
︑
プ
ー
ル
を
中
心
に

親
子
三
世
代
が
集
え
る
場
所
を
作
り
た
い

と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
の
為
に
地
域
の
方

々
や
利
用
者
さ
ん
の
声
に
も
耳
を
傾
け
︑

健
康
維
持
か
ら
全
国
大
会
へ
出
場
す
る
選

手
育
成
ま
で
幅
広
い
ユ
ー
ザ
ー
の
ニ
ー
ズ

に
お
応
え
で
き
る
﹃
あ
そ
こ
に
行
け
ば
ど

う
に
か
な
る
プ
ー
ル
﹄
を
目
指
し
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
﹂

　
　
　
　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
構
成
／
川
尻
純
滋
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店内のカウンター

兵頭広一　1972 年　宇和島市に生まれる。
宇和島東高等学校に入学し水泳を始める。スイミングクラブ宇和島で指導者としてスタート。
2014 年 10 月より競泳チーム「MESSA」を立ち上げる。2018 年 1月より大洲市にて「MESSA  SPORTS  CLUB」の運営を開始するにあたって法人化。
2023 年 6月「メッサスイミングクラブ宇和島」開業。
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メッサ スイミング クラブ宇和島
〒798-0077　 宇和島市保田甲 302-1　Tel  0895-49-4561

Swimming Club Uwajima

Ｃコース（5歳～）
内容　水慣れ～ 4泳法習得者
時間　火～金曜日 18:00 ～ 19:00
　　　土曜日 9:30 ～ 10:30
月謝　週 1登録　6,900 円
　　　週 2以上登録　9,250 円

Dコース（4泳法習得者）
内容　競技会へ向けての練習
時間　火～金曜日 18:00 ～ 19:30
　　　土曜日 14:00 ～ 15:30
月謝　週 1登録　7,500 円
　　　週 2以上登録　11,500 円

成人フリーコース
（15 歳以上で支援なしで運動ができる）
内容　フリーコースの時間帯でプールの利用可
時間　火～金曜日 10:00 ～ 18:00（17:50 退水）
　　　土曜日          10:00 ～ 14:00（13:50 退水）
月謝　5,800 円

成人プレミアム会員
（15 歳以上で支援なしで運動ができる）
内容　全てのレッスンとフリーコースの利用
月謝　6,900 円

ベビーコース（6ヶ月～ 2歳 11 ヶ月）
内容　ベビーマッサージ（体操）・水慣れ
時間　水曜日 10:00 ～ 11:00
　　　土曜日 11:45 ～ 12:45
月謝　月 2回　2,900 円
　　　月 4回　5,800 円

Ａコース（2歳～未就学児）
内容　水慣れ～クロール
時間　火・水・金曜日 16:00 ～ 16:50
　　　土曜日 13:00 ～ 13:50
月謝　週 1登録　5,800 円
　　　週 2以上登録　8,100 円

Ｂコース（5歳～）
内容　水慣れ～ 4泳法習得
時間　火～金曜日 17:00 ～ 18:00
　　　土曜日 10:30 ～ 11:30
月謝　週 1登録　6,900 円
　　　週 2以上登録　9,250 円

無料体験も
　出来ます！



畦地梅太郎記念美術館　井関邦三郎記念館　開館20周年記念

三間の偉人と小さな記念館の軌跡

畦地梅太郎「白い像」1958 年7    つなぐ　2023夏号



開
館
２
０
周
年

美
術
館

・
記
念
館
の
こ
れ
ま
で
と
今
後

権現山

　
当
館
は
、
平
成
15
（
２
０
０
３
）
年
７
月
に
三

間
町
総
合
交
流
拠
点
施
設
と
し
て
開
館
し
ま
し
た
。

と
も
に
三
間
町
名
誉
町
民
で
あ
り
ま
す
版
画
家　

畦
地
梅
太
郎
（
以
下
：
梅
太
郎
）
と
井
関
農
機
の

創
業
者　
井
関
邦
三
郎
（
以
下
：
邦
三
郎
）
を
顕

彰
す
る
と
と
も
に
、
地
域
文
化
の
振
興
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
建
設
さ
れ
た
美
術
館
・
記
念
館
で
、

「
山
の
版
画
家
」と
称
さ
れ
た
梅
太
郎
に
ぴ
っ
た
り

の
木
造
の
建
物
で
す
。

　
そ
の
後
、
建
物
は
「
道
の
駅
み
ま
」
と
な
り
、

全
国
的
に
も
珍
し
い
道
の
駅
と
併
設
さ
れ
た
美
術

館
・
記
念
館
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
24
（
２
０
１
２
）
年
に
は
、
松
山
自
動
車

道
延
伸
に
伴
う
西
予
宇
和
〜
宇
和
島
北
間
の
高
速

道
路
が
開
通
し
、
市
外
・
県
外
か
ら
も
多
く
の
来

館
者
を
迎
え
る
施
設
と
な
り
ま
し
た
。

　
畦
地
梅
太
郎
記
念
美
術
館
の
中
程
に
は
東
京
都

町
田
市
に
あ
っ
た
梅
太
郎
の
自
宅
ア
ト
リ
エ
内
部

を
再
現
し
た
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。
机
の
上
に

置
か
れ
た
メ
モ
や
手
紙
等
に
い
た
る
ま
で
、
一
つ

一
つ
が
元
の
通
り
配
置
さ
れ
、
室
内
に
入
っ
て
間

近
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
本
物
の
ア
ト
リ

エ
に
ふ
と
訪
れ
た
か
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
感
じ
て

い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

梅
太
郎
の
作
品
や
生
涯
を
よ
り
知
っ
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
20
分
程
の
ビ
デ
オ
を
観
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
当
館
が
収
蔵
し
て
い
る
梅
太
郎
の
作
品
は
、
約

３
６
０
点
あ
り
、
版
画
以
外
に
油
彩
画
・
素
描
や

原
画
・
肉
筆
画
な
ど
も
多
数
収
蔵
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
版
画
作
品
の
元
と
な
る
版
木
も
多
数
寄
託

さ
れ
て
お
り
、
作
品
制
作
の
過
程
や
彫
り
・
刷
り

の
技
術
を
う
か
が
う
上
で
も
重
要
な
資
料
と
な
っ

て
い
ま
す
。
年
に
３
〜
４
回
の
企
画
展
を
開
催
し
、

よ
り
深
く
作
品
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

毎
回
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
作
品
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

梅
太
郎
以
外
で
は
、
同
じ
三
間
町
出
身
の
中
尾
義

隆
・
河
内
政
義
・
藤
部
吉
人
・
二
宮
好
史
・
松
本

秀
一
・
兵
頭
浩
章
の
作
品
も
収
蔵
し
て
い
ま
す
。

　
井
関
邦
三
郎
記
念
館
で
は
、
邦
三
郎
の
「
農
家

を
過
酷
な
労
働
か
ら
解
放
す
る
。
農
家
に
喜
ば
れ

る
機
械
を
造
る
」
と
い
う
経
営
理
念
の
基
に
開
発

さ
れ
た
農
機
具
の
い
く
つ
か
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
昭
和
11
（
１
９
３
６
）
年
に
37
歳
の
若

さ
で
井
関
農
機
株
式
会
社
を
設
立
し
ま
し
た
が
、

昭
和
20
（
１
９
４
５
）
年
の
松
山
大
空
襲
で
工
場

を
す
べ
て
焼
失
し
、
こ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
も
の

が
灰
に
な
っ
た
邦
三
郎
が
再
び
工
場
を
再
建
し
、

一
歩
一
歩
規
模
を
広
げ
な
が
ら
、
や
が
て
国
内
有

数
の
農
機
具
メ
ー
カ
ー
に
育
て
上
げ
て
い
っ
た
軌

跡
を
年
表
や
パ
ネ
ル
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

昔
と
今
の
米
作
り
を
比
べ
て
、
稲
作
の
発
達
を
学

習
で
き
る
ビ
デ
オ
も
好
評
で
す
。
地
元
の
小
・
中

・
高
校
生
も
見
学
に
訪
れ
、
お
い
し
い
三
間
米
の

産
地
と
し
て
知
ら
れ
る
三
間
町
が
日
本
の
農
業
の

近
代
化
・
機
械
化
に
大
き
く
貢
献
し
た
邦
三
郎
の

生
ま
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
郷
土
へ
の

誇
り
を
よ
り
一
層
感
じ
た
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
当
館
は
、
お
陰
様
で
今
年
７
月
に
開
館
20
周
年

を
迎
え
、
７
月
15
日
〜
10
月
23
日
の
会
期
で
開
館

畦
地
梅
太
郎
記
念
美
術
館

井
関
邦
三
郎
記
念
館

文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
館　
長　
石
丸
光
計

梅太郎のアトリエを再現した展示。本人の山道具なども置かれている。
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20
周
年
記
念
特
別
展
を
開
催
し
ま
す
。
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
ご
支
援
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
多

く
の
関
係
者
、
ご
来
館
い
た
だ
い
た
皆
様
に
心
よ

り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
畦
地
梅
太
郎
記
念
美
術
館
で
は
、「
畦
地
梅
太
郎

生
誕
１
２
０
年
特
別
展
」
と
題
し
、
初
期
の
鉛
版

画
に
は
じ
ま
り
、
木
版
画
に
よ
る
都
会
風
景
か
ら

故
郷
の
自
然
や
雄
大
な
山
々
・
山
男
を
描
い
た
作

品
、
抽
象
表
現
、
晩
年
の
家
族
の
中
の
山
男
へ
と
、

畦
地
作
品
の
変
遷
を
た
ど
り
ま
す
。
自
ら
の
人
生

を
「
と
ぼ
と
ぼ
」
と
表
現
し
た
梅
太
郎
の
確
か
な

版
画
の
歩
み
を
ご
鑑
賞
く
だ
さ
い
。

　
井
関
邦
三
郎
記
念
館
で
は
、
農
業
の
近
代
化
を

支
え
た
邦
三
郎
の
経
営
理
念
が
ど
の
よ
う
に
実
現

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
後
ど
の
よ
う

に
継
承
さ
れ
、
さ
ら
な
る
進
歩
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
る
の
か
を
農
機
具
の
展
示
と
映
像
に
よ
っ
て
振

り
返
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
か
ら
の
農
業
が
向

か
う
で
あ
ろ
う
新
た
な
方
向
性
を
探
り
ま
す
。

　
今
後
は
、
コ
ロ
ナ
感
染
防
止
対
策
を
継
続
し
な

が
ら
、
よ
り
魅
力
の
あ
る
企
画
展
の
開
催
に
努
力

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
美
術
館
・
記
念
館

の
流
れ
は
、
た
だ
鑑
賞
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
参

加
・
体
験
で
き
る
展
示
へ
と
動
い
て
い
ま
す
。
当

館
で
は
美
術
館
の
一
角
に
、
版
画
に
興
味
を
持
た

れ
た
方
が
４
版
の
多
色
刷
り
を
体
験
で
き
る
コ
ー

ナ
ー
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
刷
っ
て
み
る
こ
と
で
、

版
画
の
奥
深
さ
や
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
た
と
い
う

声
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
毎
年
10
月
の
企
画
展
の
中
で
、「
木
版

画
で
年
賀
状
を
作
ろ
う
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
も
開

催
し
て
い
ま
す
。
限
定
10
名
の
イ
ベ
ン
ト
で
す
が
、

ご
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
今
年
の
企
画
展
で
は
美
術
館
が
二
つ
、

記
念
館
が
一
つ
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
・
講
演
会

を
計
画
し
て
い
ま
す
。
来
館
者
が
興
味
・
関
心
の

あ
る
話
を
聴
く
こ
と
の
で
き
る
場
を
設
け
る
こ
と

で
、
自
由
に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
機
会
を
増
や

し
、
多
く
の
方
に
当
館
を
利
用
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
当
館
の
新
し
い
展
示
や
試
み
に
注
目
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
有
り
難
く
思
い
ま
す
。

日　程 展示会名 概　要

令和5年2月10日
～4月26日

令和5年4月29日
～7月10日

令和5年7月15日 　　開館20周年記念
～10月23日 　　「畦地梅太郎生誕１２０年特別展」

令和5年10月27日
～令和6年1月29日

令和6年2月2日 　　畦地梅太郎
～5月6日 　　粋を集めた版画集作品展

　　河端由美香展　　Change　the　World 　画家　河端由美香の作品を展示。

　梅太郎の版画集収録作品を中心に展示。

　　山男の眼（まなこ）展 　梅太郎の描いた様々な「眼」に着目した展示。

　　青のありか　吉田淳治展 　宇和島出身の画家　吉田淳治の作品を展示。

　梅太郎の代表的な作品たちを変遷に沿って展示。

令和 5 年度展示スケジュール
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畦
地
梅
太
郎　

こ
つ
こ
つ
と
版
を
刻
ん
だ
生
涯

権現山

　
畦
地
梅
太
郎
（
以
下
：
梅
太
郎
）
は
、
明
治
35

（
１
９
０
２
）年
、
北
宇
和
郡
二
名
村
金
銅
に
生
ま

れ
ま
し
た
。
15
歳
で
単
身
上
京
し
、
新
聞
配
達
を

し
な
が
ら
絵
の
勉
強
を
始
め
ま
す
。
23
歳
の
時
に
、

勤
務
し
て
い
た
内
閣
印
刷
局
の
職
場
に
あ
っ
た
鉛

板
に
釘
で
絵
を
描
き
、
印
刷
用
の
イ
ン
ク
を
つ
け

て
刷
っ
て
み
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
版
画

の
道
を
志
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
初
期
の
鉛
版

画
に
始
ま
り
、
木
版
に
移
行
し
て
か
ら
は
都
会
風

景
、
さ
ら
に
故
郷
の
自
然
風
景
、
雄
大
な
山
々
や

ひ
げ
面
の
山
男
を
描
い
た
作
品
、
抽
象
的
な
表
現

の
試
み
、
晩
年
に
描
い
た
家
族
の
中
の
山
男
と
自

身
の
人
生
を
映
し
出
す
か
の
よ
う
に
表
現
の
主
題

も
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
梅
太
郎
が
山
を
描
い
た
原
点
に
は
、
生
家
の
裏

山
を
駆
け
回
っ
た
子
ど
も
時
代
の
経
験
が
基
に
な

っ
て
い
る
と
著
書
の
中
で
書
い
て
い
ま
す
。

「
学
校
か
ら
帰
る
と
学
校
道
具
を
投
げ
出
し
て
裏

山
へ
入
っ
た
。
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
本
な
ど
見
て

い
る
と
、
病
気
じ
ゃ
な
い
か
と
親
が
気
に
す
る
く

ら
い
だ
っ
た
」
と
。
版
画
家
に
な
っ
て
か
ら
も
山

を
愛
し
、
数
々
の
山
を
自
分
で
歩
き
な
が
ら
、
そ

の
と
き
の
経
験
や
想
い
、
動
植
物
と
の
出
会
い
を

版
に
刻
み
ま
し
た
。
外
か
ら
眺
め
た
山
の
姿
で
は

な
く
、
自
分
が
実
際
に
登
っ
た
山
を
描
い
た
か
ら

こ
そ
、
そ
の
作
品
か
ら
山
の
重
量
感
や
壮
大
さ
が

強
く
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
単
な
る
山
の

ス
ケ
ッ
チ
で
は
な
い
迫
力
や
重
々
し
さ
が
梅
太
郎

の
山
の
作
品
の
大
き
な
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
親
子
鳥
」
と
い
う
作
品
は
、
コ
ス
モ
ス
ホ
ー

ル
三
間
の
ど
ん
帳
の
原
画
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

90
歳
の
時
に
帰
郷
し
、
ご
夫
妻
で
コ
ス
モ
ス
ホ
ー

ル
を
訪
問
し
た
梅
太
郎
は
、「
引
き
金
の
な
い
鉄

砲
を
下
向
き
に
伏
せ
て
い
る
山
男
は
、
争
い
を
好

ま
ず
、
平
和
な
世
界
を
求
め
て
い
る
山
男
の
姿
で

す
」
と
話
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
山
男
は
自
分
自
身

の
姿
で
あ
り
、
山
男
を
通
し
て
、
自
分
の
山
に
対

す
る
考
え
方
や
想
い
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
梅
太

郎
。
山
男
の
作
品
に
も
そ
の
時
々
の
自
分
の
想
い

を
込
め
て
版
画
を
制
作
し
て
い
る
の
で
す
。
山
男

の
作
品
は
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
な
ど

の
展
覧
会
に
も
出
品
さ
れ
、
そ
の
名
は
海
外
で
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
当
館
で
は
、
一
昨
年
の
８
月
か
ら
11
月
に
か
け

て
「
下
絵
・
版
画
展
〜
版
画
の
始
ま
り
と
終
わ
り

〜
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
梅
太
郎
は
、
生
涯
に
何

点
の
版
画
を
制
作
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
、

多
く
の
版
画
を
制
作
し
て
い
ま
す
が
、
一
枚
一
枚

き
ち
ん
と
下
絵
を
描
い
て
制
作
を
さ
れ
て
お
り
、

千
枚
を
超
え
る
下
絵
が
今
も
大
切
に
保
存
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
版
画
は
、
素
朴
で
温
か
く
親
し
み

や
す
い
も
の
で
す
が
、
一
見
シ
ン
プ
ル
に
見
え
て

も
、
そ
の
裏
に
は
、
考
え
抜
か
れ
た
色
使
い
や
線
、

刷
り
な
ど
の
細
や
か
な
手
仕
事
が
施
さ
れ
て
い
ま

す
。
下
絵
か
ら
も
、
版
画
が
い
か
に
試
行
錯
誤
し

た
上
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
を
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
と
え
ば
「
大
正
池
」
の
下
絵
は
、
色
や
構
図

を
変
え
な
が
ら
何
枚
も
描
か
れ
て
い
ま
す
し
、「
槍

ヶ
岳
」
の
下
絵
で
は
、
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行
く
か
の

よ
う
な
服
装
の
若
者
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
最

終
的
に
は
、
裸
で
肩
に
ザ
イ
ル
を
掛
け
、
こ
れ
か

ら
岩
壁
に
挑
も
う
と
す
る
山
男
の
姿
で
表
現
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
常
に
よ
り
よ
い
表
現

を
追
究
し
た
妥
協
を
許
さ
な
い
制
作
姿
勢
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
美
術
館
に
は
、
図
工
や
美
術
の
授
業
の
一
環
で

小
・
中
学
生
が
見
学
に
訪
れ
ま
す
。
私
は
、
版
画

の
魅
力
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
梅
太
郎
の
人
柄
か

ら
も
学
ん
で
ほ
し
い
と
の
思
い
か
ら
三
つ
の
こ
と

を
話
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
自
分
の
意
志
を
最

後
ま
で
貫
く
強
い
信
念
を
も
っ
た
人
だ
っ
た
こ
と

で
す
。
若
く
し
て
志
し
た
版
画
の
道
は
、
た
い
へ

ん
険
し
い
も
の
で
し
た
。
著
名
な
版
画
家
の
刷
り

を
手
伝
い
な
が
ら
、
マ
ッ
チ
の
レ
ッ
テ
ル
や
便
せ

ん
な
ど
の
刷
り
物
、
雑
誌
の
カ
ッ
ト
描
き
な
ど
で

収
入
を
得
て
、
少
し
ず
つ
技
術
を
身
に
付
け
て
い

き
ま
し
た
。
や
っ
と
名
前
が
世
に
出
た
の
は
、
40

歳
に
さ
し
か
か
っ
た
頃
、「
山
の
版
画
家
」
と
し

て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
60
歳

で
版
画
家
と
し
て
の
地
位
を
築
い
て
か
ら
も
、
新

た
な
テ
ー
マ
や
表
現
を
模
索
し
続
け
ま
し
た
。

「
版
画
は
常
に
先
へ
先
へ
と
進
ん
だ
も
の
で
な
け

れ
ば
い
け
な
い
」
こ
れ
は
梅
太
郎
の
生
前
の
言
葉

で
す
。
二
つ
目
は
、
も
の
を
大
切
に
す
る
人
だ
っ

た
こ
と
で
す
。
版
画
を
始
め
た
と
き
に
買
い
求
め
、

晩
年
ま
で
使
い
続
け
た
バ
レ
ン
や
彫
刻
刀
、
下
絵

を
描
く
と
き
に
使
っ
た
た
く
さ
ん
の
ク
レ
ヨ
ン
、

和
紙
で
作
っ
た
財
布
、
手
作
り
の
机
や
椅
子
な
ど
、

美
術
館
の
中
は
大
切
に
使
い
続
け
た
品
々
で
あ
ふ

れ
て
い
ま
す
。
三
つ
目
は
、
家
族
を
大
切
に
す
る

人
だ
っ
た
こ
と
で
す
。
幼
い
娘
の
た
め
に
手
作
り

し
た
木
製
の
ク
レ
ヨ
ン
箱
が
あ
り
ま
す
。
家
族
と

の
思
い
出
を
綴
っ
た
画
文
集
も
刊
行
し
ま
し
た
。

奥
様
を
は
じ
め
ご
家
族
も
梅
太
郎
が
版
画
に
専
念

で
き
る
よ
う
に
支
え
続
け
ま
し
た
。
晩
年
、
家
族

や
孫
た
ち
に
囲
ま
れ
た
山
男
の
姿
を
た
く
さ
ん
描

い
て
い
る
こ
と
は
、
家
族
思
い
だ
っ
た
梅
太
郎
や

支
え
続
け
た
ご
家
族
の
姿
と
重
な
り
ま
す
。

　
梅
太
郎
は
、
平
成
11
年
４
月
、
96
歳
で
そ
の
生

涯
を
閉
じ
ま
し
た
。
母
校
の
二
名
小
学
校
の
校
庭

に
は
、「
母
の
声
」
と
い
う
自
筆
の
詩
が
刻
ま
れ
た

記
念
碑
が
建
っ
て
い
ま
す
。
15
歳
で
一
人
故
郷
を

離
れ
、
上
京
す
る
朝
の
せ
つ
な
い
思
い
が
伝
わ
っ

て
き
ま
す
。
真
っ
暗
な
道
を
、
不
確
か
な
人
生
に

向
か
っ
て
、
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
み
出
し
た
少
年
梅
太

郎
は
、
や
が
て
、
日
本
を
代
表
す
る
版
画
家
の
一

人
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
生
涯
は
、
常
に
前
を

向
き
、
新
た
な
表
現
を
追
究
し
な
が
ら
、
こ
つ
こ

つ
と
ま
じ
め
に
版
を
刻
ん
だ
生
涯
で
し
た
。

畦
地
梅
太
郎
記
念
美
術
館

井
関
邦
三
郎
記
念
館

文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
館　
長　
石
丸
光
計

80 歳ころの梅太郎（アトリエにて）
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毛山

四本松

　
　
母
の
声

家
を
出
る
朝
は
早
か
っ
た

真
っ
暗
い
な
か
を
母
は
庭
さ
き
で

見
送
っ
て
く
れ
た

別
れ
の
言
葉
は
き
こ
え
て
も

母
の
姿
は
闇
の
中

な
に
も
見
え
な
か
っ
た

父
と
二
人
夜
道
を
黙
々
と
歩
い
た

夜
が
明
け
て
宇
和
島
の
お
城
が
見
え
た

今
日
を
か
ぎ
り
に
国
と
も
お
わ
か
れ
か

と
思
う
と
胸
が
つ
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

梅
太
郎 梅太郎の記念碑「母の声」（宇和島市三間町二名小学校）

版画「大正池」1947 年

版画「親子鳥」1955 年「大正池」4枚の下絵
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一
代
で
ト
ッ
プ
メ
ー
カ
ー
を
築
い
た
井
関
邦
三
郎

権現山

の
教
え
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、「
こ
の
機

械
は
絶
対
に
売
れ
る
」
と
い
う
先
を
読
む
先
見
性

も
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
ぞ
と
思
う
と
、

機
械
の
全
国
で
の
製
造
販
売
権
を
当
時
と
し
て
は

破
格
の
五
千
円
〜
六
千
円
で
獲
得
し
た
こ
と
も
あ

っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
決
断
力
や
行
動
力
に
は
、

驚
く
ば
か
り
で
す
。

　
そ
れ
ま
で
の
苦
労
が
実
り
、
昭
和
11
（
１
９
３

６
）
年
、
37
歳
の
若
さ
で
、
井
関
農
機
株
式
会
社

を
設
立
し
ま
し
た
。
農
機
具
の
開
発
・
生
産
・
販

売
の
一
貫
性
を
備
え
た
農
機
具
メ
ー
カ
ー
へ
の
道

を
歩
み
始
め
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
20
年

に
悲
し
い
で
き
ご
と
に
遭
遇
し
ま
す
。
松
山
大
空

襲
に
よ
り
、
本
社
や
工
場
の
ほ
と
ん
ど
を
焼
失
し
、

妻
ト
ミ
エ
も
戦
災
で
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

19
歳
で
商
売
の
道
に
進
み
、
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
、

こ
こ
ま
で
築
い
て
き
た
も
の
が
、
戦
争
の
た
め
に

無
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。「
二
十
年
間
の

苦
労
は
終
戦
で
一
応
御
破
算
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
る
っ
き
り
二
十
年
間
、
一
朝
の
夢
と
消
え
て
し

ま
っ
た
」
と
、
自
身
が
半
生
を
記
録
し
た
「
は
だ

か
一
貫
物
語
」
の
中
で
書
い
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
邦
三
郎
は
、
こ
の
苦
難
の
中
で
も
前

を
向
き
、
立
ち
上
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
バ
ラ

ッ
ク
の
工
場
か
ら
再
出
発
を
し
て
、
農
機
具
の
生

産
を
再
開
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
戦
後
の
農
業
機

械
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
、
耕
耘
機
、
ト
ラ
ク
タ
、
田

植
え
機
、
コ
ン
バ
イ
ン
を
次
々
に
開
発
し
、
井
関

農
機
を
我
が
国
を
代
表
す
る
総
合
農
機
メ
ー
カ
ー

に
育
て
上
げ
た
の
で
す
。

　
邦
三
郎
の
下
で
働
い
て
い
た
人
た
ち
の
回
顧
録

を
読
む
と
、
け
っ
し
て
ワ
ン
マ
ン
な
人
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
常
に
相
手
の
立
場
に

立
っ
て
物
事
を
考
え
、
他
人
の
意
見
も
尊
重
し
、

苦
言
に
も
素
直
に
耳
を
傾
け
る
方
だ
っ
た
、
と
邦

三
郎
の
人
柄
を
綴
っ
て
い
ま
す
。

　
晩
年
、
民
間
人
と
し
て
は
最
高
の
栄
誉
と
い
わ

れ
る
勲
三
等
旭
日
中
綬
章
を
受
け
た
時
に
は
、
従

業
員
を
前
に
「
皆
が
よ
う
仕
事
を
し
て
く
れ
た
の

で
、
わ
し
が
勲
章
を
も
ろ
う
た
。
す
ま
ん
の
う…

」

と
あ
い
さ
つ
を
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
花
づ
く
り
が
趣
味
で
、
松
山
の

萬
翠
荘
の
菊
花
展
・
バ
ラ
展
の
開
催
を
支
え
た
と

も
聞
き
ま
す
。

　
こ
う
し
て
邦
三
郎
の
歩
み
を
た
ど
る
と
、
冷
静

な
判
断
力
と
確
か
な
目
で
進
む
べ
き
方
向
を
定
め
、

大
き
な
包
容
力
で
周
り
を
温
か
く
包
み
な
が
ら
、

皆
を
そ
の
方
向
に
導
い
て
い
く
、
そ
ん
な
人
物
像

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
昭
和
45
（
１
９
７

０
）
年
、
71
歳
で
生
涯
を
閉
じ
ま
し
た
。

　
今
年
も
三
間
町
の
田
園
で
は
、
井
関
の
青
い
農

機
具
が
活
躍
し
て
い
ま
す
。
井
関
の
マ
ー
ク
の
入

っ
た
帽
子
を
買
い
に
記
念
館
に
来
ら
れ
た
農
家
の

方
も
お
ら
れ
ま
し
た
。
邦
三
郎
の
残
し
た
足
跡
は
、

今
も
三
間
町
の
中
に
し
っ
か
り
と
息
づ
い
て
い
る

と
感
じ
ま
す
。

　
最
後
に
、
三
間
町
内
に
は
邦
三
郎
ゆ
か
り
の
場

所
が
四
箇
所
あ
り
ま
す
。
生
家
跡
地
・
邦
三
郎
の

記
念
碑
・
井
関
家
の
お
墓
・
三
間
支
所
の
胸
像
で

す
。
中
で
も
生
家
跡
地
は
、
三
間
イ
ン
タ
ー
を
下

り
た
信
号
の
左
手
の
山
の
中
腹
に
あ
り
、
記
念
館

か
ら
歩
い
て
す
ぐ
の
所
に
あ
り
ま
す
。
坂
を
上
る

と
二
つ
の
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
邦
三
郎

の
実
姉
で
あ
る
水
野
ラ
イ
の
誕
生
の
地
と
刻
ま
れ

た
石
碑
で
す
。
彼
女
は
生
涯
に
渡
っ
て
三
間
を
愛

し
、
99
歳
で
亡
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
も
う
一
つ

は
、
そ
の
彼
女
が
建
立
し
た
井
関
邦
三
郎
誕
生
の

地
と
刻
ま
れ
た
石
碑
で
す
。
二
つ
の
石
碑
が
並
ん

で
、
記
念
館
を
見
下
ろ
す
場
所
に
建
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
の
眺
め
は
最
高
で
、
務
田
・
迫
目
・
宮

野
下
・
戸
雁
一
体
を
広
く
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
マ
ッ
プ
を
見
な
が
ら
、
ぜ
ひ
、
ゆ
か
り
の
地

を
巡
っ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
井
関
邦
三
郎
（
以
下
：
邦
三
郎
）
は
、
明
治
32

（
１
８
９
９
）
年
、
北
宇
和
郡
三
間
村
に
生
ま
れ
ま

し
た
。
三
間
村
尋
常
高
等
小
学
校
高
等
科
を
卒
業

し
、
家
業
の
農
家
を
継
ぎ
ま
す
が
、
や
が
て
「
自

分
は
農
業
に
向
い
て
い
な
い
。
何
か
商
売
を
し
た

い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
19
歳
の
時

に
田
畑
を
売
り
、
商
売
を
始
め
ま
す
。
こ
の
時
、

父
親
か
ら
、「
あ
り
き
た
り
の
商
人
に
は
な
る
な
・

人
に
迷
惑
を
掛
け
る
よ
う
な
う
そ
を
つ
く
な
・
自

分
は
失
敗
し
て
も
人
に
は
損
を
掛
け
る
な
」
と
い

う
言
葉
を
も
ら
い
、
自
ら
の
教
訓
と
し
て
生
涯
守

り
通
し
た
と
い
い
ま
す
。

　
当
初
は
、
郷
里
で
大
野
式
除
草
機
の
販
売
を
始

め
ま
す
が
、
や
が
て
、
高
性
能
の
全
自
動
籾
す
り

機
の
製
造
・
販
売
を
松
山
で
開
始
し
、
井
関
農
機

の
基
礎
を
つ
く
り
ま
し
た
。
当
時
は
、
重
い
農
機

具
を
リ
ヤ
カ
ー
に
積
ん
で
農
村
を
巡
り
、
ぬ
か
ま

み
れ
、
汗
ま
み
れ
に
な
っ
て
、
一
台
一
台
注
文
を

取
っ
た
と
い
い
ま
す
。
心
の
中
に
は
、
い
つ
も
父

畦
地
梅
太
郎
記
念
美
術
館

井
関
邦
三
郎
記
念
館

文　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
館　
長　
石
丸
光
計

提供 /井関農機（株）
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石丸光計プロフィール
畦地梅太郎記念美術館・井関邦三郎記念館　館長
1958 年  宇和島市生まれ　2019 年  教職を定年退職
愛媛県美術会会員　えひめ版画協会事務局　宇和島美術協会役員

●
三
間
支
所

●
井
関
家
の
お
墓 記

念
碑
●

記
念
碑
●

●生家跡地

お墓へ続く道はローソンの斜め前の
小道に入ります。すぐに白く舗装さ
れた登り坂があり、その坂を一番上
のブロックまで行くと大きな墓石が
あります（集合墓地の中）。

務田公民館の敷地内に
「井関邦三郎翁出生之地」
と書かれた碑があります。

↑
至
宇
和
島
　
　
至
鬼
北
↓

高速道路出入口から 20 ～ 30ｍの所
にある、ひとつ目の小道を進みます。
道なりに登りきると広場があり、そ
の入口付近に石碑があります。
※二つ目の電柱が目印
道は細く草が茂っているので注意

三
間
Ｉ
Ｃ

至
仏
木
寺
↓

宇和島市三間支所の
駐車場に胸像があり
ます。

●ローソン よ
ん
や
く
●

よ
ん
や
く
●

●

道
の
駅
み
ま

●

道
の
駅
み
ま

「岩田式籾はぎ機」と「山本式自動選別機」とを組み合わせ
ることを思いつき、改良を加えて、昭和元年に「全自動籾す
り機」を開発。１台400円で売り出したところ、初年度には
36 台、後に 100 台、150 台と生産台数が伸びた。

全自動籾すり機第1号
昭和40年、井関農機が輸入販売していたポルシェトラクター
を参考に、日本の気候風土に合わせて開発。高所でのエンジ
ン性能を研究するため富士登山を試みた。二日かけて無事登
頂を果たし、高い性能が評価された。

トラクターＴＢ20型

※両機とも井関邦三郎記念館に展示されています。

井関農機創設者　井関邦三郎ゆかりの地を巡る

井関邦三郎マップ
井関農機創設者　井関邦三郎ゆかりの地を巡る

井関邦三郎マップ

13    つなぐ　2023夏号



■ブロックメモ　各￥300（税込）
梅太郎の作品がデザインされた
３種類のブロックメモ
ｗ9cm×Ｈ9cm×D1cm

■スマホケース「白い山男」 
￥3,500（税込）
梅太郎の代表作「白い山男」が
プリントされたスマホケース

畦地梅太郎記念美術館オリジナルグッズ

■切手風シール 
各￥320（税込）「山・山男」（上）「らいちょう」（下）
梅太郎の作品がシールに、あなたならどこに貼りますか？

■キャンバスポーチ 
各￥2,000（税込）
「山のぬくもり」（右）
「親子よろこぶ」（左）
ｗ20cm×Ｈ12cm

■マスキングテープ　各￥300（税込）
ホワイト（左）アイボリー（右）

■クリアファイル 
各￥200（税込）
「よろこびの山」（左）
「白い像」（右）

この他にもたくさんのグッズが販売されています。

つなぐ　2023夏号　 14
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宇和島信用金庫 2024 年版カレンダー
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お
し
ら
せ
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■会　期　7月 25 日（火）～ 30日（日）
■時　間　10:00 ～ 17:00（最終日は 15:00 まで）
■会　場　アトリエぱれっと　
ؙؙؙؙؙؙഌ和ਣట ��������)ؙⒼ��������������

■宇和島水産高等学校
日　時：8月 19 日 (土)　開催時間は未定
会　場：JR ホテルクレメント宇和島
会　費：未定（お問合せ： ☎0895-22-6575）

■宇和島東高等学校（当日参加可）
日　時：8月 11 日 (金・祝)　15 時～（お問合せ： ☎0895-22ｰ0261）
会　場：JAえひめ南 2F エターナルホール
会　費：5,000 円（※30 歳以下の方は 1000 円キャッシュバックあり）
チケット：各期理事ないしは学校事務所でご購入下さい。
■校史資料館開放（正門入って右）
時　間：10:00 ～ 13:00
詳しくはホームページをご覧ください
同窓会ホームページ http://u-higasi-dosoukai.com/

■宇和島南高等学校
日　時：8月 12 日 (土)　17 時 00 分～
会　場：宇和島市役所大ホール
会　費：南高卒業者 4,000 円
　　　：中等卒業者 2,000 円（事前振込）
（お問合せ： ☎0895-22-0262）
　　　　　　　　　　　　　　詳しくはこちらから→

■吉田高等学校（当日参加可）
日　時：7月 30 日 (日)　14 時～
会　場：吉田公民館大ホール
会　費：3,000 円（お問合せ： ☎0895-52ｰ0565）
※QRコードを読み取って申込みフォームに入力してください

－ 畦地梅太郎記念美術館／井関邦三郎記念館 －

20ԗ࠰ᚡࣞ　ཎ К ޒ ˟　 ᾉ ᵐᵎᵐᵑ　ᾆ/15 ίםὸ ῍ 10ᵍᵐᵑ ίஉὸ
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ʟ᧙ᢰɤᢹ ḛᠾܼửᢅᣟễіẦỤᚐ્ẲẺẟḜ ỉʻଐ

■講演会　7 / 15（土）10:00 ～ 11:00
　「畦地梅太郎と南予～ 120 年と 20 年～」　　愛媛県美術館　主任学芸員　喜安　嶺
■畦地ミュージアムグッズプレゼント　7 / 15（土）　先着 100 個（1組 1個）
■クラシックミニコンサート　7 / 17（月・祝）11:00 ～ /  13:00 ～（各 30 分程度）
■ワークショップ「木版画で年賀状を作ろう」
　10 / 15（日）・10 / 22（日）13:00 ～ 17:00（2 日間）
　対象：小学 5年生以上　定員：10 名　要予約　※詳しくは美術館までお問合せ下さい。
※版画「白い山男（1964）」の版木も展示されます。

■現代の農機具展示　7 / 15（土）・16（日）試乗・写真撮影可

■ヰセキグッズプレゼント　7 / 16（日）先着 100 個（1組 1個）

■講演会「井関農機が取り組むスマート農業」
　10 / 1（日）14:00 ～ 15:00　井関農機シニアアドバイザー　小野　弘喜

畦地梅太郎記念美術館／井関邦三郎記念館
愛媛県宇和島市三間町務田 180-1（道の駅みま併設）
松山自動車道三間 IC そば（宇和 IC ～三間 IC 無料区間）

【開館受付】9:00 ～ 16:30（7/15 は 10:00 開館）
【入館料】大人 300 円（200 円） 　高・大学生 200 円（100 円）　65 歳以上 200 円
＊（　）内は 20 名以上の団体料金　＊中学生以下・身体障がい者手帳持参の方無料

版画「白い山男（1964）」

【入 館 無 料 日】
7 / 15（土）～ 17（月）
8 / 11（金、祝）［山の日］
8 / 26（土）・27（日）
1 0 / 1（日）［新米まつり］

宇和島市内

ษভভभओ੧
宇和島市内

ษভভभओ੧

昨年の公募展の様子



　
「 

パ
ー
は
ね　
パ
ー
し
た
て
を
み
て
ご
ら
ん　

て
の
ひ
ら
に
し
わ
が
あ
る　
し
わ
と
し
わ
を
あ
わ

せ
と　
そ
う　
し
・
あ
・
わ
・
せ　
そ
う
だ
ね
い

た
だ
き
ま
す　
ご
ち
そ
う
さ
ま　
お
い
し
く
い
た

だ
け
て　
し
・
あ
・
わ
・
せ
」

　
今
ま
で
、
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
き
た
こ
と
が
、

「
出
来
な
い
、
し
な
い
、
し
て
は
い
け
な
い
」
事
に

な
り
、
人
と
会
っ
て
顔
を
見
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り

し
た
り
、
直
接
手
に
触
れ
た
り
、
ハ
グ
出
来
た
り

と
人
の
温
か
さ
を
感
じ
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
い
た

コ
ロ
ナ
禍
の
３
年
余
り
。

　
人
に
会
わ
な
く
た
っ
て
、
外
に
行
か
な
く
た
っ

て
事
は
進
み
、
生
活
は
出
来
る
じ
ゃ
な
い
か
、
一

人
で
も
平
気
と
み
ん
な
が
思
い
だ
し
、
簡
素
化
、

デ
ジ
タ
ル
化
が
す
ご
い
勢
い
で
進
ん
で
い
る
。

「
い
や
い
や
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
！
」
と
、
ア
ナ
ロ

グ
な
私
は
焦
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
指
一
本
で
事

が
進
み
ス
マ
ー
ト
で
便
利
な
生
活
は
魅
力
的
で
は

あ
る
け
ど
、
何
か
、
な
に
か
を
忘
れ
去
ら
れ
そ
う

で
、
置
き
去
り
に
し
て
い
る
よ
う
で
、
と
て
も
不

安
に
な
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
非
日
常
的
な
日
々
の
中

で
、
私
達
が
気
が
つ
い
た
こ
と
は
な
ん
だ
っ
た
ん

だ
ろ
う
か
。

　
「
て
の
ひ
ら
を　
あ
た
ま
の
う
え
に　
や
さ
し
く

の
せ
る
と　
あ
っ
た
か
い　
あ
り
が
と
う　
え
ら

い
ね　
が
ん
ば
っ
た
ね
っ
て　
ほ
め
て
も
ら
え
る

と
う
れ
し
い
ね　
な
ん
だ
か　
に
こ
に
こ
え
が
お

に
な
っ
て
く
る　
し•

あ
・
わ
・
せ
」

　
そ
う
だ
よ
！ 

Ａ
Ｉ
と
人
の
間
に
は
生
ま
れ
な
い
、

人
と
人
の
間
だ
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る
人
の
ぬ
く
も

り
や
、
言
葉
の
温
か
さ
か
ら
く
る
安
心
感
や
安
ら

ぐ
空
間
は
、
人
間
や
動
物
が
持
っ
て
い
る
最
大
の

魅
力
・
特
性
だ
と
信
じ
た
い
。
近
く
に
あ
る
が
ゆ

え
に
、
気
が
つ
か
な
い
小
さ
な
幸
せ
に
心
か
ら
感

謝
し
、
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
日
々
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
私
達
は
誰
も
が
、
た
く
さ
ん
の
人
々
に
期
待
さ

れ
る
「
い
の
ち
」
の
持
ち
主
で
あ
る
。
苦
心
の
道

の
り
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
ろ
う
と
も
、
誰
も
が
「
生

ま
れ
て
お
い
で
」
と
願
わ
れ
て
誕
生
し
て
き
た

「
い
の
ち
」
は
、
た
だ
そ
の
存
在
だ
け
で
、
あ
た
た

か
く
、
光
そ
の
も
の
で
あ
り
、
カ
強
い
。

　
「
生
き
て
い
る
だ
け
で
百
点
満
点
・
生
ま
れ
て
き

て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
あ
な
た
に
逢
え
て
良
か

っ
た
」
た
と
え
、
だ
れ
が
褒
め
て
く
れ
な
く
て
も
、

一
番
身
近
に
い
る
自
分
自
身
が
、
し
つ
か
り
、
し

っ
か
り
自
分
を
褒
め
称
え
よ
う
、
誇
り
に
思
お
う
。

　
「
き
ょ
う
い
ち
に
ち
が
ん
ば
っ
た　
じ
ぶ
ん
を
ほ

め
て
あ
げ
な
く
ち
ゃ　
じ
ぶ
ん
で
じ
ぶ
ん
に　
は

な
ま
る　
あ
げ
よ
う　
し
あ
わ
せ
な
こ
こ
ろ
で　

ね
む
っ
た
ら　
に
こ
に
こ
え
が
お
で　
お
は
よ
う

さ
あ　
き
ょ
う
も　
い
ち
に
ち　
は
じ
ま
る
よ　

と
き
ど
き　
お
も
い
だ
そ
う　
い
の
ち
の
は
な
し　

グ
ー
チ
ヨ
キ
パ
ー
」

い の ち の は な し

グー チョキ パー 4
「あいこで パー」 文 /毛利弘子

もうり ひろこ ( 著 ) みずせき ゆりえ ( 絵 )
価格 1,572 円 ( 税込 )

1952 年生まれ　公立小中学校養護教諭を４０年経験後 2012 年定年退職
ライフワークの性教育の講演や全国大会での研究発表多数
●受　章／平成２４年愛媛県学校保健功労賞　令和３年文部科学大臣学校保健功労賞
●執　筆／「いのちのはなしグーチョキパー」（エイデル研究所出版）
●その他／・和霊公民館運営審議委員・更生保護女性会副会長
・退職公務員連盟中央分会副会長・和霊小学校読み聞かせボランティア
・カサヨハネ（知的障害児）放課後デイサービス非常勤講師ほか
●趣　味／陶芸・登山・写真・絵手紙・歩き遍路・シーボーンアート

毛利 弘子プロフィール
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宇和島市津島町の岩松商店街の一角に昭和レトロな家電が所狭しとならぶ不思議な場所がある。
ポップアップトースター、ラジカセ、ウォークマン、レコードプレーヤー、
オープンリールテープデッキにブラウン管テレビなど昭和のユニークな家電ばかり

 古い街並みと昭和レトロ家電　

兵頭電機商会

1983 年にソニーから発売されたポー
タブルレコードプレイヤー「PS-F9」。
直立・水平どちらの置き方も出来、さら
には壁掛けも可能で、「フラミンゴ」とい
う愛称で親しまれた。
ヘッドアンプやトランスミッターが内蔵され
ており、当然コードレスでの演奏も可能。
発売当時の価格は 39,800 円

トランジスターやコンデンサーが並ぶ基盤

レコードプレーヤー
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店
主
の
兵
頭　

肇
さ
ん
︵
67
︶︵
以
下
︓
肇
さ
ん
︶
に

よ
る
と
︑﹁
父
は
戦
後
︑
町
内
で
数
台
し
か
な
い
車
を
持

っ
て
い
た
の
で
自
宅
を
小
さ
な
電
器
屋
に
貸
し
て
︑
自

分
は
運
送
屋
を
始
め
た
の
で
す
が
︑
そ
の
後
︑
そ
の
電

器
屋
は
廃
業
し
て
し
ま
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
そ
の
電
器

屋
の
お
客
さ
ん
か
ら
引
き
合
い
が
絶
え
な
い
の
で
︑
仕

方
な
し
電
器
屋
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
︒

そ
し
て
︑
や
が
て
高
度
経
済
成
長
期
に
な
っ
て
︑
三
種

の
神
器
と
呼
ば
れ
る
テ
レ
ビ
︑
洗
濯
機
︑
冷
蔵
庫
が
飛

ぶ
よ
う
に
売
れ
だ
し
て
︑
店
は
大
い
に
繁
盛
し
︑
電
器

屋
が
本
業
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
﹂

　

そ
ん
な
父
親
の
商
売
を
横
目
で
見
な
が
ら
も
電
器
屋

に
は
ま
っ
た
く
興
味
が
な
か
っ
た
︒
特
に
目
標
も
な
い

ま
ま
︑
ど
の
高
校
に
進
む
か
進
路
を
決
め
な
い
と
い
け

な
い
時
︑
宇
和
島
市
︵
津
島
町
は
当
時
︑
北
宇
和
郡
津

島
町
︶
の
友
人
に
進
路
を
聞
く
と
﹁
俺
は
吉
田
高
校
の

電
気
科
へ
行
く
ぞ
﹂
と
い
う
の
で
﹁
じ
ゃ
あ
俺
も
そ
こ

に
し
よ
う
﹂
と
吉
田
高
等
学
校
の
電
気
科
へ
進
学
し
た
︒

　

高
校
卒
業
後
は
電
機
メ
ー
カ
ー
に
就
職
し
た
が
︑
決

め
手
は
強
い
野
球
チ
ー
ム
が
あ
っ
た
か
ら
︑
仕
事
よ
り

野
球
に
没
頭
し
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か

し
︑
父
親
が
高
齢
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
︑
嫌
だ

っ
た
電
器
屋
の
跡
を
継
ぐ
た
め
津
島
に
戻
っ
て
来
た
︒

　

津
島
に
戻
っ
て
か
ら
は
︑
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
を
購
入

し
て
大
好
き
な
70
～
80
年
代
洋
楽
ロ
ッ
ク
を
聴
い
た
り
︑

エ
レ
キ
ギ
タ
ー
を
弾
い
て
バ
ン
ド
で
演
奏
し
た
り
︑
商

工
会
青
年
部
に
所
属
し
て
町
お
こ
し
活
動
に
没
頭
し
た
︒

　

そ
し
て
20
年
程
前
︑
岩
松
の
町
お
こ
し
に
関
わ
っ
て

い
る
時
︑﹁
店
の
前
を
通
る
お
遍
路
さ
ん
と
話
が
で
き

た
ら
︑
さ
ぞ
面
白
い
だ
ろ
う
な
﹂
と
思
い
︑
母
が
店
番

を
し
て
い
た
小
さ
な
ス
ペ
ー
ス
に
使
わ
な
く
な
っ
た
古

い
オ
ー
デ
ィ
オ
を
飾
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
後
︑
取
り

組
ん
だ
﹁
ど
ぶ
ろ
く
特
区
﹂
の
指
定
取
得
に
飲
食
出
来

る
施
設
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
そ
こ
に
︑
イ
ス
と

テ
ー
ブ
ル
を
備
え
カ
フ
ェ
に
し
た
︒

﹁
当
時
︑
母
が
店
番
を
し
て
い
た
の
で
︑
少
し
遠
慮
気
味

で
し
た
が
︑
母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
本
格
的
に
展
示

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
カ
フ
ェ
は
私
が
居
る
時
に

し
か
営
業
出
来
な
い
の
で
開
店
休
業
で
す
﹂

　

そ
の
後
︑
父
親
時
代
の
デ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
ポ
ッ
プ

ア
ッ
プ
ト
ー
ス
タ
ー
や
基
盤
む
き
出
し
の
ダ
ブ
ル
カ
セ

ッ
ト
デ
ッ
キ
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
モ
ノ
が
増
え
て
い
っ
た
︒

　

地
元
で
は
余
り
知
ら
れ
て
な
い
が
︑
ち
ょ
う
ど
店
の

前
が
遍
路
道
な
の
で
︑
歩
き
遍
路
を
す
る
人
た
ち
の
間

で
は
︑
知
ら
れ
た
存
在
だ
︒

　

し
か
し
︑
観
る
た
め
に
は
肇
さ
ん
が
店
に
居
る
時
で

な
い
と
ダ
メ
な
の
で
︑
先
ず
ア
ポ
イ
ン
ト
を
取
る
必
要

が
あ
る
︒
そ
し
て
何
よ
り
重
要
な
の
は
﹁
肇
さ
ん
の
う

ん
ち
く
﹂
と
い
う
事
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
︒

好
き
な
モ
ノ
を
好
き
な
よ
う
に
並
べ
て
い
た
ら
こ
う
な
り
ま
し
た
。
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店
主
の
兵
頭　

肇
さ
ん
︵
67
︶︵
以
下
︓
肇
さ
ん
︶
に

よ
る
と
︑﹁
父
は
戦
後
︑
町
内
で
数
台
し
か
な
い
車
を
持

っ
て
い
た
の
で
自
宅
を
小
さ
な
電
器
屋
に
貸
し
て
︑
自

分
は
運
送
屋
を
始
め
た
の
で
す
が
︑
そ
の
後
︑
そ
の
電

器
屋
は
廃
業
し
て
し
ま
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
そ
の
電
器

屋
の
お
客
さ
ん
か
ら
引
き
合
い
が
絶
え
な
い
の
で
︑
仕

方
な
し
電
器
屋
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
︒

そ
し
て
︑
や
が
て
高
度
経
済
成
長
期
に
な
っ
て
︑
三
種

の
神
器
と
呼
ば
れ
る
テ
レ
ビ
︑
洗
濯
機
︑
冷
蔵
庫
が
飛

ぶ
よ
う
に
売
れ
だ
し
て
︑
店
は
大
い
に
繁
盛
し
︑
電
器

屋
が
本
業
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
﹂

　

そ
ん
な
父
親
の
商
売
を
横
目
で
見
な
が
ら
も
電
器
屋

に
は
ま
っ
た
く
興
味
が
な
か
っ
た
︒
特
に
目
標
も
な
い

ま
ま
︑
ど
の
高
校
に
進
む
か
進
路
を
決
め
な
い
と
い
け

な
い
時
︑
宇
和
島
市
︵
津
島
町
は
当
時
︑
北
宇
和
郡
津

島
町
︶
の
友
人
に
進
路
を
聞
く
と
﹁
俺
は
吉
田
高
校
の

電
気
科
へ
行
く
ぞ
﹂
と
い
う
の
で
﹁
じ
ゃ
あ
俺
も
そ
こ

に
し
よ
う
﹂
と
吉
田
高
等
学
校
の
電
気
科
へ
進
学
し
た
︒

　

高
校
卒
業
後
は
電
機
メ
ー
カ
ー
に
就
職
し
た
が
︑
決

め
手
は
強
い
野
球
チ
ー
ム
が
あ
っ
た
か
ら
︑
仕
事
よ
り

野
球
に
没
頭
し
て
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か

し
︑
父
親
が
高
齢
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
︑
嫌
だ

っ
た
電
器
屋
の
跡
を
継
ぐ
た
め
津
島
に
戻
っ
て
来
た
︒

　

津
島
に
戻
っ
て
か
ら
は
︑
オ
ー
デ
ィ
オ
機
器
を
購
入

し
て
大
好
き
な
70
～
80
年
代
洋
楽
ロ
ッ
ク
を
聴
い
た
り
︑

エ
レ
キ
ギ
タ
ー
を
弾
い
て
バ
ン
ド
で
演
奏
し
た
り
︑
商

工
会
青
年
部
に
所
属
し
て
町
お
こ
し
活
動
に
没
頭
し
た
︒

　

そ
し
て
20
年
程
前
︑
岩
松
の
町
お
こ
し
に
関
わ
っ
て

い
る
時
︑﹁
店
の
前
を
通
る
お
遍
路
さ
ん
と
話
が
で
き

た
ら
︑
さ
ぞ
面
白
い
だ
ろ
う
な
﹂
と
思
い
︑
母
が
店
番

を
し
て
い
た
小
さ
な
ス
ペ
ー
ス
に
使
わ
な
く
な
っ
た
古

い
オ
ー
デ
ィ
オ
を
飾
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
後
︑
取
り

組
ん
だ
﹁
ど
ぶ
ろ
く
特
区
﹂
の
指
定
取
得
に
飲
食
出
来

る
施
設
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
そ
こ
に
︑
イ
ス
と

テ
ー
ブ
ル
を
備
え
カ
フ
ェ
に
し
た
︒

﹁
当
時
︑
母
が
店
番
を
し
て
い
た
の
で
︑
少
し
遠
慮
気
味

で
し
た
が
︑
母
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
本
格
的
に
展
示

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
カ
フ
ェ
は
私
が
居
る
時
に

し
か
営
業
出
来
な
い
の
で
開
店
休
業
で
す
﹂

　

そ
の
後
︑
父
親
時
代
の
デ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
の
ポ
ッ
プ

ア
ッ
プ
ト
ー
ス
タ
ー
や
基
盤
む
き
出
し
の
ダ
ブ
ル
カ
セ

ッ
ト
デ
ッ
キ
な
ど
ユ
ニ
ー
ク
な
モ
ノ
が
増
え
て
い
っ
た
︒

　

地
元
で
は
余
り
知
ら
れ
て
な
い
が
︑
ち
ょ
う
ど
店
の

前
が
遍
路
道
な
の
で
︑
歩
き
遍
路
を
す
る
人
た
ち
の
間

で
は
︑
知
ら
れ
た
存
在
だ
︒

　

し
か
し
︑
観
る
た
め
に
は
肇
さ
ん
が
店
に
居
る
時
で

な
い
と
ダ
メ
な
の
で
︑
先
ず
ア
ポ
イ
ン
ト
を
取
る
必
要

が
あ
る
︒
そ
し
て
何
よ
り
重
要
な
の
は
﹁
肇
さ
ん
の
う

ん
ち
く
﹂
と
い
う
事
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
︒
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　　しまんとえきめしＦＯＲＭ（ホーム）

　　　　　　　店　主

　　　岡村理佳さん

　
宇
和
島
駅
を
出
発
し
、
予
土
線
が
乗
り
入
れ

る
終
着
駅
が
高
知
県
四
万
十
町
に
あ
る
窪
川
駅

で
あ
る
。
お
よ
そ
２
時
間
半
か
け
て
到
着
。
改

札
を
出
る
や
い
な
や
、
ぷ
う
ん
と
漂
う
食
欲
を

そ
そ
る
香
ば
し
い
に
お
い
。
駅
の
構
内
に
あ
る

食
堂
、「
し
ま
ん
と
え
き
め
し
Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｍ
」
か
ら

だ
。
引
き
戸
を
開
け
る
と
、「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

せ
。
あ
ら
、
い
つ
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
元
気
な
声
で
、
店
長
の
岡
村
理
佳
さ
ん
が
迎

え
て
く
れ
る
。

　
私
は
、
こ
こ
の
唐
揚
げ
が
大
好
物
♥
。
高
知

県
の
ブ
ラ
ン
ド
鶏
「
四
万
十
鶏
」
を
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
味
付
け
で
提
供
し
て
い
る
。
も
ち
っ
と
し

た
肉
質
に
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
肉
汁
。
カ
リ
ッ
と
揚

が
っ
た
食
感
に
、
す
っ
か
り
虜
な
の
で
あ
る
。

　
　「
せ
っ
か
く
四
万
十
町
の
玄
関
口
の
駅
に

　
　
あ
る
店
や
き
、
来
た
人
に
は
地
元
の
美
味

　
　
し
い
も
の
を
食
べ
て
ほ
し
い
」
と
岡
村
さ

　
　
ん
は
言
う
。

　
　
食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
で
き
る
だ
け
地
元

　
の
生
産
者
か
ら
直
接
仕
入
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
四
万
十
豚
に
仁
井
田
米
、
さ
ら
に
う
な
ぎ
だ

　
っ
て
食
べ
ら
れ
る
の
だ
。

文／山下文子　写真／坪内政美

4文ちゃんとどつぼの

予土線のあの人に会いたい

最寄駅は「窪川駅」

おか　 むら   り　　 か
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岡
村
さ
ん
は
、
四
万
十
町
で
生
ま
れ
育
っ
た
。

家
族
の
職
場
か
ら
も
、
そ
う
遠
く
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
駅
は
と
て
も
身
近
な
存
在
だ
っ
た
と

い
う
。「
こ
こ
、
元
々
は
キ
オ
ス
ク
や
っ
た
が
で

す
よ
。
お
つ
か
い
で
タ
バ
コ
買
い
に
来
た
り
し

て
」
と
懐
か
し
そ
う
に
話
す
。

「
当
時
、
こ
こ
か
ら
高
知
市
内
へ
行
く
と
い
う

た
ら
、
大
都
会
へ
行
く
、
大
旅
行
の
よ
う
な
感

覚
で
ね
。
キ
オ
ス
ク
に
、
ち
ょ
う
ど
子
ど
も
の

目
線
く
ら
い
の
高
さ
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が
あ
っ

て
、
そ
こ
に
お
土
産
が
並
ん
で
た
ん
よ
ね
。
お

菓
子
を
ね
だ
っ
て
み
た
り
、
冷
凍
み
か
ん
と
か
、

ゆ
で
卵
と
か
塩
む
す
び
と
か
買
っ
た
り
。
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
の
あ
の
容
器
の
お
茶
と
か
す
ご
く
特

別
で
、
楽
し
み
で
た
ま
ら
ん
か
っ
た
」

そ
う
、
ま
さ
に
食
堂
が
あ
る
の
は
、
駅
構
内
の

元
売
店
「
キ
オ
ス
ク
」
だ
っ
た
場
所
だ
。

　
私
が
物
心
つ
い
た
と
き
に
は
、
も
う
す
で
に

シ
ャ
ッ
タ
ー
が
下
ろ
さ
れ
て
い
て
窪
川
駅
の
キ

オ
ス
ク
は
な
く
な
っ
て
い
て
、
高
知
駅
か
ら
宇

和
島
駅
へ
「
青
春
18
き
っ
ぷ
」
で
予
土
線
に
乗

っ
て
帰
ろ
う
と
し
た
と
き
、
乗
り
換
え
の
た
め

50
分
ほ
ど
駅
で
待
ち
ぼ
う
け
し
て
い
た
と
き
に

心
細
く
さ
み
し
い
記
憶
が
あ
る
ほ
ど
人
け
が
な

い
駅
だ
っ
た
。

　
今
は
、
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
の
食
堂
の
明
か
り

が
あ
る
だ
け
で
、
駅
が
温
か
さ
で
包
ま
れ
て
い

る
で
は
な
い
か
。
な
ん
だ
か
待
ち
時
間
が
愛
お

し
い
。
む
し
ろ
待
ち
時
間
を
こ
こ
で
過
ご
し
た

い
と
さ
え
思
う
。「„

お
い
し
か
っ
た
、
お
な
か

い
っ
ぱ
い”

っ
て
言
っ
て
も
ら
え
る
だ
け
で
幸

せ
。
来
た
人
が
喜
ん
で
く
れ
た
ら
、
そ
れ
だ
け

で
嬉
し
い
し
、
が
ん
ば
る
力
の
源
に
な
る
」
と

岡
村
さ
ん
は
笑
顔
で
話
す
。

　
そ
ん
な
岡
村
さ
ん
に
と
っ
て
鉄
道
旅
と
は
？

と
質
問
し
た
と
こ
ろ…

「
飲
み
旅
！
」
と
即
答
。

「
車
だ
と
運
転
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
け
ど
、

鉄
道
だ
っ
た
ら
お
酒
が
飲
め
る
じ
ゃ
な
い
！
　

そ
れ
が
最
大
の
魅
力
」
と
言
う
。
し
か
し
、
予

土
線
に
乗
っ
た
こ
と
は
？
　
と
尋
ね
る
と…

「
実
は
一
回
も
な
い
の
よ
ね
〜
」
と
の
こ
と
。

　
そ
の
理
由
は
た
だ
一
つ
。
列
車
内
に
ト
イ
レ

が
な
い
こ
と
だ
。
さ
す
が
に
２
時
間
半
、
ぶ
っ

通
し
で
酒
を
楽
し
む
の
は
厳
し
い
。
途
中
下
車

し
よ
う
に
も
、
ど
う
や
っ
て
プ
ラ
ン
を
立
て
よ

う
か…

「
列
車
の
本
数
も
少
な
く
な
っ
て
き
て

る
し
、
実
際
に
乗
ろ
う
と
思
っ
て

も
便
利
が
良
く
な
い
で
し
ょ
。
も

っ
と
乗
客
目
線
で
改
善
し
て
ほ
し

い
と
こ
ろ
が
あ
る
な
あ
」
と
、
ピ
リ

ッ
と
指
摘
。

　
本
当
に
そ
の
通
り
だ
。
ダ
イ
ヤ
に

余
裕
が
あ
る
な
ら
、
せ
め
て
停
車
駅

で
ゆ
っ
く
り
ト
イ
レ
休
憩
が
で
き
ま

い
か
。
接
続
の
良
さ
や
ダ
イ
ヤ
の
改

善
で
、
も
し
か
し
た
ら
予
土
線
を
利

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。

文ちゃんの質問に身振り手振りを交えて話す岡村さん

■しまんとえきめしＦＯＲＭ
786-0013 高知県高岡郡四万十町琴平町 16-24（窪川駅構内）
営業時間：11：00 ～ 20：00（ラストオーダー）　※途中、昼休憩あり
定休日：水曜日　※不定休あり　☎ 088-029-6110
★テイクアウトも可能です！

四万十川の
鉄道よどせん 協力：高知県予土線利用促進対策協議会

用
す
る
人
も
増
え
る
の
で
は
な
い

か
、
と
ふ
と
思
う
。
気
軽
な
飲
み

旅
に
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
日
常
を
離

れ
て
鉄
道
に
揺
ら
れ
る
の
も
乙
な

も
の
で
あ
る
。

「
予
土
線
の
乗
務
員
さ
ん
も
よ
く

食
べ
に
来
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。

こ
こ
数
年
、
コ
ロ
ナ
禍
で
厳
し
か

っ
た
け
ど
、
地
元
の
人
や
遠
く
か

ら
常
連
さ
ん
も
よ
く
来
て
く
れ
る

し
、
今
は
、
お
遍
路
さ
ん
や
外
国

人
の
旅
行
客
も
増
え
て
き
て
、
小

さ
な
店
や
け
ど
本
当
に
多
く
の
人

に
支
え
ら
れ
て
る
。
感
謝
し
か
な

い
」
と
岡
村
さ
ん
は
、
噛
み
し
め

る
よ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。

　
そ
し
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
終

わ
り
に
、
我
慢
で
き
ず…

「
す
み
ま
せ
ん
、
唐
揚
げ
一
人
前

お
願
い
で
き
ま
す
か
」
と
注
文
し

た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
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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。

　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　岡村康弘

「感謝」と「奉仕」

お城山

て
、
作
成
内
容
の
打
ち
合
わ
せ
、
納
品
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
印
刷
物

の
製
作
し
て
い
く
中
で
、
デ
ザ
イ
ン
作
成

・
校
正
・
校
了
・
印
刷
・
仕
上
げ
と
工
程

が
多
い
た
め
、
日
程
を
逆
算
し
て
予
定
を

組
む
こ
と
が
難
し
く
悩
む
こ
と
は
沢
山
あ

り
ま
す
が
、
完
成
し
た
製
品
を
納
品
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
チ
ラ
シ
の
配
布
に
よ
り
集

客
率
が
あ
が
っ
た
、
製
品
が
売

れ
て
売
上
が
上
が
っ
た
な
ど
の

お
声
を
い
た
だ
け
る
と
、
携
わ

ら
せ
て
い
た
だ
い
て
本
当
に
良

か
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。

　
印
刷
業
界
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
普
及
や
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
進
歩
に

よ
っ
て
変
革
の
時
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
た
な
形
を
模
索
し
な
が
ら
、
今
後
は
よ

り
地
域
密
着
型
に
な
り
、
そ
の
地
域
の
特

定
の
ニ
ー
ズ
や
要
件
に
合
わ
せ
た
製
品
を

製
作
し
、
満
足
度
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
最
後
に
、
先
代
社
長
か
ら
引
き
継
い
だ

会
社
を
守
り
な
が
ら
、
弊
社
の
社
訓
で
も

あ
り
ま
す
「
感
謝
」
と
「
奉
仕
」
の
精
神

を
忘
れ
ず
に
、
地
域
社
会
・
地
元
経
済
に

貢
献
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

有限会社　大成社
西予市宇和町野田 400 番地 30　TEL 0894-62-0512 

だんな
女将

11

うわしん若手経営塾ОＢ

若
おかみ

　
　
　
　
　
印
刷
業
を
し
て
お
り
ま
す
有

　
　
　
　
限
会
社 

大
成
社
二
代
目
の
岡
村

　
　
　
　
康
弘
で
す
。
弊
社
は
、
昭
和
55

　
　
　
年
３
月
に
八
幡
浜
市
の
地
で
創
業

　
　
　
し
、
平
成
元
年
に
現
在
の
宇
和
町

　
へ
移
転
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
現
在
で

は
鬼
北
町
と
宇
和
島
市
に
営
業
所
が
あ
り

ま
し
て
、
お
か
げ
さ
ま
を
持
ち
ま
し
て
、

今
年
で
創
業
43
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　
主
な
事
業
内
容
は
、
商
業
印
刷
（
チ
ラ

シ
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
カ
タ
ロ
グ
・
ポ
ス

タ
ー
・
シ
ー
ル
・
冊
子
・
名
刺
・
は
が
き

・
封
筒
な
ど
）、
帳
簿
印
刷
（
各
種
伝
票
な

ど
）、
そ
の
他
（
シ
ー
ル
・
ノ
ベ
ル
テ
ィ
・

の
ぼ
り
・
看
板
な
ど
）
を
製
作
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
私
は
西
予
市
宇
和
町
の
出
身
で
高
校
卒

業
後
、
山
口
県
で
歯
科
業
界
の
営
業
で
材

料
・
機
械
を
販
売
し
て
お
り
ま
し
た
。
先

代
の
社
長
は
私
の
嫁
の
父
に
な
り
ま
し
て
、

自
分
の
代
で
辞
め
て
し
ま
う
と
い
う
話
を

聞
き
、
こ
こ
ま
で
築
き
上
げ
た
会
社
を
終

わ
ら
せ
る
わ
け
に
い
か
な
い
と
思
い
、
覚

悟
を
決
め
て
帰
省
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

令
和
２
年
に
社
長
を
引
継
ぎ
、
現
在
に
至

り
ま
す
。

　
弊
社
は
西
予
市
か
ら
南
予
地
域
を
中
心

に
、
官
公
庁
・
中
小
企
業
・
同
業
印
刷
会

社
・
個
人
ま
で
幅
広
い
お
客
様
と
印
刷
に

関
わ
る
取
引
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
私
自
身
の
業
務
内
容
は
、
営
業
で

お
客
様
の
所
に
お
伺
い
さ
せ
て
い
た
だ
い

http://taiseisha-seiyo.com/
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愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館　

専
門
学
芸
員 

大
本
敬
久

南 予 の 祭 り 歳 時 記

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

お
お     

も
と　

  

た
か     

ひ
さ

　
西
予
市
城
川
町
魚
成
地
区
の
虫
送
り
行
事
「
実

盛
送
り
」
は
毎
年
６
月
最
終
日
曜
日
に
行
わ
れ
、

住
民
が
手
作
り
し
た
斎
藤
別
当
実
盛
の
人
形
を
掲

げ
て
田
畑
を
め
ぐ
り
、
五
穀
豊
穣
や
無
病
息
災
を

祈
願
す
る
。
そ
の
由
来
は
、
木
曽
義
仲
を
討
つ
た

め
出
陣
し
た
武
蔵
国
の
斎
藤
別
当
実
盛
が
、
稲
株

に
足
を
奪
わ
れ
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
と
さ
れ
、「
す

べ
て
こ
れ
運
か（
ウ
ン
カ
）。
死
し
て
稲
作
の
守
護

神
と
な
ら
ん
」
と
誓
っ
た
の
が
起
源
と
い
う
伝
説

が
あ
る
。
行
事
は
ウ
ン
カ
に
化
身
し
た
と
い
う
実

盛
の
霊
を
慰
め
、
害
虫
退
散
を
祈
願
し
よ
う
と
江

戸
時
代
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
。
魚
成
地
区
で
は
、

戦
後
一
時
衰
退
し
た
が
、
昭
和
62
年
に
鉦
や
衣
装

を
新
調
し
、
地
区
あ
げ
て
の
行
事
と
し
て
継
承
さ

れ
て
い
る
。

　
実
盛
人
形
は
、
高
さ
90
セ
ン
チ
程
で
、
頭
と
胴

体
は
桐
の
木
で
、
手
足
は
針
金
の
芯
に
わ
ら
を
巻

き
、
厚
紙
で
作
っ
た
陣
羽
織
を
身
に
着
け
、
右
手

に
采
配
、
左
手
に
早
苗
を
持
つ
。
魚
成
地
区
の
上

流
部
に
位
置
す
る
田
穂
の
宝
泉
寺
で
人
形
に
魂
を

入
れ
る
「
お
性
根
入
れ
」
の
供
養
を
し
た
あ
と
、

実
盛
人
形
を
掲
げ
て
、
一
行
15
人
程
が
出
発
。「
ヒ

ン
ヨ
ー
ナ
ム
ゴ
ー
オ
ミ
ド
ー
」
と
念
仏
を
唱
え
、

鉦
や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、
早
苗
の
並
ぶ

畦
道
な
ど
を
歩
い
て
下
流
部
に
進
む
。
途
中
、
所

々
に
あ
る
茅
葺
き
の
茶
堂
で
休
憩
を
す
る
。
住
民

か
ね

害
虫
退
散
・
無
病
息
災
の
夏
の
行
事
︵
西
予
市
城
川
町
︶

魚
成
の
実
盛
送
り

23    つなぐ　2023夏号

さ
い
と
う
べ
っ
と
う
さ
ね
も
り

う
お
な
し

し
ょ
う 

ね　
い

西予市城川町の実盛送り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影／北濱一男

う 

お   

な 

し　
　
　
　
　

 

さ 

ね   

も 

り    

お 

く

が
人
形
の
首
に
下
が
っ
た
「
さ
ん
や
袋
」
に
菓
子

や
銭
を
包
ん
だ
紙
を
入
れ
て
は
手
を
合
わ
す
。
こ

れ
で
夏
病
み
を
せ
ず
、
無
病
息
災
に
な
る
と
い
う
。

人
形
は
下
流
の
集
落
へ
と
受
け
継
が
れ
、
合
計
６

地
区
を
中
継
、
最
後
は
約
10
キ
ロ
先
の
今
田
の
杉

之
瀬
川
原
に
安
置
さ
れ
る
。
雨
に
恵
ま
れ
て
人
形

が
早
く
流
さ
れ
る
と
豊
作
に
な
る
と
言
わ
れ
、
ま

た
人
形
は
住
民
の
厄
を
託
さ
れ
て
お
り
、
流
さ
れ

る
と
厄
も
流
れ
る
と
も
言
う
。

　
同
様
の
虫
送
り
（
実
盛
送
り
）
は
南
予
各
地
に

見
ら
れ
る
。
伊
方
町
三
崎
地
区
で
は
人
形
を
船
に

載
せ
て
送
り
出
し
、
西
予
市
三
瓶
町
蔵
貫
で
も
人

形
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
幡
を
「
サ
ネ
モ
リ
」

と
称
し
て
虫
送
り
が
行
わ
れ
る
。
宇
和
島
市
津
島

町
で
は
戦
前
に
は
実
盛
人
形
を
増
穂
〜
岩
松
〜
畑

地
〜
須
之
川
を
約
１
週
間
か
け
て
順
送
り
し
て
い

た
。
鬼
北
町
愛
治
地
区
で
も
大
宿
を
出
発
し
、
生

田
、
清
水
地
区
ま
で
練
り
歩
く
。
安
楽
寺
で
実
盛

人
形
を
供
養
し
、
右
手
に
ナ
ス
と
キ
ュ
ウ
リ
、
左

手
に
弓
を
持
っ
た
人
形
を
先
頭
に
、
参
加
者
は
鉦

や
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
て
、「
ナ
ー
モ
イ
ド
ー
ヤ
ー
、

ナ
ー
モ
イ
ド
ー
」
と
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
進
み
、

沿
道
に
集
ま
っ
た
住
民
に
赤
飯
の
お
に
ぎ
り
を
振

る
舞
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
南
予
各
地
の
夏
の
風

物
詩
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

い
ま    

で

く
ら
ぬ
き

は
た

お
お
じ
ゅ
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

い
く

※稲の害虫

※

 

た　
　

   

せ
い 

ず
い

ま
す  

ほ　
　
　
い
わ
ま
つ　
　
は
た

じ　
　
　

 

す　

 

の  

か
わ



不
眠
症
は
、
眠
る
機
会
や
環
境
が
適
切
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
夜
間
の
不
眠
が
続
き
、
日
中
に

精
神
や
身
体
の
不
調
を
自
覚
し
て
生
活
の
質
が
低

下
す
る
状
態
で
す
。
眠
れ
な
い
た
め
日
中
の
眠
気
、

注
意
力
の
散
漫
、
全
身
倦
怠
感
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

体
調
不
良
が
生
じ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
症
状
が
少
な

く
と
も
週
３
回
か
つ
３
カ
月
以
上
持
続
す
る
場
合
、

慢
性
不
眠
障
害
と
診
断
し
ま
す
。
日
本
人
の
睡
眠

時
間
は
平
均
し
て
７
時
間
半
程
度
で
す
が
、
睡
眠

時
間
に
は
個
人
差
が
あ
る
た
め
、
た
と
え
睡
眠
時

間
が
短
く
て
も
、
日
中
の
生
活
に
支
障
が
な
け
れ

ば
不
眠
症
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　
不
眠
症
状
に
は
、
寝
つ
き
の
悪
い
「
入
眠
障
害
」、

眠
り
が
浅
く
途
中
で
何
度
も
目
が
覚
め
る
「
中
途

覚
醒
」、
早
朝
に
目
が
覚
め
て
二
度
寝
が
で
き
な
い

「
早
朝
覚
醒
」
な
ど
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
日
本

の
成
人
の
30
％
以
上
が
こ
れ
ら
の
症
状
を
有
し
て

い
る
と
の
報
告
も
あ
り
ま
す
。

　
高
齢
に
な
る
と
睡
眠
時
間
は
短
く
な
り
、
浅
く

な
り
ま
す
。
一
方
で
や
る
こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
、

早
め
に
床
に
入
る
方
も
い
ま
す
。
夜
の
７
時
に
布

団
に
入
っ
て
眠
れ
な
い
の
で
睡
眠
薬
が
ほ
し
い
と

言
わ
れ
た
患
者
さ
ん
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
間

で
は
生
理
的
に
眠
れ
ま
せ
ん
。
仮
に
寝
た
と
し
て

も
２
時
か
３
時
に
は
目
が
覚
め
る
で
し
ょ
う
。
就

寝
時
間
を
遅
ら
せ
な
い
と
、
朝
ま
で
眠
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　
お
酒
を
飲
む
と
入
眠
は
良
く
な
り
ま
す
が
、
睡

眠
の
質
は
悪
く
な
り
、
中
途
覚
醒
が
多
く
な
り
ま

す
。
ま
た
習
慣
的
飲
酒
そ
の
も
の
が
不
眠
の
原
因

と
な
り
ま
す
。
カ
フ
ェ
イ
ン
の
入
っ
た
飲
料
や
食

べ
物
（
コ
ー
ヒ
ー
、
紅
茶
、
コ
ー
ラ
、
チ
ョ
コ
レ

ー
ト
な
ど
）は
覚
醒
作
用
が
あ
り
ま
す
。
夕
食
以

降
は
控
え
ま
し
ょ
う
。
ニ
コ
チ
ン
に
は
精
神
刺
激

作
用
が
あ
る
た
め
、
タ
バ
コ
も
控
え
ま
し
ょ
う
。

寝
室
は
騒
音
、
光
な
ど
を
避
け
、
エ
ア
コ
ン
な
ど

を
積
極
的
に
使
い
快
適
な
温
度
や
湿
度
に
保
ち
ま

し
ょ
う
。

　
起
床
時
間
は
、
な
る
べ
く
決
め
て
お
い
た
ほ
う

が
良
い
で
す
が
、
就
寝
時
間
は
、
あ
ま
り
こ
だ
わ

ら
ず
、
眠
た
く
な
っ
て
か
ら
床
に
入
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
眠
れ
な
い
の
に
我
慢
し
て
無
理
に
寝

床
に
い
る
と
、
そ
の
こ
と
が
不
安
に
繋
が
り
、
そ

れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
慢
性
の
不
眠
に
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
寝
床
に
入
っ
て
15
分
ほ
ど
経

っ
て
も
眠
れ
な
い
時
は
寝
床
か
ら
出
て
、
眠
気
が

ਇ
⌁
∝

沖内科クリニック
副院長  沖　良隆

ක≮
heal th c ar e

き
た
ら
寝
床
に
戻
る
こ
と
を
繰
り
返
す
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　
適
度
な
運
動
は
入
眠
を
良
く
し
睡
眠
も
深
く
な

り
ま
す
。
夕
方
の
運
動
が
特
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
の
運
動
を
習
慣
的
に
行
う
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

人
の
覚
醒
と
睡
眠
に
は
リ
ズ
ム
が
あ
り
、
朝
に

し
っ
か
り
と
陽
の
光
を
浴
び
る
こ
と
に
よ
り
体
内

時
計
が
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
ま
す
。
夜
の
明
る
い
光
や

パ
ソ
コ
ン
・
ス
マ
ホ
を
夜
遅
く
ま
で
見
る
こ
と
に

よ
り
リ
ズ
ム
は
崩
れ
、
不
眠
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

夜
は
な
る
べ
く
明
る
い
光
を
避
け
、
朝
と
昼
は
日

光
を
し
っ
か
り
と
浴
び
ま
し
ょ
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
生
活
改
善
に
も
関
わ
ら
ず
不
眠

症
が
改
善
し
な
い
場
合
に
は
、
睡
眠
薬
の
投
与
も

適
応
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
様
々
な
疾
患
に
よ
り

不
眠
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
過
活
動
性
膀
胱

や
前
立
腺
肥
大
に
よ
る
夜
間
頻
尿
、
皮
膚
疾
患
に

よ
る
痒
み
、
リ
ウ
マ
チ
な
ど
の
痛
み
を
生
じ
る
疾

患
、
糖
尿
病
、
神
経
疾
患
、
う
つ
病
な
ど
に
よ
る

不
眠
の
場
合
に
は
、
原
疾
患
の
治
療
が
優
先
さ
れ

ま
す
。
夜
間
の
下
肢
の
異
常
感
覚
・
異
常
運
動
で

眠
れ
な
い
と
き
に
は
、
専
門
的
な
精
査
が
必
要
で

つなぐ　2023夏号　 2�

す
。

　
人
生
の
約
１
／
３
は
寝
床
で
過
ご
し
ま
す
。
良

い
睡
眠
は
良
い
人
生
に
繋
が
り
ま
す
。
不
眠
が
続

き
悩
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
医
療
機
関
で
ご
相
談

下
さ
い
。



新
た
な
宇
和
島
の
特
産
品
「
き
ぬ
青
の
り
」
に
つ
い
て

㘩
ࠅぐ�

 和田  広美
管理栄養士
柑橘ソムリエ

シーフードマイスター
愛媛大学地域再生マネージャー

　
　
　
　
　
　
山
あ
り
海
あ
り
の
宇
和
島
に
は
、

　
　
　
多
様
な
自
然
環
境
か
ら
生
ま
れ
た
美
味
し

い
農
水
産
物
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

産
物
は
、
長
年
培
わ
れ
て
き
た
生
産
技
術
に
よ
っ

て
磨
き
が
か
か
り
、
現
在
も
ま
す
ま
す
進
歩
を
遂

げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
新
た
な

素
晴
ら
し
い
特
産
品
も
日
々
開
発
が
進
め
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
今
回
は
、
三
浦
半
島
の

遊
子
で
ス
ジ
ア
オ
ノ
リ
の
養
殖
を
行
っ
て
い
る
ス

リ
ー
ラ
イ
ン
ズ
株
式
会
社
（
以
下
：
ス
リ
ー
ラ
イ

ン
ズ
）
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
青
の
り
」と
い
え
ば
、
お
好
み
焼
き
に
か
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
緑
色
の
粉
を
思
い
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
べ
る
方
が
多
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
は
な
い
で
し
ょ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
。
そ
れ
は
、
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
的
に
安
価
で
手
に
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
や
す
い
「
ア
オ
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
属
」
が
用
い
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
こ
と
が
多
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
リ
ー
ラ
イ
ン
ズ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
育
て
ら
れ
て
い
る
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ア
オ
ノ
リ（
ア
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
リ
属
）
は
異
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
で
す
。
ス
ジ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ノ
リ
は
、
細
い
糸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
よ
う
な
形
状
を
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
て
、
磯
の
香
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
ア
オ
サ
よ
り
も
濃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
で
、
ア
オ
ノ
リ
の

中
で
は
最
も
美
味
し
い
と
さ
れ
る
高
級
品
種
で
す
。

　
ス
リ
ー
ラ
イ
ン
ズ
は
、
母
親
で
あ
る
山
内
満
子

さ
ん
を
筆
頭
に
、
ご
家
族
で
経
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
産
の
最
大
の
特
徴
は
「
陸
上
養
殖
」
で
、
海
の

そ
ば
で
汲
み
上
げ
た
純
度
の
高
い
地
下
水
を
使
っ

て
、
宇
和
海
の
太
陽
の
光
を
た
っ
ぷ
り
浴
び
せ
て

光
合
成
を
促
進
さ
せ
な
が
ら
、
つ
や
や
か
な
美
し

い
ス
ジ
ア
オ
ノ
リ
を
育
て
て
い
ま
す
。
そ
の
外
観

か
ら
商
品
名
を
「
き
ぬ
青
の
り
」
と
名
付
け
、
こ

れ
か
ら
の
若
い
世
代
に
つ
な
ぐ
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス

と
し
て
全
国
に
発
信
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
今
回
は
、
こ
の
「
き
ぬ
青
の
り
」
を
使
っ
て
巻

寿
司
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。
ス
リ
ー
ラ
イ
ン
ズ
で

は
、
和
紙
状
に
し
た
も
の
も
製
造
・
販
売
し
て
い

る
の
で
、
と
て
も
手
軽
に
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

磯
の
香
り
が
豊
か
な
の
で
、
生
の
魚
介
類
を
芯
に

し
た
海
鮮
巻
き
も
似
合
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
焼
き

海
苔
の
よ
う
に
粘
ら
な
い
の
で
、
子
ど
も
や
お
年

寄
り
で
も
食
べ
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
様
々
に
ア

レ
ン
ジ
し
て
、
召
し
上
が
っ
て
く
だ
さ
い
。

青
の
り
は
、「
低
カ
ロ
リ
ー
で
脂
質
が
少
な
い
ヘ

ル
シ
ー
な
食
品
」
で
す
。
し
か
し
、
ビ
タ
ミ
ン
、

ミ
ネ
ラ
ル
類
が
と
て
も
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
は
、
十
分
着
目
し
て
欲
し
い
と
感
じ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
緑
黄
色
野
菜
に
多
い
ビ
タ
ミ
ン
Ａ

を
例
に
と
る
と
、
ピ
ー
マ
ン
１
個
分
の
含
有
量
を

青
の
り
は
、
わ
ず
か
小
さ
じ
１
杯
で
満
た
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。
健
康
に
寄
与
す
る
、
と
て
も
優
秀

な
食
品
と
言
え
ま
す
。

スリーラインズの皆さん

25    つなぐ　2023夏号

（作り方）
①ごはんにすし酢（市販）を混ぜ、すし飯を作る。
②鍋に湯を沸かし、塩少々（材料外）を加えてえびをゆでる
　（冷まして皮をむく）。
③きゅうりは、縦 4等分に切る。ツナ缶は汁気をきってマヨネーズ
　で和える。　
④卵は砂糖と塩で味付けし、油（材料外）をひいたフライパンで焼く。棒状に切る。
⑤巻きすにラップを敷き、その上にきぬ青のり（和紙風シート）を広
　げる。手前 2/3 スペースにすし飯をうすく広げてのせ、きゅうり、
　えび、卵焼き、ツナマヨネーズを芯にして巻く。

Ẩ ệ ᩷ ỉ ụ ỉ ࠇ ݤ Ӯ

（材　料）2 本分
ごはん　・・・・・・・　1合分
すし酢　・・・・・・・　大さじ 2
きぬ青のり　・・・・・　1袋 (6 枚 )
　（和紙風のもの）
え　び　・・・・・・・　6尾
きゅうり　・・・・・・　1/2 本
ツナ缶　・・・・・・・　大さじ 2
マヨネーズ　・・・・・　大さじ 1
　卵　・・・・・・・・　2個
　　砂　糖　・・・・・　小さじ 1
　　　塩　　・・・・・　ひとつまみ
　　砂　糖　・・・・・　小さじ 1
　　　塩　　・・・・・　ひとつまみ

https://www.utakichi.net/



Tsunagu 
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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

兼
題
「
竜
淵
に
潜
む
」

龍
淵
に
潜
む
眼
鏡
に
小
さ
き
螺
子

　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
・
海
城
高
等
学
校
Ａ
　
　
　
　
　
南
　
幸
佑

く
ち
び
る
に
雲
吞
触
れ
て
龍
淵
に

　
　
　
　
　
　
　
　
北
海
道
・
旭
川
東
高
等
学
校
　
　
　
　
高
井
彩
香

兼
題
「
秋
刀
魚
」

秋
刀
魚
焼
く
地
球
が
あ
っ
て
僕
が
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
愛
知
・
名
古
屋
高
等
学
校
Ｂ
　
　
　
　
堀
内
晴
斗

兼
題
「
十
」

露
草
に
十
年
先
の
来
て
を
り
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
・
開
成
高
等
学
校
　
　
　
　
　
谷
田
部
　
慶

Tsunagu 

ᧄߩߔߔ߅

　著者はテレビや雑誌でおなじみの阿川佐和子さん。エッセイは数多くあるが、なかでも
2012 年に出版された「聞く力」（文春新書）は年間ベストセラー第１位、ミリオンセラー
になった。
この作品は 2019 年にでたものが今年２月に文庫化されたもの。とにかく明るい文章で
楽しくて、幅広いネタや自虐ネタもたっぷりに笑わせてくれる。
　間違い電話に折り返し電話した話は最高♥
　老人初心者の皆さん‼　共感できる話がいっぱいで〝あるある” とうれしくなること間
違いなし。

協力：岩崎書店 宇和島市錦町 4-16　TEL. 0895-22-0528

老人初心者の覚悟 阿川佐和子  著　中央公論社  刊（文庫）　￥814（税込）

＊半夏生（仲夏）
七十二候の一つ。夏至から十一日目に当たる日、
太陽暦では、七月二日頃となる。

「
俳
句
甲
子
園
全
国
大
会
」、
今
年
は
八
月
十
九
日
・
二
十
日

に
松
山
で
開
催
さ
れ
ま
す
。
言
葉
の
力
を
信
じ
て
自
分
の
思
い

を
十
七
音
に
託
す
高
校
生
。
彼
ら
の
熱
い
夏
、
応
援
し
て
く
だ

さ
い
。
以
下
、
昨
年
の
優
秀
句
を
紹
介
し
ま
す
。     （
小
野
更
紗
）

☆
第
25
回
「
俳
句
甲
子
園
」

個
人
最
優
秀
賞

兼
題
「
草
い
き
れ
」

草
い
き
れ
吸
っ
て
私
は
鬼
の
裔

　
　
　
　
　
　
　
　
岩
手
・
水
沢
高
等
学
校
　
　
　
　
　
阿
部
な
つ
み

個
人
優
秀
賞

兼
題
「
日
傘
」

い
つ
と
き
は
日
傘
を
畳
む
墓
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
・
開
成
高
等
学
校
　
　
　
　
　
佐
々
木
拓
実

絵
日
傘
の
人
の
き
れ
い
な
鼻
濁
音

　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
・
開
成
高
等
学
校
　
　
　
　
　
鈴
木
丈
太
朗

兼
題
「
蚊
」

産
毛
よ
り
逞
し
き
蚊
の
脚
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
・
徳
山
高
等
学
校
Ａ
　
　
　
　
　
山
本
涼
香

兼
題
「
草
い
き
れ
」

草
い
き
れ
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
に
誰
か
の
血

　
　
　
　
　
　
　
　
愛
知
・
名
古
屋
高
等
学
校
Ｂ
　
　
　
　
服
部
亮
汰

兼
題
「
七
月
」

七
月
や
兄
に
ピ
ア
ス
の
増
え
て
を
り

　
　
　
　
　
　
　
　
青
森
・
弘
前
高
等
学
校
　
　
　
　
　
　
村
上
　
綾

七
月
や
雲
な
き
空
が
鳥
鍛
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
・
開
成
高
等
学
校
　
　
　
　
　
　
荒
川
理
生

朝
の
駅
ゼ
ラ
チ
ン
質
の
七
月
で
す

　
　
　
　
　
　
　
　
愛
媛
・
今
治
西
高
等
学
校
伯
方
分
校
　
阿
部
　
縁

兼
題
「
良
夜
」

地
下
鉄
が
良
夜
へ
顔
を
だ
す
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
・
立
教
池
袋
高
等
学
校
　
　
　
　
辻
村
幸
多

塾
を
出
て
良
夜
の
中
の
母
に
寄
る

　
　
　
　
　
　
　
　
愛
知
・
幸
田
高
等
学
校
　
　
　
　
　
　
角
田
　
光

つなぐ　2023夏号　 2�

す
え

俳句甲子園
公式サイト

「第 25回俳句甲子園
全国大会」YouTube

り
ゅ
う
ふ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね   

じ

わ
ん
た
ん



■アトリエぱれっと　書 sho salon　https://art-palette.wixsite.com/
宇和島市伊吹町字イカリ石甲 1083-1 2F　TEL.090-4332-1222　shosalon@yahoo.co.jp　コメント：山下ちとせ

作品名：『くまとでんわとテニスボール』
　　　　　　　　　　　　　　　　（水彩）
作者：井川絵吏（大人クラス）
対象物は黙って動かない。
えりさんは何をひき出そうとするのか。
創意を持って写生にトライする。
写真では捉えることのできない、
手が生む重層から成るリアリティ。

作品名：『ウンコマンのだいぼうけん』
　　　　　　　　　　（水彩・クレパス）
作者：藤堂地洋（子どもクラス）
キャンプの日に現れた緑のウンコマン。
ちひろくんお気に入りのフォルム。
概念なんかにしばられない開かれた目。
ウンコマンといろんな世界に飛び立つ。
次はどこに？何色に染まって登場？

作品名：『平和』（厚紙に水彩）

作者：玉留成（子どもクラス）
子供もちゃんと時代を見、感じている。
戦車は今おこっている戦争の象徴。
元々車と工作が大すきなじょうくん。
このジープも力強くよくできてるなあ。
カーレーサーであるおじいちゃんの影響？

作品名：『薔薇』（油絵）
作　者：城下梅子
いつも熱心に制作に取り組み、素敵な
作品を描かれています。お庭で育てら
れたお花を教室に持ってきていただい
て、教室をパァッと癒しの空間にして
頂いてます。この作品は薔薇だけでは
なく右からの光と時間を感じさせてく
れます。

作品名：『夕日』（油絵）
作　者：木田　恵
教室から帰られる時「楽しかったぁ！
ありがとうございます！」と明るく最
高の笑顔で言っていただけることが、
私達の励みにもなっています。描くこ
とを楽しんで制作されたとてもいい絵
だと思います。

作品名：『薔薇』（水彩）
作　者：片山里津子
淡い優しいタッチで表現される作
品で、見た人をうっとりさせる作
品です。薔薇の繊細さと、儚さを
上手く表現できていると思います。
どんどん上達されて素晴らしい作
品を描き続けていただきたいと思
います。

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

Tsunagu 

つなぐ美術館

27    つなぐ　2023夏号



「雪の茅舎」（ゆきのぼうしゃ）と云います。
雪のかやぶきの家という意味です。
風情があって美味しそうですよね。人気のある秋田の地酒なの
でご存じの方も多いかと思いますが、一度は飲んでみて頂きた
いお酒です。
造っているのはNHKプロフッショナル「仕事の流儀」で伝説の
杜氏として紹介された高橋藤一氏。その酒造りが凄い！
日本酒の伝統的な仕込み方法にとらわれず、自然の力でゆっく
りと醸し、麹、酵素、酵母の働きを見極め、心地よく働けるよ
う調えます。決して無理に発酵を促すような手は入れません。
繊細で香り高く、きれいなお酒が生み出される所以は、そこに
あります。そして、出来上がったお酒はできるかぎり濾過など
を行わず、そのまま出荷されるのです。
皆様に本当のお酒の味わいをそのまま味わって頂く為に…。

雪の茅舎 純米吟醸 山田穂 生酒
希少米・山田穂を使った夏季の限定酒

720ml 2,200 円　1800ml  4,400 円（価格は税込）

　　　　　　　　　　　　　　※写真は 1800ml

　　　　　　 　株式会社 齋彌酒造店　秋田県由利本荘市

作者プロフィール　
本名 /城内　章　1957 年　宇和島生まれ　愛知県在住　
宇和島南高等学校卒　職業 /建設業　
趣味 /漫画イラスト作成　
著書に「のらとおばあちゃんの虹」

http://taka-sake.o.oo7.jp/

「作者の子どもの頃の体験です。たぶん、今の宇和島伊達
家ご当主宗信さんのお父上 12 代当主の宗禮（むねのり）
さんだと思います。優しいおじさんと言う印象でした」

たかむら酒の店
宇和島市神田川原 90　☎ 0895-22-0624

※斗酒百篇（としゅひゃっぺん）とは　たくさんの酒を飲みながら、たく
さんの詩を作ること。　古代中国の唐の時代、数多くの詩を作った李白の
ことを杜甫が『飲中八仙歌』の中で褒め称えた言葉。　　題字／矢間大蔵

Tosyu Hyappen

ぼう しゃ
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祝　鶴島ジュニア　３季連続全国大会出場！

　
第
37
回
全
日
本
小
学
生
男
子
ソ
フ
ト
ボ

ー
ル
大
会
愛
媛
県
予
選
が
４
月
22
日
〜
５

月
３
日
の
間
、
松
山
中
央
公
園
運
動
広
場

で
開
催
さ
れ
、
宇
和
島
市
の
鶴
島
ジ
ュ
ニ

ア
チ
ー
ム
が
７
月
末
に
福
島
県
で
開
催
さ

れ
る
全
国
大
会
出
場
を
決
め
た
。
同
チ
ー

ム
は
、
こ
れ
で
３
季
連
続
の
全
国
大
会
出

場
と
な
る
。

　
３
月
に
静
岡
県
で
開
催
さ
れ
た
全
国
大

会
で
は
、
全
国
大
会
常
連
の
強
豪
チ
ー
ム

を
倒
し
、
準
決
勝
（
ベ
ス
ト
４
）
ま
で
駒

を
進
め
た
が
、
雨
天
順
延
が
２
日
間
続
き
、

試
合
日
程
が
足
り
ず
、
４
チ
ー
ム
同
時
優

勝
と
な
っ
た
。
形
と
し
て
全
国
優
勝
と
は

な
っ
た
も
の
の
、
悔
し
さ
が
残
っ
た
大
会

だ
っ
た
。

　
今
回
、
再
度
全
国
大
会
で
戦
え
る
チ
ャ

ン
ス
を
手
に
し
た
の
で
、
今
度
は
ぜ
ひ
、

決
勝
ま
で
進
み
全
国
大
会
２
連
覇
を
達
成

し
て
も
ら
い
た
い
。

29    つなぐ　2023夏号

　
宇
和
島
信
用
金
庫
（
理
事
長 

清

家 

義
幸
）
は
、
現
在
の
本
店
ビ
ル

が
築
60
年
を
経
過
し
老
朽
化
が
進

み
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震
対
策
も
喫

緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
昨
年
の
創
立
１
０
０
周
年
記

念
事
業
の
一
環
と
し
て
本
部
ビ
ル

の
新
築
移
転
を
決
定
し
、
新
築
工

事
に
着
手
し
ま
し
た
の
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　
な
お
、
竣
工
後
新
ビ
ル
へ
の
移

転
は
本
部
組
織
の
み
で
、
現
本
店

ビ
ル
（
宇
和
島
市
本
町
追
手
２
丁

目
８
番
２
１
号
）
１
階
の
本
店
営

業
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
在
地

で
営
業
を
継
続
い
た
し
ま
す
。

◇
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
２
０
２
３
年
５
月
１
日　

　
　

 　
　
　
　
新
本
部
ビ
ル
着
工

　
２
０
２
４
年
４
月
20
日

　
　
　
　
　
　
新
本
部
ビ
ル
竣
工

◇
施
工
業
者

　
株
式
会
社 

二
宮
工
務
店

　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
和
島
市
）

◇
設　
計

　
株
式
会
社 

鳳
建
築
設
計
事
務
所

　
　
　
　
　
　
　
　
（
松
山
市
）

宇和島信用金庫　本部ビル新築について

宇和島市本町追手２丁目４番１０号
現本店東向　伊予銀行（旧）追手支店跡地（令和３年３月取得）

建設地

敷地面積

階数

高さ

構造

建物用途

特徴

578.85 ㎡

地上４階　地下１階

約 19ｍ

鉄筋コンクリート造

本　部

自家発電設備

（
磯
崎
監
督
の
コ
メ
ン
ト
）

「
６
年
生
が
中
心
の
チ
ー
ム

で
、
頼
り
に
な
る
下
級
生

の
応
援
と
共
に
今
ま
で
何

度
も
接
戦
を
勝
ち
進
ん
で

き
ま
し
た
。
と
に
か
く
、

チ
ー
ム
一
丸
と
な
り
、
盛

り
上
が
っ
て
元
気
い
っ
ぱ

い
一
戦
必
勝
で
頑
張
り
た

い
と
思
い
ま
す
」
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