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宇
和
島
で
古
く
か
ら
営
ん
で
い
た
あ
る
店
が

２
月
に
閉
じ
た
。
看
板
は
「
ジ
ャ
ズ
喫
茶
」
だ

が
、
色
分
け
の
な
い
独
自
な
選
曲
の
音
楽
が
常

に
流
れ
て
い
た
。
カ
ウ
ン
タ
ー
の
隅
に
座
っ
て

深
夜
ま
で
安
ウ
イ
ス
キ
ー
を
飲
み
な
が
ら
話
を

し
た
り
、
絵
を
描
い
た
り
と
、
30
年
以
上
も
足

し
げ
く
通
っ
た
店
だ
っ
た
。
マ
ス
タ
ー
と
は
親

し
く
と
も
馴
れ
合
わ
ず
、
互
い
に
少
し
の
遠
慮

や
緊
張
を
も
っ
て
接
し
て
き
た
。
週
に
２
日
余

り
も
顔
を
合
わ
せ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ま

で
に
一
番
長
い
時
間
を
共
有
し
た
人
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
５
年
ほ
ど
前
、
積
も
り
積
も
っ
た

僕
の
中
に
あ
っ
た
微
妙
な
感
情
が
、
大
し
た
き

っ
か
け
も
な
く
プ
ツ
ン
と
小
さ
く
は
じ
け
、
以

来
ピ
タ
ッ
と
足
が
向
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
。
そ
こ
へ
の
マ
ス
タ
ー
の
訃
報
だ
っ
た
。

僕
は
「
そ
う
か
・
・
・
」
と
、
な
ぜ
か
動
揺
も

せ
ず
受
け
入
れ
た
。
同
世
代
の
終
焉
が
身
近
に

な
っ
て
き
た
せ
い
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
何
か

予
感
の
よ
う
な
も
の
も
ど
こ
か
に
。
し
か
し
、

や
は
り
寂
し
さ
は
あ
る
。

　
別
れ
の
か
た
ち
は
い
ろ
い
ろ
だ
ろ
う
。
深
い

つ
な
が
り
か
ら
の
身
を
切
ら
れ
る
よ
う
な
別
れ

や
、
重
苦
し
い
別
れ
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
長

年
頭
を
刈
っ
て
も
ら
っ
た
床
屋
や
、
い
つ
も
立

ち
寄
る
本
屋
や
タ
バ
コ
屋
と
の
別
れ
。
そ
ん
な

慣
れ
親
し
ん
だ
と
こ
ろ
が
突
然
な
く
な
り
、
日

常
の
習
慣
が
途
切
れ
た
時
の
ち
ょ
っ
と
し
た
狼

狽
は
誰
し
も
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
人
が
生
き
る
の
は
、
人
類
の
歴
史
に
照
ら
せ

ば
た
か
が
１
０
０
年
だ
が
、
１
０
０
回
季
節
を

巡
る
と
す
れ
ば
長
い
一
生
で
も
あ
る
。
時
代
は

動
く
が
、
身
を
任
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
一

日
一
日
新
鮮
な
空
気
を
吸
い
、
何
か
に
感
応
し
、

生
き
て
い
る
間
を
生
き
る
。
僕
な
ど
は
、
そ
の

あ
た
り
ま
え
を
見
つ
め
る
し
か
な
い
と
思
え
て

く
る
。

　
様
々
な
世
代
の
人
た
ち
が
軽
い
気
持
ち
で
手

に
取
る
冊
子「
つ
な
ぐ
」。
こ
の
よ
う
な
紙
面
に
、

い
い
歳
を
し
た
も
の
が
感
慨
め
い
た
文
章
な
ど

連
ね
て
も
ど
う
か
と
も
思
っ
た
が
、
こ
の
地
で

一
つ
の
時
代
を
画
し
た
一
軒
の
店
が
あ
っ
た
こ

と
を
記
し
て
お
き
た
か
っ
た
。
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各
々
が
生
き
る
時
代
の
体
臭
に
寄
り
添
っ
た

現
場
は
、
当
然
な
が
ら
永
遠
に
続
く
も
の
で
は

な
い
。
増
し
て
や
こ
の
と
こ
ろ
の
変
化
は
人
を

置
き
去
り
に
し
て
加
速
す
る
ば
か
り
。“

今„

は

ど
ん
ど
ん
過
去
に
遠
の
い
て
ゆ
く
。
僕
く
ら
い

の
年
齢
に
な
る
と
、
自
分
が
生
き
た
時
代
と
い

う
も
の
を
俯
瞰
で
き
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の

頃
に
は
も
う
若
者
た
ち
が
次
な
る
時
代
を
つ
く

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
急
激
に
変
貌
す
る
世
の
中
に
あ
っ
て

も
、
マ
ス
タ
ー
は
毎
日
店
を
開
け
、
内
で
は
ヒ

リ
ヒ
リ
す
る
よ
う
な
し
ん
ど
い
生
き
方
を
変
え

な
い
人
だ
っ
た
。
自
ら
の
ア
ク
で
自
家
中
毒
を

起
こ
す
よ
う
な
場
面
も
あ
っ
た
が
、
た
と
え
意

思
疎
通
で
き
な
い
客
で
あ
ろ
う
と
、
あ
く
ま
で

自
説
を
曲
げ
ず
、
攻
撃
す
ら
厭
わ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
彼
の
個
と
し
て
の
気
質
で
は
あ
ろ
う
が
、

か
つ
て“

論
争„

と
い
う
も
の
が
幅
を
利
か
せ
た

時
代
を
彷
彿
と
さ
せ
た
ま
ま
の
人
で
あ
っ
た
。

　
続
け
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
大
江
健

三
郎
や
坂
本
龍
一
が
世
の
危
機
的
状
況
を
憂
い

懸
命
に
声
を
上
げ
て
も
、
大
き
な
ウ
ネ
リ
に
は

つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
、
こ
の
国
の
人
た
ち
は

何
事
に
も
顔
を
出
し
て
抗
お
う
と
は
し
な
く
な

っ
た
。
そ
ん
な
世
相
と
は
程
遠
い
ま
ま
に
、
こ

の
小
さ
な
町
の
小
さ
な
店
で
論
争
を
繰
り
返
し

旅
立
っ
た
マ
ス
タ
ー
。
果
た
し
て
今
、
現
世
で

の
逃
れ
よ
う
の
な
か
っ
た
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
未
だ
閻
魔
大
王
か

な
ん
か
と
や
り
合
っ
て
い
る
の
か
。

画家　吉田淳治　よしだ じゅんじ
全国各地のギャラリーにて個展を中心に活動。
他に美術館等による企画展。
画集 3種、エッセイ集 2種の刊行がある。
「アトリエ堀端絵画教室」主宰。

https://junji-yoshida.webhop.info/

撮
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筆
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 「私のマーマレードを宇和島の特産品にしたい！」

　　    Citrus-Line（シトラスライン）　代　表〈〈 SEIKE  SYUZO   清家 修造
　
マ
ー
マ
レ
ー
ド
に
惚
れ
込
み
、
市
役
所

を
早
期
退
職
し
、
ゼ
ロ
か
ら
ジ
ャ
ム
工
房

を
立
ち
上
げ
た
波
乱
万
丈
の
人
生
を
シ
ト

ラ
ス
・
ラ
イ
ン
代
表
の
清
家
修
造
さ
ん
に

う
か
が
っ
た
。

　
子
ど
も
の
頃
か
ら
モ
ノ
づ
く
り
が
好
き

だ
っ
た
清
家
さ
ん
は
、
大
学
卒
業
後
、
東

京
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
会
社
に
就
職
し
、
工

房
長
と
し
て
何
人
か
の
部
下
を
持
つ
ま
で

に
な
る
が
、
一
人
息
子
の
宿
命
で
両
親
か

ら
「
宇
和
島
へ
戻
っ
て
市
役
所
に
で
も
入

れ
」
と
説
得
さ
れ
Ｕ
タ
ー
ン
を
決
意
す
る
。

　
と
は
言
え
、
そ
う
簡
単
に
市
役
所
に
就

職
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
宇
和
島
市
内
の

企
業
に
勤
め
な
が
ら
、
３
度
目
の
受
験
で

よ
う
や
く
合
格
通
知
を
受
け
取
っ
た
。

　
入
庁
後
は
、
税
務
課
を
皮
切
り
に
キ
ャ

リ
ア
を
積
み
上
げ
て
行
く
が
、
平
成
13
（

２
０
０
１
）
年
２
月
10
日
「
え
ひ
め
丸
事

故
」
が
発
生
す
る
。
当
時
、
総
務
部
の
危

機
管
理
の
担
当
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
３
、

４
日
ほ
ど
で
帰
国
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
出

張
命
令
が
下
り
、
事
故
の
翌
日
、
ハ
ワ
イ

行
き
の
飛
行
機
に
飛
び
乗
っ
た
（
結
局
、

滞
在
は
21
日
間
に
も
及
ん
だ
）。

　
こ
の
事
故
を
き
っ
か
け
に
「
人
生
一
度

き
り
、
何
が
お
こ
る
か
分
か
ら
な
い
」
と

い
う
思
い
を
大
き
く
し
て
い
っ
た
。

　
そ
の
後
、
商
工
観
光
課
、
愛
媛
国
体
準

備
室
な
ど
を
経
て
宇
和
島
を
売
込
む
産
業

未
来
創
造
室
に
配
属
さ
れ
、
平
成
28
（
２

０
１
６
）
年
、
宇
和
島
の
柑
橘
類
に
興
味

の
あ
る
東
京
の
企
業
か
ら
お
土
産
で
も
ら

っ
た
マ
ー
マ
レ
ー
ド
を
食
べ
て
衝
撃
を
受

け
る
。

「
マ
ー
マ
レ
ー
ド
と
言
え
ば
、
給
食
に
で
て

く
る
不
味
い
ヤ
ツ
し
か
食
べ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
ん
で
、
そ
の
美
味
し
さ
に
驚
き
ま

し
た
」
以
降
、
マ
ー
マ
レ
ー
ド
に
つ
い
て

色
々
と
調
べ
る
よ
う
に
な
る
。

　
そ
ん
な
あ
る
日
、
出
張
で
搭
乗
し
た
機

内
誌
に
「
ア
ル
ザ
ス
お
菓
子
紀
行
」
と
い

う
特
集
に
マ
ー
マ
レ
ー
ド
に
つ
い
て
紹
介

さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
か
ら
間
も

な
く
し
て
、「
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ザ
ス
地

方
の
ク
リ
ス
マ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
行
っ
て

宇
和
島
真
珠
を
売
込
ん
で
こ
い
」
と
い
う

業
務
命
令
が
下
る
。

「
同
時
期
に
ベ
ク
ト
ル
が
『
ア
ル
ザ
ス（
ジ

ャ
ム
・
マ
ー
マ
レ
ー
ド
）』
に
向
い
て
い
る
、

こ
れ
は
神
様
の
お
導
き
だ
と
勝
手
に
思
い

込
み
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
」

　
そ
し
て
、
長
年
の
夢（
モ
ノ
づ
く
り
）を

実
現
す
る
べ
く
、
平
成
29（
２
０
１
７
）年

３
月
、
26
年
間
勤
務
し
た
市
役
所
を
55
歳

で
退
職
し
た
。
退
職
直
後
か
ら
マ
ー
マ
レ

ー
ド
作
り
の
研
究
を
独
学
で
始
め
、
そ
の

年
の
６
月
に
は
渡
仏
し
、
ア
ル
ザ
ス
地
方

を
巡
り
ホ
ー
ム
メ
イ
ド
ジ
ャ
ム
に
つ
い
て

も
見
聞
を
深
め
た
。

　
実
は
、
マ
ー
マ
レ
ー
ド
に
憑
り
つ
か
れ

る
キ
ッ
カ
ケ
に
な
っ
た
、
先
述
の
東
京
の

企
業
が
宇
和
島
で
一
緒
に
加
工
施
設
工
場

を
建
設
す
る
計
画
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
ジ

ャ
ム
作
り
を
す
る
は
ず
だ
っ
た
の
だ
が
、

計
画
は
頓
挫
し
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
と
は
い
え
、
退
路
を
絶
ち
志
を
立

て
た
以
上
、
簡
単
に
諦
め
ら
れ
る
は
ず
も

な
か
っ
た
。　

　
そ
ん
な
時
、
地
元
農
業
法
人
と
６
次
産

業
化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
話
が
ま
と
ま

り
、
さ
っ
そ
く
、
知
り
合
い
の
農
家
の
空

い
て
い
る
研
修
施
設
を
借
り
て
、
ジ
ャ
ム

類
の
本
格
的
な
試
作
を
始
め
た
。

　
試
作
品
は
好
評
だ
っ
た
が
、
や
は
り
客

観
評
価
を
受
け
よ
う
と
、
令
和
元
（
２
０

１
９
）
年
５
月
、
八
幡
浜
市
で
開
催
さ
れ

た
ダ
ル
メ
イ
ン
世
界
マ
ー
マ
レ
ー
ド
ア
ワ

ー
ド
日
本
大
会
ア
マ
チ
ュ
ア
の
部
に
出
品

し
た
と
こ
ろ
、「
橙
」
が
銀
賞
、「
シ
ー
ク

ワ
ー
サ
ー
」
が
銅
賞
を
受
賞
し
自
信
を
深

め
た
。

　
し
か
し
、
平
成
30
年
７
月
豪
雨
の
影
響

で
６
次
産
業
化
の
話
も
立
ち
消
え
に
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
う
な
っ
た
ら
︑
自
分
で
工

房
を
開
く
し
か
な
い
︒

　

２
０
２
０
年
の
ダ
ル
メ
イ
ン
世
界
マ
ー

マ
レ
ー
ド
ア
ワ
ー
ド
英
国
大
会
︵
ホ
ー
ム

メ
ー
ド
部
門
︶
に
も
出
品
し
︑
２
点
が
銅

賞
を
受
賞
す
る
︒
更
に
翌
年
の
同
日
本
大

会
︵
プ
ロ
の
部
︶
で
は
﹁
柚
子
﹂
が
金
賞
︑

他
の
２
点
も
銀
賞
と
銅
賞
を
受
賞
し
︑
新

聞
等
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
︒

　

そ
し
て
︑
令
和
２
︵
２
０
２
０
︶
年
６

月
11
日
︑Citrus-Line

︵
シ
ト
ラ
ス
ラ
イ

ン
︶
を
開
業
し
︑
そ
の
２
年
後
︑
イ
ギ
リ

ス
で
開
催
さ
れ
た
世
界
大
会
︵
世
界
40
か

国
か
ら
３
千
点
以
上
の
応
募
が
あ
っ
た
︶の

職
人
部
門
で
﹁
金
賞
﹂
を
受
賞
す
る
︒

　

宇
和
島
は
︑
全
国
的
な
柑
橘
産
地
で
あ

り
な
が
ら
︑
今
ま
で
マ
ー
マ
レ
ー
ド
の
特

産
品
は
な
い
︒
日
持
ち
し
︑
オ
シ
ャ
レ
で

女
性
に
も
人
気
が
あ
る
マ
ー
マ
レ
ー
ド
は
︑

宇
和
島
の
新
た
な
名
産
品
に
な
る
可
能
性

は
十
分
に
あ
る
︒
し
か
も
︑Citrus-Line

︵
シ
ト
ラ
ス
ラ
イ
ン
︶の
マ
ー
マ
レ
ー
ド
や

ジ
ャ
ム
は
︑
原
料
は
宇
和
島
産
で
無
添
加

と
い
う
こ
だ
わ
り
が
あ
る
︒

﹁
ジ
ャ
ム
や
マ
ー
マ
レ
ー
ド
は
素
材
も
味

も
様
々
︑
出
来
れ
ば
試
食
し
て
自
分
の
好

み
に
あ
っ
た
も
の
を
見
つ
け
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
︒
た
と
え
金
賞
を
受
賞
し
た

モ
ノ
で
も
好
み
に
合
わ
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
︒
な
の
で
︑
受
賞
︑
云
々
と
い
う
よ

り
も
︑
金
賞
を
と
れ
る
レ
ベ
ル
の
製
品
が

作
れ
る
工
房
と
い
う
お
墨
付
き
を
い
た
だ

い
た
と
考
え
て
い
ま
す
︒
今
は
︑
一
人
な

の
で
製
造
数
も
販
売
店
も
限
ら
れ
て
い
ま

す
が
徐
々
に
増
や
し
て
い
っ
て
︑Citrus-

Line

︵
シ
ト
ラ
ス
ラ
イ
ン
︶
の
マ
ー
マ
レ

ー
ド
を
一
人
で
も
多
く
の
人
に
味
わ
っ
て

頂
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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吉
田
秋
祭
は
11
月
３
日
の
早
朝
よ
り
始
ま
り
、
昼
前
、

町
内
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
山
車
や
神
輿
が
吉
田
病
院
付
近

よ
り
厳
か
に
出
発
し
、
古
式
ゆ
か
し
い
練
り
が
続
く
。

■
卯
之
刻
相
撲

　
晩
秋
の
早
朝
、
ま
だ
暗
く
冷
た
い
空
気
が
張
り
詰
め
る

中
、
八
幡
神
社
拝
殿
で
は
午
前
５
時
か
ら
神
事
が
執
り
行

わ
れ
「
卯
之
刻
相
撲
」
が
奉
納
さ
れ
る
。
地
域
で
受
け
継

が
れ
て
き
た
行
事
１
人
と
力
士
６
人
が
紋
付
き
袴
姿
の
正

装
で
東
西
に
分
か
れ
相
撲
を
取
る
が
、
双
方
神
様
な
の
で

引
き
分
け
に
す
る
。
取
組
が
終
わ
る
と
、
順
に
神
酒
を
拝

戴
し
、
行
司
と
力
士
は
神
輿
蔵
へ
向
か
い
、
三
体
の
神
輿

を
拝
殿
前
に
運
び
出
す
、
い
わ
ゆ
る
蔵
出
し
を
行
う
。

■
鹿
の
子

　
午
前
６
時
頃
、
遠
く
か
ら
「
鹿
の
子
」
が
デ
ン
コ
の
リ

ズ
ム
を
打
つ
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
の
後
、
７
頭
の
鹿

が
八
幡
神
社
拝
殿
前
で
参
拝
し
、
い
っ
た
ん
山
門
前
ま
で

戻
っ
て
並
び
な
お
し
、
親
鹿
が
ト
ビ
コ
ミ
で
シ
カ
ブ
エ
を

鳴
ら
し
な
が
ら
石
段
を
駆
け
登
り
、
他
の
鹿
が
続
い
て
社

殿
前
で
踊
る
。
こ
れ
は
祭
り
当
日
５
箇
所
で
し
か
行
わ
な

い
最
初
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。
そ
の
後
、
町
内
数
十
箇

所
の
巡
業
に
向
か
い
御
殿
前
で
勢
揃
い
と
な
る
。

■
神
輿
の
宮
出
し

　
午
前
８
時
過
ぎ
、
修
祓
を
受
け
た
担
ぎ
手
が
笛
の
合
図

で
出
発
。
い
よ
い
よ
宮
出
し
と
な
り
、
各
所
で
神
輿
を
担

ぎ
飛
び
跳
ね
な
が
ら
、
玄
関
先
に
走
り
込
む
「
御
霊
振
」

を
行
う
。
御
殿
前
に
到
着
す
る
と
、
三
体
同
時
に
時
計
回

り
に
三
回
廻
り
な
が
ら
御
霊
振
を
行
い
、
御
殿
前
で
山
車

等
と
合
流
し
渡
御
の
再
開
と
な
る
。

■
牛
鬼

　
牛
鬼
は
元
町
、
鶴
間
、
浅
川
の
輪
番
制
で
、
今
年
の
担

当
は
鶴
間
地
区
。
宇
和
島
地
方
で
馴
染
み
の
深
い
牛
鬼
の

胴
体
の
覆
い
は
赤
い
布
で
胴
体
を
覆
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、

吉
田
で
は
江
戸
時
代
後
期
の
「
吉
田
祭
礼
絵
巻
」
に
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
棕
櫚
を
用
い
て
い
る
。
粛
々
と
行
わ
れ

る
吉
田
秋
祭
り
の
中
で
唯
一
荒
ぶ
れ
る
の
が
牛
鬼
だ
。

　
ピ
ッ
ピ
、
ピ
ッ
ピ
と
笛
の
音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
台
車
に

乗
せ
た
牛
鬼
を
押
し
て
い
く
。「
せ
ー
の
、
よ
ー
い
」
で
家

に
向
か
っ
て
牛
鬼
の
首
を
の
ば
し
、
頭
を
左
右
に
揺
ら
す

（
頭
入
れ
）。
頭
入
れ
は
、
御
祝
儀
を
も
ら
っ
た
家
で
行
わ

れ
、
御
殿
前
を
目
指
し
て
練
り
歩
く
。

■
御
殿
前
「
練
り
勢
揃
い
」

　
祭
り
の
一
番
の
見
所
は
、
練
り
物
が
御
殿
前
周
辺
に
勢

揃
い
す
る
勢
揃
い
だ
。
勢
揃
い
後
は
、「
練
り
車
」
と
呼
ば

れ
る
人
形
を
乗
せ
た
「
屋
台
」（
武
内
宿
禰
・
太
閤
秀
吉
・

楠
木
正
成
・
関
羽
雲
長
・
恵
比
寿
様
、
八
幡
太
郎
義
家
）
の

他
、
御
用
練
り
・
御
船
・
七
福
神
・
御
神
餅
掛
鯛
・
宝
多
・

四
ツ
太
鼓
・
猿
田
彦
命
、
等
様
々
な
練
り
物
が
登
場
し
、

前
述
の
神
輿
な
ど
と
と
も
に
運
行
さ
れ
曳
き
回
す
様
は
、

吉
田
祭
礼
絵
巻
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　
吉
田
秋
祭
の
幕
末
期
の
形
態
を
描
い
た
も
の
が
複
数
の

絵
巻
で
現
存
す
る
と
と
も
に
、
近
世
祭
礼
の
姿
が
江
戸
時

代
と
変
わ
ら
な
い
町
割
り
の
中
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
継

承
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
南
予
地
方
の
祭
礼
に
登
場
す
る
練

り
物
の
要
素
が
広
範
に
含
ま
れ
、
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が

吉
田
秋
祭
の
特
徴
で
あ
る
。

　
１
６
６
４
年
に
始
ま
っ
た
祭
礼
が
、
な
ぜ
今
日
ま
で
継

承
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？　
明
治
以
降
の
開
発
や
戦
災
を

免
れ
た
こ
と
で
町
割
り
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が

大
き
な
理
由
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
先
人
た
ち
の
思

い
を
現
在
に
至
る
担
い
手
た
ち
が
町
割
り
ご
と
の
分
担
で

形
を
変
え
ず
伝
承
し
て
き
た
姿
に
価
値
が
あ
る
祭
り
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

愛
媛
県
指
定
無
形
民
族
文
化
財

未
来
に
つ
な
げ
吉
田
秋
ま
つ
り
神
幸
行
事

吉田町の山下公園前を進む本町１区の山車　撮影／河野　哲夫

吉田町おねり保存会　副会長
御用練保存会　代表
渡邊　晃

特集
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吉
田
秋
祭
は
11
月
３
日
の
早
朝
よ
り
始
ま
り
、
昼
前
、

町
内
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
山
車
や
神
輿
が
吉
田
病
院
付
近

よ
り
厳
か
に
出
発
し
、
古
式
ゆ
か
し
い
練
り
が
続
く
。

■
卯
之
刻
相
撲

　
晩
秋
の
早
朝
、
ま
だ
暗
く
冷
た
い
空
気
が
張
り
詰
め
る

中
、
八
幡
神
社
拝
殿
で
は
午
前
５
時
か
ら
神
事
が
執
り
行

わ
れ
「
卯
之
刻
相
撲
」
が
奉
納
さ
れ
る
。
地
域
で
受
け
継

が
れ
て
き
た
行
事
１
人
と
力
士
６
人
が
紋
付
き
袴
姿
の
正

装
で
東
西
に
分
か
れ
相
撲
を
取
る
が
、
双
方
神
様
な
の
で

引
き
分
け
に
す
る
。
取
組
が
終
わ
る
と
、
順
に
神
酒
を
拝

戴
し
、
行
司
と
力
士
は
神
輿
蔵
へ
向
か
い
、
三
体
の
神
輿

を
拝
殿
前
に
運
び
出
す
、
い
わ
ゆ
る
蔵
出
し
を
行
う
。

■
鹿
の
子

　
午
前
６
時
頃
、
遠
く
か
ら
「
鹿
の
子
」
が
デ
ン
コ
の
リ

ズ
ム
を
打
つ
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
の
後
、
７
頭
の
鹿

が
八
幡
神
社
拝
殿
前
で
参
拝
し
、
い
っ
た
ん
山
門
前
ま
で

戻
っ
て
並
び
な
お
し
、
親
鹿
が
ト
ビ
コ
ミ
で
シ
カ
ブ
エ
を

鳴
ら
し
な
が
ら
石
段
を
駆
け
登
り
、
他
の
鹿
が
続
い
て
社

殿
前
で
踊
る
。
こ
れ
は
祭
り
当
日
５
箇
所
で
し
か
行
わ
な

い
最
初
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。
そ
の
後
、
町
内
数
十
箇

所
の
巡
業
に
向
か
い
御
殿
前
で
勢
揃
い
と
な
る
。

■
神
輿
の
宮
出
し

　
午
前
８
時
過
ぎ
、
修
祓
を
受
け
た
担
ぎ
手
が
笛
の
合
図

で
出
発
。
い
よ
い
よ
宮
出
し
と
な
り
、
各
所
で
神
輿
を
担

ぎ
飛
び
跳
ね
な
が
ら
、
玄
関
先
に
走
り
込
む
「
御
霊
振
」

を
行
う
。
御
殿
前
に
到
着
す
る
と
、
三
体
同
時
に
時
計
回

り
に
三
回
廻
り
な
が
ら
御
霊
振
を
行
い
、
御
殿
前
で
山
車

等
と
合
流
し
渡
御
の
再
開
と
な
る
。

■
牛
鬼

　
牛
鬼
は
元
町
、
鶴
間
、
浅
川
の
輪
番
制
で
、
今
年
の
担

当
は
鶴
間
地
区
。
宇
和
島
地
方
で
馴
染
み
の
深
い
牛
鬼
の

胴
体
の
覆
い
は
赤
い
布
で
胴
体
を
覆
う
と
こ
ろ
が
多
い
が
、

吉
田
で
は
江
戸
時
代
後
期
の
「
吉
田
祭
礼
絵
巻
」
に
描
か

れ
て
い
る
よ
う
に
棕
櫚
を
用
い
て
い
る
。
粛
々
と
行
わ
れ

る
吉
田
秋
祭
り
の
中
で
唯
一
荒
ぶ
れ
る
の
が
牛
鬼
だ
。

　
ピ
ッ
ピ
、
ピ
ッ
ピ
と
笛
の
音
を
鳴
ら
し
な
が
ら
台
車
に

乗
せ
た
牛
鬼
を
押
し
て
い
く
。「
せ
ー
の
、
よ
ー
い
」
で
家

に
向
か
っ
て
牛
鬼
の
首
を
の
ば
し
、
頭
を
左
右
に
揺
ら
す

（
頭
入
れ
）。
頭
入
れ
は
、
御
祝
儀
を
も
ら
っ
た
家
で
行
わ

れ
、
御
殿
前
を
目
指
し
て
練
り
歩
く
。

■
御
殿
前
「
練
り
勢
揃
い
」

　
祭
り
の
一
番
の
見
所
は
、
練
り
物
が
御
殿
前
周
辺
に
勢

揃
い
す
る
勢
揃
い
だ
。
勢
揃
い
後
は
、「
練
り
車
」
と
呼
ば

れ
る
人
形
を
乗
せ
た
「
屋
台
」（
武
内
宿
禰
・
太
閤
秀
吉
・

楠
木
正
成
・
関
羽
雲
長
・
恵
比
寿
様
、
八
幡
太
郎
義
家
）
の

他
、
御
用
練
り
・
御
船
・
七
福
神
・
御
神
餅
掛
鯛
・
宝
多
・

四
ツ
太
鼓
・
猿
田
彦
命
、
等
様
々
な
練
り
物
が
登
場
し
、

前
述
の
神
輿
な
ど
と
と
も
に
運
行
さ
れ
曳
き
回
す
様
は
、

吉
田
祭
礼
絵
巻
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

　
吉
田
秋
祭
の
幕
末
期
の
形
態
を
描
い
た
も
の
が
複
数
の

絵
巻
で
現
存
す
る
と
と
も
に
、
近
世
祭
礼
の
姿
が
江
戸
時

代
と
変
わ
ら
な
い
町
割
り
の
中
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
継

承
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
南
予
地
方
の
祭
礼
に
登
場
す
る
練

り
物
の
要
素
が
広
範
に
含
ま
れ
、
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が

吉
田
秋
祭
の
特
徴
で
あ
る
。

　
１
６
６
４
年
に
始
ま
っ
た
祭
礼
が
、
な
ぜ
今
日
ま
で
継

承
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？　
明
治
以
降
の
開
発
や
戦
災
を

免
れ
た
こ
と
で
町
割
り
が
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
が

大
き
な
理
由
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
先
人
た
ち
の
思

い
を
現
在
に
至
る
担
い
手
た
ち
が
町
割
り
ご
と
の
分
担
で

形
を
変
え
ず
伝
承
し
て
き
た
姿
に
価
値
が
あ
る
祭
り
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（写真上）卯の刻相撲　（写真中）練車宝多　（写真下）山車の勢揃い　　撮影／河野　哲夫
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吉
田
秋
祭
り—

民
俗
文
化
財
と
し
て
の
価
値—

達
し
て
い
る
が
、
ど
の
地
区
も
同
様
の
だ
ん
じ

り
、
太
鼓
台
を
出
し
、
地
区
間
で
の
装
飾
の
競

い
合
い
が
激
し
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
吉
田
秋
祭
り
を
は

じ
め
と
す
る
南
予
地
方
の
祭
礼
と
は
異
な
る
。

　
「
中
予
」の
祭
り
の
特
徴
は
神
輿
に
あ
り
、
だ

ん
じ
り
、
太
鼓
台
が
登
場
す
る
こ
と
は
稀
で
あ

る
。
こ
の
地
域
は
独
特
の
神
輿
文
化
を
発
達
さ

せ
て
お
り
、
神
輿
を
荒
々
し
く
ぶ
つ
け
合
う「
喧

嘩
神
輿
」
が
有
名
で
あ
る
。
あ
る
面
、
神
輿
が

屋
台
化
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。

　
そ
し
て
吉
田
秋
祭
り
の
位
置
す
る
「
南
予
」

で
は
牛
鬼
、
四
ツ
太
鼓
、
御
車
（
人
形
屋
台
）、

鹿
踊
、
獅
子
、
相
撲
練
り
な
ど
様
々
な
芸
能
、

練
物
と
し
て
登
場
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
牛
鬼
は
全
国
的
に
も
こ
の
地
域
と
、
そ
れ
に

隣
接
す
る
高
知
県
西
部
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。

四
ツ
太
鼓
は
、
新
居
浜
の
太
鼓
台
の
よ
う
に
金

糸
で
豪
華
に
刺
繍
さ
れ
た
飾
り
幕
は
見
ら
れ
な

い
も
の
の
、
構
造
的
に
新
居
浜
の
太
鼓
台
に
共

通
し
て
い
る
。
四
ツ
太
鼓
の
担
ぎ
方
の
勇
壮
さ

に
加
え
、
吉
田
を
始
め
と
す
る
御
車
（
人
形
屋

台
）
の
人
形
、
彫
刻
、
刺
繍
幕
の
豪
華
さ
も
南

予
の
特
徴
と
い
え
る
。

三
、
吉
田
秋
祭
り
の
歴
史

　
吉
田
秋
祭
り
は
宇
和
島
市
吉
田
町
立
間
の
八

幡
神
社
で
行
わ
れ
る
祭
り
で
あ
る
。
立
間
は
平

安
時
代
成
立
の
「
和
名
類
聚
抄
」
に
郷
名
と
し

て
登
場
し
、
古
代
か
ら
集
落
が
形
成
さ
れ
て
い

た
。「
和
名
類
聚
抄
」
に
は
宇
和
島
市
域
に
は

他
に
「
三
間
」
の
郷
名
は
記
載
さ
れ
、「
立
間
」

「
三
間
」
は
現
在
の
宇
和
島
市
域
の
中
心
地
で

あ
っ
た
。

　
八
幡
神
社
の
創
建
は
鎌
倉
時
代
初
期
が
始
ま

り
と
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
、
１
６
５
７

年
に
宇
和
島
藩
の
初
代
藩
主
伊
達
秀
宗
（
仙
台

藩
の
伊
達
政
宗
の
長
子
）
の
五
男
・
宗
純
が
宇

和
島
藩
か
ら
三
万
石
を
分
知
さ
れ
て
吉
田
藩
が

立
藩
さ
れ
る
。
宗
純
は
陣
屋
を
立
間
で
は
な
く
、

現
在
の
吉
田
に
置
き
、
吉
田
は
吉
田
藩
の
中
心

地
と
し
て
陣
屋
を
中
心
に
武
家
町
、
町
人
町
な

ど
が
形
成
さ
れ
て
い
く
が
、
伊
達
家
は
立
間
の

八
幡
神
社
を
総
鎮
守
し
て
仰
ぎ
、
八
幡
神
社
は

吉
田
、
立
間
に
広
範
囲
な
氏
子
圏
域
が
形
成
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
祭
礼
は
伊
達
家
が
吉
田
に
入
っ
た
直
後
の
１

６
６
４
年
に
始
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

吉
田
秋
祭
り
の
歴
史
的
背
景
は
、
古
代
、
中
世

以
来
の
立
間
郷
の
流
れ
に
加
え
、
江
戸
時
代
の

吉
田
藩
の
歴
史
が
重
な
っ
て
き
た
こ
と
が
特
徴

と
さ
れ
る
。
そ
の
伝
統
が
明
治
時
代
以
降
も
続

き
、
近
代
に
は
海
運
王
と
呼
ば
れ
た
山
下
亀
三

郎
に
よ
る
海
運
業
や
商
業
、
漁
業
、
そ
し
て
柑

橘
を
始
め
と
す
る
農
業
と
い
っ
た
栄
え
た
生

業
、
産
業
の
も
と
で
祭
礼
は
維
持
さ
れ
、
現
在

に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

四
、
吉
田
秋
祭
り
の
価
値

　
現
在
、
吉
田
秋
祭
り
は
11
月
３
日
に
行
わ
れ
、

早
朝
か
ら
始
ま
る
卯
之
刻
相
撲
や
、
楠
木
正
成

や
豊
臣
秀
吉
、
武
内
宿
禰
ら
の
人
形
を
載
せ
た

屋
台
（「
練
車
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
曳
い
て
町

内
を
練
り
歩
く
「
お
ね
り
」
が
名
物
で
、
裃
、

羽
織
袴
姿
で
着
飾
っ
た
地
元
住
民
が
、
本
町
、

魚
棚
町
、
裡
町
な
ど
の
町
ご
と
に
様
々
な
練
り

物
を
繰
り
出
し
、
終
日
、
町
内
を
歩
き
、
最
後
、

午
後
５
時
頃
に
八
幡
神
社
に
神
輿
が
還
御
す
る
。

　
吉
田
秋
祭
り
は
近
年
、
文
化
財
や
地
域
の
観

光
資
源
と
し
て
注
目
さ
れ
て
お
り
、
２
０
１
８

年
に
「
吉
田
秋
祭
の
神
幸
行
事
」
が
愛
媛
県
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
の
指
定
に

あ
た
っ
て
は
、
江
戸
時
代
か
ら
住
民
に
よ
る
氏

子
主
体
の
祭
礼
組
織
が
現
在
に
ま
で
維
持
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
江
戸
時
代
の
吉
田
藩
士
ら
が
参

加
し
た
「
御
用
練
り
」
な
ど
も
現
在
行
わ
れ
て

お
り
、
典
型
的
な
江
戸
時
代
の
大
名
祭
り
と
も

い
え
る
都
市
祭
礼
が
維
持
、
継
承
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
民
俗
文
化
財
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
さ

ら
に
は
牛
鬼
や
鹿
踊
と
い
っ
た
南
予
独
特
の
祭

礼
文
化
を
伝
え
て
お
り
、
瀬
戸
内
海
地
域
を
中

心
と
し
た
中
・
四
国
地
方
の
祭
礼
文
化
を
考
え

る
う
え
で
、
特
徴
の
あ
る
祭
礼
だ
と
評
価
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、「
祭
り
」
と
は
神
仏
に
対
し
て
供
え
物

を
「
た
て
ま
つ
る
」
こ
と
が
起
源
で
あ
り
、
祭

祀
儀
礼
が
発
展
し
て
、
神
社
の
祭
り
で
神
輿
を

お
く
る
ま

だ　

  

て   

ひ
で
む
ね

大本  敬久
おおもと　たかひさ

愛媛県歴史文化博物館
専門学芸員

一
、
山
・
鉾
・
屋
台
行
事

　
日
本
全
国
に
は
１
５
０
０
以
上
の
山
・
鉾
・

屋
台
の
祭
り
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
京
都

祇
園
祭
の
山
鉾
行
事
、
飛
騨
高
山
祭
の
屋
台
行

事
等
が
知
ら
れ
、
２
０
１
６
年
に
国
重
要
無
形

民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
33
件
が
「
山

・
鉾
・
屋
台
行
事
」
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文

化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
現
在
、
四
国
地
方
に

は
山
・
鉾
・
屋
台
行
事
に
関
す
る
国
重
要
無
形

民
俗
文
化
財
の
指
定
が
１
件
も
無
い
も
の
の
、

四
国
に
は
民
俗
文
化
財
と
し
て
地
域
的
特
色
を

示
し
た
り
、
時
代
的
特
徴
を
示
し
た
り
す
る
祭

り
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
代
表
事
例
が
吉
田
秋

祭
り
で
あ
る
。

二
、
愛
媛
の
祭
礼
の
地
域
差

　
一
般
に
愛
媛
県
は
「
東
予
」、「
中
予
」、「
南

予
」
の
３
地
域
に
区
分
さ
れ
る
。

　
「
東
予
」
を
代
表
す
る
西
条
、
新
居
浜
の
祭
り

は
全
国
的
に
有
数
の
大
規
模
祭
礼
と
し
て
知
ら

れ
る
。
た
だ
し
、
太
鼓
台
は
刺
繍
飾
り
な
ど
新

調
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
現
在
、
戦
前
か
ら
の

刺
繍
幕
や
道
具
を
使
用
し
て
い
る
太
鼓
台
は
、

ほ
と
ん
ど
な
く
、
新
し
さ
と
豪
華
さ
を
希
求
し

て
い
る
住
民
意
識
も
見
ら
れ
る
。

　
そ
の
点
で
行
事
や
道
具
を
無
形
、
有
形
の
民

俗
文
化
財
と
し
て
保
護
す
る
場
合
、
保
護
の
観

点
と
住
民
意
識
の
差
異
が
顕
在
化
し
、
新
居
浜

太
鼓
祭
り
は
市
文
化
財
に
も
未
指
定
で
あ
る
。

西
条
、
新
居
浜
の
祭
り
は
、
装
飾
が
著
し
く
発

だ　

  

て   

ま
さ
む
ね　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

む
ね
ず
み

か
め
さ
ぶ

ろ
う

う　

 

の  

こ
く   

ず   

も
う

た
け
し
う
ち
の
す
く
ね

か
み
し
も
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ね
り
ぐ
る
ま



出
し
、
種
々
の
お
供
を
出
す
こ
と
で
、
観
客
に

「
見
せ
る
」、「
見
ら
れ
る
」
こ
と
を
意
識
し
、
そ

こ
か
ら
現
在
に
い
た
る
「
祭
礼
文
化
」
へ
と
発

達
し
て
き
た
。
吉
田
秋
祭
り
の
「
お
ね
り
」
は
、

愛
媛
県
内
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
り
、
人
形
、

彫
刻
、
立
体
刺
繍
な
ど
で
豪
華
に
装
飾
す
る
こ

と
で
観
客
（
地
元
住
民
や
、
江
戸
時
代
で
い
え

ば
藩
主
や
武
士
）
を
喜
ば
せ
、
今
日
に
至
っ
て

い
る
。

　
愛
媛
県
内
で
は
新
居
浜
市
の
太
鼓
台
の
よ
う

に
金
糸
の
立
体
刺
繍
で
幕
を
飾
っ
た
り
す
る
な

ど
「
見
せ
る
」
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
大
型

化
し
、
祭
礼
が
発
達
し
て
き
た
祭
り
が
特
徴
的

で
あ
る
。
こ
れ
は
東
予
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
傾

向
で
あ
る
が
、
西
条
で
は
「
だ
ん
じ
り
」、
新
居

浜
で
は
「
太
鼓
台
」
に
一
極
集
中
し
て
い
て
、

南
予
地
方
の
祭
礼
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
御
車
（

練
車
）、
御
舟
、
牛
鬼
、
鹿
の
子
（
鹿
踊
）
な
ど

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な
神
輿
の
お
供
が
登
場

す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
中
予
の
祭
り
も
神

輿
、
獅
子
舞
以
外
は
お
供
が
少
な
い
。

　
吉
田
秋
祭
り
は
南
予
地
方
の
祭
礼
文
化
の
特

徴
を
兼
ね
備
え
て
お
り
、
吉
田
秋
祭
り
を
実
見

す
れ
ば
、
南
予
の
祭
り
の
特
徴
を
把
握
で
き
る

と
い
え
る
。
旧
宇
和
島
市
や
旧
八
幡
浜
市
と
い

っ
た
都
市
化
さ
れ
た
祭
り
で
は
、
改
変
が
進
み
、

神
輿
の
お
供
は
、
牛
鬼
、
鹿
踊
中
心
と
な
っ
て

い
る
祭
り
が
多
く
、
吉
田
秋
祭
り
は
愛
媛
の
祭

り
文
化
の
総
合
的
な
地
域
的
特
徴
（「
地
域
性
」）

を
顕
著
に
示
す
と
い
う
意
味
で
、
文
化
財
的
価

値
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
吉
田
秋
祭
り
は
江
戸
時
代
（
１
８
３

５
年
）
製
作
等
の
祭
礼
絵
巻
が
多
く
残
さ
れ
、

当
時
の
様
子
も
把
握
で
き
る
。
し
か
も
絵
巻
に

大本  敬久　プロフィール
1971 年、八幡浜市生まれ。
専門は民俗学・日本文化論。日本民俗学会、古代文学会会員。
著書に『民俗の知恵ー愛媛八幡浜民俗誌』（創風社出版、2005 年、愛媛出版文化賞奨励賞受賞）他。
愛媛県内各地の祭りと芸能、年中行事、昔話伝説等の伝承文化を調査研究するとともに、2018 年 7月豪雨で
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描
か
れ
て
い
る
様
子
と
変
化
が
少
な
い
ま
ま
に
、

現
在
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
点
が
愛
媛
県
内
だ
け

で
は
な
く
四
国
各
県
を
眺
め
て
も
珍
し
い
事
例

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
歴
史
性
」
と
「
伝
承
性
」

の
視
点
で
も
価
値
の
あ
る
文
化
財
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　
吉
田
の
歴
史
を
考
え
て
み
る
と
、
江
戸
時
代

初
期
以
前
は
立
間
が
中
心
集
落
で
あ
っ
た
。
そ

こ
に
江
戸
時
代
初
期
、
吉
田
藩
伊
達
家
が
入
っ

た
こ
と
に
よ
り
武
家
の
町
並
み
に
加
え
、
本
町
、

裏
町
（
裡
町
）、
魚
棚
町
と
い
っ
た
町
人
町
が
形

成
さ
れ
た
。
そ
の
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
町
割

り
が
、
現
在
も
ほ
ぼ
残
さ
れ
た
上
で
「
お
ね
り
」、

神
輿
渡
御
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
他
の
祭

礼
と
比
較
す
る
と
稀
有
な
事
例
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
も
と
も
と
の
在
地
の
立
間
が
、
祭

り
の
最
初
の
宮
出
し
に
あ
た
っ
て
「
卯
之
刻
相

撲
」
を
行
い
、
神
輿
を
担
ぎ
、
そ
し
て
立
間
内

の
17
集
落
そ
れ
ぞ
れ
の
旗
を
持
っ
て
練
り
歩
く
。

つ
ま
り
吉
田
秋
祭
り
の
基
本
部
分
は
立
間
の
住

民
が
担
い
、
そ
し
て
練
車
（
人
形
屋
台
）
と
い

っ
た
豪
華
な
お
供
を
町
人
町
が
担
う
形
式
と
な

（写真上）吉田秋祭りの牛鬼　（写真下）八幡宮御祭礼画図に描かれた本町一丁目の練車

っ
て
い
て
、
そ
れ
が
今
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
吉
田
秋
祭
り
は
歴
史
的
に

古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
重
層
性
を
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
、
そ
し
て
地
域
的
に
は
南
予
の
祭
礼

文
化
の
特
徴
の
か
な
り
の
部
分
を
兼
ね
備
え
、

こ
の
地
域
を
代
表
す
る
祭
礼
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
祭
礼
が
行
わ
れ
る
町
や
そ
の
組
織
が
時
代

を
越
え
て
現
在
に
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
伝

承
性
が
強
く
見
ら
れ
る
と
い
う
特
色
を
有
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
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立間鹿の子

み
か
ん
の
里
、
宇
和
島
市
吉
田
町
で
は
、

例
年
11
月
３
日
に
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る

秋
祭
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
立
間
地
区
か

ら
は
「
鹿
の
子
」
が
町
内
を
巡
り
ま
す
。

祭
り
の
起
源
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
吉
田

藩
初
代
藩
主
伊
達
宗
純
が
南
山
八
幡
神
社

を
藩
の
総
鎮
守
と
定
め
、
神
社
の
祭
礼
に

奉
納
さ
れ
た
の
が
起
源
（
１
６
６
４
年
）

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
立
間
地
区
で
は
、
地
域
の
郷
蔵
地
区
か

ら
始
ま
っ
た
「
鹿
の
子
」
を
保
存
す
る
た

め
、
１
９
６
３
年
に
「
立
間
鹿
の
子
保
存

会
」
を
設
立
し
、
立
間
地
区
住
民
を
会
員

と
し
て
鹿
の
子
の
保
存
・
伝
承
に
努
め
て

い
ま
す
。

　
鹿
の
子
（
通
称
）
は
、
正
式
名
を
「
鹿
」

と
言
い
、
そ
の
踊
り
は
素
朴
で
力
強
く
、

哀
調
を
お
び
て
い
ま
す
。
構
成
は
、
親
鹿

２
頭
、
中
（
若
）
鹿
２
頭
、
雌
鹿
１
頭
、

小
鹿
（
小
学
生
）
２
頭
の
計
７
頭
（
人
）

で
す
。
踊
り
手
は
地
区
内
よ
り
選
ば
れ
た

若
者
た
ち
で
す
。

　
親
鹿
の
吹
く
笛
の
音
に
つ
ら
れ
て
、
胸

に
つ
る
し
た
太
鼓
の
撥
さ
ば
き
も
鮮
や
か

に
勢
ぞ
ろ
い
し
、
道
行
、
楽
し
い
庭
見
、

雌
鹿
を
奪
い
合
う
雄
鹿
の
狂
乱
へ
と
踊
り

は
最
高
潮
に
達
し
、
そ
の
後
の
和
や
か
な

雌
鹿
と
の
出
会
い
と
暮
ら
し
、
そ
し
て
、

自
分
た
ち
の
故
郷
へ
の
お
帰
り
と
な
っ
て

幕
を
閉
じ
ま
す
。

　
鹿
の
子
は
、
吉
田
秋
祭
り
に
は
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
出
し
物
で
、
神
輿
の
行
く

先
を
清
め
る
役
目
を
担
っ
て
い
ま
す
。
見

せ
場
は
、
親
鹿
が
雌
鹿
を
奪
い
合
う
「
飛

び
込
み
」
と
言
わ
れ
る
踊
り
で
、
八
幡
神

社
・
伊
達
家
の
屋
敷
が
あ
っ
た
御
殿
前
・

桜
橋
・
住
吉
神
社
の
４
ヶ
所
で
披
露
さ
れ

ま
す
。

　
歌
は
８
番
ま
で
あ
り
、
胸
に
つ
け
た
太

鼓
に
わ
せ
て
歌
い
ま
す
が
、
太
鼓
・
歌
・

踊
り
と
３
つ
の
動
作
を
同
時
に
行
う
こ
と

は
、
な
か
な
か
大
変
で
す
。

　
踊
り
の
練
習
は
１
ヶ
月
間
行
い
ま
す
。

鹿
の
子
に
は
交
代
要
員
は
な
く
、
一
日
中

踊
り
続
け
る
体
力
を
つ
く
り
ま
す
。
祭
り

が
終
わ
る
ま
で
病
気
も
ケ
ガ
も
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
為
、
そ
の
間
、
踊
り
手
に
選
ば

れ
た
者
は
体
調
に
気
を
配
り
な
が
ら
過
ご

し
ま
す
。

祭
り
当
日
は
、
午
前
６
時
よ
り
午
後
６

時
ま
で
町
内
を
練
り
歩
き
、
１
日
70
ヶ
所

程
の
家
々
を
廻
り
踊
り
を
披
露
し
ま
す
。

　
ま
た
、
踊
り
の
時
履
く
草
鞋
を
自
分
で

手
作
り
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
草
鞋
を
編

め
る
人
も
少
な
く
、
こ
れ
も
伝
統
文
化
の

伝
承
だ
と
思
い
、
若
者
た
ち
が
悪
戦
苦
闘

し
２
足
ず
つ
作
成
し
、
そ
れ
を
履
き
、
終

日
踊
り
歩
き
ま
す
。

11
月
３
日
に
は
、
ぜ
ひ
吉
田
町
秋
祭
り

お
い
で
下
さ
い
。
鹿
の
子
・
神
輿
・
牛
鬼

・
山
車
の
お
練
り
は
、
全
国
で
も
あ
ま
り

例
を
見
な
い
も
の
な
の
で
、
必
見
で
す
。

立間八幡神社の拝殿前で踊る吉田鹿の子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影／北濱一男

立間鹿の子

だ　
て　
む
ね
ず
み　
　
み
な
み
や
ま
は
ち
ま
ん

ご
う
ぞ
う

た
ち
ま

し
か

み
ち
ゆ
き

わ
ら
じ
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宇和島市教育委員会　文化・スポーツ課　　廣瀬  岳志（ひろせ　たけし）
1974 年　西予市生まれ　専門は考古学
【参考文献】宇和島市教育委員会編・発行『吉田秋祭の神幸行事総合調査報告書』平成 30 年

祭りの花形 「練車」 について
　
吉
田
秋
祭
の
花
形「
練
車
」。
宇
和
島
市

域
で
い
ま
こ
の
よ
う
な
山
車
が
出
る
祭
り

は
他
に
な
く
、
県
内
で
見
て
も
、
南
予
地

方
に
数
例
あ
る
の
み
で
、
６
台
と
い
う
規

模
で
巡
行
す
る
の
は
吉
田
の
み
。
吉
田
の

ユ
ニ
ー
ク
の
一
つ
、
練
車
の
魅
力
に
つ
い

て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
練
車
」は
、
南
予
独
特
の
呼
び
名
で
す
。

学
問
的
な
用
語
と
し
て
は
「
屋
台
」
と
さ

れ
る
も
の
で
、
そ
の
中
で
も
人
形
を
乗
せ

る
「
人
形
屋
台
」
と
な
り
ま
す
。

　
そ
の
構
造
は
上
下
２
段
に
な
っ
て
お
り
、

上
段
に
人
形
を
乗
せ
て
下
段
に
は
三
味
線

・
太
鼓
・
鉦
と
い
っ
た
囃
子
方
が
乗
り
込

み
ま
す
。
上
段
に
は
勾
欄
を
回
し
、
屋
根

も
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
人
形
に

光
が
あ
た
っ
て
見
え
る
よ
う
に
、
障
子
屋

根
に
す
る
工
夫
が
見
ら
れ
ま
す
。
各
車
で

サ
イ
ズ
は
異
な
り
ま
す
が
、
概
ね
幅
２
ｍ

〜
２
．
２
ｍ
、
長
さ
２
．
６
ｍ
、
高
さ
３
．

５
ｍ
〜
４
．
３
ｍ
と
、
間
近
で
見
る
と
迫

力
を
感
じ
る
大
き
さ
で
す
。

　
神
輿
の
よ
う
に
動
か
す
も
の
を
「
舁
山
」、

車
輪
や
綱
を
備
え
て
引
き
回
す
も
の
を「
曳

山
」
と
い
い
ま
す
が
、
練
車
に
つ
い
て
は

４
輪
曳
山
に
な
り
ま
す
。
直
径
40
㎝
程
度

の
輪
切
り
に
し
た
堅
木
の
車
輪
に
摩
耗
を

防
ぐ
た
め
の
鉄
製
の
箍
を
と
り
つ
け
、
方

向
転
換
は
屋
台
後
部
に
取
り
付
け
た
梶
棒

２
本
を
テ
コ
の
要
領
で
押
し
下
げ
、
前
輪

を
少
し
浮
か
せ
て
回
転
さ
せ
ま
す
。
辻
々

で
車
輪
が
音
を
立
て
な
が
ら
勢
い
よ
く
回

転
し
て
い
く
、
そ
の
様
は
練
車
巡
行
の
一

つ
の
見
せ
場
で
す
。

　
次
に
、
練
車
の
主
役
と
な
る
人
形
に
つ

　
い
て
触
れ
て
い
き
ま
す
。
陣
屋
町
の
中

　
央
に
あ
る
桜
橋
よ
り
南
側
、
地
元
で
は

　
「
橋
下
」と
呼
ぶ
町
人
町
だ
っ
た
各
地
区

　
が
練
車
を
運
行
し
て
い
ま
す
。
本
町
一

　
　
丁
目
が
関
羽
、
裡
町
一
丁
目
が
武
内

　
　
宿
禰
、
裡
町
二
丁
目
が
楠
正
成
、
魚

　
　
棚
一
丁
目
が
八
幡
太
郎
義
家
、
魚
棚

　
　
　
二
丁
目
が
太
閤
秀
吉
、
魚
棚
三
丁

　
　
　
目
が
恵
比
寿
の
人
形
を
乗
せ
て
練

　
　
　
り
歩
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
江
戸
時

　
　
　
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
製
作
さ
れ

　
　
　
た
も
の
で
す
が
（
中
に
は
昭
和
に

　
　
　
新
調
さ
れ
た
も
の
あ
り
）、
当
時
の

　
　
　
流
行
や
各
地
区
の
生
業
に
ち
な
ん

だ
も
の
の
よ
う
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
楠
木
正
成
は
鎌
倉
か
ら
南

北
朝
時
代
に
活
躍
し
た
武
将
で
す
が
、
明

治
に
な
っ
て
天
皇
家
の
忠
臣
と
し
て
崇
敬

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
形
も
そ
れ
を
反

映
し
て
い
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
関
羽
は
三
国
志
の
英
雄
と
し
て

知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
商
売
の
神
様
と
し

て
も
祀
ら
れ
て
お
り
、
商
人
が
多
く
い
た

本
町
の
人
形
に
採
用
さ
れ
た
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
し
て
、
恵
比
寿
は
海
の
神
様
、
漁
業

の
神
様
で
、
港
が
近
く
、
た
く
さ
ん
魚
屋

が
営
ま
れ
て
い
た
魚
棚
三
丁
目
の
人
形
に

な
っ
た
こ
と
は
頷
け
ま
す
。

　
最
後
に
、
練
車
を
華
麗
に
彩
る
幕
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。
屋
根
軒
下
に
ま
わ
す

幕
を
「
天
水
引
幕
」、
勾
欄
の
下
に
巡
ら
す

幕
は
「
腰
水
引
幕
」、
下
段
を
覆
う
幕
を

「
胴
幕
」、
練
車
の
後
ろ
に
掛
け
る
幕
を

「
見
送
幕
」と
言
い
ま
す
。
天
水
引
は
巴
文

な
ど
が
あ
し
ら
わ
れ
た
シ
ン
プ
ル
な
も
の

で
す
が
、
そ
の

他
の
幕
は
各
車

で
デ
ザ
イ
ン
が

異
な
り
、
色
糸

や
金
糸
の
刺
繍

が
あ
し
ら
わ
れ

た
豪
華
で
見
応

え
の
あ
る
も
の

ば
か
り
で
す
。

特
に
魚
棚
一
丁
目
の
腰
水
引
幕
、
胴
幕
は

豪
華
な
仕
立
て
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
腰
水
引
幕
に
は
「
釡
」「
竹
林
の
虎
」

「
太
鼓
と
稲
光
」「
鯉
二
匹
」「
笠
と
鍬
」

の
刺
繍
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
「
二

十
四
孝
」
と
い
う
中
国
の
元
の
時
代
に
書

か
れ
た
親
孝
行
の
人
物
24
人
の
物
語
か
ら

と
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
胴
幕
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
鳳
凰
、
孔
雀
、

龍
が
色
と
り
ど
り
の
色
糸
、
銀
糸
、
金
糸

で
刺
繍
さ
れ
、
龍
の
刺
繍
に
は
鱗
を
立
体

的
に
見
せ
る
た
め
に
金
糸
に
墨
を
塗
る
と

い
う
凝
っ
た
手
法
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
見
送
幕
が
み
ら
れ
る
の
は
、
本

町
一
丁
目
と
裡
町
一
丁
目
だ
け
で
本
町
一

丁
目
の
も
の
は
「
紅
葉
狩
」
と
い
う
能
の

演
目
を
表
し
て
い
ま
す
。

　
年
に
一
度
の
無
礼
講
の
楽
し
み
と
し
て
、

吉
田
の
町
人
た
ち
が
競
い
合
う
よ
う
に
贅

を
尽
く
し
、
趣
向
を
凝
ら
し
、
江
戸
時
代

か
ら
受
け
継
い
で
き
た
練
車
、
祭
礼
絵
巻

さ
な
が
ら
の
姿
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

練車下段の囃子方

魚棚 1丁目の胴幕（龍の刺繍）

か
き
や
ま

ね
り
く
る
ま

こ
う
ら
ん

上
段　
　
　
　
下
段

上
段　
　
　
　
下
段

勾欄勾欄

胴幕胴幕

車輪車輪

人形人形

見送幕見送幕

梶棒梶棒

天水引幕天水引幕

屋根屋根 ［人形屋台の各部名称］

魚棚 1丁目の腰水引幕（虎の刺繍）

ひ
き

や
ま

た
が

は
し
し
も

か
ん   

う

た
け
の
う
ち

す
く  

ね　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

く
す
の
き
ま
さ
し
げ

は
ち
ま
ん　
た    

ろ
う 

よ
し  

い
え

て
ん
み
ず 

ひ
き 

ま
く

こ
し  

み
ず 

ひ
き  

ま
く

ど
う  

ま
く

み
お
く
り
ま
く
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ブラ防災さんぽ　　杉田  和男（すぎた　かずお）
1949 年　吉田町生まれ　高校卒業後、愛媛県土地改良事業団連合会に入り、同会退職後の 2006 年より 2022 年まで徳洲会
宇和島病院で介護職として勤務　2018 年より宇和島市のボランティアガイド　2022 年　南予きずな博の「ブラ防さんぽ」
に参加し現在に至る

吉田陣屋町の歴史と 「ブラ防さんぽ」 の活動

■
吉
田
陣
屋
町
の
歴
史　

　
吉
田
は
地
名
の
由
来
に
も
な
っ
て
い
る

よ
う
に
、
も
と
は
葦
が
群
生
す
る
汐
入
の

湿
地
帯
で
、
そ
こ
に
立
間
川
水
系
の
三
つ

の
川
が
集
ま
る
低
地
だ
。
そ
こ
に
伊
予
吉

田
藩
の
陣
屋
町
が
誕
生
し
た
。

　
町
割
り
の
造
成
は
入
部
翌
年
か
ら
本
格

化
し
、
石
城
山
麓
に
周
辺
の
山
を
切
り
崩

し
て
埋
め
立
て
、
陣
屋
を
配
置
し
た
。
中

部
は
家
中
町
、
南
部
は
町
人
町
の
陣
屋
町

が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
家
中
町
は
、
川
に
囲
ま
れ
た
造
成
地
、

町
人
町
は
河
口
部
の
海
に
近
い
た
め
水
害

の
リ
ス
ク
が
非
常
に
高
く
、
実
際
に
何
度

も
大
き
な
災
害
に
あ
っ
て
い
る
。

　
吉
田
陣
屋
町
の
町
割
り
は
造
成
当
初
か

ら
道
路
で
は
な
く
水
路
（
排
水
路
）
を
張

り
巡
ら
し
基
盤
に
し
て
い
る
。
こ
の
水
路

は
「
大
溝（
オ
オ
ミ
ゾ
）」
と
呼
ば
れ
、
水

路
の
末
端
に
は
調
整
池
（
汐
田
）
が
あ
り
、

水
門
の
開
け
閉
め
に
よ
っ
て
水
害
を
防
い

で
い
た
。
現
在
も
毎
年
５
月
に
は
、
住
民

総
出
の
溝
掃
除
（「
ド
ブ
掃
除
」
や
「
溝
サ

ラ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
）
が
行
わ
れ
、
地
域

の
強
い
つ
な
が
り
を
生
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
吉
田
の
町
は
、
吉
田
藩
政

時
代
か
ら
道
路
、
水
路
、
町
割
り
を
維
持

す
る
集
団
管
理
が
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず

踏
襲
さ
れ
て
い
る
都
市
遺
構
と
言
え
る
。

■
ブ
ラ
防
さ
ん
ぽ
の
活
動　

　
平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
７
月
７
日
、

豪
雨
（
以
下
：
平
成
30
年
７
月
豪
雨
）
に

よ
り
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
宇
和
島
市
吉

田
町
、
そ
れ
ま
で
の
平
穏
な
生
活
が
一
変

し
た
。
発
災
当
日
の
朝
、
御
殿
内
地
区
に

あ
る
自
宅
の
周
り
は
、
ま
る
で
川
の
よ
う

に
泥
水
が
勢
い
よ
く
流
れ
、
口
か
ら
出
る

の
は
、「
大
丈
夫
か
」「
２
階
へ
上
が
れ
」

ぐ
ら
い
で
、
近
所
を
気
遣
う
余
裕
は
な
か

っ
た
。
昼
頃
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
水
が

引
い
た
が
家
の
中
は
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
で
言

葉
も
出
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
、
多
く
の
人
の
助
け
で
、
ど
う

に
か
普
通
の
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
頃
、
地
域
の
た
め
に
何
か
で
き
る
事
は

な
い
か
と
思
い
つ
い
た
の
が
、
防
災
マ
ッ

プ
の
制
作
だ
っ
た
。
個
人
情
報
の
壁
に
悩

ま
さ
れ
な
が
ら
も
、
ど
う
に
か
完
成
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
。

　
そ
の
後
も
、
自
身
の
体
験
を
通
じ
て
地

域
貢
献
で
き
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
と
こ

ろ
へ
、
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
に
開
催

さ
れ
た
「
え
ひ
め
南
予
き
ず
な
博
」
で
、

防
災
減
災
の
意
識
向
上
と
記
憶
を
受
け
継

ぐ
た
め
、
未
だ
に
残
る
災
害
の
爪
痕
を
間

近
に
見
学
し
な
が
ら
当
時
の
体
験
や
災
害

の
備
え
に
つ
い
て
地
元
ガ
イ
ド
か
ら
学
べ

る
、
防
災
減
災
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
ブ
ラ

防
さ
ん
ぽ
」
が
行
わ
れ
る
と
い
う
の
を
聞

き
、
ガ
イ
ド
メ
ン
バ
ー
加
わ
っ
た
。

　
「
ブ
ラ
防
さ
ん
ぽ
」
の
活
動
は
、「
え
ひ

め
南
予
き
ず
な
博
」
が
終
了
し
た
現
在
も

希
望
者
が
絶
え
ず
、
活
動
は
継
続
し
て
お

り
、（
問
合
せ
は
宇
和
島
Ｎ
Ｐ
О
セ
ン
タ
ー
）

引
き
続
き
吉
田
の
町
割
り
の
素
晴
ら
し
さ

に
加
え
、
被
災
体
験
を
交
え
た
案
内
を
し

て
い
る
。

　
吉
田
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
繋

が
る
助
け
合
い
の
絆
が
あ
る
が
、
ま
さ
に

今
回
の
災
害
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
助

け
合
い
の
精
神
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
今
が
あ

る
と
思
う
。

※江戸時代の都市形態のひとつで、３万石以下の大名が藩庁を置いた建物をいう

吉田図書館駐車場で被災当時の様子を説明する杉田さん（右から 2人目）

武家屋敷前の江戸時代からの排水路の説明をする様子
（左）山口賢司さん（左から２人目）渡邊正三さん

毎年5月に行われる吉田の溝掃除の様子

せ
き
じ
ょ
う
さ
ん
ろ
く

か
ち
ゅ
う
ま
ち　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ち
ょ
う
に
ん
ま
ち

よ
し

■宇和島NPOセンター
　☎ 0895-49-3563
　info@uwajima-npo-center.jp
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他
の
行
事
や

練
物

11    つなぐ　2023秋号

魚棚２丁目／宝多 魚棚３丁目／恵比寿 魚棚２丁目／太閤秀吉 魚棚１丁目／八幡太郎義家 裡町２丁目／楠木正成 裡町 1丁目／武内宿禰 本町 1丁目／関羽

■吉田祭礼絵巻（利根翠塢模写本）※一部加工

■
八
幡
宝
多
（
は
ち
ま
ん
ぼ
た
）

宝
多
（
ほ
た
）
は
大
き
な
頭
が
印
象
的

で
胴
体
の
下
に
脚
だ
け
が
見
え
る
独
特

の
風
貌
。
頭
を
噛
ん
で
も
ら
う
と
健
康

に
な
る
と
言
わ
れ
、
宝
多
の
周
り
は
多

く
の
子
ど
で
賑
わ
う
。

■
神
輿

神
輿
は
祭
神
の
応
神
天
皇
、
比
売
大
神

（
ひ
め
お
お
み
か
み
）、
神
功
皇
后
の
三

体
が
渡
御
し
、
一
番
神
輿
（
松
）、
二
番

神
輿
（
竹
）、
三
番
神
輿
（
梅
）
と
区
分

さ
れ
て
い
る
。

■
四
ツ
太
鼓

４
人
の
男
児
が
四
方
の
張
り
出
し
に
乗

り
、「
よ
ー
い
や
っ
せ
」
と
掛
け
声
を
発

し
な
が
ら
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
す
。
そ
の

為
、
地
元
で
は
四
ツ
太
鼓
の
こ
と
を

「
よ
い
や
っ
せ
」
と
呼
ぶ
。

■
御
船
（
お
ふ
ね
）

吉
田
藩
主
の
御
座
船
「
八
幡
丸
」
が
モ

デ
ル
で
周
囲
の
幕
に
は
吉
田
藩
伊
達
家

の
家
紋
が
あ
し
ら
わ
れ
る
豪
華
な
和
船
。

■
御
用
練
（
ご
よ
う
ね
り
）

祭
礼
絵
巻
さ
な
が
ら
に
、
裃
や
羽
織
袴

身
に
ま
と
っ
た
侍
姿
の
人
々
が
行
列
の

先
頭
を
歩
く
。

■
七
福
神

恵
比
寿
を
除
い
た
六
福
神
の
面
と
衣
装

を
着
た
子
ど
も
た
ち
が
恵
比
寿
を
乗
せ

た
練
車
と
と
も
に
練
り
歩
く
。

■練車（ねりぐるま）
練車の構造は屋根付き２階建て４輪の
曳山だ。上段は高欄を巡らせて人形を
載せる「人形屋台」で、下段に三味線、
太鼓、鉦などの囃子方が乗り込む。



宇和島駅前に懐かしい昭和の匂いのするカフェ・ド・モアという喫茶店があります。

昔は気取った画廊喫茶はありましたが、お店がアトリエに占領されてしまった喫茶店は

他にはないでしょう。お店が暇な時、マスターは奥のテーブルで絵を描いて、気に入っ

た絵を壁中に飾っています。

この度、マスターと気の合う仲間で「モア展」を開催することとなりました。

お忙しいとは存じますが、皆様ご覧頂ければ幸いです。　　　　　　　　　　

2023.11.11（土）―11.19（日）　　13（月）休み
　　　10：00―17：00〈最終日 15：00〉

　　　初日 17：00よりオープニングパーティー＆ギャラリートーク

北宇和島駅

ガソリンスタンド●

ローソン●

フジグラン北宇和島店
●

★Atelier ぱれっと

◀吉田町・三間 IC 宇和島市街▶
56

●エディオン北宇和島

宇和島市伊吹町字イカリ甲 1083-1　Vista2F　　TEL.090-7784-4703　　　　　　　https://www.art-palette.com/

　会場　アトリエぱれっと

モ ア 展 井 関 喜 代 　 西 川 心 平 　 濱 田 榮 子 　 フ ジ ヤ マ ・ バ ロ ン

森 本 秀 樹 　 山 本 淳 子 　 山 本 晴 美

森本秀樹　旧海水浴場

濱田榮子　浮遊する景 山本晴美　何処へ フジヤマ・バロン　Passion 井関喜代　石榴

山本淳子　蘭

西川心平　由良半島

井関喜代・濱田榮子展　　̶　山と海の碧　̶　　　
　　　　　　2023 年 10 月 8日（日）  ̶　31 日（火）  ̶16:00　　　

　　　　　　　　
作家在朗日 10 月 8日（日）・9日（月）

11:00̶16:00

※作家在廊日以外にお越しの際は、お電話にて
　ご予約下さいますようお願いいたします。

井関喜代　「クリスマスローズ」水彩 4F 濱田榮子　「静かな刻」OIL-PAPER　21.5×21.5cm

スペース縁  ∞  吉原
東京都国分寺市内藤 2-22-9

tel.042-573-0748 ／ 090-6954-6875
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2023年 １２月３日（日）13:30開場 14:00開演　
会　　場：パフィオうわじま  1 階ホール

チケット ： 1,000 円（一般） 500 円（高校生以下）
※全席自由席　※当日券は 500 円増　※未就学児童の入場はできません
チケット販売所：パフィオうわじま１階受付　 お問合せ：0895 - 49 - 5922
主催：宇和島市生涯学習センター  ／  後援：宇和島ケーブルテレビ（株）

読者プレゼント
抽選でペア券４組様

《応募方法》ハガキ、メールで住所、氏名、連絡先、年齢、性別、本誌へのご意見ご感想をご記入の上、下記までお送り下さい。
〒798-0041　愛媛県宇和島市本町追手2-8-21　宇和島信用金庫　業務推進部　広報文化室まで
　　　　　　　メール：uwashin-gyousui@uwajima.shinkin. jp

PROGRAM

ベートーヴェン：ピアノソナタ第27番

リスト：コンソレーション第3番

リスト：『巡礼の年第２年 イタリア』より

　　　　ペトラルカのソネット 第 104番

リスト：『巡礼の年第3年』より

　　　　エステ荘の噴水

リスト：ハンガリー狂詩曲第13番

　　　　　　　《休　　憩》

ドビュッシー：版画

　　　　　　　塔～グラナダの夕べ～雨の庭

ファリャ：ドビュッシーの墓碑銘のための讃歌

ファリャ：アンダルシア幻想曲

締め切り：11月10日

蔡   翰平  ピアノリサイタル
さい　　　　かん　 ぺい

第
２
回
う
わ
し
ん
カ
レ
ン
ダ
ー
公
募
展

　
昨
年
、
創
立
一
〇
〇
周
年
記
念
事

業
の
一
環
と
し
て
実
施
し
た
カ
レ
ン

ダ
ー
公
募
展
を
今
年
も
７
月
25
〜
30

日
の
間
、
宇
和
島
市
内
の
ア
ト
リ
エ

ぱ
れ
っ
と
で
開
催
し
、
令
和
６
（
２

０
２
４
）
年
版
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
採

用
す
る
作
品
が
決
定
し
ま
し
た
。

　
◇
最
優
秀
賞　
◇
優
秀
賞
（
Ｗ
受
賞
）

　
　
　
　
三
浦  

澄
子
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
「
遊
子
水
荷
浦
の
段
畑
」

　
◇
佳　
作

　
　
　
　
亀
井  

邦
隆
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
「
宇
和
島
駅
」

　
◇
佳　
作

　
　
　
　
高
山  

富
士
夫
さ
ん

　
　
　
　
　
　
　
「
宇
和
島
の
港
の
風
景
」

（上）左からキャンバス代表の清家由佳さん、三浦澄子さん、亀井邦隆さん、清家理事長
（左上）「遊子水荷浦の段畑」　（左中）「宇和島駅」（左下）「宇和島の港の風景」

○
カ
レ
ン
ダ
ー
採
用
作
品
（
最
優
秀
賞
）
１
点

○
最
終
選
考
２
点
（
佳
作
）　

○
人
気
投
票
、
最
多
得
票
作
品
（
優
秀
賞
）
１
点
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桐
朋
学
園
と
山
下
亀
三
郎
の
縁

つなぐ　2023秋号　 14桐朋学園音楽部門 仙川新キャンパス　　写真提供／隈研吾建築都市設計事務所



権現山
毛山

宇和島市吉田町喜佐方出身で「吉田三傑」の一人、山下亀三郎が戦前、「船はいつか沈む。だが、人を育て心を育てる教育は
永遠である」との教育理念の下、創立されたのが東京都にある桐朋学園だ。同学は、世界的な音楽演奏家や各界の第一線で活
躍する人を数多く輩出する名門で、平成 30 年の西日本豪雨災害の際、被災した学校のルーツともいえる吉田町を音楽で元気づ
けようと準備が進められていたが、新型コロナウイルス蔓延の為、中止されていたが、この度、「ご縁で繋がる　ふるさと宇和
島コンサート」と銘打って開催されることになったので、山下亀三郎と桐朋学園の縁についてご紹介する。

1940 年、山下汽船株式会社社長で、教育への尊崇の念が篤かった山下亀三郎氏（宇和島市吉田町
喜佐方出身）による陸海軍への寄付を基に、財団法人山水育英会が結成されました。そして、翌 1941
年、軍人の子弟子女の教育を目的として、国立に山水中学校、仙川に山水高等女学校が創設されまし
た。しかし、敗戦によって山水育英会は解散を余儀なくされ、一切を東京文理科大学・東京高等師範
学校（のちの東京教育大学）に移管して、1947 年、財団法人桐朋学園が誕生しました。「桐朋」の名称
は東京教育大学の校章 “桐” に由来し、同校との協力の関係を意味します。務台理作学長が桐朋学園
初代の理事長と校長を兼任して、桐朋中学校・高等学校と桐朋女子中学校・高等学校が発足しました。
両校はそれ以後もしばらく、東京教育大学から校長を迎え教育の現場から主事を立てて、教育内容を
充実させていきました。やがて、主事から出た、女子校の生江義男校長、男子校の児玉実雄校長がリ
ードして、教育への情熱と学究の気風、自由と自治の精神を高揚させ、両校それぞれに教育の特色を創り出していきました。
以来、自主と創造の校風はよく受け継がれ、校長も現場から選出されています。
女子部門は 1955 年に桐朋幼稚園・桐朋小学校を、男子部門も 1959 年に桐朋学園小学校を開設、小中高一貫の教育体制を作
りました。女子部門はさらに、1964 年に桐朋学園大学短期大学部（文科・音楽科）を開設します。1966 年には、千田是也氏
らによって俳優養成を目的とした演劇専攻が開設され、短大は文科と芸術科（音楽専攻・演劇専攻）という編成になりました。
そして、2004 年、従来の短期大学部を改組して、桐朋学園芸術短期大学として出発しました。
　音楽部門の音楽教育は、戦後復興の希望を子供たちの無限の創造力に見出した斎藤秀雄・井口基成両氏らの「子供のための
音楽教室」の開設（1948 年）に始まります。子供たちの成長に合わせて音楽教育の学校が必要になり、桐朋女子高等学校（普
通科）に、1952 年、音楽科（共学）が併設されました。そして、桐朋学園短期大学音楽科を経て、1961 年、桐朋学園大学音
楽学部が開設されました。その後桐朋学園の音楽教育はめざましい発展を遂げ、小澤征爾氏を初め多数の世界的な音楽家を輩
出して来ました。1995 年には、富山市の誘致を受け、桐朋オーケストラ・アカデミーを、1999 年には桐朋学園大学院大学を
開設し、高度の専門教育を行っています。　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　（桐朋学園ホームページより）
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桐朋学園のあゆみ

※2）くに  たち　　　　　　　　　　　　　  ※3）せん かわ

※1）実業家。財界人。宇和郡喜佐方村（現、宇和島市吉田町）出身。18 歳で上京し、明治法律学校（現、明治大学）に入るが１年余りで中退、日本橋の紙店で奉公の後、横浜の竹内商会
           石炭部に入り、明治 30（1897）年、同商会を継承して独立し、横浜石炭商会を設立した。明治 36（1903）年、英国から船を購入して海運業に進出、日露戦争の御用船徴用で海運業
           者としての基礎を築いた。その後、株の大暴落や北海道の木材事業の失敗など倒産の危機があったが、亀三郎は不屈の精神で乗り越え、明治 44（1911）年に山下汽船合名会社を設立
           し、第一次世界大戦後には世界各地に支店を置く業界トップクラスの会社に発展させて「海運王」と呼ばれた。（『愛媛人物博物館～人物博物館展示の愛媛の偉人たち～』より）
※2）東京都国立市　※3）東京都調布市仙川町

む   たい    り  さく

桐朋学園大学院大学
桐朋オーケストラ・アカデミー

［富山市］

桐朋学園大学音楽学部
大学院音楽研究所

［調布市］

桐朋学園
芸術短期大学
［調布市］

桐朋女子高等学校
音楽科

［共学・調布市］

桐朋女子高等学校
普通科

［女子・調布市］

桐朋高等学校
［男子・国立市］

桐朋中学校
［男子・国立市］

桐朋女子中学校
［女子・調布市］

桐朋幼稚園
［共学・調布市］

桐朋学園小学校
［共学・国立市］

男子

女子

桐朋小学校
［共学・調布市］

男子

女子

子供のための音楽教室
［全国各カ所］

※1）やま した  かめ さぶ  ろう

山下亀三郎

せん   だ    これ  や

さい とう ひで  お　　　　い　ぐち もと なり

桐朋学園の部門構成

学校法人 桐朋学園　〒182-8510　東京都調布市若葉町１－ 41 －１　　　　　HP：https://www.toho-gakuen.com



毛山

理
事
長
に
は
松
山
出
身
の
清
水
喜
重
陸
軍
中
将
、

顧
問
に
亀
三
郎
が
つ
い
た
。
と
も
に
愛
媛
出
身
だ
。

　
設
立
の
目
的
を
「
外
地
に
赴
く
軍
人
と
軍
属
が

安
心
し
て
外
地
で
過
ご
せ
る
よ
う
、
子
弟
子
女
の

全
寮
制
の
教
育
機
関
を
作
っ
て
も
ら
う
た
め
だ
。

運
営
は
陸
軍
と
海
軍
の
大
臣
に
任
せ
る
。
い
つ
ま

で
も
戦
争
が
続
く
わ
け
で
も
な
い
。
次
の
世
代
を

育
て
る
こ
と
こ
そ
、
国
に
尽
く
す
と
い
う
こ
と
だ
」

と
力
説
し
、
私
財
投
資
の
反
対
意
見
を
説
得
し
た
。

　
そ
し
て
、「
船
は
い
つ
か
沈
む
。
し
か
し
、
人

を
育
て
心
を
伝
え
る
教
育
は
永
遠
で
あ
る
」
と
い

う
教
育
理
念
の
も
と
、
昭
和
16
年
４
月
、
第
一
山

水
集
学
校
（
理
事
長
・
校
長  

清
水
喜
重
）、
山
水

高
等
女
学
校
（
校
長  

相
良
達
夫
）
が
開
校
し
た
。

　
翌
年
の
10
月
30
日
に
は
、
第
一
山
水
中
学
校
の

校
舎
落
成
祝
賀
式
が
挙
行
さ
れ
、
亀
三
郎
は
、
そ

の
席
上
で
「
大
地
に
足
の
つ
け
る
人
間
を
作
る
べ

し
」
と
の
根
本
理
念
に
続
き
、「
軍
人
軍
属
の
方
々

が
そ
の
子
弟
の
教
育
に
不
安
が
あ
る
と
承
り
ま
し

た
時
は
、
眞
に
我
が
事
の
ご
と
く
心
を
痛
め
ま
し

て
、
何
と
か
微
力
を
尽
く
し
た
い
と
念
願
し
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
、
私
の
さ
さ
や
か
な
念

願
が
今
日
早
く
も
実
を
結
び
、
既
に
東
京
に
第
一

山
水
中
学
校
と
山
水
高
等
女
学
校
、
大
阪
に
第
二

山
水
中
学
校
が
そ
れ
ぞ
れ
開
設
と
な
り
、
又
満
州

国
内
に
お
け
る
計
画
も
着
々
と
進
捗
し
て
い
る
と

承
り
ま
す
。
今
日
は
此
様
に
本
校
の
落
成
式
挙
行

と
相
成
る
に
至
り
ま
し
た
こ
と
は
、
私
の
歓
喜
措

　
東
京
の
国
立
市
と
調
布
市
に
桐
朋
学
園
と
い
う

学
校
が
あ
る
。
国
立
に
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等

学
校
が
あ
り
、
調
布
市
仙
川
に
は
、
桐
朋
学
園
法

人
本
部
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学

校
、
芸
術
短
期
大
学
の
音
楽
科
、
演
劇
科
、
音
楽

部
門
と
し
て
、
高
等
学
校
音
楽
科
、
大
学
、
大
学

院
が
あ
る
。
卒
業
生
に
は
、
世
界
的
な
指
揮
者
で

あ
る
小
澤
征
爾
を
は
じ
め
、
俳
優
で
は
高
畑
敦
子

な
ど
多
数
の
著
名
な
卒
業
生
が
い
る
。
こ
の
桐
朋

学
園
は
創
立
時
、「
山
水
」
と
名
乗
り
、
山
下
亀

三
郎
（
＝
以
下
・
亀
三
郎
）
の
莫
大
な
寄
付
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
た
。

　
亀
三
郎
は
、
慶
応
３
年
（
１
８
６
７
）
吉
田
藩

河
内
村
（
現
愛
媛
県
宇
和
島
市
吉
田
町
河
内
）
で

生
を
受
け
た
。
明
治
27
年
（
１
８
９
４
）、
石
炭
業

を
手
始
め
に
、
明
治
36
年
（
１
９
０
３
）
に
は
海

運
業
へ
進
出
し
、
日
露
戦
争
後
、
山
下
汽
船
合
名

会
社
を
設
立
し
、
昭
和
金
融
恐
慌
の
荒
波
を
く
ぐ

り
な
が
ら
、
一
代
で
巨
大
な
海
運
会
社
に
成
長
さ

せ
財
を
成
し
た
。
そ
の
一
方
、
教
育
に
も
目
を
向

け
、
大
正
６
年
（
１
９
１
７
）、
郷
里
の
吉
田
町

に
山
下
実
科
女
学
校
（
現
愛
媛
県
立
吉
田
高
等
学

校
）、
三
瓶
町
に
第
二
山
下
実
科
女
学
校
（
現
愛

媛
県
立
宇
和
高
等
学
校
三
瓶
分
校
）
を
開
校
さ
せ

て
い
る
。

　
昭
和
15
年
（
１
９
４
０
）
５
月
、
亀
三
郎
は
、

陸
海
軍
に
合
計
１
千
万
円
（
今
日
の
貨
幣
価
値
で

２
百
億
円
超
）
も
の
私
財
を
寄
付
し
、
そ
の
資
金

を
元
に
財
団
法
人
山
水
育
英
会
が
設
立
さ
れ
た
。
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山
下
亀
三
郎
と
山
水
と
桐
朋

曽根  眞人
そ　ね　  まさひと

ふるさと宇和島コンサート

実行副委員長

か

お    

ざ
わ 

せ
い　
じ

や
ま
み
ず

よ
し   

し
げ

さ
が   

ら  

た
つ   

お

昭和 17 年 10 月　亀三郎、来校時に撮影された写真

清水校長　　　山下亀三郎



く
能
は
ざ
る
所
で
あ
り
ま
す
と
同
時
に
胸
中
感
慨

の
切
な
る
を
覚
ゆ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
11
月
20
日
の
女
学
校
落
成
式
で

は
「
賢
母
を
得
る
た
め
に
は
如
何
に
女
子
教
育
が

重
要
な
る
か
を
夙
に
痛
感
し
た
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。

や
が
て
良
き
母
と
し
て
良
き
主
婦
と
し
て
、
次
の

世
代
の
運
命
は
在
校
生
皆
さ
ん
の
双
肩
に
か
か
っ

て
い
る
」
と
祝
辞
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（※

現
代
仮
名
遣
い
意
訳
）

　
こ
の
両
山
水
こ
そ
が
、
桐
朋
学
園
の
初
代
の
姿

で
あ
る
。
落
成
式
が
執
り
行
わ
れ
た
10
月
30
日
と

11
月
20
日
は
現
在
、
桐
朋
中
・
高
等
学
校
、
桐
朋

女
子
中
・
高
等
学
校
両
校
の
創
立
記
年
日
に
な
っ

て
い
る
。

　
平
成
27
年
（
２
０
１
５
）、
仙
川
の
桐
朋
女
子
新

聞
部
が
、『「
山
水
」
に
は
、
４
つ
の
学
校
が
あ
っ

た
』
と
新
聞
の
冒
頭
に
題
し
て
い
る
よ
う
に
、
山

水
育
英
会
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
学
校
は
、
第
一
山

水
中
学
校
、
山
水
高
等
女
学
校
の
他
に
、
星
輝
中

学
校
、
第
二
山
水
中
学
校
が
あ
っ
た
。

　
同
部
は
夏
合
宿
で
満
州
国
牡
丹
江
に
設
立
さ
れ

た
星
輝
中
学
校
の
当
時
の
生
徒
を
名
古
屋
に
訪
ね
、

更
に
大
阪
の
同
志
社
香
里
中
学
校
・
高
等
学
校
を

訪
れ
、
第
二
山
水
中
学
校
に
つ
い
て
調
べ
、
平
成

28
年
２
月
発
行
の
「
山
み
ず
」
に
お
い
て
、
ま
と

め
て
い
る
。

　
平
成
28
年
11
月
６
日
に
は
、
桐
朋
の
小
学
校
か

17    つなぐ　2023秋号

（写真右上）第一山水中学校　第 1期卒業生記念写真
（写真右下）桐朋学園大学音楽学部には 2棟の隈研吾設計の建物がある。手前の宗
　　　　　  次ホールは CoCo 壱番屋創業者の宗次德二氏の寄付により建設された
（写真左上）1942 年　校舎落成時の記念写真におさまる山水高等女学校の生徒
（写真左下）第一山水中学校の石刻を 2019 年に移設保存（当時は右から「校學中
　　　　　  水山一第」と設置されていた）

ら
大
学
ま
で
の
全
同
窓
会
が
一
堂
に
会
し
た
Ａ
Ｌ

Ｌ（
オ
ー
ル
）
桐
朋
同
窓
会
が
開
催
さ
れ
た
。
初
め

て
の
試
み
で
あ
っ
た
が
約
１
２
０
０
人
も
の
同
窓

生
が
集
ま
っ
た
。
そ
の
際
、
亀
三
郎
の
孫
に
あ
た

る
山
下
眞
一
郎
氏
、
山
下
洋
二
郎
氏
、
山
下
英
郎

氏
に
も
ご
臨
席
い
た
だ
い
た
。

　
幾
つ
も
の
学
校
を
つ
く
っ
た
亀
三
郎
は
、
奥
様

の
亀
さ
ん
と
と
も
に
東
京
の
多
摩
霊
園
の
一
角
に

静
か
に
眠
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
今
回
、「
ご
縁
で
繋
が
る
ふ
る
さ
と
宇

和
島
コ
ン
サ
ー
ト
」
が
実
現
す
る
ま
で
の
経
緯
を

記
す
。
平
成
30
年
（
２
０
１
８
）
７
月
、
西
日
本

豪
雨
が
発
生
し
、
亀
三
郎
の
ふ
る
さ
と
宇
和
島
市

吉
田
町
は
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。
令
和
２
年

秋
、
そ
の
復
興
を
願
う
と
と
も
に
地
元
の
子
供
た

ち
の
教
育
の
一
助
と
す
べ
く
音
楽
部
門
に
よ
る
コ

ン
サ
ー
ト
開
催
を
企
画
準
備
し
た
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
の
影
響
に
よ
り
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
今
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
も
や
や
下
火
に
な

る
中
で
、
宇
和
島
市
の
協
力
の
も
と
「
ご
縁
で
繋

が
る
ふ
る
さ
と
宇
和
島
コ
ン
サ
ー
ト
」
と
し
て
開

催
で
き
る
運
び
に
な
っ
た
。

　
開
催
に
あ
た
り
、
全
面
協
力
い
た
だ
い
た
宇
和

島
市
、
同
教
育
委
員
会
、
東
洋
建
設
を
は
じ
め
、

多
数
の
企
業
や
団
体
及
び
関
係
者
の
方
々
に
改
め

て
熱
く
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

曽根  眞人　プロフィール
1960 年　東京都生まれ　
桐朋学園同窓会副会長　税理士　曽根会計事務所

※

つ
と

※早くから

あ
た

写真提供／隈研吾建築都市設計事務所

「桐朋中・高等学校五十年史・年表」 「山水三校落成式紀要」（山水育英会）
「山みず」（桐朋女子中・高等学校新聞部 2016 年 2月発行）
「海運王　山下亀三郎」（青山淳平著・光人社刊）
「つなぐ 2018 年 夏号」(宇和島信用金庫 )
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誰
も
が
「
生
ま
れ
て
お
い
で
！
」
と
、
願
わ
れ

て
誕
生
し
た
い
の
ち
。「
生
ま
れ
て
き
て
く
れ
て
、

あ
り
が
と
う
！
」
と
、
た
く
さ
ん
の
人
達
に
笑
顔

で
迎
え
ら
れ
た
私
達
。

　
そ
の
「
私
の
た
っ
た
一
つ
の
命
」
は
、
ず
っ
と

ず
っ
と
、
も
っ
と
、
ず
ー
っ
と
続
い
て
今
が
あ
る

っ
て
、
ふ
と
思
い
出
し
た
り
、
考
え
た
り
し
た
こ

と
あ
る
か
な
？　
ひ
と
つ
の
命
は
一
つ
の
命
か
ら

生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
命
か
ら
生
ま
れ

た
。
こ
の
二
つ
も
二
つ
ず
つ
の
命
か
ら
生
ま
れ
た

か
ら
４
人
、
そ
し
て
８
人
・
16
人
・
・
32 

人
・
・

・
そ
の
上
に
も
・
・
・
。

　
だ
ん
だ
ん
と
数
え
切
れ
な
い
く
ら
い
の
人
の
命

が
つ
な
が
っ
て
、
今
の
私
の
命
が
あ
る
ん
だ
よ
。

ご
先
祖
様
と
い
う
、
た
く
さ
ん
の
方
々
が
つ
な
い

で
下
さ
っ
た
命
な
の
だ
。
こ
の
内
の
一
人
で
も
欠

け
て
い
た
ら
、
私
は
こ
こ
に
い
な
い
か
も
？　
ど

ん
な
時
代
も
必
死
で
生
き
ぬ
い
て
き
た
、
た
く
さ

ん
の
お
母
さ
ん
達
が
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
。
そ
う
だ
よ
、
み
ん
な
の
命
は
こ
ん
な
に
も
、

す
ご
い
つ
な
が
り
や
価
値
が
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
私
の
周
り
に
い
る
み
ん
な
も
、

世
界
中
の
人
達
も
同
じ
な
ん
だ
。
み
ん
な
も
た
く

さ
ん
の
、
た
く
さ
ん
の
人
と
つ
な
が
っ
て
、
今
が

あ
る
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
知
ら
な
い
誰
か
と
、

世
界
の
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
親
戚
か
も
だ

よ
。
そ
う
考
え
る
と
、
楽
し
い
ね
、
周
り
に
い
る

人
と
仲
良
く
し
な
く
て
は
、
命
を
奪
い
合
う
戦
争

な
ん
て
絶
対
、
絶
対
ダ
メ
だ
よ
！　
と
思
う
よ
ね
。

　
子
ど
も
た
ち
と
の
学
び
の
中
で
、「
自
分
の
命
は

自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん
の
方
々

が
つ
な
げ
て
き
て
も
ら
っ
た
命
」
で
あ
る
こ
と
を

伝
え
て
き
た
。
辛
い
と
き
や
行
き
詰
ま
っ
た
と
き

は
、
た
く
さ
ん
の
た
く
さ
ん
の
ご
先
祖
様
達
が
応

援
団
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
き
っ
と
大
丈
夫
だ
と

言
っ
て
き
た
。
私
自
身
が
、
そ
う
信
じ
て
い
る
の

だ
。
こ
の
事
実
は
き
っ
と
、「
無
限
」
と
い
う
可
能

性
を
秘
め
て
い
る
命
の
持
ち
主
で
あ
る
子
ど
も
達

が
、
光
り
輝
い
て
い
る
未
来
を
信
じ
て
、
前
へ
前

へ
と
進
ん
で
行
く
力
に
な
る
は
ず
で
あ
る
と
思
っ

て
い
る
。

　
私
達
の
身
体
は
、
細
部
に
わ
た
り
何
一
つ
「
生

き
て
い
く
」
上
で
、
役
に
立
た
な
い
部
位
は
な
い
。

例
え
ば
、
ま
ゆ
毛
だ
っ
て
、
ま
つ
げ
だ
っ
て
な
か

っ
た
ら
困
る
。
手
指
の
先
の
爪
だ
っ
て
な
か
っ
た

ら
物
が
掴
み
に
く
い
。
つ
い
忘
れ
が
ち
な
足
の
小

指
だ
っ
て
、
階
段
を
上
っ
た
り
降
り
た
り
す
る
時

に
大
い
に
役
立
っ
て
く
れ
て
い
る
。
強
い
て
言
え

ば
、
身
体
の
真
ん
中
に
あ
る
「
お
へ
そ
」
か
な
？

生
ま
れ
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
と
言
っ
た
働
き
は
な

い
部
位
で
あ
る
。
で
も
、
誰
も
が
母
親
の
お
腹
の

中
に
い
た
と
い
う
証
で
あ
る
。
時
々
は
、
触
れ
て

み
て
お
母
さ
ん
を
通
し
て
、
い
の
ち
が
つ
な
が
っ

て
き
た
こ
と
を
感
じ
て
ほ
し
い
。
き
っ
と
き
っ
と
、

ホ
ッ
ト
し
て
安
心
し
て
、
元
気
が
湧
い
て
来
る
は

ず
で
あ
る
。「
一
人
じ
ゃ
な
い
ぞ
！
」
と
叫
び
た
＜

な
る
こ
と
ま
ち
が
い
な
し
で
あ
る
。

い の ち の は な し
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　　　　　宇和島市立図書館　主任

　　　富田満久さん

　
「
毎
日
が
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
乗
っ
て
る
み

た
い
で
楽
し
い
で
す
よ
」
と
、
ウ
キ
ウ
キ
し
た

口
調
で
話
す
の
は
、
富
田
満
久
さ
ん
（
61
歳
）。

鬼
北
町
在
住
で
、
宇
和
島
駅
の
そ
ば
に
あ
る
宇

和
島
市
立
中
央
図
書
館
（
パ
フ
ィ
オ
う
わ
じ
ま
）

に
勤
務
し
て
い
る
。
聞
け
ば
、
定
年
退
職
を
機

に
、
宇
和
島
市
か
ら
鬼
北
町
に
移
住
し
、
通
勤

手
段
は
予
土
線
な
ん
だ
と
か
。

「
鉄
道
の
な
い
津
島
町
出
身
な
ん
で
す
け
ど
、
以

前
か
ら
川
の
近
く
に
住
み
た
い
と
思
っ
て
い
て
、

近
永
に
引
越
し
ま
し
た
。
朝
、
近
永
駅
か
ら
宇

和
島
駅
ま
で
予
土
線
に
乗
る
ん
で
す
け
ど
、
学

生
た
ち
が
沢
山
乗
っ
て
い
て
、
皆
、
下
向
い
て

勉
強
し
て
る
ん
で
す
よ
。
車
窓
に
あ
ん
な
に
素

敵
な
風
景
が
広
が
っ
て
る
の
に
、
も
っ
た
い
な

い
な
と
思
い
ま
す
。
た
っ
た
３
年
間
な
ん
だ
か

ら
、
車
窓
の
景
色
を
見
て
ほ
し
い
、
予
土
線
を

楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
思
う
ん
で
す
」

　
富
田
さ
ん
は
、
季
節
や
時
間
に
よ
っ
て
車
窓

の
景
色
が
違
っ
て
い
る
の
が
予
土
線
の
い
い
と

こ
ろ
だ
と
言
い
、
予
土
線
は
、〝
田
ん
ぼ
の
中
を

泳
ぐ
よ
う
に
走
る
〞
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
予

土
線
の
沿
線
は
、
季
節
の
移
ろ
い
と
共
に
、
水

田
か
ら
青
田
へ
、
そ
し
て
稲
穂
が
実
り
、
一
面

を
金
色
に
染
め
て
い
く
・
・
・
。

「
冬
の
雪
景
色
も
最
高
で
し
た
ね
。
そ
し
て
春
、

務
田
の
坂
あ
た
り
の
桜
が
満
開
の
時
季
に
は
桜

の
ト
ン
ネ
ル
を
列
車
が
く
ぐ
っ
て
い
く
ん
で
す
」

　
藪
を
越
え
、
力
強
く
走
る
１
両
の
ワ
ン
マ
ン

列
車
が
坂
道
で
は
、
う
な
り
を
上
げ
、
直
線
で

は
座
席
か
ら
尻
が
浮
く
ほ
ど
速
度
を
上
げ
る
。

ま
さ
に
、
予
土
線
は
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
だ
。

文／山下文子　
写真／坪内政美

5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「近永駅」

と み　 た   みつ　 ひさ
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高
校
時
代
美
術
部
だ
っ
た
と
い
う
富
田
さ
ん
。

最
近
、
50
年
ぶ
り
に
絵
筆
を
と
っ
た
と
い
う
。

「
予
土
線
の
駅
を
全
部
巡
っ
て
み
た
ん
で
す
。
わ

び
さ
び
と
言
う
か
、
そ
ん
な
情
緒
を
感
じ
た
ん

で
す
ね
。
ど
こ
か
懐
か
し
さ
を
感
じ
る
構
図
と

い
う
か
。
駅
に
す
ご
く
惹
か
れ
ま
し
た
ね
」

　
富
田
さ
ん
の
絵
を
見
た
と
き
、
私
は
、
ハ
ッ

と
し
た
。
普
段
見
慣
れ
て
い
る
は
ず
の
駅
な
の

に
、
ま
る
で
映
画
の
ワ
ン
シ
ー
ン
を
切
り
取
っ

た
か
の
よ
う
な
水
彩
画
は
、
竹
ペ
ン
と
パ
ス
テ

ル
を
使
っ
て
優
し
い
筆
遣
い
で
風
景
が
描
か
れ

て
い
た
。
予
土
線
の
駅
の
一
枚
一
枚
を
眺
め
な

が
ら
、
こ
ん
な
に
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
場
所
だ

っ
た
の
か
と
息
を
の
ん
だ
。
無
人
駅
な
の
に
、

ど
こ
か
温
か
み
の
あ
る
、
さ
さ
や
か
な
人
々
の

暮
ら
し
や
営
み
を
感
じ
る
の
だ
。

　
た
と
え
ば
、
半
家
駅
を
描
い
た
作
品
は
、
長

い
階
段
を
上
っ
た
先
に
あ
る
小
さ
な
駅
だ
が
、

オ
ー
ト
三
輪
や
軽
ト
ラ
が
ち
ょ
こ
ん
と
描
か
れ

て
い
る
。

「
実
際
の
景
色
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
で
す
よ
。

見
た
ま
ま
と
い
う
よ
り
は
、
心
に
残
る
と
い
う

感
じ
で
し
ょ
う
か
。
小
学
生
の
と
き
に
習
っ
た
、

あ
の
竹
ペ
ン
の
か
す
れ
具
合
と
か
風
合
い
が
好

き
な
ん
で
す
」

　
予
土
線
の
風
景
が
富
田
さ
ん
の
日
常
の
風
景

に
な
っ
て
い
る
。
夕
方
の
帰
宅
時
に
見
る
大
内

駅
の
夕
景
。
踏
切
か
ら
見
え
る
近
永
駅
の
ホ
ー

ム
と
大
き
な
イ
ブ
キ
の
木
。
木
造
の
土
佐
大
正

駅
に
は
、
路
線
バ
ス
と
赤
い
郵
便
ポ
ス
ト
が
レ

ト
ロ
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
バ
イ
ク

で
ツ
ー
リ
ン
グ
を
し
た
と
き
に
、
ふ
と
見
上
げ

た
十
川
駅
に
は
黄
色
い
「
し
ま
ん
ト
ロ
ッ
コ
」。

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。

富田さんが描いた「半家駅」の絵

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

田
ん
ぼ
の
傍
の
家
地
川
駅
に
は
、
お
も

ち
ゃ
の
よ
う
な
鉄
道
ホ
ビ
ー
ト
レ

イ
ン
が
停
車
し
て
い
る
。

　
降
り
る
機
会
な
ど
、
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
小
さ
な
駅
が

愛
お
し
く
な
る
。
現
在
６
駅

を
描
き
上
げ
て
い
て
、
月
２
回

の
絵
画
教
室
で
４
時
間
か
け
て

１
枚
を
完
成
さ
せ
る
と
い
う
。

「
仕
事
帰
り
の
一
杯
っ
て
い
う
の
に
憧
れ
て
た

ん
で
す
。
宇
和
島
か
ら
列
車
に
乗
る
前
で
も
い

い
ん
で
す
け
ど
、
近
永
駅
に
着
い
て
か
ら
列
車

を
降
り
て
自
宅
ま
で
に
あ
る
小
さ
な
店
で
飲
む

っ
て
い
う
の
が
、
お
気
に
入
り
で
す
。
な
ん
か
、

そ
れ
が
す
ご
く
良
い
ん
で
す
」

　
乗
っ
て
、
描
い
て
。
す
っ
か
り
暮
ら
し
の
一

部
と
な
っ
て
い
る
予
土
線
を
富
田
さ
ん
は
１
２

０
パ
ー
セ
ン
ト
楽
し
ん
で
い
る
。
い
つ
か
予
土

線
20
駅
の
絵
を
描
き
上
げ
た
ら
、
ぜ
ひ
展
覧
会

を
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。
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ツーリングも予土線巡りも
愛車（BMW  F750GS）と一緒です。

は　
げ

と
お
か
わ

い
え 

ぢ 

が
わ



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

　
曽
根
の
天
神
花
踊
は
月
遅
れ
の
八
朔
に
あ
た
る

９
月
１
日
に
宇
和
島
市
三
間
町
曽
根
の
天
満
神
社

で
行
わ
れ
る
太
刀
踊
で
、
高
知
県
と
南
予
地
方
に

伝
わ
る
独
特
の
民
俗
芸
能
で
あ
る
。

　
起
源
伝
承
は
、
戦
国
時
代
に
土
佐
の
長
宗
我
部

元
親
が
現
在
の
南
予
を
侵
攻
し
、
三
間
盆
地
も
ほ

ぼ
手
中
に
収
め
た
が
、
三
間
北
部
の
歯
長
城
を
攻

め
抜
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
元
親
は
家
来
に

命
じ
て
、
毎
夜
、
土
佐
名
物
の
太
刀
踊
を
踊
ら
せ

た
。
そ
れ
を
見
た
地
元
の
農
民
た
ち
は
恐
ろ
し
く

て
近
づ
か
な
か
っ
た
が
、
次
第
に
見
物
す
る
者
が

増
え
、
共
に
踊
り
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
曽
根
の
天
満
神
社
に
て
、
伊
予
と
土
佐
の
農
民

が
合
同
で
踊
る
こ
と
と
な
り
、
歯
長
城
主
も
近
習

を
連
れ
て
見
物
し
て
い
た
。
そ
こ
で
元
親
は
号
令

を
出
し
て
歯
長
城
主
を
捕
ら
え
殺
し
て
し
ま
い
、

歯
長
城
も
落
城
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
そ
の

後
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
歯
長
城
主
の
霊
を
慰
め

る
た
め
に
、
９
月
１
日
に
踊
り
を
催
し
た
と
い
う
。

　
踊
り
の
構
成
は
、
口
説
き
が
数
名
、
大
太
鼓
１

名
、
締
太
鼓
１
名
、
踊
り
手
が
大
太
刀
５
名
、
小

太
刀
４
名
、
鎌
20
名
ほ
ど
で
、
青
年
と
少
年
が
踊

っ
て
い
た
。
近
年
の
踊
り
手
は
成
年
男
子
５
名
、

高
校
生
２
名
、
中
学
生
２
名
、
小
学
２
年
生
か
ら

６
年
生
が
５
名
の
合
計
14
名
で
あ
り
、
口
説
き
は

年
配
の
者
が
つ
と
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

演
目
は
14
種
類
あ
る
が
、
太
刀
を
長
柄
に
し
て
、

こ
れ
に
白
紙
の
「
シ
デ
」
を
付
け
、
舞
台
の
周
囲

に
張
ら
れ
た
注
連
縄
を
切
っ
た
り
す
る
。

は
な
が

―

太
刀
　
鎌
の
郷
土
芸
能―

曽
根
の
天
神
花
踊
︵
宇
和
島
市
三
間
町
︶

ち
ょ
う
そ  

か     

べ

も
と
ち
か

撮影／北濱一男

そ　
　

 

ね　
　
　
　
　

   

て 

ん    

じ  

ん   

な 

は  

お
ど
り

　
演
目
は
、
太
刀
踊
り
の
部
、
鎌
踊
り
の
部
に
わ

か
れ
、
太
刀
踊
り
の
部
に
は  

①
さ
き
だ
ち
、②
さ

し
あ
い
、③
く
る
ま
、④
も
ん
じ
り
、⑤
き
り
あ
げ
、

⑥
わ
き
ば
さ
み
、⑦
み
と
う
し
き
が
あ
る
。
鎌
踊
り

の
部
は 

⑧
さ
し
あ
い
、⑨
く
る
ま
、⑩
も
ん
じ
り
、

⑪
わ
り
か
ま
、⑫
と
り
お
い
、⑬
さ
し
あ
い
が
あ
り
、

最
後
に
「
ひ
き
」
が
あ
っ
て
全
部
で
14
演
目
と
な

る
。

　
最
後
に
大
太
刀
を
ま
と
め
て
神
職
に
渡
し
て
拝

殿
に
持
っ
て
行
き
、
閉
式
の
神
事
を
行
い
、
終
了

と
な
る
。
ま
た
、
鎌
を
用
い
た
踊
り
は
、
戦
国
時

代
の
長
宗
我
部
軍
の
太
刀
に
対
抗
し
、
地
元
の
農

民
が
鎌
を
持
っ
て
共
に
踊
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る

と
も
い
わ
れ
る
。

　
こ
の
踊
り
は
太
刀
・
鎌
と
い
っ
た
採
物
だ
け
で

は
な
く
歌
詞
も
興
味
深
い
。「
こ
こ
あ
け
よ
や
ま
通

り
き
ぞ
や
開
け
ず
ば
、
登
り
跳
ね
越
え
は
ね
越
え

て
此
方
寄
り
添
え
、
そ
え
や
つ
ま
び
き
着
じ
ょ
う

や
絹
の
褄
、
着
も
そ
め
ぬ
絹
の
褄
よ
り
着
そ
め
た

麻
の
褄
、
は
な
と
り
は
七
日
垢
離
し
よ
う
、
お
と

し
て
く
れ
な
せ
ん
ご
せ
、
せ
ん
ご
せ
は
ど
こ
の
せ

ん
ご
せ
、
み
し
ょ
う
の
み
ど
り
の
せ
ん
ご
せ
」

な
ど
と
あ
り
、
高
知
・
南
予
各
地
の
歌
詞
と
も
類

似
し
、
室
町
時
代
風
の
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
。

南
予
の
郷
土
芸
能
で
あ
る
鹿
踊
り
や
獅
子
舞
よ
り

も
古
い
時
期
か
ら
継
承
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

り
、
現
在
、
愛
媛
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ

れ
て
い
る
。

vs
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泉ヶ森からの夜景
宇和島市内から北東方向に見える、てっぺんにアンテナ
が建ってる山が泉ヶ森標高（７５５ｍ）です。宇和島市
と鬼北町との境にある山で宇和島の市街地の住民にとっ
ては「アンテナの山」として知られています。また、三
間町側から眺めると、なだらかに裾を左右に広げている
山容が富士山のように観えることから、三間の人たちか
らは「三間富士」と呼ばれて親しまれてます。
 山頂にはテレビ等の中継基地があって、各局のアンテナ
が林立していて、それらの保守点検をする必要性から、
山頂までの道路が整備されています。
宇和島側には格好の斜面があり、昔はここからパラグラ
イダーが飛び立っていました。眼下に宇和島市街と宇和
海が広がり、好天時には遠く九州も見えます。

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、本格的な
写真歴は約 20 数年　奈良県明日香の写真家  上山  好庸氏に師事　
　　　　　　　　　　　　　「撮り歩きなんよ」（ブログ）http://uwatu.blog135.fc2.com/

遠くに大分の街灯りと由布岳が見える

宇和島市街の灯りに活力を感じる
いずみ　    が　　もり
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感
染
症
は
「
感
染
症
法
」
に
お
い
て
、
症
状
の

重
さ
や
病
原
体
の
感
染
力
な
ど
か
ら
、
１
〜
５
類

等
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
感
染
拡
大

を
防
止
す
る
た
め
に
行
政
が
行
う
対
策
を
定
め
て

い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
こ

れ
ま
で
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
（
い

わ
ゆ
る
２
類
相
当
）」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
令

和
５
年
５
月
か
ら
「
５
類
感
染
症
」
に
移
行
し
ま

し
た
。
こ
れ
は
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
じ

扱
い
で
す
。

　
５
月
か
ら
の
主
な
変
更
点
は
、
３
つ
あ
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
者
の

　
外
出
等
の
制
限
が
な
く
な
る
こ
と

　
こ
れ
ま
で
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特

別
措
置
法
（
特
措
法
）
に
よ
り
、
入
院
の
勧
告
・

措
置
、
行
動
制
限
、
就
業
制
限
な
ど
の
強
い
措
置

が
取
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
５
類
移
行
後
は
、
感
染

者
の
法
律
に
基
づ
く
外
出
自
粛
は
求
め
ら
れ
ま
せ

ん
。
外
出
を
控
え
る
か
ど
う
か
は
、
個
人
の
判
断

に
委
ね
ら
れ
ま
す
。
濃
厚
接
触
者
の
外
出
自
粛
も

求
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
マ
ス
ク
の
着
用
は
個
人
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と

を
基
本
と
な
り
ま
し
た
。
引
き
続
き
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
、
医
療
機
関
受
診
、
高
齢
者
施
設
訪
問
、

混
雑
し
た
公
共
交
通
機
関
利
用
時
な
ど
は
マ
ス
ク

の
着
用
を
推
奨
さ
れ
ま
す
。
高
齢
者
、
基
礎
疾
患

の
あ
る
方
、
妊
婦
の
方
な
ど
、
重
症
化
リ
ス
ク
の

高
い
方
が
感
染
拡
大
時
に
混
雑
し
た
場
所
に
行
く

時
も
マ
ス
ク
の
着
用
が
推
奨
さ
れ
ま
す
。

す
べ
て
の
感
染
者
の

　
登
録
や
健
康
観
察
な
ど
が
な
く
な
る
こ
と

　
今
ま
で
は
指
定
感
染
症
と
し
て
全
例
の
報
告
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
移
行
後
は
指
定

医
療
機
関
で
の
定
点
報
告
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

に
よ
り
現
場
の
負
担
は
か
な
り
減
り
ま
し
た
が
、

感
染
状
況
の
全
体
像
が
見
え
に
く
く
な
り
、
以
前

と
の
デ
ー
タ
の
比
較
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

テ
レ
ビ
な
ど
で
の
感
染
者
数
の
報
道
も
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
医
療
現
場
で
は
感
染
者
が
減
っ
た
感

じ
は
な
く
ク
ラ
ス
タ
ー
の
発
生
も
続
い
て
い
ま
す
。

治
療
費
に
一
部
自
己
負
担
が
生
じ
る
こ
と

　
健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
１
割
か
ら
３
割
は
自
己

負
担
が
基
本
と
な
り
ま
す
。
無
料
検
査
も
終
了
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
一
定
期
間
は
公
費
支
援
を
継

続
す
る
と
の
こ
と
で
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
は
来
年
度

ま
で
無
料
の
予
定
で
す
。

感
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
５
類
感
染
症
移
行
後
の
対
応

沖内科クリニック
副院長  沖　良隆

医療
health care

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
扱
い
が
変
わ

っ
た
背
景
に
は
、
自
粛
に
よ
る
社
会
生
活
へ
の
負

担
や
経
済
へ
の
影
響
が
限
界
に
き
て
い
た
こ
と
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
性
が
低
下

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
初
期
に
は
高
齢
者
が
感

染
す
る
と
重
症
化
は
10
％
、
致
死
率
は
８
％
も
あ

り
ま
し
た
。
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
む
こ
と
に
よ
り

悪
化
す
る
割
合
は
減
り
、
現
在
は
季
節
性
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
と
同
等
程
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
秋
か
ら
７
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
行
わ
れ
ま

す
。
ワ
ク
チ
ン
に
よ
り
作
ら
れ
た
抗
体
は
ウ
イ
ス

ル
が
体
内
に
侵
入
す
る
と
攻
撃
を
開
始
し
、
排
除

す
る
よ
う
に
働
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
感
染
の
拡

大
や
病
状
悪
化
を
防
げ
ま
す
。
し
か
し
、
ワ
ク
チ

ン
の
予
防
効
果
は
時
間
と
共
に
低
下
し
ま
す
。

　
ま
た
、
新
た
な
変
異
株
は
ワ
ク
チ
ン
に
よ
る
防

御
を
す
り
抜
け
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い

ワ
ク
チ
ン
は
変
種
株
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
ワ
ク

チ
ン
接
種
は
来
年
度
か
ら
は
有
料
と
な
る
予
定
で

す
の
で
、
重
症
化
リ
ス
ク
の
高
い
方
は
積
極
的
に

接
種
を
受
け
て
下
さ
い
。
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愛
情
込
め
て
作
る
「
ふ
る
さ
と
の
味
」

食
 めぐり

 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

　
　
　
　
　
　
宇
和
島
市
内
か
ら
愛
南
町
に
向
け

　
　
　
　
て
20
分
ほ
ど
車
を
走
ら
せ
た
あ
た
り
、

津
島
町
の
浦
知
と
い
う
集
落
に
、
小
学
校
廃
校
を

活
用
し
た
レ
ス
ト
ラ
ン
カ
フ
ェ
「
あ
す
も
」
が
あ

り
ま
す
。
二
階
の
食
事
ス
ペ
ー
ス
の
窓
か
ら
見
渡

す
宇
和
海
の
景
色
が
と
て
も
美
し
く
、
お
い
し
い

ラ
ン
チ
を
味
わ
い
な
が
ら
、
癒
し
の
ひ
と
と
き
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
今
回
は
、
こ
の
「
企
業
組
合
津
島
あ
ぐ
り
工
房

あ
す
も
」
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　「
あ
す
も
」
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
ほ
か
、
味
噌
、

惣
菜
、
菓
子
、
米
粉
パ
ン
な
ど
の
製
造
販
売
も
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
商
品
の
特
徴
と
し
て
は
、
ど

れ
も
地
産
地
消
や
郷
土
の
食
文
化
に
ち
な
ん
だ
も

の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

「
昔
な
が
ら
の
手
作
り
の
家
庭
の
味
を
、
で
き
る

だ
け
今
の
子
ど
も
た
ち
に
も
伝
え
て
い
き
た
い
」
と

代
表
で
あ
る
山
下
由
美
さ
ん
は
語
ら
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
、
レ
ス
ト
ラ
ン
メ
ニ
ュ
ー
は
、
す
べ
て
手
間
暇

か
け
た
「
手
づ
く
り
」
に
こ
だ
わ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
地
域
の
高
齢
化
が
進
み
買
い
物
弱
者
が
増
え
た
と

き
に
は
移
動
販
売
を
開
始
し
、
西
日
本
豪
雨
災
害
の

際
は
被
災
者
に
向
け
て
無
償
で
お
弁
当
を
配
り
、
高

校
の
相
撲
部
学
生
に
は
そ
の
日
の
残
り
物
を
差
し
入

れ
し
て
エ
ー
ル
を
届
け…

「
あ
す
も
」
は
地
域
の
食

の
課
題
に
即
し
た
活
動
を
常
に
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
の
浦
知
で
は
、
地
域
住
民
の
孤
食
を
防
ぎ
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
を
育
む
「
ふ
れ
あ
い
モ
ー
ニ
ン
グ
」
を
催

す
な
ど
、
地
域
を
元
気
に
す
る
た
め
に
奮
闘
さ
れ
て

い
ま
す
。
家
族
を
見
守
る
『
母
』
の
よ
う
に
。
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（作り方）
①かぼちゃは半分に切り、種とわた
　をスプーンで取除き、1㎝厚さに
　切る。ナスは縦半分に切り、2㎝
　厚さの斜め切りにする。
②かぼちゃとナスを、柔らかくなる
　まで蒸す。（強火で 10 分程度）
③調味料を合わせ、②で蒸した野菜
　を漬け込む。
④器に③を盛り付け、大葉とみょう
　がのせん切りと、ツナ缶をのせる。

■ランチ（金、土、日曜日）　11 時～ 14 時
■ふれあいモーニング（毎月第４日曜日）   9 時～ 12 時
宇和島市津島町浦知 380 番地　☎0895-49-1317

山
下
代
表

前
田
料
理
長

あすもの前田料理長さん
から教えていただいた
「野菜たっぷり」レシピ
です。
ぜひお試しください！

野菜の南蛮漬

（材　料）１人分
かぼちゃ　・・・　100ｇ
ナ　ス　・・・・　  60ｇ
ツナ缶　・・・　大さじ 1
大　葉　・・・・　適宜
みょうが　・・・・適宜

しょうゆ　・・ 　小さじ 1
砂糖　・・・・　小さじ 2
酢　・・・・・　大さじ 1



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

無
花
果
や
手
首
の
通
る
鉄
格
子

秋
の
雲
な
で
ら
れ
て
猫
う
ら
が
へ
る

秋
雨
や
鎖
骨
に
歪
む
ネ
ッ
ク
レ
ス

身
長
の
順
に
泣
き
止
む
文
化
の
日

湯
ざ
め
し
て
木
馬
の
や
う
な
声
を
出
す

人
に
戻
り
て
節
分
の
豆
拾
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
色
文
字
が
季
語
で
す

Tsunagu 

おすすめの本

　読売新聞連載小説（2021 年 7月～ 2022 年 10 月）で今年 2月に発売された話題作。
　「人はなぜ金に狂い罪を犯すのか」というテーマを劣悪な環境に育ち孤独な 17 歳の
少女” 伊藤花” が変貌していく様を” 花” 自身の語りで描いている。
自分の居場所や大切な人（黄色い家）を守るために闘っていたはずなのに、金その
ものが人を支配し始める。その怖さと哀しさに身震いした。
　川上さんは各国で翻訳されている作品も多い。世界中で貧困や格差社会の広がりが
伝えられる今、居場所を求めて闘っている子どもたちはどれほど多いのだろうか。

協力：岩崎書店 宇和島市錦町 4-16　TEL. 0895-22-0528

黄色い家 川上未映子  著　中央公論社  刊　￥2,090（税込）

＊あらいやけ：食事のあとの食器洗い

昨
年
「
第
六
十
八
回
角
川
俳
句
賞
」
を
受
賞
し
た
の
は
西
生

ゆ
か
り
さ
ん（
関
東
在
住
・
30
代
）。
受
賞
作
五
十
句
に
は
、
日

常
生
活
の
な
か
か
ら
拾
い
上
げ
た
素
材
が
い
っ
ぱ
い
。〝
俳
句

は
花
鳥
風
月
を
詠
む
も
の
〞
と
力
ま
な
く
て
も
、
そ
の
人
な
ら

で
は
の
視
点
や
描
写
力
に
よ
っ
て
何
気
な
い
こ
と
も
秀
句
に
な

る
と
い
う
好
例
で
す
。

　
受
賞
作
「
胡
瓜
サ
ン
ド
」
よ
り
抜
粋
し
て
ご
紹
介
。
あ
ぁ
〜

そ
う
そ
う
！
と
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。    　
　
　
　
（
小
野
更
紗
）

自
転
車
を
追
ひ
抜
く
犬
や
春
の
川

永
き
日
や
買
は
ぬ
ベ
ッ
ド
に
身
を
広
げ

ジ
ャ
ー
ジ
着
て
近
所
を
生
き
て
昭
和
の
日

診
て
も
ら
ひ
に
行
く
真
面
目
な
Ｔ
シ
ャ
ツ
で

バ
ナ
ナ
の
皮
バ
ナ
ナ
の
如
く
反
り
ゐ
た
る

名
を
忘
れ
香
水
の
名
を
忘
れ
ざ
る

内
側
の
や
う
な
外
側
捕
虫
網

百
円
で
買
へ
る
光
や
夏
祭

胡
瓜
サ
ン
ド
人
は
飛
べ
な
い
か
ら
走
る

白
シ
ャ
ツ
と
顔
の
間
の
喉
仏
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■アトリエぱれっと　https://art-palette.wixsite.com/mysite　
宇和島市伊吹町字イカリ石甲 1083-1 2F　TEL.090-7784-4703　yuka@art-palette.com　コメント：清家由佳

作品名：『古い靴』（色鉛筆）
作者：山瀬布貴（大人クラス）
人の歩みを支えてきた古靴の実在感。
モノとしての確かさがここにある。
過去にどんな道を辿って来たのか。
布貴さんは見続け、描き、蘇らせた。
靴音に一本一本の線を呼応させて。

作品名：『空へ』（アクリル）
作者：藤井瑠海（子どもクラス）
「上を向いて堂々とあるものを描いた」
「私もイキイキこんなふうになりたい」
とは、るかちゃんからのメッセージ。
デッサン練習用の石こうが絵に美変身。
初のアクリル絵具、あざやかな色対比。

作品名：『夏の空』（水彩）
作者：刈谷寿（子どもクラス）
四万十市から教室に通う途中でのこと。
窓から見えた夏の雲がきれいだったと。
日常の中にある心動かされるもの。それは
ことほちゃんの清々しい目があってこそ。
さあ、次は何が見つかるだろうね。

作品名：『夏みかん』（アクリル）
作　者：二宮優子
夏みかんの瑞々しさと木漏れ日の感じ
が、とても伝わってきます。
いつも熱心に制作に取組み、繊細かつ
爽やかなタッチは二宮さんだから表現
できる技だと思います。これからも素
敵な作品を沢山描いて下さい。

作品名：『駅のベンチで』（油絵）
作　者：赤松富貴子
お孫さんへの愛情溢れる作品です。
ニット帽や顔にあたる反射光など、と
てもよく表現できています。制作中の
赤松さんは決して妥協することはなく
粘り強く追求していく姿勢に脱帽です！
素晴らしい！

作品名：『太陽がいっぱい』
　　　　　　　　（アクリル、金属、木）
作　者：三好啓司
なんと素材は草刈り機の刃。そこに注
目したのは流石です。草刈り機の刃に
ひまわりの絵を描き、オブジェを造る。
素晴らしいです。三好さんは、あらゆ
る表現で制作されます。次は何なのか、
いつもワクワクします。

■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
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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。

有限会社  浅野石油店　　取締役　浅野太洋

「引き継ぐ、地域密着型事業」

お城山

型
の
経
営
を
し
て
お
り
、
お
祭
り
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
等
に
も
参
加
し
、
地
域
と

の
交
流
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　
燃
料
販
売
業
界
で
も
人
口
減
少
、
若
者

の
自
動
車
離
れ
、
自
動
車
の
燃
費
の
向
上
、

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
等
の
問
題
や
政

策
、
技
術
の
進
歩
に
よ
り
業
界
全
体
が
厳

し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
カ
ー
ボ
ン
ニ

ュ
ー
ト
ラ
ル
で
は
燃
料
転
換
の
動
き
が
あ

り
、
電
気
自
動
車
等
の
化
石
燃
料
を
使
用

し
な
い
自
動
車
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
今

後
も
厳
し
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
予
想
さ
れ
ま
す
。
時
代
の
変
化
や
市
場

の
動
き
に
注
目
し
て
、
様
々
な
需
要
に
答

え
ら
れ
る
よ
う
に
準
備
を
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
弊
社
と
し
て
も
時
代
の
変
化
や
市
場
の

需
要
だ
け
で
は
な
く
、
地
元
で
あ
る
鬼
北

町
の
お
客
様
の
需
要
や
要
望
を
取
り
入
れ

て
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
日
々
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　
最
後
に
、
時
代
の
変
化
と
共
に
ガ
ソ
リ

ン
ス
タ
ン
ド
が
無
く
な
る
可
能

性
が
大
き
く
非
常
に
厳
し
い
状

況
で
あ
り
、
私
の
代
で
は
ガ
ソ

リ
ン
ス
タ
ン
ド
が
ど
の
よ
う
な

形
で
残
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
形
で
残
っ

た
と
し
て
も
祖
父
の
代
か
ら
続
け
て

き
た
地
域
密
着
型
の
経
営
を
引
き
継
ぎ
、

浅
野
石
油
店
を
発
展
さ
せ
る
と
共
に
生
ま

れ
育
っ
た
鬼
北
町
に
貢
献
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

有限会社　浅野石油店　北宇和郡鬼北町近永 630　TEL 0895-45-0171 

だんな
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若
おかみ

　
　
　
　
　
弊
社
は
燃
料
販
売
業
（
ガ
ソ

　
　
　
　
リ
ン
ス
タ
ン
ド
）
で
あ
る
有
限

　
　
　
会
社
浅
野
石
油
店
と
し
て
昭
和
40

　
　
　
（
１
９
６
５
）
年
に
祖
父
が
旧
広

　
　
見
町
（
鬼
北
町
）
に
創
業
し
ま
し
た
。

現
在
は
２
代
目
で
あ
る
父
が
経
営
を
引
き

継
ぎ
、
燃
料
販
売
業
だ
け
で
は
な
く
、Ｌ
Ｐ

ガ
ス
及
び
燃
焼
器
具
販
売
、
不
動
産
業
、

太
陽
光
発
電
事
業
と
事
業
を
拡
大
し
て
い

ま
す
。
私
も
３
代
目
と
な
れ
る
よ
う
に
日

々
経
営
の
勉
強
し
、
仕
事
に
励
ん
で
い
ま

す
。

　
私
は
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
家
業
を
引
き

継
ぎ
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
が
、

本
格
的
に
引
き
継
ぐ
た
め
に
必
要
な
行
動

に
出
た
の
は
高
校
生
に
な
っ
た
時
で
す
。

進
学
し
た
際
に
今
の
ま
ま
で
は
引
き
継
ぐ

こ
と
に
不
安
を
感
じ
、
大
学
で
経
営
を
学

ぶ
べ
く
経
営
学
科
に
進
学
を
す
る
こ
と
を

決
め
ま
し
た
。
大
学
卒
業
後
は
違
う
地
域

で
５
年
間
働
き
、
修
行
す
る
予
定
で
し
た

が
従
業
員
が
１
人
辞
め
る
こ
と
と
な
り
、

決
ま
っ
て
い
た
就
職
先
に
就
職
せ
ず
に
地

元
の
鬼
北
町
に
戻
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
主
に
ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド
で
自
動
車
の
燃
料

の
給
油
、
タ
イ
ヤ
・
オ
イ
ル

の
販
売
及
び
交
換
、
洗
車
等

の
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

地
元
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

で
あ
る
こ
と
か
ら
地
域
密
着
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　　〔ひやおろし〕の大きな魅力

　　秋とともに深まる味わい。

春先に一度だけ加熱殺菌をし、秋まで熟成させ、
通常、出荷する際に行う２度目の加熱殺菌（火
入れ）をせずに出荷されるため、味わいの成分
がよく溶け合った、円やかな味わいを楽しめます。
秋が深まると、旬の魚（秋刀魚、戻り鰹、寒鰤など）脂がの
って、より濃厚な味になり、きのこや果実、野菜類の食材も
豊富になります。それと同様に「ひやおろし」は瓶の中でも
ゆるやかに熟成していくため季節の移り変わりに合わせて円
やかさが増し、旨味が凝縮されていきます。

※色々な「ひやおろし」を取り揃えています。

浦霞 特別純米酒 ひやおろし
希少米・山田穂を使った秋の限定酒　※写真は 720ml

720ml 1,628 円　1800ml  3,300 円（価格は税込）

　　　　　　　　　　株式会社 佐浦　宮城県塩竈市本町 2-19

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」

「宇和島独特の文化、闘牛大会。鍛えられた牛どうしのぶ
つかり合いは大迫力です。ただ、紙闘牛が迫力あるかどう
かは分かりません・・・」

※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

土師酒店
宇和島市広小路 2-58　☎ 0895-24-7888

営業時間：10:00 ～ 20:00　定休日：日曜日

は       し
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● 宇和島市（本庁、津島支所、吉田支所、三間支所、中央図書館、吉田図書館、中央図書館津島分館、生涯学習センター、パフィ
オうわじま、市立宇和島病院、伊達博物館、畦地梅太郎記念美術館、歴史資料館） ● きさいや広場 ●道の駅みま　●シロシタ
● 宇和島商工会議所　● 南楽園　● かどや（駅前本店・弁天町店・味奈味）● ハイウェイレストラン宇和島　●和日輔 ●福DON
● 盛運汽船 ● 岩崎書店　● 木屋旅館　● はまゆう薬局　● ひまわり薬局 ●ＪＲ宇和島駅　●ＪＲ松山駅　●小野商店（津島）　
●安藤コーヒー　● べにばら画廊　● アトリエぱれっと　● 香川・愛媛  せとうち旬彩館（東京）　● 宇和島信用金庫各支店　他
「つなぐ」の発行は、新春号（1月）、春号（4月）、夏号（7月）、秋号（10 月）です。　　　　　　　※「宇和島クラブ」協賛業者

「つなぐ」は、こちらでどうぞ。

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

ＷＥＢ
完結

お申込から
ご契約まで

ＷＥＢ完結ローン
取扱いスタート！
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