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令
和
６
年
は
、
元
日
か
ら
能
登
半
島
を
襲
っ
た

大
地
震
か
ら
幕
を
開
け
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
方

々
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
、
今
な
お
避
難
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
多
く
の
方
々
が
お
ら
れ
ま
す
。

お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
方
々
の
ご
冥
福
を
お
祈
り

す
る
と
と
も
に
、
避
難
を
さ
れ
て
い
る
方
々
が
一

日
も
早
く
、
元
通
り
の
生
活
に
戻
れ
る
こ
と
を
願

っ
て
お
り
ま
す
。

 　
私
は
、
今
も
三
崎
高
校
公
営
塾
で
高
校
生
に
数

学
と
物
理
を
教
え
て
い
ま
す
。
も
う
２
年
に
な
り
、

生
徒
と
の
信
頼
関
係
も
か
な
り
良
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
去
年
も
そ
う
で
し
た
が
、
３
年
生
の
受
験

が
終
わ
り
、
合
格
発
表
が
出
る
ま
で
は
ハ
ラ
ハ
ラ

し
て
い
ま
す
。
今
年
も
全
員
合
格
を
祈
っ
て
お
り

ま
す
。
公
営
塾
の
仕
事
は
基
本
的
に
は
午
後
１
時

か
ら
９
時
ま
で
な
の
で
、
午
前
中
は
宿
舎
の
近
く

に
借
り
た
畑
で
家
庭
菜
園
を
し
て
い
ま
す
。
去
年

の
夏
は
、
驚
く
ほ
ど
の
猛
暑
で
、
蒔
い
た
種
が
発

芽
し
な
か
っ
た
り
、
発
芽
し
て
あ
る
程
度
成
長
し

て
も
、
異
常
発
生
し
た
虫
に
喰
わ
れ
て
し
ま
っ
た

り
、
散
々
な
年
で
し
た
。
中
で
も
チ
ン
ゲ
ン
菜
は
、

き
れ
い
に
発
芽
し
て
成
長
し
て
い
た
の
で
安
心
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
日
の
朝
畑
に
行
く
と
、
な

ん
と
虫
に
喰
わ
れ
て
全
滅
し
て
い
ま
し
た
。
悔
し

か
っ
た
の
で
、
中
で
も
元
気
そ
う
な
ひ
と
つ
を
鉢

に
移
し
て
裏
庭
に
置
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
写
真
の

よ
う
な
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
な
ん
か
ホ

ッ
コ
リ
し
ま
す
ね
。
生
命
の
し
な
や
か
さ
と
強
か

さ
を
感
じ
ま
す
。
見
習
い
た
い
で
す
。
せ
っ
か
く

花
が
咲
い
た
の
で
、
こ
の
ま
ま
置
い
て
種
を
と
り
、

そ
れ
を
畑
に
蒔
き
収
穫
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

昨
年
の
リ
ベ
ン
ジ
を
被
害
を
受
け
た
チ
ン
ゲ
ン
菜

の
子
供
た
ち
に
や
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
実
に
楽
し

み
で
す
。

塾
を
開
く
計
画
を
進
め
て
い
ま
す
。
三
崎
地
区
に

高
校
生
の
た
め
の
学
習
塾
は
で
き
た
の
に
、
小
・

中
学
生
の
た
め
の
学
習
塾
は
無
く
、
必
要
と
考
え

る
生
徒
は
八
幡
浜
市
ま
で
通
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
三
崎
地
区
の
小
・
中
学
生
が
、
学
校
が
終

わ
っ
て
か
ら
自
分
で
自
由
に
通
え
る
学
習
塾
を
作

り
た
い
と
思
い
、
地
元
の
保
護
者
た
ち
に
聞
い
た

り
し
て
情
報
を
取
っ
て
き
ま
し
た
。
今
、
あ
る
ご

家
庭
か
ら
中
学
生
の
家
庭
教
師
を
頼
ま
れ
、
伊
方

町
教
育
委
員
会
か
ら
許
可
を
も
ら
い
、
無
報
酬
で

家
庭
教
師
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
で
、
や

は
り
学
習
塾
は
必
要
だ
と
思
い
ま
し
た
。
来
年
４

月
、
伊
方
町
三
崎
地
区
に
小
・
中
学
生
を
サ
ポ
ー

ト
す
る
学
習
塾
を
作
り
ま
す
。
そ
の
た
め
の
準
備

に
入
り
ま
す
。
今
年
８
月
の
夏
休
み
に
は
、
プ
レ

オ
ー
プ
ン
と
し
て
、
学
習
塾
の
無
料
体
験
を
計
画

し
て
い
ま
す
。

　
残
り
の
人
生
、
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
や
っ
て

い
く
だ
け
で
す
。
そ
れ
を
生
き
甲
斐
と
感
じ
て
い

ま
す
。

ESSAY

　
私
は
一
昨
年
の
４
月
に
伊
方
町
三
崎
に
来
て
、

去
年
始
め
て
お
祭
り
に
参
加
し
ま
し
た
。
お
祭
り

が
始
ま
り
、
牛
鬼
を
所
定
の
場
所
ま
で
担
い
で
行

く
こ
と
に
な
り
、
私
も
後
ろ
の
方
で
担
が
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
担
ぐ
前
は
、
楽
に
担
げ
る
だ
ろ
う

と
楽
観
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
ざ
担
い
で
み
る
と
、

巨
大
な
牛
鬼
の
重
さ
が
肩
に
容
赦
な
く
の
し
か
か

り
、
痛
く
て
す
ぐ
に
離
脱
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

す
か
さ
ず
最
後
尾
に
ま
わ
り
、
お
し
り
の
あ
た
り

を
両
手
で
押
し
上
げ
な
が
ら
、
せ
め
て
も
の
参
加

を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
反
対
側
か
ら
二
人
の

小
学
生
を
乗
せ
た
四
つ
太
鼓
が
担
が
れ
て
き
て
、

二
つ
が
出
会
っ
た
り
離
れ
た
り
の
動
作
を
繰
り
返

し
ま
し
た
。
お
祭
り
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
、

牛
鬼
は
写
真
の
よ
う
に
完
全
に
逆
立
ち
に
さ
れ
、

そ
こ
に
四
つ
太
鼓
が
の
し
か
か
り
、
全
て
が
整
っ

て
か
ら
牛
鬼
を
皆
で
引
く
と
、
四
つ
太
鼓
が
牛
鬼

の
上
に
乗
っ
か
る
よ
う
に
倒
れ
ま
し
た
。
同
じ
こ

と
を
二
回
や
り
ま
し
た
が
、
結
果
は
同
じ
で
し
た
。

今
年
は
二
回
し
か
や
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
例
年

こ
れ
を
三
、
四
回
は
や
る
そ
う
で
す
。
き
っ
と
何

か
の
意
味
が
あ
り
、
何
か
の
ご
利
益
が
あ
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
私
は
宇
和
島
出
身
で
す
か
ら
、
牛

鬼
の
お
祭
り
は
良
く
知
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
ん
な

お
祭
り
を
初
め
て
見
ま
し
た
。
全
国
で
も
珍
し
い

奇
祭
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
、
と
て
も
感
動
し
ま
し

た
。
最
後
に
、
竹
で
組
み
立
て
た
牛
鬼
の
解
体
ま

で
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
来
年
は
、
牛

鬼
の
組
み
立
て
か
ら
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
私
は
、
伊
方
町
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
公

営
塾
の
任
務
を
し
て
お
り
、
任
期
は
あ
と
１
年
と

な
り
ま
す
。
今
、
任
期
満
了
後
の
準
備
と
し
て
伊

方
町
三
崎
地
区
に
、
小
・
中
学
生
の
た
め
の
学
習
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 「ピンチはチャンス！」
　　    　　企業組合いわまつ 代表理事〈〈 HYODO  HAJIME   兵頭 肇

　
昨
年
、
宇
和
島
市
津
島
町
の
岩
松
地
区

が
国
の
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

（
以
下
：
重
伝
建
）に
選
定
さ
れ
た
。
今
ま

で
重
伝
建
選
定
に
む
け
て
先
頭
に
立
っ
て

岩
松
を
牽
引
し
て
き
た
岩
松
町
お
こ
し
の

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
、
兵
頭
肇（
68
）さ
ん（
以

下
：
肇
さ
ん
）
に
お
話
を
伺
っ
た
。

　
岩
松
商
店
街
の
一
角
に
あ
る
兵
頭
電
機

商
会
の
跡
取
り
息
子
だ
っ
た
肇
さ
ん
は
、

父
が
高
齢
に
な
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
生
ま

れ
故
郷
の
岩
松
へ
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
き
た
。

家
業
を
手
伝
い
な
が
ら
、
大
好
き
な
野
球

と
商
工
会
青
年
部
で
様
々
な
地
域
お
こ
し

活
動
に
関
わ
り
な
が
ら
有
り
余
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
発
散
し
て
い
た
。

「
商
工
会
青
年
部
で
は
地
元
の
祭
り
や
、
ま

だ
商
店
街
の
カ
タ
チ
を
成
し
て
い
た
岩
松

商
店
街
の
活
性
化
を
目
指
し
て
、
１
０
０

個
近
く
イ
ベ
ン
ト
を
や
っ
て
き
た
け
ど
、

な
か
な
か
実
は
結
ば
ん
か
っ
た
で
す
ね
」

　
そ
ん
な
中
、
当
面
の
目
標
を
岩
松
の
重

伝
建
選
定
と
決
め
、
そ
の
過
程
で※

１
）
ど

ぶ
ろ
くNASSO

（
な
っ
そ
）」
造
り
が
始

ま
る
。
当
初
は
、
ど
ぶ
ろ
く
造
り
と
重
伝

建
選
定
と
を
結
び
付
け
よ
う
と
必
死
だ
っ

た
が
、
肝
心
の
重
伝
建
選
定
は
一
向
に
進

ま
ず
歯
が
ゆ
い
思
い
を
し
た
。

「
脇
道
に
反
れ
た
よ
う
で
反
れ
て
な
い
よ
う

な
、
ど
ぶ
ろ
く
造
り
は
順
調
に
進
ん
だ
一

方
、
肝
心
の
重
伝
建
は
行
政
が
ら
み
や
け

ん
、
前
へ
向
い
て
進
ま
ん
か
っ
た
な
」　

　
代
表
と
し
て
手
伝
い
は
す
る
も
の
の
、

ど
ぶ
ろ
く
造
り
に
は
全
く
興
味
が
な
か
っ

た
と
い
う
肇
さ
ん
だ
が
、
あ
る
出
来
事
を

き
っ
か
に
一
変
す
る
。

　
そ
れ
ま
で
、
酒
造
場
を
借
り
て
い
た
メ

ン
バ
ー
が
、
ど
ぶ
ろ
く
造
り
を
辞
め
る
こ

と
に
な
り
、
急
き
ょ
新
た
な
酒
造
場
を
探

さ
な
い
と
い
け
な
い
事
に
な
っ
た
。
止
め

る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
が
、
止
め
る

と
い
う
メ
ン
バ
ー
は
居
な
か
っ
た
。

　
幸
い
肇
さ
ん
宅
の
近
く
に
良
い
場
所
が

見
つ
か
っ
た
が
、
新
た
な
酒
造
場
は
製
造

の
中
心
メ
ン
バ
ー
宅
か
ら
遠
く
、
常
に
状

況
確
認
が
必
要
な
ど
ぶ
ろ
く
造
り
は
、
近

所
に
住
ん
で
い
る
者
が
や
ら
な
い
と
い
け

な
い
た
め
、
そ
の
役
を
肇
さ
ん
が
担
う
こ

と
に
な
っ
た
。

「
元
来
、
や
り
始
め
た
ら
と
こ
と
ん
や
る

性
格
や
け
ん
、
色
々
な
と
こ
ろ
に
勉
強
に

行
き
ま
し
た
。
元
々
ど
素
人
な
の
で
、
と

に
か
く
言
わ
れ
る
ま
ま
に
馬
鹿
正
直
に
や

っ
て
き
ま
し
た
。
県
の
産
業
技
術
研
究
所

の
先
生
が
言
う
に
は
、
酒
造
り
は
デ
ー
タ

ー
８
割
、
カ
ン
２
割
だ
そ
う
で
、
今
も
そ

の
ス
タ
ン
ス
は
変
わ
り
ま
せ
ん
」

　
ど
ぶ
ろ
く
特
区
で
義
務
付
け
ら
て
い
る

米
作
り
に
も
慣
れ
、
収
量
が
増
え
て
き
た

頃
、
保
管
し
て
い
た
酒
米
が
雨
漏
り
で
濡

れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。

頭
に
浮
か
ん
だ
選
択
肢
は
二
つ
。① 

新
た　

に
ど
ぶ
ろ
く
を
仕
込
む
。② 

食
用
に
す
る
。

　
①
は
、
酵
母
の
手
配
と
作
業
計
画
の
都

合
で
断
念
。②
は
、
精
米
歩
合
が
高
い
た
め

不
味
く
て
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
断
念
。
か

と
言
っ
て
、
捨
て
る
の
は
し
の
び
な
い
。

「
さ
あ
ど
う
す
る
」、
そ
こ
で
思
い
つ
い
た

の
が「
甘
酒
」。
甘
酒
は
、
米
と
麹
が
あ
れ

ば
比
較
的
簡
単
に
造
れ
る
。
い
ざ
造
っ
て

み
る
と
、
な
か
な
か
の
出
来
映
え
だ
っ
た
。

そ
こ
で
、
甘
酒
づ
く
り
は
、
あ
く
ま
で
も

肇
さ
ん
の
趣
味
の
延
長
線
上
と
い
う
こ
と

で
、
一
人
で
味
を
追
求
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
こ
う
し
て
商
品
化
さ
れ
た※

２
）
生
甘
酒

は
、
今
や
企
業
組
合
い
わ
ま
つ
の
屋
台
骨

を
支
え
る
ア
イ
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。

「
酒
造
場
の
件
も
そ
う
で
す
け
ど
、
甘
酒
も

ま
さ
に
ピ
ン
チ
か
ら
誕
生
し
ま
し
た
。
多

分
、
ど
ぶ
ろ
く
だ
け
で
は
組
合
の
経
営
は

厳
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
皆
、『
ピ
ン
チ

は
ピ
ン
チ
』
と
よ
く
言
う
け
ど
、
や
り
方

に
よ
っ
て
チ
ャ
ン
ス
に
変
わ
る
経
験
は
何

度
も
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
我
々
の
ポ

リ
シ
ー
と
し
て
、『
競
争
相
手
が
多
い
と
こ

ろ
に
は
行
か
な
い
』
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、

ど
ぶ
ろ
く
も
約
８
割
が
甘
口
な
の
で
、
日

本
一
辛
い
の
を
造
ろ
う
と
、
や
っ
て
き
ま

し
た
。
甘
酒
も
精
米
歩
合
の
高
いNASSO

用
の
酒
米
を
使
っ
て
加
熱
処
理
を
し
て
い

な
い
た
め
賞
味
期
限
が
短
く
、
冷
凍
し
て

販
売
し
て
い
る
の
で
扱
い
に
く
い
の
で
す

が
、
栄
養
価
が
高
く
美
味
し
い
と
評
価
を

頂
い
て
い
ま
す
」

　
「
い
つ
や
め
て
も
大
丈
夫
」
と
ロ
ー
リ
ス

ク
、
ロ
ー
リ
タ
ー
ン
で
運
営
し
て
き
た
企

業
組
合
い
わ
ま
つ
も
発
足
し
て
17
年
が
経

つ
。
今
後
は
、
身
体
が
動
く
間
、
岩
松
に

魅
力
を
感
じ
て
集
ま
っ
て
き
た
若
者
た
ち

の
後
押
し
を
し
な
が
ら
岩
松
の
町
並
み
を

活
用
し
た
個
性
的
で
泥
臭
い
イ
ベ
ン
ト
を

続
け
て
い
く
と
い
う
。

「
ど
ぶ
ろ
く
造
り
も
後
継
候
補
の
若
者
が
手

伝
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
数
年
の
う
ち

に
、
そ
の
人
た
ち
に
任
せ
ら
れ
れ
ば
、
と

思
っ
て
い
ま
す
。
経
験
上
、
イ
ベ
ン
ト
の

運
営
は
気
力
、
体
力
と
も
に
本
当
に
疲
れ

果
て
る
の
で※

３
）
独
り
で
や
れ
る
イ
ベ
ン

ト
を
や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
年

も
５
月
に
『
第
２ 

回
い
い
も
ん
な
ん
よ
！

ウ
ル
ト
ラ
行
脚
』
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
や

る
ん
で
す
け
ど
、
主
催
者
は
一
人
の
マ
ラ

ソ
ン
馬
鹿
が
運
営
し
て
ま
す
。
今
回
の
特

集
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
う
な
ぎ
バ
カ
」

の
小
山
さ
ん
や
「
カ
ニ
バ
カ
」
の
田
村
さ

ん
の
よ
う
な
「
バ
カ
」
が
町
を
変
え
る
と

思
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
、
ま
だ
ま
だ
な

れ
ま
せ
ん
ね
（
笑
）」

　
肇
さ
ん
は
、
も
う
十
分
、「
岩
松
の
イ
ベ

ン
ト
馬
鹿
」
だ
と
思
う
の
だ
が
・
・
・
。

岩
松
に
は
、
ま
だ
ま
だ
伸
び
し
ろ
が
あ
り

そ
う
だ
。

　
　
　
　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
構
成
／
川
尻
純
滋

※2）酵素が活きてる生甘酒（いずれもノンアルコール）は、４タイプが製造、販売されている（次項参照）
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※1）

※4）ひとつの事をとことん探求したプロフェッショナルの意味　※3）声を掛けて集まってきた人が勝手にやってくれるイベント

※

４
）・
・

・
・

・
・



店内のカウンター

兵頭　肇
1955 年　北宇和郡津島町岩松（現宇和島市津島町）生まれ　岩松小学校、津島中学校を経て吉田高校入学、卒業後、高松市の企業へ就職。1977 年　家業の電気店を継ぐ。
2005 年　岩松町並み保存会を」補足（代表）2007 年　企業組合いわまつを設立（代表理事）どぶろく nasso、生甘酒、発酵あんを製造販売　
岩松の町並みを使った「こいこい祭り」、「nasso 祭り」、「ひな回廊」、「横っちょストーリー」、「行灯回廊」など酒蔵を利用した各種イベントを開催
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第２回目　いいもんなんよ！ウルトラ行脚 　2024　5/25 （土）

（距離 50km 制限時間 11 時間）

本イベントは、愛媛の南（南予）をもっと知ってもらおうと南予にある 12 の企業組合からなる協議会が絶景
と美食のコラボイベントを行うことで南予のファンを増やし、地域を盛り上げようと実施するのもです。

8:00 スタート（岩松河川敷特設会場）→愛南町須ノ川公園キャンプ場　25 日 19:00 閉鎖

ホームページ  https://setouchi-angya.com/

https://nasso.base.shop/

NASSO 純米（どぶろく）¥1,530 税込
手間暇かけた自家栽培米を 60％まで精白し丹精込めて造りました。
地元の方言で「なんで？」を意味する「なっそ」と名付けたこの酒
はキリッとドライではんなりメロー。料理も引き立てるしっぽり小
粋などぶろくです。

NASSO 発酵あん ¥880 税込
砂糖を一切使わず、小豆に麹を加えて発酵させてつくった発酵あん。
麹の、酵素・乳酸菌・アミノ酸をそのまま摂取できる栄養たっぷり
の新甘味は、麹の香りが立ち、毎日食べても飽きないやさしい味に
仕上がりました。

酵素が活きてる生甘酒は、どぶろくNASSOと同じく手間ひまかけ
て育てた自家栽培米を使っています。シンプルな作り方で保存料
などの添加物はもちろん、砂糖や人工甘味料なども一切使用して
おりません。甘さ控えめで飲み飽きない美味しさです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳しくはホームページをご確認下さい。

酵素が活きてる生甘酒（ノンアルコール）¥500税込
麹、玄米、珈琲、小豆玄米 ¥600税込

容量／ 500ml　解凍後要冷蔵（解凍後は一週間以内にお召し上がりください）

■NASSO 製造所 企業組合いわまつ　宇和島市津島町岩松 818-2　■酒類販売管理者　居村精則

つなぐ　2024春号　 4

生甘酒 for ACTIVE
［プレーン］¥380 税込

生甘酒 for ACTIVE
［アーモンド］¥400 税込

毎日をアクティブに過ごしたい方のための生甘酒です。飲む点滴とも呼
ばれる栄養価の高い甘酒には天然のアミノ酸が豊富に含まれています。
「生甘酒 for ACTIVE」には保存料などの添加物が入っていないため体に
必要な栄養とエネルギーのみを効率よく摂取することができます。



萌え始めた中山池の水没林
中山池自然公園には、石の彫刻で知られる三間町出身の藤部
吉人氏の森の魚等が、数点常設展示されています。公園内は
四季折々、季節の花が咲き、冬にはイルミネーションが木々
に飾り付けられ、町内外から多くの人が訪れます。
古来この地方は水が少なく、多くの土地は稲作ができないほ
ど荒地で、それを嘆いた黒井地の庄屋太宰遊淵は、私財を投
じて４年の歳月をかけ完成させたのが中山池です。
そして、池が完成した日、遊淵自ら人柱となって中山池の守
り神になったということで、毎年、彼岸の中日に「遊淵祭」
が行われ、今でも、その遺徳が偲ばれています。
この水没林は落葉樹で冬はすっかり葉が落ちてしまいます。
やがて、春になると新芽が芽吹き、若葉が萌黄色になる頃、
池の周りの桜の花も咲きます。

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、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/

新芽と桜とが同時に観られるのは珍しく、この年、たまたま撮れた一枚

まるで、東山魁夷の描く絵の世界のような中山池に忽然と佇む水没琳

5    つなぐ　2024春号



特集

　
宇
和
島
市
津
島
町
岩
松
が
内
子
町
と
卯
之
町
に
続

い
て
３
か
所
目
の
国
の
「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保

存
地
区
」
に
選
定
さ
れ
た
。

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

　
　
　
　
　
　
　
　
津
島
町
岩
松
の
町
並
み

　
近
代
以
前
の
岩
松
は
河
口
に
近
い
水
田
地
帯
の
農

村
で
あ
り
、
土
佐
か
ら
宇
和
島
城
下
へ
向
か
う
街
道

筋
に
あ
る
集
落
で
も
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
後
期
か
ら

は
豪
商
小
西
家
を
中
心
と
し
た
商
家
の
元
に
栄
え
、

と
く
に
明
治
以
降
は
小
西
家
と
そ
の
分
家
だ
け
で
な

く
、
西
村
家
、
西
﨑
家
、
阿
部
家
な
ど
本
通
り
沿
い

に
居
を
構
え
た
商
家
に
よ
っ
て
隆
盛
を
見
せ
た
。

　
交
通
網
の
発
達
に
よ
り
、
物
資
の
集
散
地
と
し
て

の
性
格
が
薄
れ
、
戦
後
に
は
地
域
の
中
心
商
店
街
と

し
て
の
性
格
が
強
く
な
る
。
獅
子
文
六
は
最
盛
期
の

雰
囲
気
が
残
る
岩
松
を
舞
台
と
し
て
小
説
「
て
ん
や

わ
ん
や
」
を
描
き
、
昭
和
25
（
１
９
５
０
）
年
に
は

岩
松
ロ
ケ
で
映
画
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
映
像
と
し
て

往
時
の
岩
松
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
重
伝
建
地
区
の
範
囲
は
北
側
は
岩
松
橋
か
ら
、
南

側
は
津
島
大
橋
ま
で
で
あ
る
。
町
並
み
の
歴
史
的
経

緯
か
ら
通
り
の
性
格
は
①
土
居
ノ
奥
川
沿
い
の
道
、

②
本
通
り
、③
中
道
、④
岩
松
川
沿
い
の
道
（
川
通
り

・
浜
通
り
・
港
町
）
と
い
う
４
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

　
①
土
居
ノ
奥
川
沿
い
の
道

天
ヶ
森
か
ら
岩
松
川
へ
流
れ
こ
む
土
居
ノ
奥
川
に
沿

っ
て
形
成
さ
れ
た
道
で
あ
り
周
囲
に
は
農
家
型
住
宅

が
点
在
す
る
。
本
通
り
、
中
道
が
直
交
し
、
町
の
時

代
軸
を
横
断
す
る
変
化
に
富
ん
だ
町
並
み
が
見
ら
れ
、

農
家
な
ど
の
商
家
と
は
異
な
る
生
業
に
伴
う
建
築
物

が
特
徴
的
な
通
り
。

　
②
本
通
り

江
戸
時
代
か
ら
現
在
ま
で
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
し

て
利
用
さ
れ
、
切
妻
平
入
で
比
較
的
間
口
の
広
い
町

家
が
立
ち
並
ぶ
町
並
み
で
あ
る
。
格
子
窓
、
持
ち
送

り
、
ベ
ン
ガ
ラ
塗
り
な
ど
の
町
家
の
表
構
え
に
加
え

て
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
洋
風
建
築
や
看
板
建
築

な
ど
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
商
人
町
の
様
相
が

色
濃
く
見
ら
れ
る
通
り
。

　
③
中
道

江
戸
時
代
の
岩
松
の
町
場
の
端
に
流
れ
て
い
た
水
路

「
芳
原
溝
」
が
暗
渠
と
な
っ
た
通
り
。
川
筋
付
替
工
事

に
伴
い
西
側
に
も
町
場
が
形
成
さ
れ
た
た
め
、
東
西

の
高
低
差
に
よ
る
整
形
積
み
石
垣
の
連
続
性
が
特
徴

的
な
通
り
。

　
④
岩
松
川
沿
い
の
道
（
川
通
り
・
浜
通
り
・
港
町
）

川
筋
付
替
に
伴
い
明
治
以
降
に
形
成
さ
れ
た
通
り
で

　
　
　
あ
り
、
川
通
り
・
浜
通
り
の
土
手
道
に
は
、

　
　
　
平
入
・
寄
棟
な
ど
に
よ
る
土
蔵
や
旅
館
建
築

　
　
　
な
ど
流
通
往
来
に
関
連
す
る
景
観
を
見
る
こ

　
　
　
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
後
に
整
備
さ
れ
た
港

　
　
　
町
も
川
側
の
通
り
に
面
し
て
平
入
や
妻
入
の

　
　
　
比
較
的
小
規
模
な
主
屋
が
立
ち
並
ぶ
近
代
港

　
　
　
町
の
面
影
を
残
す
。

　
　
　
　
時
代
・
生
業
な
ど
様
々
な
要
素
が
入
り
交

　
　
　
じ
っ
た
町
並
み
で
あ
る
こ
と
が
、
他
に
は
無

　
　
　
い
岩
松
な
ら
で
は
の
魅
力
だ
と
考
え
る
。
今

　
　
　
後
、
地
域
の
人
々
と
連
携
し
な
が
ら
活
性
化

　
　
　
を
進
め
て
い
き
た
い
。

岩松川の対岸（国道 56 号線側）から見た岩松の街並み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真提供 /北村徹写真事務所）

 

岩
松
の
魅
力

重
要
伝
統
的
建
造
物
群

保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
た
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９
５
０
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、
町
の
時

代
軸
を
横
断
す
る
変
化
に
富
ん
だ
町
並
み
が
見
ら
れ
、

農
家
な
ど
の
商
家
と
は
異
な
る
生
業
に
伴
う
建
築
物

が
特
徴
的
な
通
り
。

　
②
本
通
り

江
戸
時
代
か
ら
現
在
ま
で
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
と
し

て
利
用
さ
れ
、
切
妻
平
入
で
比
較
的
間
口
の
広
い
町

家
が
立
ち
並
ぶ
町
並
み
で
あ
る
。
格
子
窓
、
持
ち
送

り
、
ベ
ン
ガ
ラ
塗
り
な
ど
の
町
家
の
表
構
え
に
加
え

て
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
洋
風
建
築
や
看
板
建
築

な
ど
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
商
人
町
の
様
相
が

色
濃
く
見
ら
れ
る
通
り
。

　
③
中
道

江
戸
時
代
の
岩
松
の
町
場
の
端
に
流
れ
て
い
た
水
路

「
芳
原
溝
」
が
暗
渠
と
な
っ
た
通
り
。
川
筋
付
替
工
事

に
伴
い
西
側
に
も
町
場
が
形
成
さ
れ
た
た
め
、
東
西

の
高
低
差
に
よ
る
整
形
積
み
石
垣
の
連
続
性
が
特
徴

的
な
通
り
。

　
④
岩
松
川
沿
い
の
道
（
川
通
り
・
浜
通
り
・
港
町
）

川
筋
付
替
に
伴
い
明
治
以
降
に
形
成
さ
れ
た
通
り
で

　
　
　
あ
り
、
川
通
り
・
浜
通
り
の
土
手
道
に
は
、

　
　
　
平
入
・
寄
棟
な
ど
に
よ
る
土
蔵
や
旅
館
建
築

　
　
　
な
ど
流
通
往
来
に
関
連
す
る
景
観
を
見
る
こ

　
　
　
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
後
に
整
備
さ
れ
た
港

　
　
　
町
も
川
側
の
通
り
に
面
し
て
平
入
や
妻
入
の

　
　
　
比
較
的
小
規
模
な
主
屋
が
立
ち
並
ぶ
近
代
港

　
　
　
町
の
面
影
を
残
す
。

　
　
　
　
時
代
・
生
業
な
ど
様
々
な
要
素
が
入
り
交

　
　
　
じ
っ
た
町
並
み
で
あ
る
こ
と
が
、
他
に
は
無

　
　
　
い
岩
松
な
ら
で
は
の
魅
力
だ
と
考
え
る
。
今

　
　
　
後
、
地
域
の
人
々
と
連
携
し
な
が
ら
活
性
化

　
　
　
を
進
め
て
い
き
た
い
。

写真上：岩松村誌（大正２年発行）港町
写真中：岩松村誌（大正２年発行）上本町から下本町
写真下：両小西家屋敷地付近　臨江寺北側の尾根（墓地？）から撮影されたもの
　と推測。東小西家屋敷地に川に面して大畑旅館、小西本家屋敷地の川に面して
　離れと蔵が確認できる。また、本通りが港町に向かってカーブするあたりにセ
　ンバの舟入が埋め立てられる前の様子を見ることができる。右岸は水田が広が
　り建物はほぼ無い。慶応 2年の河川付替前の旧河川の痕跡が確認できる。

岩松川の対岸（国道 56 号線側）から見た岩松の街並み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真提供 /北村徹写真事務所）
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後
の
主
・
通
顕
が
秀
吉
の
四
国
征
伐
で
倒
れ
、
越
智

一
族
は
滅
亡
す
る
。
そ
の
後
、
岩
松
住
民
は
土
居
の

奥
の
高
台
に
石
の
祠
と
石
垣
の
囲
い
を
造
っ
て
一
族

を
こ
こ
に
祀
っ
た
が
、
明
治
45
年
、
三
島
神
社
に
合

祀
さ
れ
た
。
今
も
遺
る
高
台
と
石
垣
の
囲
い
は
、
往

時
の
事
跡
を
物
語
っ
て
い
る
。

農
村
か
ら
町
場
へ

　
米
屋
惣
兵
衛
45
歳
（
父
は
近
江
の
湖
西
か
ら
宇
和

島
城
下
町
に
移
住
し
た
御
用
商
人
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
）
は
、
貞
享
元
（
１
６
８
４
）
年
、
藩
か
ら
岩
松

に
酒
造
業
を
営
む
許
可
を
得
た
後
、
土
居
の
奥
の
住

人
か
ら
低
地
に
あ
る
田
畑
を
購
入
し
て
酒
造
業
を
創

設
し
た
。
ま
だ
ガ
ラ
ス
の
容
器
の
な
い
時
世
だ
っ
た

の
で
、
大
樽
や
酒
樽
を
造
る
杉
材
を
大
量
に
必
要
と

し
た
。
樽
職
人
や
杜
氏
・
蔵
人
の
作
業
場
や
住
居
、

資
材
貯
蔵
庫
や
酒
蔵
等
の
建
設
も
急
務
で
あ
っ
た
。

更
に
職
人
の
確
保
や
廻
船
・
船
場
を
整
え
て
酒
造
り

を
開
始
し
た
。
こ
こ
か
ら
岩
松
村
は
農
村
か
ら
川
港

を
拠
り
所
と
す
る
町
場
へ
と
変
化
し
て
い
く
。

　
江
戸
時
代
の
中
期
に
は
生
産
年
齢
人
口
が
増
加
の

一
途
を
た
ど
り
町
場
も
賑
わ
っ
て
き
た
。
２
代
久
右

衛
門
は
、
元
禄
12
（
１
６
９
９
）
年
、
近
家
に
藩
営

に
よ
る
塩
田
を
開
発
し
た
。
小
西
家
に
よ
る
経
営
は
、

塩
の
専
売
制
が
施
行
さ
れ
る
明
治
38
（
１
９
０
５
）

年
ま
で
２
０
６
年
間
続
い
た
。

　
明
和
６
（
１
７
６
９
）
年
、
３
代
久
八
の
４
男
萬

兵
衛
が
分
家
し
て
本
家
の
北
隣
に
東
小
西
家
を
興
し

た
。
折
し
も
、
津
島
組
の
産
物
が
増
加
し
て
岩
松
が

※1）北朝の暦応（りゃくおう）３年、南朝の興国元年
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め
ぐ

あ
い
お
い
ち
ょ
う

ひ
が
し
こ
に
し

　
「
そ
れ
は
、
山
々
の
屏
風
で
大
切
そ
う
に
囲
わ
れ

た
、
陽
に
輝
く
盆
地
で
あ
っ
た
。
一
筋
の
河
が
野
の

中
を
紆
り
、
河
下
に
二
本
の
橋
が
あ
り
、
そ
の
片
側

に
銀
の
鱗
を
列
べ
た
よ
う
に
、
人
家
の
屋
根
が
連
な

っ
て
い
た
。
い
か
に
も
、
そ
れ
は
別
天
地
で
あ
っ
た
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
説
『
て
ん
や
わ
ん
や
』

　
こ
れ
は
、
主
人
公
犬
丸
順
吉
が
バ
ス
の
車
窓
を
透

か
し
て
、
峠
か
ら
眺
望
し
た
相
生
町
の
印
象
を
描
い

た
一
節
で
あ
る
。
ま
さ
に
岩
松
の
町
並
み
の
景
観
を

言
い
得
て
妙
の
表
現
だ
。

　
昭
和
20
（
１
９
４
５
）
年
12
月
、
妻
の
富
永
シ
ヅ

の
故
郷
岩
松
に
戦
後
疎
開
し
た
獅
子
文
六
一
家
と
滞

在
先
の
東
小
西
家
の
闊
達
な
当
主
や
屈
託
の
な
い
地

域
住
民
と
の
２
年
間
の
交
流
が
小
説
を
創
る
素
地
と

な
っ
て
い
る
。

岩
松
の
起
源
は
、 土
居
の
奥

　
南
北
朝
時
代
の※

１
）
１
３
４
０
年
、
越
智
俊
氏
が

津
島
郷
の
初
代
領
主
に
就
い
た
頃
、
郷
内
は
平
穏
で

あ
っ
た
。
海
抜
３
３
４
㍍
の
天
ヶ
森
を
背
に
山
裾
（

海
抜
17
㍍
）
の
川
縁
に
草
屋
根
の
家
が
数
軒
あ
っ
た
。

住
民
は
母
屋
の
周
囲
に
広
庭
を
有
し
、
営
農
や
養
蚕

で
暮
ら
し
を
立
て
て
い
た
。
更
に
岩
松
川
流
域
の
水

田
を
広
く
所
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
国
時
代
の

天
文
15
（
１
５
４
６
）
年
、
領
主
通
孝
が
天
ヶ
森
城

を
居
城
に
し
た
の
で
、
そ
の
山
麓
に
砦
を
守
る
土
居

（
土
塁
）が
造
ら
れ
た
。
こ
こ
に
土
居
の
奥
や
土
居
の

奥
川
の
名
称
が
定
ま
っ
た
。
城
の
守
備
は
堅
固
で
あ

っ
た
が
、
10
代
通
繁
が
天
正
８
年
、
長
宗
我
部
の
侵

攻
で
討
死
し
た
。
同
13
（
１
５
８
５
）
年
に
は
、
最

み
ち
あ
き

み
ち
し
げ

み
ち
た
か

こ    

せ
い

と
う   

じ　
　
　

 

く
ら 

び
と

ち
か
い
え

き
ゅ
う
う

え   

も
ん

き
ゅ
う
は
ち　
　
　
　
　
　

 

ま
ん

べ  

え

ほ
こ
ら

お　

  

ち   

と
し  

う
じ

て
ん　
が   

も
り

岩松川と新川岸の町並み
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※2）小西家につぐ豪商で林業、廻船業を営んでいた。

※水色　　は現在の川筋※水色　　は現在の川筋

岩松「愛媛県宇和島市津島町伝統的建造物群保存対策調査」より

こ   

に
し

か
ん
と
う
か
わ   

す
じ    

ご      

ふ

ろ
う    
ざ   
と
う

ど
り
や
く

そ
う
ざ
ぶ
ろ
う

む
ね
な
り

ち
ょ
く
せ
ん

む
ね  

え

し
ん

み
な
と
ま
ち

さ
さ
や

そ
の
交
易
の
場
と
し
て
活
気
付
い
た
頃
で
あ
る
。
東

小
西
家
は
本
家
小
西
家
と
連
係
を
保
っ
て
、
小
廻
船

業
、
醤
油
製
造
業
、
木
蝋
製
造
、
製
炭
仲
買
、
金
融

業
を
営
ん
だ
。

　
本
家
は
久
八
が
酒
造
業
、
製
塩
業
を
営
む
傍
ら
、

岩
松
大
火
に
米
80
俵
、
宇
和
島
藩
「
関
東
川
筋
御
普

請
に
米
１
５
０
０
俵
を
献
上
し
た
。
藩
に
湖
西
な
る

苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
る
が
、
願
い
出
て
小
西
と
名
乗

る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
、
津
島
組
質
商
の
許
可

が
下
り
る
。

　
後
期
に
な
る
と
藩
命
に
よ
っ
て
、
４
代
安
太
郎
が

保
田
橋
の
架
け
替
え
を
行
い
、
５
代
惣
三
郎
は
文
化

元
（
１
８
０
４
）
年
、
製
蝋
業
を
創
始
し
、
蝋
座
頭

取
役
を
務
め
た
。
一
方
、
寛
政
10
（
１
７
９
８
）
年
、

４
代
か
ら
始
ま
っ
た
新
田
開
発
は
、
８
代
荘
三
郎
の

文
久
年
間
ま
で
続
い
た
。
そ
の
結
果
、
両
小
西
家
は

大
地
主
と
な
り
、
荘
三
郎
は
幕
末
津
島
組
を
牽
引
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

町
並
み
発
展
の
前
後

　
慶
応
２
（
１
８
６
６
）
年
の
直
川
工
事
竣
工
以
前

の
岩
松
川
は
、
現
在
の
町
並
み
か
ら
遥
か
西
側
の
田

畑
の
中
を
北
か
ら
南
へ
蛇
行
し
て
流
れ
て
い
た
。
嘉

永
６
（
１
８
５
３
）
年
、
岩
松
川
蛇
行
地
帯
で
洪
水

が
発
生
し
、
高
田
村
の
堤
防
が
切
れ
、
岩
松
の
町
並

み
近
く
の
田
畑
も
流
失
し
た
。
６
代
荘
三
郎
は
藩
主

宗
城
公
の
藩
命
に
よ
り
改
修
を
行
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
も
水
害
は
続
き
、
川
や
土
手
の
改
修
は
洪
水

と
の
い
た
ち
ご
っ
こ
と
な
り
川
底
の
土
砂
の
堆
積
で

水
深
が
浅
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
８
代
荘
三
郎

は
水
害
対
策
工
事
を
藩
の
役
人
、
村
役
人
と
協
議
し

て
、
９
代
藩
主
宗
徳
公
の
追
認
を
得
て
川
筋
を
東
側

の
町
並
み
に
寄
せ
る
直
川
工
事
を
行
っ
た
。
費
用
は

小
西
家
と
吉
良
家
、
船
田
家
な
ど
の
庄
屋
が
負
担
し
、

加
え
て
８
代
荘
三
郎
が
米
２
０
０
０
俵
を
投
じ
て
慶

応
２
年
に
竣
工
し
た
。

　
だ
が
、
川
の
浅
瀬
化
は
収
ま
ら
ず
、
東
小
西
家
と

※

２
）
笹
屋
は
船
場
か
ら
河
口
に
至
る
水
田
地
帯
（
本

通
り
の
南
端
）
を
造
成
し
、
こ
こ
に
倉
庫
を
造
っ
て

移
動
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
治
９
年
、
港
町
が
成
立

し
、
廻
船
業
は
昭
和
初
期
ま
で
続
い
た
。
小
西
両
家

も
川
の
前
に
屋
敷
を
広
げ
、
明
治
20
年
頃
完
成
す
る
。

こ
う
し
た
町
並
み
の
拡
大
は
川
港
を
利
用
し
た
商
業

の
更
な
る
発
展
へ
と
つ
な
が
っ
た
。

町
並
み
の
核
は
醸
造
業

　
江
戸
初
期
、
岩
松
に
酒
や
醤
油
の
醸
造
加
工
を
も

た
ら
し
た
の
は
、
小
西
家
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
85

年
後
に
東
小
西
家
と
称
す
る
分
家
が
で
き
る
。
更
に

明
治
27
年
に
西
村
酒
造
、
同
40
年
頃
、
阿
部
酒
造
が

「津島町岩松付近図」
所蔵：公益財団法人宇和島伊達文化保存会
※下図にあわせるため回転

　
岩
松
川
は
恵
み
と
水
害
を
も
た
ら
し
た
が
、
住
人

は
川
の
保
護
と
開
発
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
生
き
て

き
た
。
そ
の
こ
と
に
思
い
を
致
し
な
が
ら
、
別
天
地

と
称
さ
れ
る
岩
松
の
町
並
み
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ

て
い
く
方
途
を
探
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

開
業
し
た
。
醤
油
業
は
東
小
西
の
他
、
西
崎
、
内
山
、

土
居
が
創
業
す
る
。
明
治
42
年
の
４
軒
の
酒
生
産
高

は
１
４
０
０
石
、
醤
油
５
軒
の
生
産
高
は
１
６
０
０

石
を
記
録
。
岩
松
の
町
並
み
に
今
も
残
る
醸
造
業
の

営
み
は
伝
統
の
維
持
と
発
展
を
未
来
へ
伝
え
て
い
る
。

N



松
田
厚
子

獅
子
文
六

宇
和
島
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

家
や
滞
在
先
の
素
封
家
・
東
小
西
家
の
温
か
い
も

て
な
し
を
受
け
、
こ
こ
は
「
別
天
地
」
で
あ
っ
た
。

「
年
中
行
事
、
方
言
、
民
謡
、
口
碑
、
珍
し
い
話
し

な
ど
を
ノ
ー
ト
に…

」
と
『
娘
と
私
』
に
書
き
著

し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
周
到
な
取
材
を
生
か
し
て
、
津
島
を

舞
台
に
し
た
私
小
説
『
娘
と
私
』、
ユ
ー
モ
ア
小
説

の
『
て
ん
や
わ
ん
や
』『
大
番
』
の
他
、『
桐
の
木

の
怪
』『
遅
日
』『
無
類
の
英
雄
』『
塩
百
姓
』
な
ど

滑
稽
に
し
て
哀
感
漂
う
軽
妙
な
作
品
が
生
み
出
さ

れ
た
。『
娘
と
私
』
は
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
の
連
続
テ
レ
ビ

小
説
の
第
一
作
と
な
り
、
視
聴
率
を
高
め
た
。

　
昭
和
22
（
１
９
４
７
）
年
10
月
、
一
家
は
東
京

に
戻
る
。
翌
年
、
追
放
の
仮
指
定
を
受
け
る
が
、

５
月
に
解
除
さ
れ
た
。
同
25
年
２
月
、『
て
ん
や
わ

ん
や
』
の
映
画
を
見
る
こ
と
な
く
、
妻
シ
ヅ
は
脳

血
栓
で
死
去
。
大
磯
町
に
転
居
す
る
二
ヶ
月
前
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

44
年
、
文
化
勲
章
受
賞
。
同
12
月
13
日
、
死
去
。

享
年
77
歳
。

　
獅
子
文
六
、
本
名
：
岩
田
豊
雄
は
戦
中
か
ら
戦

後
の
日
本
人
の
心
を
と
ら
え
た
小
説
家
で
あ
り
、

演
出
家
で
あ
る
。
明
治
26
（
１
８
９
３
）
年
、
貿

易
商
岩
田
茂
穂
の
長
男
と
し
て
横
浜
に
生
ま
れ
、

東
京
で
育
っ
た
。
大
正
２
（
１
９
１
３
）
年
、
小

説
『
韻
』
の
執
筆
中
に
慶
応
義
塾
大
文
科
を
退
学

し
、
文
筆
生
活
を
送
る
。

　
大
正
11
年
、
29
歳
、
演
劇
研
究
の
た
め
に
フ
ラ

ン
ス
に
渡
る
。
ロ
シ
ア
・
バ
レ
ー
や
モ
ス
ク
ワ
芸

術
座
の
舞
台
芸
術
に
魅
了
さ
れ
、
劇
評
を
書
く
。

同
13
年
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

で
演
劇
の
鑑
賞
眼
を
高
め
る
。
14
年
、
妻
マ
リ
ー

を
伴
い
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
。
昭
和
７
年
、
マ
リ

ー
病
死
。
長
女
巴
絵
６
歳
。
同
９
年
、
岩
松
町
（

現
：
宇
和
島
市
）
出
身
の
富
永
シ
ヅ
と
結
婚
。

　
昭
和
元
（
１
９
２
６
）
年
か
ら
９
年
に
か
け
て
、

戯
曲
『
貧
者
』『
ク
ノ
ッ
ク
』
や
『
舞
台
装
置
』
の

翻
訳
・
開
設
を
行
う
一
方
、
ル
ナ
ー
ル
の
『
に
ん

じ
ん
』
等
の
演
出
を
担
当
し
た
。
同
12
年
、
岸
田

國
士
や
久
保
田
万
太
郎
ら
と
文
学
座
を
起
こ
す
。

　
同
年
、
小
説
『
悦
ち
ゃ
ん
』
が
映
画
化
さ
れ
た
。

同
17
年
、
朝
日
新
聞
に
本
名
で
連
載
し
た
『
海
軍
』

は
翌
年
、
海
軍
報
道
部
で
映
画
化
、
公
開
さ
れ
る
。

　
敗
戦
直
後
の
昭
和
20
年
12
月
、
一
家
三
人
で
妻

シ
ヅ
の
故
郷
岩
松
町
に
帰
郷
し
た
。『
海
軍
』
が
公

職
追
放
の
対
象
と
し
て
危
惧
さ
れ
る
中
、
妻
の
実

娘と私／獅子文六
筑摩書房

1,540 円 ( 税込 )

てんやわんや／獅子文六
筑摩書房

858 円 ( 税込 )

獅子文六（妻シヅのアルバムより）　　　　　　　　　　写真提供／近藤正子

岩松川橋畔にある自筆句碑「思ひきや伊予の涯にて初硯」

「
て
ん
や
わ
ん
や
」
で
津
島
を
書
く
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「
ア
カ
テ
ガ
ニ
」
が
い
る
街

　

こ
れ
か
ら

　
ア
カ
テ
ガ
ニ
は
、
近
年
、
急
劇
に
数
を
減
ら
し

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
岩
松
川
に
は
、

天
然
ウ
ナ
ギ
や
シ
ロ
ウ
オ
、
テ
ナ
ガ
エ
ビ
な
ど
多

種
多
様
な
生
き
物
た
ち
が
生
息
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
こ
こ
で
暮
ら
す
人
だ
け
で
な
く
、
小

さ
な
生
き
物
た
ち
に
と
っ
て
も
、
石
垣
や
集
落
を

め
ぐ
る
水
路
な
ど
、
河
川
と
一
体
と
な
っ
た
文
化

的
景
観
の
保
全
が
進
む
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
少
し
ず
つ
で
す
が
岩
松
の
カ
ニ
に
興
味
を
持
っ

て
く
れ
る
仲
間
が
増
え
ま
し
た
。
夏
季
に
は
「
放

仔
観
察
会
」
を
行
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

豊
か
な
自
然
と
岩
松
の
地
形

　
ア
カ
テ
ガ
ニ
は
、
海
か
ら
離
れ
た
川
沿
い
の
土

手
や
林
の
中
に
生
息
し
、
陸
上
の
生
活
に
適
応
し

た
カ
ニ
で
す
。
し
か
し
、
７
月
〜
９
月
に
か
け
て

の
大
潮
前
後
の
数
日
、
陸
で
産
卵
し
た
メ
ス
は
、

お
腹
に
ふ
化
寸
前
の
卵
を
抱
え
て
河
口
や
海
に
移

動
し
ま
す
。
そ
の
後
、
水
中
で
体
を
上
下
に
震
わ

せ
、
卵
を
ふ
化
さ
せ
、
子
ど
も
た
ち
を
海
へ
放
つ

（
放
仔（
ほ
う
し
）行
動
）習
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
度
、
重
伝
建
地
区
と
な
っ
た
岩
松
は
、
山

と
岩
松
川
に
挟
ま
れ
て
集
落
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
山
で
生
活
し
て
い
る
ア
カ
テ
ガ
ニ
の
メ
ス

は
、
お
腹
に
卵
を
抱
え
、
危
険
を
冒
し
、
家
屋
に

迷
い
込
ま
な
い
よ
う
、
車
に
轢
か
れ
な
い
よ
う
に

　
し
て
海
へ
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　
大
潮
の
日
、
港
町
地
区
に
は
無
数
の
カ
ニ
た
ち

が
集
ま
り
放
仔
を
行
い
ま
す
。
も
と
も
と
こ
の
場

所
は
、
ア
シ
な
ど
が
生
え
る
緩
や
か
な
水
際
で
、

餌
も
豊
富
に
あ
り
、
カ
ニ
た
ち
に
と
っ
て
都
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
い
環
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
整
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
す
。　

　

ア
カ
テ
ガ
ニ
と
の
出
会
い

　
嫁
い
で
20
年
、
岩
松
地
区
で
は
夏
に
な
る
と
家

の
周
辺
だ
け
で
な
く
、
家
の
中
に
ま
で
カ
ニ
が
た

く
さ
ん
現
れ
ま
す
。
岩
松
で
育
っ
た
夫
や
子
ど
も

た
ち
に
は
見
慣
れ
た
光
景
の
よ
う
で
す
が
、

私
に
と
っ
て
は
事
件
で
し
た
。
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
、
ス
ラ
イ
ド
ド
ア
で
潰
し
て
し
ま
い
ま
す
。

園
芸
用
の
バ
ケ
ツ
や
花
瓶
の
中
か
ら
出
ら
れ

な
く
な
り
干
か
ら
び
て
い
た
り
、
２
階
の
部

屋
に
侵
入
し
た
り
、
道
路
で
車
に
轢
か
れ
て

ペ
チ
ャ
ン
コ
に
な
っ
た
の
も
い
ま
す
。

　
私
の
実
家
近
く
の
川
に
は
、
サ
ワ
ガ
ニ
が
い
ま

し
た
が
、
こ
こ
岩
松
の
カ
ニ
は
少
し
違
い
ま
す
。

背
中
（
甲
羅
）
に
ニ
コ
ち
ゃ
ん
マ
ー
ク
が
あ
る
の

で
す
。
し
か
も
、
赤
色
と
黒
色
、
二
種
類
の
カ
ニ

が
存
在
し
ま
す
。
地
元
の
人
に
聞
く
と
、
昔
か
ら

赤
を
「
ア
カ
ベ
ン
ケ
イ
」
黒
を
「
ク
ロ
ベ
ン
ケ
イ
」

と
呼
び
、
捕
ま
え
た
カ
ニ
を
タ
コ
釣
り
の
人
に
売

　
　
っ
て
、
小
遣
い
稼
ぎ
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
こ
う
し
て
、
手
が
か
り
を
掴
ん
だ
私
は
「
＃
津

　
島
町　
ベ
ン
ケ
イ
ガ
二
」
で
ネ
ッ
ト
検
索
し
て

　
み
ま
し
た
。
す
る
と
、「
ベ
ン
ケ
イ
ガ
二
」は
、

　
愛
媛
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
「
絶
滅
危
惧

　
Ⅰ
類
／
分
布
地
は
県
内
／
宇
和
島
市
、
津
島
町
」

　
　
と
あ
り
ま
し
た
！　
そ
ん
な
絶
滅
寸
前
の
貴

重
な
カ
ニ
と
も
知
ら
ず
、
私
は
「
ま
た
死

ん
ど
ら
い
・
・
・
」
と
軽
々
し
く
扱

っ
て
き
た
こ
と
を
反
省
し
ま
し
た
。

　

岩
松
川
の
カ
ニ
た
ち

　
こ
う
し
て
、
カ
ニ
に
興
味
津
々
と

な
り
更
に
調
べ
て
い
く
と
、
ベ
ン
ケ
イ
ガ
ニ

に
よ
く
似
た※

１
）「
ア
カ
テ
ガ
ニ
」
と
い
う
の
が
い

る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
、

素
人
で
は
違
い
が
全
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

　
で
は
、
岩
松
周
辺
に
い
る
カ
二
は
、
ど
う
で
し

ょ
う
か
。
改
め
て
観
察
し
て
み
る
と
、
ア
カ
テ
ガ

ニ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！　
そ
れ
か
ら
高

三
の
息
子
を
護
衛
に
付
け
、
夜
行
性
の
カ
ニ
の
観

察
を
毎
晩
の
よ
う
に
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

個
体
数
は
少
な
い
も
の
の
、
ベ
ン
ケ
イ
ガ
ニ
を
確

認
、
ク
ロ
ベ
ン
ケ
イ
ガ
ニ
は
多
数
、
ハ
マ
ガ
ニ
、

ア
シ
ハ
ラ
ガ
ニ
も
、
そ
こ
そ
こ
生
息
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。

※1）目の下、甲羅側面に 1～ 2㎜の切れ込み（黄い丸）
があるのが【ベンケイガニ】、ないのが【アカテガニ】

田村 裕子
たむら　ゆうこ

フラワーショップたむら

ベンケイガニ　日中は巣穴や物陰を好み夜になると活発に動く

ハマガニ　紫色をおびていてハサミが大きくかっこいい。
　　　　　河口域の湿地に穴を掘って生息

（南予生物フィールドノート）

（南予生物フィールドノート）

岩松川河川敷の様子
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岩
松
川
の

う
な
ぎ

「
鰻
は
、
昔
も
今
も
顔
も
姿
も
変
わ
ら
へ
ん
、
ワ
シ

は
鰻
と
話
し
が
で
き
る
ん
よ（
笑
）。
鰻
は
獲
っ
て

も
三
日
も
し
た
ら
別
の
鰻
が
入
る
け
ん
、
鰻
の
穴

（
棲
処
）を
10
個
持
っ
と
っ
た
ら
飯
が
食
え
る
。
そ

う
し
て
稼
い
だ
金
で
毎
年
別
府
に
湯
治
に
い
く
の

が
楽
し
み
で
な
、
ほ
ん
に
、
鰻
は
神
様
よ
、
こ
こ

（
岩
松
川
）
は
、
ワ
シ
の
穴
場
よ
」
と
・
・
・

　
そ
う
し
て
、
見
よ
う
見
ま
ね
で
鰻
漁
を
続
け
て

い
た
が
、
二
十
歳
頃
か
ら
は
、「
石
ぐ
ろ
漁
」
一
筋

約
60
年
、
岩
松
川
で
鰻
を
獲
り
続
け
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
平
成
13
（
２
０
０
１
）
年
、
小
山
さ

ん
は
岩
松
川
漁
業
協
同
組
合
（
以
下
：
岩
松
漁
協
）

の
組
合
長
に
就
任
（
小
山
さ
ん
の
鰻
漁
は
趣
味
で
、

売
っ
た
こ
と
は
一
度
も
無
い
と
言
う
）
し
て
、
国

が
進
め
る
放
流
事
業
に
も
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
小
山
さ
ん
が
組
合
長
に
な
る
以
前
は
、
鰻
を
放

流
し
て
も
増
え
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
減
っ
て
い
た

と
い
う
）
そ
ん
な
中
、
自
身
が
仕
掛
け
る
「
石
ぐ

ろ
」
に
放
流
し
た
鰻
が
一
向
に
入
っ
て
い
な
い
の

に
気
が
付
い
た
。
そ
し
て
、
あ
る
日
、
周
辺
に
鰻

を
放
流
し
て
10
日
放
置
し
た
「
石
ぐ
ろ
」
を
開
け

て
み
る
と
、
天
然
鰻
が
放
流
鰻
を
頭
か
ら
飲
み
込

ん
で
い
る
の
を
見
て
驚
い
た
。

　
「
こ
れ
は
何
か
あ
る
ぞ
」
と
思
い
、
場
所
の
異
な

る
天
然
鰻
を
箱
の
中
で
１
年
程
度
飼
い
、
そ
の
中

に
海
で
捕
獲
し
た
鰻
を
入
れ
、
二
日
後
に
開
け
て

み
る
と
、
海
で
捕
獲
し
た
鰻
は
首
の
辺
り
を
食
い

ち
ぎ
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
鰻
は
縄
張
り
意
識
が
強
く
、

放
流
さ
れ
た
「
よ
そ
者
鰻
」
を
排
除
し
て
い
る
の

※1）  干潮時に川底を掘って網を敷き、その上に小石を積み上げる漁法。そこに川エビや小魚、カニなどが入り、それを捕食するためウナギが
　　  石の穴の中に入るので、それを捕獲する

全
国
有
数
の※

３
）

生
息
数
を
誇
る

小山  欽也
こやま　 きんや

岩松川漁業協同組合
組合長

　
藩
政
時
代
の
岩
松
は
、
小
西
家
に
よ
り
新
田
、

塩
田
、
森
林
の
開
発
や
河
川
の
改
修
が
行
わ
れ
、

岩
松
川
で
は
、
鮎
、
し
ら
う
お
、
鰻
漁
な
ど
が
盛

ん
に
行
わ
れ
宇
和
島
藩
の
貴
重
な
収
入
源
の
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
た
。

　
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
付
け
替
え
ら
れ
た
岩
松

川
で
は
、
護
岸
に
沈
床
が
敷
か
れ
川
の
生
物
に
と

っ
て
最
高
の
棲
家
と
な
り
、
し
ら
う
お
漁
や
青
の

り
漁
と
並
ん
で
鰻
の※

１
）「
石
ぐ
ろ
漁
」
も
盛
ん

に
行
わ
れ
た
。
昭
和
10
（
１
９
３
５
）
年
に
は
河

口
で
２
㍍
の※

２
）「
大
う
な
ぎ
」
が
発
見
さ
れ
、

昭
和
43
（
１
９
６
８
）
年
に
愛
媛
県
の
天
然
記
念

物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
ん
な
岩
松
川
も
昭
和
50
（
１
９
７
５
）
年
頃

に
な
る
と
上
流
の
山
財
で
ダ
ム
工
事
が
始
ま
り
、

河
川
や
橋
の
架
け
替
え
、
堰
堤
（
え
ん
て
い
）
の

造
成
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、
岩
松
川
流
域
で
の
漁

業
は
、
で
き
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ

れ
て
い
た
が
、
天
然
記
念
物
の
「
大
う
な
ぎ
」
が

生
息
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
可
能
な
限
り
自
然

に
近
い
環
境
を
残
す
よ
う
工
夫
さ
れ
た
結
果
、
今

で
は
、
鰻
、
鮎
、
カ
ニ
、
し
ら
う
お
の
遡
上
も
徐

々
増
え
て
き
て
い
る
。

　
小
山
欽
也
さ
ん
（
82
歳
）
が
、
岩
松
川
で
初
め

て
「
石
ぐ
ろ
」
を
作
っ
た
中
学
生
の
頃
は
、
夕
方
、

川
漁
師
が
鮎
獲
り
の
投
網
を
し
て
い
る
最
中
で
も

鰻
が
水
面
か
ら
顔
を
出
す
ほ
ど
た
く
さ
ん
い
た
と

い
う
。
当
時
、「
長（
な
が
）さ
ん
」と
い
う
鰻
釣

り
の
名
人
が
い
て
、
小
山
さ
ん
に
、
こ
ん
な
こ
と

を
話
し
て
く
れ
た
と
言
う
。

※2）  2019 年 10 月 30 日、岩松川で、体長 1.1 メートル、重さ 6.8 キログラム、胴回り 40 センチメートルの大うなぎが発見されている

3月 8日に岩松川で行われたモニタリング調査
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で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
で
は
、
放
流
し
た
鰻
は

何
処
へ
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？　
調
べ
て
み
る
と
、

鰻
が
汽
水
域
で
獲
れ
る
時
期
と
放
流
期
と
が
重
な

る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

　
放
流
さ
れ
た
鰻
は
、
環
境
の
変
化
や
縄
張
り
争

な
ど
の
影
響
で
棲
家
を
失
い
、
汽
水
域
へ
下
り
、

そ
こ
で
捕
獲
さ
れ
る
の
だ
。
岩
松
川
の
鰻
の
放
流

数
は
、
稚
魚
価
格
の
高
騰
で
減
少
し
て
い
て
、
そ

れ
に
比
例
し
て
汽
水
域
で
の
鰻
の
漁
獲
量
も
減
少

し
て
い
る
が
、「
石
ぐ
ろ
漁
」
に
よ
る
漁
獲
量
は
、

む
し
ろ
増
え
て
い
る
と
い
う
。

「
放
流
は
、
鰻
の
お
ら
ん
川
な
ら
エ
エ
け
ど
、
お
る

川
に
放
流
し
た
ら
、
生
態
系
を
狂
わ
す
し
、
エ
エ

こ
と
な
い
ん
よ
」

　
小
山
さ
ん
は
、
愛
媛
県
の
内
水
面
漁
場
管
理
委

員
も
歴
任
し
、
約
60
年
間
に
も
及
ぶ
鰻
漁
の
経
験

と
強
い
探
求
心
で
今
で
は
、
全
国
規
模
の
学
術
会

議
の
場
で
も
一
目
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
千
人
ほ
ど
が
出
席
す
る
東
京
の
学
会
に
行
く
と
、

日
本
の
鰻
研
究
の
第
一
人
者
で
九
州
大
学
大
学
院

農
学
研
究
院
の
望
岡
典
隆
特
任
教
授
が
『
60
年
以

上
も
鰻
と
関
わ
っ
て
き
た
人
だ
か
ら
、
こ
の
人
の

言
う
事
を
聞
き
な
さ
い
』
と
皆
の
前
で
言
う
て
く

れ
る
も
ん
や
け
ん
、
私
も
『
川
も
身
体
も
コ
ン
マ

イ
（
小
さ
い
）
け
ん
ど
、
こ
こ
に
来
た
ら
大
男
に

な
れ
る
の
が
嬉
し
ゅ
う
て
い
け
ん
で
す
』、
と
応

え
る
ん
だ
す
ら
い
」

　
平
成
28
（
２
０
１
６
）
年
７
月
、
全
国
内
水
面

漁
業
協
同
組
合
連
合
会
が
進
め
る
鰻
生
息
環
境
改

善
支
援
事
業
が
岩
松
川
で
始
ま
っ
た
（
岩
松
川
河

口
に
設
置
し
た
10
基
の
「
石
倉
か
ご
」
を
５
年
に

わ
た
り
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）。

　
こ
れ
を
受
け
て
一
部
の
人
達
か
ら
は
、「
子
ど
も

た
ち
を
川
に
入
れ
て
調
査
を
兼
ね
た
イ
ベ
ン
ト
を

し
て
は
ど
う
か
」、
と
い
う
意
見
が
あ
る
よ
う
だ
が
、

小
山
さ
ん
は
、
川
の
環
境
保
護
は
イ
ベ
ン
ト
感
覚

で
は
で
き
な
い
。
と
言
い
切
る
。

　
ま
た
、
研
究
者
の
間
で
「
冬
は
鰻
は
獲
れ
な
い
」

と
い
う
の
が
定
説
（
川
の
鰻
は
冬
は
海
に
下
る
）

だ
が
、
岩
松
川
で
は
昔
か
ら
冬
に
鰻
を
獲
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
立
証
す
る
た
め
に
岩
松
川

で
２
月
に
「
石
ぐ
ろ
」
開
け
た
と
こ
ろ
、
中
に
鰻

が
居
た
た
め
、
学
者
た
ち
が
驚
い
た
と
い
う
。

　
全
国
各
地
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
対
象
の
河
川

の
中
で
岩
松
川
が
全
国
屈
指
の
個
体
数
（
鰻
）
を

誇
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
小
山
さ
ん
に
、
ど
う
し
て
岩
松
川
（
鰻
漁
）
に

惹
か
れ
る
の
か
聞
く
と

「
子
ど
も
の
頃
は
、
岩
松
川
で
の
遊
び
で
友
だ
ち
が

出
来
、
川
を
通
じ
て
大
人
の
話
し
も
聞
け
、
そ
の

大
人
た
ち
か
ら
岩
松
の
歴
史
や
文
化
を
教
え
て
も

ろ
う
た
ん
で
す
。
い
わ
ば
川
に
育
て
て
も
ろ
う
た

と
い
う
こ
と
で
す
ら
い
。
そ
や
け
ん
、
岩
松
川
を

次
の
世
代
に
引
継
ぐ
こ
と
が
使
命
や
と
思
う
と
り

ま
す
。
川
は
、
自
然
の
ま
ま
が
一
番
大
切
で
、
そ

う
す
れ
ば
、
鰻
や
鮎
や
カ
ニ
な
ど
が
沢
山
お
る
豊

か
な
川
が
守
れ
る
ん
で
す
。
そ
の
為
に
は
、

そ
れ
な
り
に
手
を
掛
け
て
や
ら
ん
と
い
け
ん
の
で
、

早
よ
う
後
継
者
を
作
ら
ん
と
い
け
ん
と
思
う
と
り

ま
す
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

　
小
山
さ
ん
の
漁
（
川
）
が
好
き
に
な
る
三
原
則
。

「古
き
に
聞
け
、
川
に
聞
け
、
魚
に
聞
け
」

〈岩松川の天然うなぎが食べられる店〉

料  理  田むら　

宇和島市津島町高田甲 280－2　☎  0895-32-2023
■定休日／不定休　■営業時間 11:00 ～ 14:00　※夜は予約のみ

（写真上）3月のモニタリング調査の時に獲れた大きな鰻
（写真中）鰻を捕獲する際は、石ぐろを網で囲い鰻が逃げないようにする
（写真下）鰻を取る時は、こうして石ぐろを覗き込む
（図 1）石ぐろに鰻が入る様子（小山さん作）

（図 1）
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森田 浩二
もりた　こうじ

「
町
並
み
保
存
」
で
岩
松
は
何
を
目
指
す
の
か
・
・
・
。

NPO法人　岩松守ろう会
事務局

自
問
し
て
い
ま
す
。
あ
れ
も
欲
し
い
、
こ
れ
も
欲

し
い
と
い
っ
た
気
持
に
な
り
ま
す
。
一
朝
一
夕
に

施
設
が
そ
ろ
い
、
お
店
が
で
き
る
と
は
思
っ
て
い

ま
せ
ん
が
、
訪
れ
た
皆
さ
ん
は
「
重
伝
建
地
区
」

に
は
、
そ
の
よ
う
な
施
設
が
揃
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
て
訪
問
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
少
な
か
ら
ず
ジ

レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
人
た
ち
も
出
て
き
ま
し
た
。

　
か
つ
て
商
店
街
と
呼
ば
れ
た
岩
松
も
多
分
に
漏

れ
ず
、
高
齢
化
、
人
口
減
少
が
顕
著
に
見
え
、
商

店
街
の
面
影
は
残
っ
て
も
そ
の
姿
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
か
し
た
ら
、
今
の
住
民
だ
け
で
は
お
客
様
を

迎
え
る
力
は
足
り
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
現
在
は
幸
い
に
も
大
都
会
の
便

利
さ
よ
り
も
田
舎
の
快
適
さ
を
好
む
若
者
も
い
ま

す
。
地
方
に
目
を
向
け
る
人
た
ち
が
い
ま
す
。
建

築
家
や
様
々
な
専
門
家
も
含
め
た
伝
統
的
な
町
並

み
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
と
交
流
・
関
係

を
も
ち
、
あ
わ
よ
く
ば
毎
年
一
人
ず
つ
で
も
移
住

者
を
招
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
試
み
を
し
て
い

き
た
い
、
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
人
た
ち
と
一
緒
に
か
つ

て
の
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
か
つ
て
の
様
な
賑
わ

い
を
取
り
戻
し
て
い
く
。
こ
ん
な
姿
を
、
い
ま
岩

松
に
か
か
わ
る
皆
さ
ん
で
作
っ
て
い
き
た
い
、
そ

う
感
じ
て
い
ま
す
。

一
方
、
重
伝
建
地
区
は
、
自
治
体
自
ら
が
ま
ず
保

存
す
る
こ
と
を
決
め
、
そ
の
保
存
地
区
に
つ
い
て

「
こ
の
地
区
は
こ
ん
な
に
貴
重
で
価
値
が
高
い
と

考
え
ま
す
が
、
国
の
宝
物
（
文
化
財
）
と
し
て
認

め
て
も
ら
え
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
っ
た
申
出

を
行
い
、
国
（
文
化
庁
）
の
調
査
・
審
議
を
経
て
、

選
ば
れ
る
と
い
う
経
過
を
た
ど
り
ま
す
。

　
す
な
わ
ち
、
自
治
体
が
住
民
の
自
分
た
ち
の
地

区
に
あ
る
伝
統
的
な
建
造
物
等
を
守
り
続
け
る
と

い
う
意
思
を
確
認
し
、
自
治
体
で
「
伝
統
的
建
造

物
群
保
存
地
区
」
と
し
て
決
め
る
こ
と
で
し
か
国

に
選
定
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
に
市
は
特
定
物
件
と
呼
ば
れ
る
、
残
す
べ
き
建

造
物
の
持
ち
主
に
「
同
意
書
」
と
い
う
形
で
意
思

確
認
を
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
、
重
伝
建
と
他
の

文
化
財
と
の
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
で
、
自
ら
の
意

思
で
保
存
地
区
に
な
り
、
そ
れ
を
様
々
な
制
度
で

後
押
し
さ
れ
な
が
ら
自
ら
が
「
歴
史
的
景
観
を
大

切
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
を
続
け
て
い
く
と
い
う

宣
言
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
か
ら
も
国
や
市
が

ま
ち
づ
く
り
を
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
く
自
分
た

ち
で
景
観
を
守
り
残
し
な
が
ら
、
活
用
し
継
承
し

て
い
く
「
町
並
み
保
存
地
区
」
と
は
、
そ
う
い
う

地
区
だ
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
過
程
自
体
を
「
町

並
み
保
存
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
重
伝
建
選
定
以
来
、
少
し
ず
つ
岩
松
を
訪
ね
る

方
が
増
え
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
戸
惑
い
も
出
て
い

ま
す
。
何
を
見
せ
た
ら
い
い
の
か
、
ど
こ
を
訪
ね

れ
ば
よ
い
の
か
、
ど
こ
を
案
内
し
た
ら
よ
い
の
か

　
こ
の
度
、
岩
松
地
区
が
国
の
「
重
要
伝
統
的
建

造
物
群
保
存
地
区（
以
下
：
重
伝
建
）」に
選
定
さ

れ
ま
し
た
。
２
０
０
３
年
、
町
の
振
興
施
策
の
柱

と
し
て
旧
津
島
町
が
「
岩
松
の
古
い
町
並
み
を
活

用
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
を
掲
げ
、
２
０
０
４
年
に

建
造
物
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。
翌
年
か
ら
文
化

庁
の
補
助
を
受
け
、
報
告
書
が
完
成
し
た
の
が
２

０
０
７
年
で
す
。
そ
れ
か
ら
、「
岩
松
町
並
み
保
存

会
」
が
中
心
と
な
り
、
行
燈
を
置
い
て
ま
ち
を
巡

る
「
岩
松
行
燈
回
廊
」、
岩
松
川
で
の
「
さ
よ
な
ら

夏
休
み
」、
お
雛
様
と
古
民
家
を
楽
し
ん
で
も
ら
う

「
岩
松
ひ
な
回
廊
」
等
、„

ま
ち”

を
使
っ
て
岩
松

を
知
っ
て
も
ら
う
イ
ベ
ン
ト
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

ど
ぶ
ろ
く
「NASSO

」
も
そ
の
中
か
ら
生
ま
れ
ま

し
た
。

　
市
町
村
合
併
を
経
験
し
、
紆
余
曲
折
も
あ
り
ま

　
　
　
　
　
　
し
た
が
、
宇
和
島
市
が
岩
松
の
町

　
　
　
　
　
　
並
み
を
伝
建
制
度
を
使
っ
て
活
性

　
　
　
　
　
　
化
を
目
指
す
こ
と
を
重
要
施
策
の

　
　
　
　
　
　
一
つ
に
掲
げ
た
２
０
１
８
年
、「
岩

　
　
　
　
　
　
松
町
並
み
保
存
会
」
を
発
展
的
解

　
　
　
　
　
　
消
し
「
岩
松
守
ろ
う
会
」
が
立
ち

　
　
　
　
　
　
上
が
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
保
存

　
　
　
　
　
　
対
策
調
査
報
告
書
」
が
完
成
し
て

　
　
　
　
　
　
16
年
の
時
を
経
て
、
２
０
２
３
年

　
　
　
　
　
　
国
へ
重
伝
建
選
定
の
申
出
し
、
晴

　
　
　
　
　
　
れ
て
重
伝
建
地
区
に
選
定
さ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
し
た
。
な
ん
と
か
、
国
の
お
墨
付

　
　
　
　
　
　
き
を
い
た
だ
い
て
建
造
物
等
を
残

　
　
　
　
　
　
し
、
活
用
し
て
い
く
体
制
が
で
き

　
　
　
　
　
　
た
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
、
安
堵
し

　
　
　
　
　
　
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
重
伝
建
は
、
国
の
文
化
財
の
種

　
　
　
　
　
　
類
の
一
つ
で
す
が
、
他
の
多
く
の

　
　
　
　
　
　
文
化
財
は
指
定
と
い
う
こ
と
に
対

　
　
　
　
　
　
し
、
重
伝
建
は
選
定
と
い
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
指
定
の
文
化
財
は
国
が
名
指
し
す

　
　
　
　
　
　
る
こ
と
で
文
化
財
に
な
り
ま
す
。

あ
ん
ど
ん

岩松川沿いの松
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お
し
ら
せ

読者プレゼント
《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。
《応  募  先》〒798-0041　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
《締切り》４月５日

会場／パフィオうわじまホール
2024年
４月14日（日）
 開　場／ 14:30　開　演／ 15:00
 入場料／一般 1,500 円　高校以下 1,000 円
※当日券は 500 円増し
※未就学児は入場できません

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式会社 

ＱＲコードから
ご予約できます

抽選でペア招待券を３組様に

幼い頃から身近に12 色のサクラマット水彩絵の具があり、 振り返ると一番長く親しんできたのが水彩なのかも

知れません。 時代と共に絵具も進化して表現も多様化して参りましたが、 やはり昔からの水彩絵の具は素朴

で奥が深く優しさを感じるように思えます。 この度、 新作による水彩二人展を開催することになりました。

お忙しいとは存じますが、 皆様にご高覧戴ければ幸いです。 　

〈売上の一部は能登半島地震災害義援金に寄附します〉

井関喜代　烏瓜（水彩）

森本秀樹　雨を待つ（水彩）

アトリエぱれっと　宇和島市伊吹町1083-1-2F　☎ 090-7784-4703

　　　　　　　　　　　　　　　　　HP）https://www.art-palette.com/

井 関 喜 代 ／ 森 本 秀 樹

水 彩 新 作 展

2024 . 6/6（木）～ 6/12（水）
＊6/10（月）は休廊

10:00 ～ 17:00（最終日 15:00 まで）
会場 /ギャラリーアトリエぱれっと

併 設 　 井 関 喜 代  自 選 展

北宇和島駅

←至吉田

高串川
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※

１
）
朝
ぼ
ら
け
に
古
い
引
き
戸
を
開
け
、
内
側
に

仕
舞
わ
れ
た
暖
簾
を
右
手
で
く
ぐ
る
と
、
た
ち
ま
ち
、

そ
の
匂
い
に
包
ま
れ
る
。

　
そ
の
な
ん
と
も
懐
か
し
い
匂
い
は
、
子
ど
も
の
頃

の
記
憶
を
思
い
出
さ
せ
な
が
ら
挨
拶
を
交
わ
す
。

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
開
い
て
な
い
か
と
心
配
し

ま
し
た
よ
」「
久
し
振
り
や
ね
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん

雪
が
積
る
の…

」
奥
に
あ
る
半
間
程
の
小
さ
な
調
理

場
か
ら
２
代
目
店
主
の
弘
子
さ
ん
の
声
と
ま
な
板
を

叩
く
「
ト
ン
ト
ン
ト
ン
」
と
い
う
音
が
小
気
味
よ
く

聞
こ
え
て
く
る
。

　
愛
媛
県
は
、
東
予
、
中
予
、
南
予
と
、
そ
れ
ぞ
れ

気
候
風
土
、
人
柄
も
違
っ
て
い
る
。
城
下
町
宇
和
島

は
、Ｊ
Ｒ
の
終
着
駅
を
降
り
る
と
ポ
ッ
カ
リ
と
浮
か

ぶ
鶴
島
城
（
宇
和
島
城
の
異
名
）
が
あ
る
。
そ
の
城

の
南
側
、
本
町
追
手
筋
に
食
堂
「
こ
み
つ
」
は
あ
る
。

　
昭
和
20
年
頃
、
開
業
し
た
と
い
う
こ
の
店
は
、
先

代
の
奥
さ
ん
光
子
さ
ん
の
名
を
逆
さ
に
読
ん
だ
「
こ

み
つ
」
が
、
店
名
の
由
来
。
現
在
の
暖
簾
は
常
連
客

の
手
作
り
、
看
板
代
わ
り
の
シ
ョ
ウ
ケ
ー
ス
に
置
か

れ
た
お
品
書
き
も
、
別
の
常
連
客
の
手
作
り
だ
。

　
「
こ
み
つ
」
に
通
い
始
め
て
半
年
以
上
が
過
ぎ
た
朝
、

南
国
宇
和
島
に
雪
が
積
り
、
店
先
の
井
戸
に
は
薄
い

氷
も
張
っ
て
い
た
。
私
が
い
つ
も
の
よ
う
に
暖
簾
を

表
に
出
し
て
戻
る
と
、「
あ
り
が
と
う
、
手
が
届
か

ん
け
ん
悪
い
ね
」（
私
）「
こ
の
匂
い
え
え
ね
、
子
ど

も
の
頃
の
運
動
会
の
朝
を
思
い
出
す
な
」（
弘
子
さ
ん
）

「
な
ん
で
？
」
と
会
話
が
弾
む
。

　
シ
ョ
ウ
ケ
ー
ス
に
並
ぶ
の
は
、
右
か
ら
、
お
は
ぎ

三
種
（
あ
ん
こ
、
き
な
こ
、
青
の
り
）・
い
な
り
寿
司

・
ち
ら
し
寿
司
・
田
舎
巻
き
。
あ
ん
こ
は
、
北
海
道

産
小
豆
３
キ
ロ
を
大
鍋
で
３
時
間
、
大
き
な
木
製
し

ゃ
も
じ
で
混
ぜ
な
が
ら
グ
ツ
グ
ツ
グ
ツ
と
炊
く
と
、

な
ん
と
も
甘
い
香
り
が
漂
っ
て
く
る
。
ガ
ス
の
点
火

は
、
懐
か
し
い
桃
マ
ー
ク
の
マ
ッ
チ
。「
パ
チ
ッ
」と

擦
る
と
火
薬
が
香
る
。

　
こ
こ
の
料
理
は
、
全
て
が
手
作
り
。
そ
う
、
手
作

り
な
の
だ
。
運
動
会
の
朝
、
今
は
亡
き
母
が
作
っ
て

く
れ
た
巻
き
寿
司
の
酢
の
匂
い
と
頬
張
っ
た
時
の
食

感
が
思
い
浮
か
ぶ
。
あ
の
頃
、
決
し
て
豊
か
で
は
な

か
っ
た
暮
ら
し
の
中
で
、
年
に
何
回
か
の
贅
沢
で
満

た
さ
れ
た
朝
の
記
憶
が
、
こ
の
店
で
蘇
る
。

　
き
っ
と
、
昭
和
生
れ
の
誰
も
が
記
憶
し
て
い
て
、

五
感
を
刺
激
す
る
「
あ
れ
」
が
こ
の
店
に
は
あ
る
。

そ
し
て
、
頬
張
る
直
前
、
手
の
指
に
残
る
感
触
、
酢

の
香
り
、
そ
し
て
、
あ
の
や
さ
し
い
味
覚
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
に
は
な
い
。「
舌
鼓
を
打
つ
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
音
だ
ろ
う
。

つ
い
童
心
に
か
え
っ
て
鳴
ら
し
て
み
た
く
な
る
。

　
残
念
か
な
、
今
秋
で
暖
簾
を
た
た
む
と
い
う
「
こ

み
つ
」。
感
謝
は
尽
な
い
が
、
長
い
間
、
本
当
に
ご
苦

労
様
で
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
さ
よ
う
な
ら
・
・
・

お気に入りの広島土産の大しゃもじで仕込みをする弘子さん 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影／竹田　諭

※1）  朝の空がほのかに明るくなった時、夜明け方を意味し、「あけぼの」より少し明るくなったころを指す

食
堂

こ
み
つ

昭
和
の
香
り
と
響
き　
　
　
　
こ
み
つ
フ
ァ
ン　
竹
田　

諭
つなぐ　2024春号　 16



　

※

１
）
朝
ぼ
ら
け
に
古
い
引
き
戸
を
開
け
、
内
側
に

仕
舞
わ
れ
た
暖
簾
を
右
手
で
く
ぐ
る
と
、
た
ち
ま
ち
、

そ
の
匂
い
に
包
ま
れ
る
。

　
そ
の
な
ん
と
も
懐
か
し
い
匂
い
は
、
子
ど
も
の
頃

の
記
憶
を
思
い
出
さ
せ
な
が
ら
挨
拶
を
交
わ
す
。

「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
開
い
て
な
い
か
と
心
配
し

ま
し
た
よ
」「
久
し
振
り
や
ね
、
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん

雪
が
積
る
の…

」
奥
に
あ
る
半
間
程
の
小
さ
な
調
理

場
か
ら
２
代
目
店
主
の
弘
子
さ
ん
の
声
と
ま
な
板
を

叩
く
「
ト
ン
ト
ン
ト
ン
」
と
い
う
音
が
小
気
味
よ
く

聞
こ
え
て
く
る
。

　
愛
媛
県
は
、
東
予
、
中
予
、
南
予
と
、
そ
れ
ぞ
れ

気
候
風
土
、
人
柄
も
違
っ
て
い
る
。
城
下
町
宇
和
島

は
、Ｊ
Ｒ
の
終
着
駅
を
降
り
る
と
ポ
ッ
カ
リ
と
浮
か

ぶ
鶴
島
城
（
宇
和
島
城
の
異
名
）
が
あ
る
。
そ
の
城

の
南
側
、
本
町
追
手
筋
に
食
堂
「
こ
み
つ
」
は
あ
る
。

　
昭
和
20
年
頃
、
開
業
し
た
と
い
う
こ
の
店
は
、
先

代
の
奥
さ
ん
光
子
さ
ん
の
名
を
逆
さ
に
読
ん
だ
「
こ

み
つ
」
が
、
店
名
の
由
来
。
現
在
の
暖
簾
は
常
連
客

の
手
作
り
、
看
板
代
わ
り
の
シ
ョ
ウ
ケ
ー
ス
に
置
か

れ
た
お
品
書
き
も
、
別
の
常
連
客
の
手
作
り
だ
。

　
「
こ
み
つ
」
に
通
い
始
め
て
半
年
以
上
が
過
ぎ
た
朝
、

南
国
宇
和
島
に
雪
が
積
り
、
店
先
の
井
戸
に
は
薄
い

氷
も
張
っ
て
い
た
。
私
が
い
つ
も
の
よ
う
に
暖
簾
を

表
に
出
し
て
戻
る
と
、「
あ
り
が
と
う
、
手
が
届
か

ん
け
ん
悪
い
ね
」（
私
）「
こ
の
匂
い
え
え
ね
、
子
ど

も
の
頃
の
運
動
会
の
朝
を
思
い
出
す
な
」（
弘
子
さ
ん
）

「
な
ん
で
？
」
と
会
話
が
弾
む
。

　
シ
ョ
ウ
ケ
ー
ス
に
並
ぶ
の
は
、
右
か
ら
、
お
は
ぎ

三
種
（
あ
ん
こ
、
き
な
こ
、
青
の
り
）・
い
な
り
寿
司

・
ち
ら
し
寿
司
・
田
舎
巻
き
。
あ
ん
こ
は
、
北
海
道

産
小
豆
３
キ
ロ
を
大
鍋
で
３
時
間
、
大
き
な
木
製
し

ゃ
も
じ
で
混
ぜ
な
が
ら
グ
ツ
グ
ツ
グ
ツ
と
炊
く
と
、

な
ん
と
も
甘
い
香
り
が
漂
っ
て
く
る
。
ガ
ス
の
点
火

は
、
懐
か
し
い
桃
マ
ー
ク
の
マ
ッ
チ
。「
パ
チ
ッ
」と

擦
る
と
火
薬
が
香
る
。

　
こ
こ
の
料
理
は
、
全
て
が
手
作
り
。
そ
う
、
手
作

り
な
の
だ
。
運
動
会
の
朝
、
今
は
亡
き
母
が
作
っ
て

く
れ
た
巻
き
寿
司
の
酢
の
匂
い
と
頬
張
っ
た
時
の
食

感
が
思
い
浮
か
ぶ
。
あ
の
頃
、
決
し
て
豊
か
で
は
な

か
っ
た
暮
ら
し
の
中
で
、
年
に
何
回
か
の
贅
沢
で
満

た
さ
れ
た
朝
の
記
憶
が
、
こ
の
店
で
蘇
る
。

　
き
っ
と
、
昭
和
生
れ
の
誰
も
が
記
憶
し
て
い
て
、

五
感
を
刺
激
す
る
「
あ
れ
」
が
こ
の
店
に
は
あ
る
。

そ
し
て
、
頬
張
る
直
前
、
手
の
指
に
残
る
感
触
、
酢

の
香
り
、
そ
し
て
、
あ
の
や
さ
し
い
味
覚
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
に
は
な
い
。「
舌
鼓
を
打
つ
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ど
ん
な
音
だ
ろ
う
。

つ
い
童
心
に
か
え
っ
て
鳴
ら
し
て
み
た
く
な
る
。

　
残
念
か
な
、
今
秋
で
暖
簾
を
た
た
む
と
い
う
「
こ

み
つ
」。
感
謝
は
尽
な
い
が
、
長
い
間
、
本
当
に
ご
苦

労
様
で
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
さ
よ
う
な
ら
・
・
・

お気に入りの広島土産の大しゃもじで仕込みをする弘子さん 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮影／竹田　諭

昭和 48（1973）年撮影の「こみつ」　タナベ昭和館より

現在の店の外観

ショーケースには、「おはぎ」や「いなり寿司」など定番商品が並ぶ
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　　　　　茶農家・俳人

　　　川嶋健佑さん

　
「
ち
ょ
う
ど
午
後
４
時
半
く
ら
い
に
、
汽
車
が

駅
に
止
ま
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
音
が
聞
こ
え
た

ら
、
あ
と
30
分
だ
け
作
業
し
よ
う
と
思
う
ん
で

す
」
と
話
す
の
は
川
嶋
健
佑
さ
ん
（
31
）。

　
真
土
駅
の
山
側
に
茶
畑
が
見
え
る
。
駅
に
近

い
踏
切
の
そ
ば
に
は
「
松
野
町　
茶
発
祥
の
地
」

の
碑
。
川
嶋
さ
ん
は
、
こ
こ
で
茶
を
栽
培
し
て

い
る
。

「
や
ぶ
き
た
と
い
う
日
本
茶
の
品
種
で
、
今
は
５

月
に
収
穫
す
る
新
芽
の
た
め
に
、
刈
り
そ
ろ
え

を
し
て
い
ま
す
」

　
地
域
の
茶
農
家
を
師
と
仰
ぎ
、
そ
の
知
恵
と

経
験
を
懸
命
に
学
ぶ
。
管
理
す
る
４
反
ほ
ど
の

農
園
か
ら
は
緑
茶
に
と
ど
ま
ら
ず
新
た
に
紅
茶

も
生
み
出
し
た
。
無
農
薬
、
有
機
栽
培
に
加
え
、

風
通
し
に
気
を
付
け
、
木
の
根
元
に
は
山
か
ら

集
め
て
き
た
落
ち
葉
を
敷
く
、
こ
う
す
る
こ
と

で
、
ま
ろ
や
か
で
甘
み
の
あ
る
茶
葉
が
で
き
あ

が
る
と
い
う
。

　
軽
々
と
野
を
歩
き
、
地
域
に
新
風
を
吹
き
込

む
こ
の
男
、
一
体
何
者
な
の
か
・
・
・
。

文／山下文子　
写真／坪内政美

7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「真土駅」

かわ　しま　  けん　 すけ

紫陽花が咲き誇る真土駅

つなぐ　2024春号　 18



　
大
阪
市
出
身
の
川
嶋
さ
ん
が
松
野
町
に
移

住
し
て
き
た
の
は
２
０
１
８
年
。

「
最
初
来
た
と
き
は
（
２
月
）、
大
雪
だ

っ
た
ん
で
す
よ
。
水
道
管
は
破
裂
す
る

し
、
南
国
愛
媛
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
程

遠
い
と
い
う
か
、
も
う
衝
撃
で
し
た
」

　
川
嶋
さ
ん
の
実
家
は
森
林
に
覆
わ
れ
た
松

野
町
と
は
大
違
い
で
新
幹
線
駅
の
高
架
傍
だ
と
い
う
。

「
ち
ょ
う
ど
新
幹
線
が
加
速
す
る
あ
た
り
に
家
が
あ

る
の
で
、
新
幹
線
が
通
過
す
る
と
『
ゴ
ッ
』
っ
て
音

が
し
て
、
家
も
揺
れ
て
、
い
つ
も
震
度
１
く
ら
い
揺

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」
と
笑
う
。

　
予
土
線
の„

新
幹
線”

こ
と
「
鉄
道
ホ
ビ
ー
ト
レ
イ

ン
」
の
通
過
と
は
桁
違
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
都
会
育

ち
の
川
嶋
さ
ん
だ
が
、
松
野
町
で
は
農
家
で
あ
り
な

が
ら
、
俳
人
で
も
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
の
移
住
の
き
っ
か
け
は
、
松
野
町
の
地

域
お
こ
し
協
力
隊
で
、
関
わ
っ
た
の
が
芝
不
器
男
記

念
館
だ
っ
た
。
芝
不
器
男
は
、
昭
和
初
期
の
俳
壇
に

天
賦
の
才
を
も
っ
て
数
々
の
句
を
残
し
た
俳
人
で
あ

る
。
川
嶋
さ
ん
自
身
も
大
学
時
代
に
俳
句
に
親
し
み
、

不
器
男
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
不
器
男
の
句
を
ガ
ッ
ツ
リ
学
ん
だ
の
は
松
野
町
に

来
て
か
ら
、
と
い
う
も
の
の
、
記
念
館
の
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
と
し
て
も
活
動
し
て
い
て
、
地
元
の
小
学
生

た
ち
に
俳
句
の
授
業
も
行
っ
て
い
る
。

　
川
嶋
さ
ん
に
不
器
男
の
句
を
一
句
を
紹
介
し
て
も

ら
っ
た
。

　

汽
車
見
え
て
や
が
て
失
せ
た
る
田
打
か
な

「
大
正
12
年
の
『
天
の
川
』
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
す
。

ち
ょ
う
ど
鉄
道
が
吉
野
（
現
在
の
吉
野
生
駅
）
ま
で

延
伸
し
た
と
き
で
、
彼
の
日
記
に
は
『
僕
の
す
き
だ

　
　
つ
た
道
ゲ
谷
も
鉄
道
敷
設
の
た
め
、
ま
る
で
変

　
　
　
わ
つ
て
し
ま
つ
た
』
と
記
述
が
あ
り
、
鉄
道

　
　
　
　
工
事
で
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
す
が
記
さ
れ

　
　
　
　
て
い
ま
す
」
と
解
説
し
て
く
れ
た
。
ま
た
、

　
　
　
　
句
に
つ
い
て
「
汽
車
が
遠
く
か
ら
現
れ
て

　
　
　
近
づ
き
、
そ
し
て
遠
く
へ
消
え
て
い
く
。

　
　

※

田
打
を
し
て
い
る
穏
や
か
な
田
園
風
景
を
汽

車
の
音
が
掻
き
消
し
、
そ
し
て
ま
た
穏
や
か
な
田
園

風
景
に
帰
っ
て
い
く
。
時
間
の
経
過
を
感
じ
ら
れ
る

句
で
す
」
と
付
け
加
え
て
く
れ
た
。

　
不
器
男
は
、
鉄
路
に
よ
っ
て
変
わ
り
ゆ
く
故
郷
の

情
景
を
並
々
な
ら
ぬ
思
い
を
持
っ
て
見
て
い
て
、
変

わ
っ
て
い
く
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
見
慣

れ
た
景
色
を
惜
し
む
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
る
。

　
不
器
男
が
見
て
い
た
鉄
道
は
、
県
境
を
越
え
延
伸

し
、
や
が
て
予
土
線
と
名
を
変
え
、
今
年
、
全
線
開

通
か
ら
50
年
を
迎
え
る
。
そ
ん
な
予
土
線
に
つ
い
て

川
嶋
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
。

「
松
野
町
に
来
た
当
時
は
、
僕
も
『
勝
手
に
予
土
線

推
進
協
議
会
』
と
か
言
っ
て
、
仲
間
た
ち
と
よ
く
使

っ
て
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
18
時
く
ら
い
に
真
土
駅
か

ら
乗
っ
て
江
川
崎
で
食
事
を
し
て
20
時
く
ら
い
の
汽

車
で
帰
る
み
た
い
な
」

　
沿
線
の
人
口
減
少
は
止
ま
ら
ず
、
鉄
道
利
用
は
、

ま
す
ま
す
右
肩
下
が
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
路
線
の
赤

字
を
ど
う
補
填
し
て
い
く
の
か
、
そ
れ
は
沿
線
の
住

民
だ
け
で
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
は

な
い
か
。

「
人
を
運
ぶ
に
は
、
も
う
す
で
に
限
界
が
あ
る
と
思

う
ん
で
す
。
松
野
町
に
は
梅
と
か
ゆ
ず
と
い
っ
た
特

産
品
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
、
物
流
に
活
用
す
る
の

も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
鉄
道
が
四
国
を
循
環
し

て
い
る
と
い
う
の
も
魅
力
的
で
す
よ
ね
。
人
が
減
る

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。

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

か
ら
乗
る
人
も
減
る
け
ど
、
た
と
え
ば
ゆ
ず
を
積
ん

で
香
川
県
ま
で
運
ん
だ
り
と
か
貨
物
輸
送
で
活
発
に

な
る
と
か
、
ど
う
で
し
ょ
う
ね
」
と
提
案
す
る
。

　
穏
や
か
な
人
柄
の
中
に
も
、
と
き
お
り
熱
い
情
熱

の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
川
嶋
さ
ん
。
毎
年
、
新
商

品
を
出
し
た
い
と
前
向
き
だ
。

「
今
、
サ
ン
ル
ー
ジ
ュ
っ
て
い
う
品
種
の
お
茶
も
栽

培
し
て
い
ま
す
。
赤
い
葉
っ
ぱ
が
特
徴
な
ん
で
す
け

ど
、
紅
茶
に
し
て
レ
モ
ン
を
入
れ
る
と
紫
色
に
変
わ

る
、
お
も
し
ろ
い
品
種
で
す
」

と
、
さ
ら
な
る
挑
戦
に
、
ま
る
で
子
ど
も
の
よ
う
に

は
し
ゃ
い
で
い
た
。
茶
畑
に
吹
き
込
む
春
の
風
は
、

ま
だ
ひ
ん
や
り
と
し
て
い
た
け
れ
ど
、
空
は
青
く
晴

れ
や
か
だ
。
遠
く
に
汽
笛
を
聴
き
な
が
ら
、
鉄
路
の

そ
ば
の
茶
畑
か
ら
ま
た
何
か
生
ま
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
私
も
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
る
。

サンルージュの茶葉について説明する川嶋さん（右）と山下さん（左）
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私
の
初
め
て
の
「
四
国
八
十
八
ヶ
所
巡
礼
」
は
、
あ

ろ
う
事
か
「
歩
き
遍
路
」
だ
っ
た
。
前
号
に
も
書
い
た

よ
う
に
、「
楽
し
そ
う
！
」
と
ハ
イ
キ
ン
グ
気
分
で
始
め

た
の
だ
。
当
然
の
事
な
が
ら
お
遍
路
の
お
寺
参
り
の
作

法
す
ら
知
ら
ず
、
ま
し
て
や
「
般
若
心
経
」
も
全
く
唱

え
る
事
も
出
来
ず
、
経
本
の
ど
こ
を
唱
え
て
い
る
の
か

目
が
泳
い
で
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　
参
加
者
の
皆
さ
ん
は
、
何
度
と
な
く
霊
場
巡
礼
さ
れ

て
い
る
ベ
テ
ラ
ン
ば
か
り
で
、
全
く
の
初
心
者
の
私
は
、

見
よ
う
見
ま
ね
で
、
モ
タ
モ
タ
、
バ
タ
バ
タ
し
て
い
た
。

「
あ
れ
！　
毛
利
さ
ん
は
初
め
て
な
ん
か
な
？
」、「
こ
う

す
る
ん
で
、
そ
う
し
た
ら
い
け
ん
の
で
」
等
々
、
そ
し

て
、
そ
の
内
、
私
自
身
も
分
か
ら
な
い
事
が
分
か
り
だ

し
、「
そ
れ
は
何
で
す
か
？　
こ
れ
は
ど
ん
な
意
味
で
す

か
？
」
と
、※

先
達
さ
ん
に
も
質
問
が
出
来
始
め
た
。

　
霊
場
巡
り
に
は
、
た
く
さ
ん
の
作
法
が
あ
り
、
そ
の

一
つ
一
つ
に
は
大
切
な
意
味
が
あ
る
。
例
え
ば
、
山
門

で
脱
帽
合
掌
し
一
礼
す
る
の
は
、
山
門
ま
で
お
迎
え
に

来
て
く
だ
さ
り
、
帰
る
と
き
は
見
送
っ
て
く
だ
さ
る
仏

様
へ
の
お
礼
。
鐘
を
衝
く
の
は
、
お
参
り
に
訪
れ
た
挨

拶
・
声
掛
け
。
そ
し
て
、
出
鐘
、
戻
り
鐘
は
縁
起
が
悪

い
と
さ
れ
、
古
来
よ
り
「
出
る
金
」
と
も
言
わ
れ
る

（
訪
問
先
を
出
る
際
に
チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
さ
な
い
の
と

同
じ
事
で
あ
る
）。

　
ま
た
、
各
霊
場
で
は
、
本
堂
と
大
師
堂
で
お
参
り
を

し
、
お
線
香
を
３
本
・
ろ
う
そ
く
１
本
と
、
そ
れ
ぞ
れ

奇
数
に
し
て
お
供
え
す
る
が
、
そ
れ
に
も
意
味
が
あ
り
、

３
本
の
線
香
は
、「
身
口
意
（
心
・
身
体
・
こ
と
ば
）」、

ろ
う
そ
く
は
、「
心
の
灯
す
智
恵
を
お
供
え
し
ま
す
の
で

願
い
事
を
お
聞
き
下
さ
い
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
訪
れ
る
度
に
学
ば
せ
て
も
ら
い
、
日
々

の
生
活
の
中
で
何
気
な
く
し
て
い
る
事
に
も
意
味
が
あ

る
事
に
気
づ
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
仲
間

た
ち
と
元
気
で
お
参
り
出
来
る
事
も
「
歩
き
遍
路
」
の

大
き
な
魅
力
だ
と
思
う
。

　
「
歩
く
」
事
に
は
、
宗
教
や
社
会
的
地
位
、
肩
書
や
お

金
の
あ
る
無
し
は
全
く
関
係
な
い
。
途
中
で
起
こ
る
悪

天
候
や
ト
ラ
ブ
ル
は
、
自
分
が
ど
う
対
処
出
来
る
か
試

さ
れ
て
い
る
思
い
が
す
る
。

　
歩
き
遍
路
は
、
私
が
長
年
や
っ
て
き
た
登
山
と
似
て

い
る
。「
ど
う
し
て
苦
し
い
思
い
を
し
て
ま
で
山
を
登
る

の
？
」
と
よ
く
人
に
聞
か
れ
、
自
問
自
答
し
な
が
ら
登

っ
た
事
は
数
知
れ
な
い
。
で
も
、
ハ
ア
ハ
ア
、
ゼ
イ
ゼ

イ
と
喘
ぎ
な
が
ら
登
っ
た
先
に
は
素
晴
ら
し
い
景
色
が

必
ず
待
っ
て
い
て
、
自
分
の
脚
で
登
っ
た
人
に
し
か
味

わ
え
な
い
、
涙
が
出
る
ほ
ど
の
感
動
が
、
そ
こ
に
は
あ

る
。
だ
か
ら
下
山
す
る
時
に
は
、
キ
ツ
イ
登
り
の
事
な

ど
、
す
っ
か
り
忘
れ
、「
次
は
、
ど
こ
に
登
ろ
う
か
」
と

ワ
ク
ワ
ク
す
る
の
だ
。

　
登
山
か
ら
学
ん
だ
事
は
沢
山
あ
る
。
努
力
は
裏
切
ら

な
い
。
い
つ
か
き
っ
と
自
分
の
力
や
糧
に
な
る
。
そ
し

て
、
自
然
の
中
で
は
、
人
間
は
、
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で
、

風
や
光
、
空
気
は
無
条
件
に
優
し
く
包
ん
で
く
れ
る
。

　
ま
ず
、
今
の
自
分
を
し
っ
か
り
見
つ
め
て
自
分
を
受

け
入
れ
る
。
そ
れ
か
ら
、
自
分
に
何
が
出
来
る
の
か
問

い
、
心
を
浄
化
し
な
が
ら
先
達
さ
ん
の
言
葉
を
心
に
刻

み
、
一
歩
、
一
歩
と
結
願
ま
で
自
分
の
力
を
信
じ
て
歩

い
て
行
こ
う
と
思
う
。

い の ち の は な し

グー チョキ パー 7
「いっぽ、いっぽ、またいっぽ パートⅡ」
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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

　
亥
の
子
と
は
、
旧
暦
10
月
の
亥
の
日
、
亥
の
刻

に
餅
を
食
べ
て
息
災
を
願
う
中
国
の
俗
信
に
基
づ

く
も
の
で
、
日
本
で
は
平
安
時
代
以
降
に
宮
中
や

武
士
の
間
で
行
わ
れ
た
行
事
で
あ
る
。
そ
れ
が
民

間
で
も
祝
う
よ
う
に
な
り
、
稲
作
の
収
穫
祝
い
と

し
て
、
現
在
で
は
多
く
の
地
区
で
11
月
に
行
わ
れ

て
い
る
。

　
全
国
的
に
見
る
と
亥
の
子
は
東
日
本
に
は
稀
で
、

西
日
本
、
特
に
中
国
地
方
、
四
国
地
方
、
九
州
北

部
で
盛
ん
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
愛
媛
県
は
亥
の

子
を
伝
承
す
る
地
区
が
他
県
に
比
べ
て
圧
倒
的
に

多
く
、
概
算
で
は
現
在
約
５
０
０
地
区
で
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
中
で
も
南
予
地
方
が
盛
ん
で
あ
り
、

特
に
宇
和
島
市
吉
田
町
、
三
間
町
、
西
予
市
宇
和

町
の
亥
の
子
は
賑
や
か
で
あ
る
。
吉
田
町
で
は
各

地
区
の
亥
の
子
が
競
演
す
る
亥
の
子
大
会
も
行
わ

れ
る
程
で
あ
る
。

　
子
ど
も
達
が
歌
う
亥
の
子
唄
は
「
祝
い
ま
し
ょ

う
祝
い
ま
し
ょ
う
、
お
亥
の
子
さ
ま
を
い
わ
い
ま

し
ょ
う
、
一
に
俵
を
踏
ん
ま
え
て
、
二
で
に
っ
こ

り
笑
う
て
、
三
で
酒
を
造
っ
て
、
四
つ
世
の
中
よ

い
よ
う
に
、
五
つ
い
つ
も
の
ご
と
く
に
、
六
つ
無

病
息
災
に
、
七
つ
何
事
な
い
よ
う
に
、
八
つ
屋
敷

を
ひ
ろ
め
た
て
、
九
つ
小
倉
を
建
て
な
ら
べ
、
十

で
と
っ
て
お
さ
め
た
」
が
広
く
知
ら
れ
、
め
で
た

い
亥
の
子
唄
を
歌
う
こ
と
で
家
の
繁
盛
を
願
い
、

石
を
搗
く
こ
と
で
土
地
の
悪
い
も
の
を
追
い
払
う

祈
願
行
事
だ
と
い
え
る
。

―

子
ど
も
主
体
で
行
う
地
域
の
年
中
行
事
り―

亥
の
子
︵
南
予
地
方
全
般
︶

宇和島市吉田町の亥の子大会　　　写真提供／大本敬久

い　

 　
　
　
　

  

こ

　
亥
の
子
で
は
子
ど
も
達
が
亥
の
子
石
も
し
く
は

藁
で
作
っ
た
棒
を
つ
い
て
ま
わ
る
。
石
の
こ
と
を

「
ゴ
ー
リ
ン
サ
ン
」
と
呼
ぶ
地
域
も
あ
る
が
、
こ
れ

は
亥
の
子
で
祝
う
作
神
（
農
業
神
）
が
「
降
臨
」

す
る
こ
と
か
ら
付
け
ら
れ
た
名
前
と
さ
れ
る
。
亥

の
子
行
事
の
運
営
は
主
に
子
ど
も
達
が
取
り
仕
切

る
こ
と
が
多
い
。
ほ
と
ん
ど
の
地
区
で
は
小
学
１

年
（
７
歳
）
に
な
る
と
子
供
連
中
に
入
っ
て
亥
の

子
に
参
加
す
る
。
年
長
者
は
小
学
６
年
も
し
く
は

中
学
２
年
、
３
年
で
、
そ
の
内
の
一
人
が
「
亥
の

子
大
将
」
と
い
う
責
任
者
と
な
っ
て
子
供
連
中
を

ま
と
め
る
。
地
区
で
は
道
具
（
石
、
幟
な
ど
）
を

保
管
す
る
「
亥
の
子
宿
」
が
毎
年
定
め
ら
れ
、
亥

の
子
の
実
施
日
を
通
知
す
る
の
も
子
ど
も
の
役
目

で
あ
る
。
幼
児
か
ら
少
年
へ
の
変
わ
り
目
で
あ
る

７
歳
か
ら
、
少
年
か
ら
若
者
へ
の
変
わ
り
目
で
あ

る
14
、
15
歳
ま
で
の
集
団
が
一
つ
と
な
っ
て
、
大

将
の
も
と
運
営
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
年
長
者
は
年

下
の
者
の
面
倒
を
見
て
、
ご
祝
儀
の
配
分
に
つ
い

て
も
責
務
を
持
つ
。
子
ど
も
達
は
こ
れ
ら
の
経
験

を
通
し
て
地
域
の
中
で
一
人
前
の
若
者
へ
と
成
長

し
て
い
く
。
家
庭
内
で
の
し
つ
け
や
、
学
年
ご
と

に
区
切
ら
れ
た
学
校
と
は
異
な
り
、
亥
の
子
に
は

地
域
に
よ
る
教
育
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
と
み
る
こ
と

も
で
き
る
。
南
予
地
方
の
多
く
の
地
区
で
行
わ
れ

る
亥
の
子
。
大
規
模
な
祭
り
だ
け
で
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
小
さ
な
年
中
行
事
に
注
目
し
て
は
い
か

が
だ
ろ
う
か
。

い　
　
　
　
　
　

   

い

つ
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宇
和
島
の
札
所
と
遍
路
道

所
観
自
在
寺
か
ら
龍
光
寺
ま
で
の
道
で
す
が
、
海

沿
い
を
通
る
「
灘
道
」、
古
く
は
藩
主
や
幕
府
の
使

い
が
通
っ
た
と
い
う
「
中
道
」、
番
外
札
所
で
あ
る

篠
山
神
社
を
通
る
「
篠
山
道
」
の
三
本
が
あ
り
ま

す
。
明
和
六
（
１
７
６
９
）
年
に
宇
和
島
藩
が
遍

路
の
規
制
を
し
た
際
に
は
、
篠
山
詣
を
す
る
遍
路

は
篠
山
道
を
、
そ
う
で
な
い
遍
路
は
灘
道
を
通
る

よ
う
指
定
さ
れ
、
中
道
の
通
行
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　
い
ず
れ
の
道
で
も
番
外
札
所
で
あ
る
満
願
寺
で

一
度
合
流
し
、
満
願
寺
を
出
て
か
ら
は
野
井
坂
か

松
尾
峠
を
越
え
て
宇
和
島
城
下
に
入
り
、
窓
峠
を

越
え
て
旧
三
間
町
域
に
入
り
ま
す
。
窓
峠
越
え
は

現
在
の
県
道
57
号
広
見
三
間
宇
和
島
線
と
大
き
く

は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
龍
光
寺
か
ら
は
龍
光
寺

の
裏
山
を
越
え
て
仏
木
寺
へ
至
り
、
仏
木
寺
か
ら

明
石
寺
ま
で
は
歯
長
峠
を
越
え
る
山
道
に
な
り
ま

す
。

　
宇
和
島
市
に
あ
る
２
箇
所
の
札
所
の
内
、
龍
光

寺
は
江
戸
時
代
ま
で
稲
荷
神
社
が
札
所
と
し
て
記

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
元
は
稲
荷
神
社
と
一
体
で
あ

っ
た
た
め
か
龍
光
寺
の
山
号
は
「
稲
荷
山
」
と
い

い
ま
す
。
先
述
の
遍
路
日
記
や
遍
路
案
内
記
で
も

四
十
一
番
と
し
て
「
い
な
り
」
の
名
前
が
見
ら
れ
、

札
所
ま
で
の
道
中
に
立
つ
道
標
で
も
同
様
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は
龍
光
寺

が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

稲
荷
神
社
を
管
理
す
る
別
当
寺
（
神
社
を
管
理
す

る
た
め
に
置
か
れ
た
寺
）
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
頃
は
、
ま
だ
神
と
仏
は
同
一
の
も
の

寺
が
観
自
在
寺
の
奥
の
院
と
し
て
あ
り
ま
し
た
が
、

海
を
渡
っ
て
九
島
ま
で
行
く
こ
と
は
大
変
で
あ
っ

た
た
め
、
宇
和
島
城
下
の
入
り
口
に
拝
所
が
設
け

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
在
元
結
掛
に
あ
る
「
馬

目
木
大
師
」
で
す
。
寛
永
八
（
１
６
３
１
）
年
に

は
願
成
寺
の
名
前
も
移
さ
れ
、『
四
国
遍
路
道
指
南
』

で
も
「
城
下
の
町
入
口
願
成
寺
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
馬
目
木
大
師
が
明
治
時
代
に
龍
光
院

へ
合
祀
さ
れ
、
遍
路
が
龍
光
院
へ
参
拝
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
四
国
遍
路
は
必
ず
し
も
第
一
番
札
所
か
ら
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
必
要
は
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
せ
ん
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
年
は
閏
年
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
、
逆
打
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
札
所
を
第
八
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
番
か
ら
逆
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
で
巡
る
こ
と
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
す
る
と
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
増
大
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
話
も
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
機
に
遍
路
巡
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
し
て
み
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
が
で
し
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
か
。

　
四
国
遍
路
は
弘
法
大
師
空
海
が
修
行
し
た
と
さ

れ
る
八
十
八
の
札
所
を
巡
礼
す
る
も
の
で
、
そ
の

札
所
同
士
を
つ
な
ぐ
道
の
こ
と
を
「
遍
路
道
」
と

言
い
ま
す
。
そ
の
た
め
遍
路
道
と
は
、
あ
る
一
つ

の
道
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
時
代
に
よ
る
変
遷

も
見
ら
れ
ま
す
。

で
あ
る
と
い
う
、
神
仏
習
合
の
考
え
方
が
残
っ
て

い
た
の
で
、
稲
荷
神
の
本
地
仏
（
神
が
仏
と
し
て

現
し
た
姿
）
と
し
て
十
一
面
観
音
菩
薩
が
祀
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
覆
い
屋
に
覆
わ
れ
て
い
る
稲
荷
神

社
の
本
殿
は
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
残
る
も
の
で

市
指
定
の
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部

に
は
神
社
の
本
殿
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
教
の
道
具

で
あ
る
輪
宝
が
彫
刻
さ
れ
て
お
り
、
神
仏
習
合
の

要
素
が
わ
か
り
や
す
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
明
治
時
代
に
入
る
と
神
仏
分
離
政
策

が
進
め
ら
れ
、
神
社
と
寺
院
が
明
確
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
に
札
所
が
龍
光

寺
へ
移
り
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
仏
木
寺
は
、
山
号
を
一
カ
山
（
カ
は
王
偏
に
果
）

と
い
い
ま
す
。
こ
の
山
号
に
は
仏
木
寺
成
立
の
由

来
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
空
海
は
留
学
し

て
い
た
唐
か
ら
日
本
へ
帰
国
す
る
時
に
、
日
本
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
和
島
市
内
に
は
第
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
番
札
所
龍
光
寺
と
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
二
番
札
所
仏
木
寺
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
、
遍
路
道
と
し
て
龍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
寺
道
、
仏
木
寺
道
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
寺
道
の
３
本
が
通
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
す
。
そ
の
内
、
仏
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
道
の
一
部
が
平
成
29
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
月
に
、
龍
光
寺
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
に
あ
る
稲
荷
神
社
の
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
が
平
成
29
年
10
月
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ぞ
れ
国
史
跡
「
伊
予
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
路
道
」
に
指
定
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。
そ
し
て
、
令
和
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
２
月
21
日
に
明
石
寺
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
一
部
が
国
史
跡
に
追
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
こ
と
は
江
戸
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
頃
か
ら
今
ま
で
ほ
と
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
変
わ
ら
な
い
場
所
に
遍
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
が
残
っ
て
い
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
遍
路
の
原
形
と
見
ら
れ

る
も
の
は
平
安
時
代
末
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
十
一
に
は
「
通
四
国
辺
地

僧
行
不
知
所
被
打
成
馬
語
第
十
四
」
と
題
さ
れ
る

説
話
が
あ
り
、「
今
昔
、
仏
ノ
道
ヲ
行
ケ
ル
僧
三
人

伴
ナ
ヒ
テ
四
国
ノ
辺
地
ト
云
ハ
伊
予
、
讃
岐
、
阿

密
教
を
広
め
る
た
め
の
道
場
を
求
め
て
三
鈷
杵
と

呼
ば
れ
る
道
具
を
投
げ
ま
し
た
。
こ
れ
が
高
野
山

の
松
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
た
た
め
高
野
山
を
真
言

密
教
の
道
場
と
し
た
と
い
う
の
は
有
名
な
話
で
す
。

そ
の
際
に
三
鈷
杵
だ
け
で
な
く
一
カ
の
宝
珠
を
投

げ
て
お
り
、
空
海
が
四
国
巡
行
の
際
に
ク
ス
ノ
キ

に
掛
か
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
、
大
日
如
来
を

彫
り
、
お
堂
を
建
て
て
仏
木
寺
と
し
ま
し
た
。

　
こ
の
大
日
如
来
の
眉
間
に
そ
の
宝
珠
を
埋
め
た

こ
と
か
ら
「
一
カ
山
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
い

ま
す
。
現
在
仏
木
寺
に
残
る
大
日
如
来
は
、
こ
の

時
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
建
治
元
（
１
２

７
５
）
年
か
ら
彫
り
始
め
た
と
い
う
胎
内
銘
が
残

る
も
の
で
、
県
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
宇
和
島
市
内
に
は
先
に
挙
げ
た
２
箇
所
の
札
所

の
外
に
２
箇
所
の
番
外
札
所
が
あ
り
、
ま
た
市
内

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
市
町
境
近
辺
に
は
番
外
札
所

の
篠
山
神
社
が
あ
り
ま
す
。
篠
山
神
社
は
観
自
在

寺
の
奥
の
院
で
す
。
篠
山
神
社
も
当
初
は
神
仏
習

合
の
神
社
で
古
く
は
観
世
音
寺
と
い
う
寺
院
も
あ

り
ま
し
た
が
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
（
仏
を
廃
し
、

釈
迦
の
教
え
を
棄
て
る
こ
と
）
運
動
に
よ
っ
て
観

世
音
寺
は
廃
寺
と
な
り
篠
山
神
社
だ
け
が
残
り
ま

し
た
。

　
篠
山
神
社
は
、
す
べ
て
の
遍
路
が
参
拝
す
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
第
三
十
八
番
札
所
金
剛
福

寺
か
ら
第
三
十
九
番
札
所
延
光
寺
ま
で
の
間
に
月

山
神
社
を
参
拝
し
た
遍
路
は
篠
山
へ
は
参
ら
ず
、

月
山
神
社
参
り
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
篠
山
詣
を

し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
宇
和
島
市
内
に
残
る
番
外
札
所
の
内
、
１
箇
所

は
津
島
町
岩
渕
に
あ
る
満
願
寺
で
す
。
境
内
の
上

段
、
大
師
堂
の
隣
に
は
県
指
定
天
然
記
念
物
と
な

っ
て
い
る
二
重
柿
が
あ
り
ま
す
。
二
重
柿
と
は
実

の
中
に
も
う
一
つ
実
を
付
け
る
と
い
う
も
の
で
、

波
、
土
佐
ノ
海
辺
の
廻
也
」
と
始
ま
り
ま
す
。

　
ま
た
、『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
の
三
百
一
に
は

「
わ
れ
ら
が
修
行
せ
し
様
は　
忍
辱
袈
裟
を
ば
肩
に

掛
け　
ま
た
笈
を
負
ひ　
衣
は
い
つ
と
な
く
し
ほ

た
れ
て　
四
国
の
辺
地
を
ぞ
常
に
踏
む
」

　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
今
様
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
よ
り
平
安
時
代
末
期
に
は
四
国
の
海
辺

を
巡
る
道
、
す
な
わ
ち
「
辺
地
」
が
あ
り
、
僧
な

ど
が
修
行
に
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
現
在
の
よ
う
な
遍
路

に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
頃
札
所

を
巡
る
遍
路
に
な
っ
た
の
か
、
八
十
八
の
札
所
に

な
っ
た
の
か
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
ま
す

が
、
澄
禅
と
い
う
僧
が
記
し
た
遍
路
日
記
『
四
国

遍
路
日
記
』（
１
６
５
３
年
）に
は
八
十
八
の
札
所

に
そ
れ
ぞ
れ
番
号
を
付
け
て
記
さ
れ
て
お
り
、
ほ

ぼ
現
在
の
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
は
街
道
が
整
備
さ
れ
た
影
響
か
遍

路
の
数
が
増
加
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
遍
路
日
記
や

遍
路
案
内
記
が
記
さ
れ
始
め
ま
す
。
貞
享
四
（
１

６
８
７
）
年
に
僧
真
念
が
記
し
た
『
四
国
遍
路
道

指
南
』
に
は
各
札
所
の
本
尊
や
由
緒
だ
け
で
な
く
、

遍
路
道
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
村

を
通
っ
て
次
の
札
所
に
至
る
と
い
う
程
度
の
記
述

で
は
あ
り
ま
す
が
、
同
時
代
の
絵
図
と
照
ら
し
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
当
時
ど
の
よ
う
な
道
を
通
っ
て

い
た
か
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
先
述
の
と
お
り
宇
和
島
市
内
に
は
、
龍
光
寺
道
、

仏
木
寺
道
、
明
石
寺
道
の
三
本
の
遍
路
道
が
あ
り

ま
す
。
龍
光
寺
道
は
愛
南
町
に
あ
る
第
四
十
番
札

空
海
が
諸
国
を
巡
り
歩
い
た
際
に
杖
を
立
て
て
置

い
た
の
が
芽
を
出
し
、
根
を
張
っ
て
こ
の
二
重
柿

に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
が
残
り
ま
す
。
観
自
在
寺

か
ら
龍
光
寺
へ
至
る
遍
路
道
は
三
本
あ
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
の
道
で
も
満
願
寺
に
た
ど
り
着
き
、
お
参

り
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
も
う
１
箇
所
の
番
外
札
所
は
天
神
町
に
あ
る
龍

光
院
で
す
。
龍
光
院
の
開
山
は
伊
達
秀
宗
が
宇
和

島
に
入
部
し
た
元
和
元
（
１
６
１
５
）
年
で
、
こ

の
頃
は
ま
だ
番
外
札
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

元
々
は
現
在
も
九
島
に
の
こ
る
「
鯨
大
師
」
願
成

安藤  裕之
あんどう　ひろゆき
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明石寺道

こ
う
ぼ
う   

だ
い   

し   

く
う
か
い

ふ
だ
し
ょ

り
ゅ
う
こ
う
じ

ぶ
つ
も
く  

じめ
い
せ
き   

じ   

み
ち

り
ょ
う
じ
ん   

ひ 

し
ょ
う

に
ん
に
く   

け    

さ

お
い

へ  

ち

ち
ょ
う
ぜ
ん

し
ん
ね
ん

か
ん    

じ   

ざ
い  

じ

な
だ
み
ち

さ
さ
や
ま

ま
ん
が
ん   

じ

ど
う
ひ
ょ
う

べ
っ
と
う   

じ



所
観
自
在
寺
か
ら
龍
光
寺
ま
で
の
道
で
す
が
、
海

沿
い
を
通
る
「
灘
道
」、
古
く
は
藩
主
や
幕
府
の
使

い
が
通
っ
た
と
い
う
「
中
道
」、
番
外
札
所
で
あ
る

篠
山
神
社
を
通
る
「
篠
山
道
」
の
三
本
が
あ
り
ま

す
。
明
和
六
（
１
７
６
９
）
年
に
宇
和
島
藩
が
遍

路
の
規
制
を
し
た
際
に
は
、
篠
山
詣
を
す
る
遍
路

は
篠
山
道
を
、
そ
う
で
な
い
遍
路
は
灘
道
を
通
る

よ
う
指
定
さ
れ
、
中
道
の
通
行
は
禁
止
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　
い
ず
れ
の
道
で
も
番
外
札
所
で
あ
る
満
願
寺
で

一
度
合
流
し
、
満
願
寺
を
出
て
か
ら
は
野
井
坂
か

松
尾
峠
を
越
え
て
宇
和
島
城
下
に
入
り
、
窓
峠
を

越
え
て
旧
三
間
町
域
に
入
り
ま
す
。
窓
峠
越
え
は

現
在
の
県
道
57
号
広
見
三
間
宇
和
島
線
と
大
き
く

は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
龍
光
寺
か
ら
は
龍
光
寺

の
裏
山
を
越
え
て
仏
木
寺
へ
至
り
、
仏
木
寺
か
ら

明
石
寺
ま
で
は
歯
長
峠
を
越
え
る
山
道
に
な
り
ま

す
。

　
宇
和
島
市
に
あ
る
２
箇
所
の
札
所
の
内
、
龍
光

寺
は
江
戸
時
代
ま
で
稲
荷
神
社
が
札
所
と
し
て
記

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
元
は
稲
荷
神
社
と
一
体
で
あ

っ
た
た
め
か
龍
光
寺
の
山
号
は
「
稲
荷
山
」
と
い

い
ま
す
。
先
述
の
遍
路
日
記
や
遍
路
案
内
記
で
も

四
十
一
番
と
し
て
「
い
な
り
」
の
名
前
が
見
ら
れ
、

札
所
ま
で
の
道
中
に
立
つ
道
標
で
も
同
様
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
は
龍
光
寺

が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

稲
荷
神
社
を
管
理
す
る
別
当
寺
（
神
社
を
管
理
す

る
た
め
に
置
か
れ
た
寺
）
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
頃
は
、
ま
だ
神
と
仏
は
同
一
の
も
の

寺
が
観
自
在
寺
の
奥
の
院
と
し
て
あ
り
ま
し
た
が
、

海
を
渡
っ
て
九
島
ま
で
行
く
こ
と
は
大
変
で
あ
っ

た
た
め
、
宇
和
島
城
下
の
入
り
口
に
拝
所
が
設
け

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
在
元
結
掛
に
あ
る
「
馬

目
木
大
師
」
で
す
。
寛
永
八
（
１
６
３
１
）
年
に

は
願
成
寺
の
名
前
も
移
さ
れ
、『
四
国
遍
路
道
指
南
』

で
も
「
城
下
の
町
入
口
願
成
寺
」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
馬
目
木
大
師
が
明
治
時
代
に
龍
光
院

へ
合
祀
さ
れ
、
遍
路
が
龍
光
院
へ
参
拝
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
四
国
遍
路
は
必
ず
し
も
第
一
番
札
所
か
ら
始
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
必
要
は
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
せ
ん
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
年
は
閏
年
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
、
逆
打
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
札
所
を
第
八
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
番
か
ら
逆
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
で
巡
る
こ
と
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
す
る
と
利
益

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
増
大
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
う
話
も
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
機
に
遍
路
巡
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
し
て
み
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
が
で
し
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
か
。

　
四
国
遍
路
は
弘
法
大
師
空
海
が
修
行
し
た
と
さ

れ
る
八
十
八
の
札
所
を
巡
礼
す
る
も
の
で
、
そ
の

札
所
同
士
を
つ
な
ぐ
道
の
こ
と
を
「
遍
路
道
」
と

言
い
ま
す
。
そ
の
た
め
遍
路
道
と
は
、
あ
る
一
つ

の
道
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
時
代
に
よ
る
変
遷

も
見
ら
れ
ま
す
。

で
あ
る
と
い
う
、
神
仏
習
合
の
考
え
方
が
残
っ
て

い
た
の
で
、
稲
荷
神
の
本
地
仏
（
神
が
仏
と
し
て

現
し
た
姿
）
と
し
て
十
一
面
観
音
菩
薩
が
祀
ら
れ

て
い
ま
し
た
。
覆
い
屋
に
覆
わ
れ
て
い
る
稲
荷
神

社
の
本
殿
は
、
江
戸
時
代
中
期
か
ら
残
る
も
の
で

市
指
定
の
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部

に
は
神
社
の
本
殿
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
教
の
道
具

で
あ
る
輪
宝
が
彫
刻
さ
れ
て
お
り
、
神
仏
習
合
の

要
素
が
わ
か
り
や
す
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
明
治
時
代
に
入
る
と
神
仏
分
離
政
策

が
進
め
ら
れ
、
神
社
と
寺
院
が
明
確
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
際
に
札
所
が
龍
光

寺
へ
移
り
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
仏
木
寺
は
、
山
号
を
一
カ
山
（
カ
は
王
偏
に
果
）

と
い
い
ま
す
。
こ
の
山
号
に
は
仏
木
寺
成
立
の
由

来
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
空
海
は
留
学
し

て
い
た
唐
か
ら
日
本
へ
帰
国
す
る
時
に
、
日
本
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
和
島
市
内
に
は
第
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
番
札
所
龍
光
寺
と
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
十
二
番
札
所
仏
木
寺
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
、
遍
路
道
と
し
て
龍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
光
寺
道
、
仏
木
寺
道
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
寺
道
の
３
本
が
通
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ま
す
。
そ
の
内
、
仏
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺
道
の
一
部
が
平
成
29
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
月
に
、
龍
光
寺
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
に
あ
る
稲
荷
神
社
の
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
が
平
成
29
年
10
月
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ぞ
れ
国
史
跡
「
伊
予
遍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
路
道
」
に
指
定
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。
そ
し
て
、
令
和
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
２
月
21
日
に
明
石
寺
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
一
部
が
国
史
跡
に
追
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
こ
と
は
江
戸
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
頃
か
ら
今
ま
で
ほ
と
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
変
わ
ら
な
い
場
所
に
遍
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
が
残
っ
て
い
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
遍
路
の
原
形
と
見
ら
れ

る
も
の
は
平
安
時
代
末
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
三
十
一
に
は
「
通
四
国
辺
地

僧
行
不
知
所
被
打
成
馬
語
第
十
四
」
と
題
さ
れ
る

説
話
が
あ
り
、「
今
昔
、
仏
ノ
道
ヲ
行
ケ
ル
僧
三
人

伴
ナ
ヒ
テ
四
国
ノ
辺
地
ト
云
ハ
伊
予
、
讃
岐
、
阿

密
教
を
広
め
る
た
め
の
道
場
を
求
め
て
三
鈷
杵
と

呼
ば
れ
る
道
具
を
投
げ
ま
し
た
。
こ
れ
が
高
野
山

の
松
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
た
た
め
高
野
山
を
真
言

密
教
の
道
場
と
し
た
と
い
う
の
は
有
名
な
話
で
す
。

そ
の
際
に
三
鈷
杵
だ
け
で
な
く
一
カ
の
宝
珠
を
投

げ
て
お
り
、
空
海
が
四
国
巡
行
の
際
に
ク
ス
ノ
キ

に
掛
か
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
、
大
日
如
来
を

彫
り
、
お
堂
を
建
て
て
仏
木
寺
と
し
ま
し
た
。

　
こ
の
大
日
如
来
の
眉
間
に
そ
の
宝
珠
を
埋
め
た

こ
と
か
ら
「
一
カ
山
」
と
名
付
け
ら
れ
た
と
い
い

ま
す
。
現
在
仏
木
寺
に
残
る
大
日
如
来
は
、
こ
の

時
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
建
治
元
（
１
２

７
５
）
年
か
ら
彫
り
始
め
た
と
い
う
胎
内
銘
が
残

る
も
の
で
、
県
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
宇
和
島
市
内
に
は
先
に
挙
げ
た
２
箇
所
の
札
所

の
外
に
２
箇
所
の
番
外
札
所
が
あ
り
、
ま
た
市
内

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
市
町
境
近
辺
に
は
番
外
札
所

の
篠
山
神
社
が
あ
り
ま
す
。
篠
山
神
社
は
観
自
在

寺
の
奥
の
院
で
す
。
篠
山
神
社
も
当
初
は
神
仏
習

合
の
神
社
で
古
く
は
観
世
音
寺
と
い
う
寺
院
も
あ

り
ま
し
た
が
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
（
仏
を
廃
し
、

釈
迦
の
教
え
を
棄
て
る
こ
と
）
運
動
に
よ
っ
て
観

世
音
寺
は
廃
寺
と
な
り
篠
山
神
社
だ
け
が
残
り
ま

し
た
。

　
篠
山
神
社
は
、
す
べ
て
の
遍
路
が
参
拝
す
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
第
三
十
八
番
札
所
金
剛
福

寺
か
ら
第
三
十
九
番
札
所
延
光
寺
ま
で
の
間
に
月

山
神
社
を
参
拝
し
た
遍
路
は
篠
山
へ
は
参
ら
ず
、

月
山
神
社
参
り
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
篠
山
詣
を

し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
宇
和
島
市
内
に
残
る
番
外
札
所
の
内
、
１
箇
所

は
津
島
町
岩
渕
に
あ
る
満
願
寺
で
す
。
境
内
の
上

段
、
大
師
堂
の
隣
に
は
県
指
定
天
然
記
念
物
と
な

っ
て
い
る
二
重
柿
が
あ
り
ま
す
。
二
重
柿
と
は
実

の
中
に
も
う
一
つ
実
を
付
け
る
と
い
う
も
の
で
、

波
、
土
佐
ノ
海
辺
の
廻
也
」
と
始
ま
り
ま
す
。

　
ま
た
、『
梁
塵
秘
抄
』
巻
二
の
三
百
一
に
は

「
わ
れ
ら
が
修
行
せ
し
様
は　
忍
辱
袈
裟
を
ば
肩
に

掛
け　
ま
た
笈
を
負
ひ　
衣
は
い
つ
と
な
く
し
ほ

た
れ
て　
四
国
の
辺
地
を
ぞ
常
に
踏
む
」

　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
今
様
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
よ
り
平
安
時
代
末
期
に
は
四
国
の
海
辺

を
巡
る
道
、
す
な
わ
ち
「
辺
地
」
が
あ
り
、
僧
な

ど
が
修
行
に
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
現
在
の
よ
う
な
遍
路

に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
頃
札
所

を
巡
る
遍
路
に
な
っ
た
の
か
、
八
十
八
の
札
所
に

な
っ
た
の
か
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
り
ま
す

が
、
澄
禅
と
い
う
僧
が
記
し
た
遍
路
日
記
『
四
国

遍
路
日
記
』（
１
６
５
３
年
）に
は
八
十
八
の
札
所

に
そ
れ
ぞ
れ
番
号
を
付
け
て
記
さ
れ
て
お
り
、
ほ

ぼ
現
在
の
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
は
街
道
が
整
備
さ
れ
た
影
響
か
遍

路
の
数
が
増
加
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
遍
路
日
記
や

遍
路
案
内
記
が
記
さ
れ
始
め
ま
す
。
貞
享
四
（
１

６
８
７
）
年
に
僧
真
念
が
記
し
た
『
四
国
遍
路
道

指
南
』
に
は
各
札
所
の
本
尊
や
由
緒
だ
け
で
な
く
、

遍
路
道
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
の
村

を
通
っ
て
次
の
札
所
に
至
る
と
い
う
程
度
の
記
述

で
は
あ
り
ま
す
が
、
同
時
代
の
絵
図
と
照
ら
し
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
当
時
ど
の
よ
う
な
道
を
通
っ
て

い
た
か
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
先
述
の
と
お
り
宇
和
島
市
内
に
は
、
龍
光
寺
道
、

仏
木
寺
道
、
明
石
寺
道
の
三
本
の
遍
路
道
が
あ
り

ま
す
。
龍
光
寺
道
は
愛
南
町
に
あ
る
第
四
十
番
札

空
海
が
諸
国
を
巡
り
歩
い
た
際
に
杖
を
立
て
て
置

い
た
の
が
芽
を
出
し
、
根
を
張
っ
て
こ
の
二
重
柿

に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
が
残
り
ま
す
。
観
自
在
寺

か
ら
龍
光
寺
へ
至
る
遍
路
道
は
三
本
あ
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
の
道
で
も
満
願
寺
に
た
ど
り
着
き
、
お
参

り
を
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
も
う
１
箇
所
の
番
外
札
所
は
天
神
町
に
あ
る
龍

光
院
で
す
。
龍
光
院
の
開
山
は
伊
達
秀
宗
が
宇
和

島
に
入
部
し
た
元
和
元
（
１
６
１
５
）
年
で
、
こ

の
頃
は
ま
だ
番
外
札
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

元
々
は
現
在
も
九
島
に
の
こ
る
「
鯨
大
師
」
願
成

23    つなぐ　2024春号

稲荷神社本殿の蟇股に彫刻された輪宝

宇和島市内の遍路道（国土地理院　地理院地図を基に作成）

し
ん
ぶ
つ
し
ゅ
う
ご
う

ほ
ん  

じ   

ぶ
つ

り
ん
ぽ
う

さ
ん   

こ    

し
ょ

は
い
ぶ
つ    

き 

し
ゃ
く

く
じ
ら
だ
い   

し　
　
　
が
ん
じ
ょ
う

ま

め　
ぎ　
だ
い   

し



１
月
１
日
に
能
登
半
島
で
発
生
し
た
地
震
は
、

死
者
及
び
災
害
関
連
死
が
250
人
以
上
、
避
難
者
も

３
万
人
を
超
え
る
な
ど
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。
平
成
30
年
の
西
日
本
豪
雨
で
は
宇
和

島
市
も
吉
田
町
を
中
心
に
多
く
の
方
が
被
災
し
ま

し
た
。
災
害
は
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
災
害
が
起
き
る
と
医
療
の
需
要
と
供
給
の
バ
ラ

ン
ス
が
崩
れ
ま
す
。
多
く
の
負
傷
者
が
生
じ
る
一

方
で
医
療
側
も
施
設
や
ス
タ
ッ
フ
の
被
災
な
ど
で

通
常
の
方
法
で
は
対
処
で
き
な
い
状
況
と
な
り
ま

す
。
災
害
時
に
は
通
常
の
方
法
で
医
療
を
行
え
な

い
た
め
、
通
常
診
療
の
ル
ー
ル
か
ら
変
更
が
必
要

に
な
る
こ
と
を
ご
理
解
下
さ
い
。
災
害
時
の
医
療

の
目
標
は
、
避
け
ら
れ
た
災
害
死
を
最
小
限
に
す

る
こ
と
で
す
。
多
数
の
傷
病
者
が
同
時
に
発
生
し

て
い
る
と
き
に
は
、
治
療
が
必
要
な
人
を
選
び
出

し
て
優
先
順
位
を
決
定
す
る
事
が
必
要
に
な
り
ま

す
（
ト
リ
ア
ー
ジ
）。

　
災
害
が
起
き
た
時
に
は
、
次
の
方
針
で
医
療
が

行
わ
れ
ま
す
。
災
害
発
生
時
に
必
要
な
こ
と
は
被

害
状
況
の
把
握
で
す
。
広
域
災
害
救
急
医
療
情
報

シ
ス
テ
ム
（EM

IS

）
に
て
、
被
災
地
域
に
必
要
な

医
療
・
救
護
・
看
護
を
提
供
す
る
た
め
の
情
報
が

収
集
・
集
約
・
提
供
さ
れ
ま
す
。

　
各
医
療
機
関
で
は
情
報
を
も
と
に
、
可
能
な
範

囲
内
で
の
医
療
が
行
わ
れ
ま
す
。
各
医
療
圏
内
に

災
害
拠
点
病
院
が
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
災
害
拠

点
病
院
は
電
気
や
医
療
品
、
食
料
を
確
保
し
て
お

り
、
医
療
チ
ー
ム
の
派
遣
や
災
害
時
の
受
け
入
れ

や
搬
送
、
災
害
医
療
を
行
う
病
院
な
ど
の
後
方
医

療
機
関
を
支
援
す
る
機
能
が
あ
り
ま
す
。
宇
和
島

保
健
医
療
圏
で
は
、
市
立
宇
和
島
病
院
が
指
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
災
害
地
域
内
で
の
医
療
機
関
だ
け
で
は
対
応
で

き
な
い
場
合
、
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
（DM

AT

）

が
派
遣
さ
れ
ま
す
。DM

AT

は
災
害
発
生
直
後
に

現
場
に
入
り
、
負
傷
者
の
緊
急
治
療
な
ど
の
活
動

が
で
き
る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
た
医
療
チ
ー
ム
で
す
。

急
性
期
に
現
場
に
派
遣
さ
れ
、
応
急
治
療
や
重
症

患
者
の
医
療
機
関
へ
の
搬
送
、
現
地
の
病
院
支
援

な
ど
の
活
動
を
開
始
し
ま
す
。
ま
た
診
療
だ
け
で

な
く
、
災
害
医
療
の
組
織
作
り
も
行
い
ま
す
。
被

災
地
で
十
分
な
医
療
が
行
え
な
い
場
合
に
は
、
被

災
地
外
の
災
害
拠
点
病
院
な
ど
に
搬
送
が
行
わ
れ

ま
す
。DM

AT

の
活
動
は
３
日
ほ
ど
で
終
了
し
ま

す
が
、
被
災
地
の
医
療
体
制
が
回
復
し
な
い
場
合

災
害
時
の
医
療

沖内科クリニック
副院長  沖　良隆

医療
health care

に
は
、
日
本
医
師
会
災
害
医
療
チ
ー
ム（JM

AT

）

がDM
AT

と
交
替
し
、
医
療
支
援
が
続
け
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
災
害
ス
ト
レ
ス
等
に
よ
る
精
神
的
問

題
や
、
被
災
地
の
精
神
保
健
医
療
機
能
低
下
に
対

処
す
る
た
め
、
災
害
派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム
（DP

AT

）
が
派
遣
さ
れ
ま
す
。

　
南
海
ト
ラ
フ
地
震
の
確
率
は
30
年
以
内
に
70
％

と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
行
政
を
中
心
に
対
策
は

行
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
災
害
発
生
時
に
計
画

通
り
に
支
援
が
行
わ
れ
る
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
切
な
の
は
一
人
一
人
の
準
備
と
心
構
え
で
す
。

災
害
に
備
え
て
、
家
具
の
固
定
、
避
難
場
所
や
連

絡
法
の
確
認
、
水
や
簡
易
ト
イ
レ
な
ど
の
防
災
備

蓄
品
や
非
常
用
持
ち
出
し
品
の
準
備

な
ど
が
で
き
て
い
る
か
、

再
度
確
認
し
て
下
さ
い
。

応
急
処
置
や
心
肺
蘇
生

を
習
得
し
て
お
く
こ
と

も
大
切
で
す
。

宇
和
島
消
防
署
で

定
期
的
に
普
通

救
命
講
習
会
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。＊
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宇和島地区　広域事務組合　消防本部



宇
和
島

蒋
淵
の
岩
牡
蠣
に
つ
い
て

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
の
南
西
に
位
置
す
る
三

　
　
　
　
浦
半
島
、
そ
の
突
端
に
蒋
淵
と
い
う
集

落
が
あ
り
ま
す
。
市
内
か
ら
お
お
よ
そ
40
分
程
度
、

美
し
い
海
を
眺
め
な
が
ら
の
ド
ラ
イ
ブ
で
辿
り
着

く
自
然
豊
か
な
場
所
で
す
。
今
回
は
、
こ
の
蒋
淵

で
、
こ
れ
か
ら
旬
を
迎
え
る
岩
牡
蠣
を
養
殖
し
て

い
る
島
津
さ
ん
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
蒋
淵
の
岩
牡
蠣
養
殖
は
、
今
か
ら
10
年
前
の
真

珠
母
貝
の
大
量
死
を
き
っ
か
け
に
新
た
な
産
業
と

し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
宇
和
海
は
太
平
洋
か
ら
の

黒
潮
の
流
入
に
よ
り
、
岩
牡
蠣
の
エ
サ
と
な
る
プ

ラ
ン
ク
ト
ン
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
に

至
っ
て
は
３
Ｌ
サ
イ
ズ
の
巨
大
岩
牡
蠣
も
育
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。

　
手
塩
に
か
け
て
育

て
ら
れ
た
岩
牡
蠣
は
、

臭
み
が
な
く
濃
厚
な

味
わ
い
で
す
。
遠
方

か
ら
食
べ
に
来
ら
れ

る
お
客
様
が
増
え
て

き
た
こ
と
か
ら
、
今
年
は
出
荷
の
最
盛
期
に
合
わ

せ
て
、
民
泊
も
準
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
漁
家
民
宿m

anm
a

う
み
人
や
ま
」

　
テ
ラ
ス
か
ら
美
し
い
景
色
を
眺
め
な
が
ら
、
こ
こ

ろ
ゆ
く
ま
で
岩
牡
蠣
を
楽
し
む
場
所…

日
常
を
忘
れ

て
蒋
淵
を
存
分
に
満
喫
し
、
心
癒
さ
れ
る
時
間
を
過

ご
せ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

【
岩
牡
蠣
の
栄
養
】

冬
が
旬
の
真
牡
蠣
は
「
海
の
ミ
ル
ク
」、
夏
が
旬
の

岩
牡
蠣
は
そ
れ
よ
り
も
濃
厚
な
味
わ
い
な
の
で
「
海

の
チ
ー
ズ
」
と
形
容
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、

ミ
ネ
ラ
ル
、
タ
ウ
リ
ン
、
グ
リ
コ
ー
ゲ
ン
な
ど
、
健

康
維
持
に
役
立
つ
栄
養
素
が
豊
富
に
含
ま
れ
ま
す
。

岩牡蠣のかんたんグラタン

（材　料）2 人分
岩牡蠣　・・・・・　6個
たまねぎ　・・・・　1/4 個
生クリーム　・   ・・　大さじ 2
ピザ用チーズ　・・　30ｇ
パン粉　・・・・・　大さじ 2
バター　・・・・・　少々
サラダ油     ・・・・　適量
ピザ用チーズ　・・　30ｇ

（作り方）
① タマネギは、みじん切りにする。
② 耐熱皿に岩牡蠣の身を並べ、①のタマネギ、生クリーム、ピザ用チーズ、パン粉、5㎜角に切ったバ
　ターの順にのせる。（生クリームは、コーヒーフレッシュや牛乳で代用可。バターはマーガリンで代
　用可）
③ 200℃に温めたオーブンで 20 分ほど焼く。（表面のパン粉が、きつね色になるくらい）

（レンチン！岩牡蠣の開き方）
殻の丸みがある方を下にして耐熱皿にのせ、ラップをしてから、500Ｗのレンジで 1個につき 2～ 3分
間加熱します。殻の口が空いた所からナイフを差し込んで、貝柱を切りながら開きます。（この後、殻
を皿にして上記材料をのせて焼き、グラタンにしてもよい )
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子ども達に魚食教育を行うシー
フードマイスターの島津さん。
ご主人と二人三脚で、岩牡蠣を
養殖しています。お料理の達人 !

◎漁家民宿
manma
うみ人やま

◎蒋淵岩牡蠣
養殖組合



　身勝手な親元から逃げ出した年の離れた姉妹〔理佐（18 歳）と律（8歳）〕が小さな町の
そば屋の夫婦とそば粉を挽く水車小屋で石臼の番人をしているネネ（鳥）と共に歩む 40 年
を 5章に分けて綴る長編です。
　ふたりを温かく見守ってくれた人々、そして成長したふたりが周りの人々に手を差し伸べ
ていく日々が淡々と描かれている、希望と再生の優しい物語りです。
　「2024 年本屋大賞」にノミネートされた 10 作品中の 1冊！　全国の書店員の投票で選出
される、この賞も今年で 21 回目、4月 10 日に大賞発表の予定です。
　ぜひ店頭で手に取ってみて下さい。

協力：岩崎書店 宇和島市錦町 4-16　TEL. 0895-22-0528

水車小屋のネネ 津村記久子  著　毎日新聞社  刊　￥1,980（税込）

Tsunagu 

お気楽  俳句

絵
：
律
川
エ
レ
キ

１
９
６
６
年
宇
和
島
市
生
ま
れ　
奈
良
市
在
住

２
０
０
０
年
頃
よ
り
俳
句
新
聞
や
雑
誌
「
１
０
０
年
俳
句
計
画
」
等

に
挿
絵
を
描
く
。
映
像
作
家

本
選
出
場
句
よ
り
（　
　
）
内
は
チ
ー
ム
名

地
震
戦
争
湯
ざ
め
の
身
さ
え
温
か
く　
　
　
（
チ
ー
ム
く
じ
ら
雲
）

下
描
き
を
は
づ
れ
て
雪
の
降
る
積
も
る　
　
（
チ
ー
ム
く
じ
ら
雲
）

雪
し
づ
か
本
を
ひ
ら
け
ば
丘
の
や
う　
　
　
（
チ
ー
ム
く
じ
ら
雲
）

壁
越
し
に
雪
の
厚
み
を
聴
く
当
直　
　
　
　

  

（
蝦
夷
の
き
の
こ
）

若
水
や
母
の
喉
を
動
か
せ
り　
　
　
　

   　
　
（
蝦
夷
の
き
の
こ
）

若
水
や
鯛
め
し
の
焦
げ
匂
い
立
つ　
　
　
　

   （
辞
令
は
突
然
に
）

凹
凸
が
い
く
つ
湯
ざ
め
の
体
に
は　
　
　
　
　

  

（
雪
う
さ
ぎ
）

湯
ざ
め
し
て
他
人
の
や
う
な
ふ
く
ら
は
ぎ

   （
す
い
す
い
す
い
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
　
　
　
　
＊
色
文
字
が
季
語
で
す

Tsunagu 

おすすめの本

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
参
加
で
き
る
「
あ
し
ら
の
俳
句
甲
子

園
」。
毎
年
１
月
の
連
休
に
松
山
で
開
催
さ
れ
て
い
る
の
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
。
今
年
も
北
海
道
か
ら
九
州
ま
で
、
ま
た
、

海
外
帰
省
組
な
ど
３
人×

40
チ
ー
ム
が
集
い
ま
し
た
。

　
前
夜
祭
の
夏
井
い
つ
き
句
会
ラ
イ
ブ
と
翌
日
の
本
選
は
、
俳

句
と
い
う
十
七
音
に
懸
け
る
真
剣
な
遊
び
。
笑
い
と
熱
気
に
満

ち
た
会
場
は
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
来
年
も
１
月
11
日
、

12
日
に
開
催
決
定
。
ぜ
ひ
貴
方
も
！　
　
　
　

   （
小
野
更
紗
）

あ
し
ら
の
俳
句
甲
子
園
２
０
２
４

前
夜
祭
句
会
ラ
イ
ブ
結
果

１
位　
口
下
手
の
兄
か
ら
鮫
の
歯
を
も
ら
ふ　
　

水
須
ぽ
っ
ぽ

２
位　
焦
点
の
合
は
ぬ
青
鮫
は
媚
薬
だ　
　
　
　

五
十
嵐
秀
彦

２
位

鱶
の
眼
の
恍
惚
冬
日
と
は
何
色　
　
　
　
　
穂
積
天
玲

４
位　

人
も
魚
も
星
も
群
れ
た
い
冬
だ　
　
　
　
　
近
藤
幽
慶

５
位　

杜
父
魚
の
も
の
問
ひ
た
げ
な
眼
に
会
ひ
ぬ

朗
善
千
津

６
位

初
旅
や
青
々
と
澄
む
鮫
の
か
ほ　
　
　
　
　
岸
本
尚
毅

７
位　

着
ぶ
く
れ
や
海
は
い
つ
か
ら
青
い
の
か

は
ぐ
れ
栃
餅

審
査
員
優
秀
賞

五
十
嵐
秀
彦
選　

魂
の
誤
訳
凩
飼
ひ
な
ら
す　
　
　
　
Ｆ
よ
し
と

夏
井
い
つ
き
選

凩
の
種
を
頬
よ
り
は
き
だ
し
ぬ　
　
　

  

正
人

岸
本
尚
毅
選　
　
窓
に
凩
乳
液
の
頬
に
伸
ぶ　
　
　
　

  

さ
ゆ
り

あ
し
ら
の
一
等
賞

骨
密
度
ほ
め
ら
れ
凩
を
進
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち
あ
ゆ

＊うさす ：  なくす

か
く
ぶ　
つ

ふ
か

あしらの俳句甲子園サイト

ツイキャスにて
　　アーカイブ視聴可能
合言葉は「あしはい」
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の
み
ど

https://twitcasting.tv/ashira_haiku/archive/



■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：『シャコ貝とガラスの浮き』
　　　　　　　　　　　　　　　（油彩）
作者：深見佳彦（大人クラス）
シャコ貝のダイナミックなフォルム。
手作業から生まれる豊かなガラス玉。
室内で描きながら異空間に放つ。
砂丘、そして遠く重なる海と空が現れた。
絵画のなせる術 (わざ)、深見さんの広がり。

作品名：『和霊神社』（アクリル）
作　者：河添　幸
宇和島で愛されている和霊様。
手前の灯籠と奥の門との遠近感が
なんとも気持ちがいい絵です。
この絵の前に立つと本当にその場
の気温や風や音が感じられます。

作品名：『のんびり』（アクリル）
作　者：渡部優一（小 4）
とても優しい色合いで動物たちの
のんびり過ごしている雰囲気が伝
わってきます。みんな、いつも優
一くんの描く絵に元気や癒しをも
らっています。これからも楽しみ
にしてます♪

作品名：『サクララン』（油絵）
作　者：清家京子
どんな作品にも一枚一枚本気で取
り組む清家さんの姿勢は本当に素
晴らしいと思います。この作品も
葉の一枚一枚の角度や厚みを何度
も何度も研究しながら描かれた姿
勢に脱帽！

■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

作品名：『自分』（水彩）
作者：吉見琉海（子どもクラス）
植物でも何でも写生が大好き。
初めて？自画像にチャレンジした。
割りばしに墨をつけて生きた線を引く。
頭、マスク、服の黒と、白壁の美対比。
るい君は自分の顔に何を見ただろう。

作品名：『やき鳥やで～』（立体）
作者：芝夏希（子どもクラス）
昨年 12 月、焼鳥屋に行った。
以来、作り続けるヤキトリ、ヤキトリ！
気に入ったものはあきたりしない。
夢中の連続は、なつきちゃんのもつ力。
大人になってもきっと楽しい出会いが。
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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。

株式会社  ファインフードシステム　　代表取締役　清家  葉子
「宇和島の食文化を 100 年先まで継承するために！」

お城山

き
さ
い
や
広
場
で
も
同
じ
思
い
で
営
業
さ

せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　
こ
こ
数
年
間
は
、
御
多
分
に
漏
れ
ず
未

曽
有
の
コ
ロ
ナ
禍
に
見
舞
わ
れ
『
お
客
様

の
お
困
り
ご
と
に
は
、
や
れ
る
こ
と
は
何

で
も
し
よ
う
』
と
決
め
ま
し
た
。
１
個
か

ら
の
お
弁
当
、
遠
距
離
で
も
お
届
け
、
メ

ニ
ュ
ー
以
外
の
ご
要
望
、
何
で
も
来
い
！

そ
ん
な
苦
し
い
中
、
志
高
く
前
向
き
に
働

い
て
下
さ
る
社
員
さ
ん
・
パ
ー
ト
さ
ん
達

の
有
難
さ
、
会
社
一
丸
と
な
っ
て
食
で
地

域
の
お
役
に
立
つ
よ
う
に
頑
張
る
こ
と
の

大
切
さ
は
、
こ
の
苦
難
を
乗
り
超
え
た
今

に
な
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
の
会
社
の
試
金
石

に
な
っ
た
と
誇
ら
し
く
思
い
ま
す
。

　
私
の
こ
れ
か
ら
や
る
べ
き
仕
事
は
３
つ

あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
一
つ
は
、
も
ち
ろ
ん
ご
来
店
の
お
客
様

に
美
味
し
い
お
料
理
を
最
高
の
雰
囲
気
と

お
も
て
な
し
で
ご
提
供
さ
せ
て
頂
く
こ
と
。

　
二
つ
め
は
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
特
別
な
日

の
お
料
理
（
お
せ
ち
料
理
・
お
食
い
初
め

膳
な
ど
）
を
、
そ
の
儀
式
の
し
き
た
り
や

お
客
様
の
思
い
に
沿
っ
て
、
お
手
伝
い
さ

せ
て
頂
く
こ
と
。

　
三
つ
め
は
、
世
代
を
超
え
て
受
け
継
が

れ
、
長
年
地
域
で
愛
さ
れ
続
け
て

い
る
宇
和
島
の
食
文
化
（
郷
土

料
理
）
を
守
り
、
正
し
く
継
承

し
て
い
く
こ
と
で
す
。

　
特
に
三
つ
め
の
食
文
化
の
継
承
が

こ
れ
か
ら
の
宇
和
島
の
飲
食
店
の
大
き

な
課
題
で
す
。
郷
土
料
理
の
代
表
選
手
で

あ
る
【
宇
和
島
鯛
め
し
】
は
、
文
化
庁
よ

り
「
江
戸
時
代
か
ら
続
く
郷
土
の
料
理
１

０
０
年
フ
ー
ド
」
に
認
定
さ
れ
て
い
て
、

地
域
団
体
商
標
も
取
得
し
て
い
る
由
緒
正

し
い
宇
和
島
の
看
板
料
理
で
す
。
日
本
中

に
発
信
し
て
い
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
こ

れ
か
ら
１
０
０
年
先
ま
で
正
し
く
継
承
し

て
い
く
使
命
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

合
わ
せ
て
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
い
宇
和
島
の

水
産
物
・
農
産
物
を
料
理
に
し
て
日
本
中

の
方
に
召
し
上
が
っ
て
頂
き
た
い
思
い
も

日
々
強
く
な
り
ま
す
。

　
ま
だ
ま
だ
力
不
足
で
す
が
、
地
域
の
皆

さ
ま
の
お
力
を
お
借
り
し
て
、
三
つ
の
仕

事
を
や
り
続
け
て
い
き
、
皆
さ
ま
か
ら
愛

さ
れ
る
１
０
０
年
企
業
を
目
指
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

和日輔　宇和島市恵美須町１丁目 2-6　TEL 0895-24-0028 

だんな
女将

14

うわしん若手経営塾ОＢ

若
おかみ

　
　
　
　
　
祖
父
母
が
宇
和
島
に
て
飲
食

　
　
　
　
店
を
開
業
し
た
の
が
80
年
ほ
ど

　
　
　
　
前
で
す
。
そ
の
後
、
父
が
急
逝

　
　
　
し
た
た
め
、
30
数
年
前
に
和
食
の

　
　
店
を
祖
父
母
・
母
か
ら
引
き
継
ぎ
飲

食
店
の
仕
事
を
ス
タ
ー
ト
致
し
ま
し
た
。

12
年
前
、
そ
の
和
食
店
の
店
舗
名
を
「
和

風
レ
ス
ト
ラ
ン
石
狩
」
か
ら
「
旬
膳
・
郷

土
膳
　
和
日
輔
」
に
改
名
し
ま
し
た
の
は
、

お
客
様
の
今
日
が
和
や
か
な
日
に
な
る
よ

う
に
お
助
け
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
で
す
。

観
光
や
お
仕
事
で
お
越
し
に
な
ら
れ
た
お

客
様
に
は
郷
土
料
理
を
正
し
く
、
美
味
し

く
召
し
上
が
っ
て
頂
き
た
い
。
地
元
の
ご

常
連
の
お
客
様
に
は
季
節
を
感
じ
る
お
料

理
で
楽
し
ん
で
頂
き
た
い
と
、
日
々
思
っ

て
お
り
ま
す
。
現
在
は
、
和
日
輔
の
２
階

に
洋
食
店
「
ビ
ス
ト
ロ
エ
ビ
ス
」、
日
本

庭
園
南
楽
園
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
や
道
の
駅

お取り寄せ
オンラインショップ
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大分県が 10 年かけて開発した焼酎麦「トヨノホシ」麹を
全量使い、香りを高めるために、やさしく発酵させ減圧
蒸留した焼酎です。
麦を生かして華やかで上品、聞いて華やか心も酔えると
うれしいです

聞  牟禮鶴 　もん  むれづる

麦焼酎　減圧蒸留 25 度　※左 1800ml　右 720ml

　　 大分県豊後大野市産麦トヨノホシ 100％

720ml 1,485 円　1800ml  2,805 円（税込）

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」

「小島惟謙さん、政治から日本の司法権の独立を守った偉
人です。イケンの言われがこうであったのかは歴史的謎で
す、というかウソです。すいません。（笑）」

※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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麦
焼
酎　

豊
後
伝
承
造
り

減
圧
蒸
留
25
度

牟
禮
鶴　

壱
越　

い
ち
こ
つ

　720ml 1,210 円（税込）

1800ml  2,200 円（税込）

麦
焼
酎　

豊
後
伝
承
造
り

常
圧
蒸
留
25
度

牟
禮
鶴　

黄
鐘　

お
う
し
き

　720ml 1,320 円（税込）

1800ml  2,365 円（税込）

牟禮鶴酒造合資会社　大分県豊後大野市朝地町市
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