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い
さ
さ
か
旧
聞
に
属
す
る
が
、
秋
田
県
の
佐
竹

と
い
う
知
事
が
じ
ゃ
こ
天
を
「
貧
乏
く
さ
い
」
と

け
な
し
、
大
い
に
物
議
を
か
も
し
た
。

　
じ
ゃ
こ
天
は
宇
和
島
で
は
昔
か
ら
「
て
ん
ぷ
ら
」

と
い
い
、
ホ
タ
ル
ジ
ャ
コ
（
は
ら
ん
ぼ
）
を
原
料

と
す
る
ジ
ャ
リ
ジ
ャ
リ
し
た
食
感
の
も
の
を
「
皮

て
ん
ぷ
ら
」、
蒲
鉾
の
原
料
で
あ
る
エ
ソ
を
使
っ
た

も
の
を
「
身
て
ん
ぷ
ら
」
と
呼
ん
で
き
た
。
じ
ゃ

こ
天
は
「
皮
て
ん
ぷ
ら
」
で
あ
る
。

　
実
を
言
え
ば
、
私
も
じ
ゃ
こ
天
（
皮
て
ん
ぷ
ら
）

を
貧
乏
く
さ
い
と
思
っ
て
い
る
。
思
っ
て
は
い
る

が
、
小
学
生
の
頃
、「
や
っ
た
あ
、
カ
レ
ー
だ
！
」

と
喜
ん
で
い
た
ら
、
肉
で
は
な
く
じ
ゃ
こ
天
だ
っ

た
と
き
の
絶
望
感
、
高
校
生
の
頃
、
弁
当
箱
の
蓋

を
あ
け
る
と
じ
ゃ
こ
天
１
枚
だ
け
だ
っ
た
と
き
の

崖
か
ら
落
ち
た
よ
う
な
気
分
、
そ
う
い
う
経
験
の

あ
る
私
な
ら
と
も
か
く
、
秋
田
の
く
そ
ジ
ジ
イ
に

「
貧
乏
く
さ
い
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
覚
え
は
な
い
。

　
失
言
で
し
ょ
げ
て
い
る
佐
竹
知
事
を
、「
あ
ん
ま

り
気
に
せ
ん
で
く
だ
さ
い
」
と
愛
媛
県
知
事
は
慰

撫
し
て
い
た
が
、
と
ん
で
も
な
い
、
猛
省
す
べ
き

だ
。
結
果
的
に
は
、「
う
ち
の
知
事
が
失
礼
な
こ
と

を
言
っ
て
す
み
ま
せ
ん
」
と
注
文
が
来
る
な
ど
、

一
時
的
で
は
あ
れ
、
売
上
げ
が
伸
び
た
と
い
う
か

ら
、
ま
あ
、
め
で
た
し
め
で
た
し
で
は
あ
る
。

　
く
そ
ジ
ジ
イ
と
書
い
た
が
、
佐
竹
知
事
は
世
が

世
で
あ
れ
ば
殿
様
で
あ
る
。
秋
田
久
保
田
藩
佐
竹

家
の
殿
様
。
た
だ
し
、
本
家
筋
で
は
な
く
分
家
で

あ
る
。
佐
竹
家
と
い
え
ば
、
宇
和
島
藩
９
代
藩
主

伊
達
宗
徳
の
継
室
（
後
妻
）
が
佐
竹
佳
子
（
佳
姫
）

で
、
伊
達
博
物
館
に
は
輿
入
れ
の
際
に
使
用
さ
れ

た
豪
華
絢
爛
な
女
乗
物
（
お
か
ご
）
が
展
示
さ
れ

て
い
る
。
佳
姫
の
写
真
も
残
っ
て
お
り
、
な
か
な

て
い
る
。
母
親
が
ず
っ
と
使
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
父
親
が
禿
げ
て
い
た
か
ら
、
私
が
禿
げ
な
い

よ
う
に
、
毎
日
、
豆
腐
と
ワ
カ
メ
の
味
噌
汁
を
作

っ
て
く
れ
た
。
こ
こ
数
年
、
か
な
り
薄
く
な
っ
て

き
た
の
で
、
ワ
カ
メ
の
効
果
に
は
疑
問
が
あ
る
。

山
内
の
味
噌
は
甘
い
の
が
気
に
入
っ
て
い
る
が
、

昔
は
も
っ
と
甘
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　
味
噌
汁
は
、
赤
味
噌
や
白
味
噌
（
い
ず
れ
も
米

味
噌
）
も
悪
く
は
な
い
が
、
や
は
り
麦
味
噌
が
い

ち
ば
ん
。
麦
味
噌
の
場
合
、
出
汁
は
大
羽
の
イ
リ

コ
に
限
る
。
鰹
の
削
り
節
で
は
麦
味
噌
の
強
さ
に

負
け
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
浦
方
（
海
岸
部
）
に
は
、「
ぶ
え
ん
の
味
噌
汁
」

と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
ぶ
え
ん
」
と
は
「
無
塩
」

で
、
鮮
魚
の
こ
と
で
あ
る
。
出
汁
に
鯵
の
切
り
身

や
小
鯵
を
ま
る
ご
と
使
う
。
昔
、
一
度
だ
け
、
御

荘
（
愛
南
町
）
で
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
ギ
ラ
ギ

ラ
と
脂
が
浮
い
て
、
ち
ょ
っ
と
気
持
が
悪
い
が
、

ま
ず
く
は
な
か
っ
た
。
麦
味
噌
は
鮮
魚
に
も
負
け

な
い
の
で
あ
る
。

ESSAY

か
の
秋
田
美
人
。

　
佳
姫
に
関
し
て
、
秋
田
県
湯
沢
市
の
郷
土
史
家

の
方
か
ら
質
問
が
あ
り
、
情
報
交
換
を
し
た
こ
と

が
あ
る
。
お
礼
に
稲
庭
う
ど
ん
と
い
ぶ
り
が
っ
こ

を
頂
戴
し
た
が
、
い
ず
れ
も
湯
沢
が
発
祥
の
地
と

い
う
。

　
う
ど
ん
は
好
き
だ
が
、「
う
ど
ん
県
」
な
ど
と
い

ば
っ
て
い
る
香
川
の
讃
岐
う
ど
ん
は
願
い
下
げ
で

あ
る
。
有
名
店
を
は
し
ご
し
た
が
、
ど
れ
も
ま
ず

か
っ
た
。
う
ど
ん
は
何
と
い
っ
て
も
福
岡
で
あ
る
。

「
か
ろ
の
う
ろ
ん
（
角
の
う
ど
ん
）」
と
い
っ
て
、

店
も
多
い
。
太
め
の
麺
は
、
愛
媛
の
い
わ
ゆ
る
「

腰
抜
け
う
ど
ん
」
よ
り
も
柔
ら
か
い
。
あ
ご
だ
し

の
甘
口
の
つ
ゆ
が
絶
品
で
、
載
っ
て
い
る
大
き
な

ご
ぼ
う
の
て
ん
ぷ
ら
も
う
ま
い
。

　
稲
庭
う
ど
ん
は
干
し
う
ど
ん
（
乾
麺
）
で
、
麺

は
細
く
、
つ
る
つ
る
の
食
感
が
風
味
絶
佳
。
全
国

で
最
も
上
品
な
う
ど
ん
が
稲
庭
う
ど
ん
だ
と
思
う
。

　
い
ぶ
り
が
っ
こ
の
第
一
印
象
は
、
悪
い
が
、「
貧

乏
く
さ
い
」
で
あ
る
。
沢
庵
の
燻
製
だ
か
ら
、
見

た
目
が
よ
く
な
い
。
し
か
し
、
薄
く
切
っ
て
か
じ

る
と
、
味
も
香
り
も
よ
く
、
日
本
酒
の
つ
ま
み
に

い
い
し
、
お
茶
漬
け
に
も
い
い
。
チ
ー
ズ
を
載
せ

る
と
、
ワ
イ
ン
、
ビ
ー
ル
と
相
性
抜
群
。

　
さ
て
、「
つ
な
ぐ
」
の
前
号
（
夏
号
）
が
麦
み
そ

特
集
だ
っ
た
の
で
、
以
下
、
麦
味
噌
に
つ
い
て
書

く
。
麦
味
噌
を
味
噌
と
表
示
す
る
の
は
法
令
違
反

で
あ
る
、
と
愛
媛
県
が
宇
和
島
の
業
者
に
命
じ
、

大
騒
動
に
な
っ
た
。
実
に
馬
鹿
げ
た
話
で
あ
る
が
、

結
局
、
県
が
謝
罪
し
て
一
件
落
着
。

　
県
の
指
導
を
受
け
た
井
伊
商
店
、
伊
予
醸
造
、

山
内
商
店
の
店
主
の
コ
メ
ン
ト
が
、「
つ
な
ぐ
」
に

紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
私
は
山
内
の
味
噌
を
使
っ

宇神 雪斎 うがみせっさい

作家・音楽評論家
小説は『水のゆくえ』（角川書店）『ヴァルハラ城の悪
魔』（講談社）など。
近年は『宇和島藩』『伊予吉田藩』『幕末の女医楠本イ
ネ』『宇和島伊達家の女性たち』などの歴史書がある。
近著は『三島由紀夫 VS 音楽』。
本名 /神應幸男

よ
し
ひ
め

じゃこ天騒動と麦みそ騒動

宇神 雪斎

1    つなぐ　2024秋号

む
ね 

え

う
ら
か
た

山内味噌。ビニール袋につめて口を輪ゴムでしばっただけ。これが宇和島、これでよいのだ。

だ  

し
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 「ふるさと宇和島を芸術の街にしたい！」

　　　　　　　　アトリエぱれっと　代表　〈〈 SEIKE  YUKA   清家 由佳
　

今
回
は
︑
宇
和
島
市
で
絵
画
教
室
と
ギ

ャ
ラ
リ
ー
を
経
営
す
る
︑
ア
ト
リ
エ
ぱ
れ

っ
と
代
表
の
清
家
由
佳
さ
ん
︵
52
︶
に
お

話
を
伺
っ
た
︒　

　

小
学
生
の
頃
は
暇
さ
え
あ
れ
ば
絵
を
描

い
て
い
て
︑
絵
の
上
手
な
従
姉
に
憧
れ
て

漫
画
家
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
︒
し
か

し
︑
進
学
し
た
中
学
校
に
は
美
術
部
が
な

か
っ
た
の
で
テ
ニ
ス
部
に
入
っ
た
︒

　

大
き
な
転
機
は
︑
３
年
の
総
体
が
終
わ

っ
た
６
月
の
あ
る
日
︑
突
然
現
れ
た
︒

　

担
任
か
ら
﹁
そ
ん
な
に
絵
が
好
き
な
ん

だ
っ
た
ら
松
山
の
済
美
高
校
の
美
術
科
に

進
学
し
た
ら…

﹂
と
す
す
め
ら
れ
て
︑﹁
え

ー
っ
︑
そ
ん
な
夢
の
様
な
学
校
が
あ
る
ん

で
す
か
︖　

行
き
ま
す
﹂
と
即
答
し
た
︒

　

し
か
し
︑
当
時
︑
松
山
の
高
校
へ
︑
し

か
も
美
術
科
に
進
学
す
る
と
い
う
前
例
は

な
く
︑
母
か
ら
猛
反
対
を
受
け
る
も
︑
父

が
理
解
を
示
し
て
く
れ
て
︑
美
術
科
進
学

へ
の
道
は
開
か
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
毎
日
︑

朝
と
放
課
後
︑
美
術
の
先
生
か
ら
デ
ッ
サ

ン
の
指
導
を
受
け
受
験
へ
備
え
た
︒

　

入
学
し
た
美
術
科
で
は
︑
毎
日
２
時
限
︑

美
術
の
授
業
が
あ
り
︑
ま
さ
に
夢
の
よ
う

な
日
々
だ
っ
た
︒
１
年
目
の
寮
生
活
は
︑

　
　

先
輩
の
し
ご
き
や
理
不
尽
な
ル
ー
ル

　
　
　

に
苦
し
め
ら
れ
た
が
︑
持
ち
前
の

　
　
　
　

負
け
ん
気
と
明
る
さ
で
乗
り
切

　
　
　
　

っ
た
︒

　

高
校
２
年
生
の
頃
か
ら
服
飾
デ
ザ
イ
ン

に
興
味
を
持
ち
︑
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
を

買
い
あ
さ
り
︑
暇
さ
え
あ
れ
ば
デ

ザ
イ
ン
画
を
描
い
て
著
名
な
デ
ザ

イ
ナ
ー
達
も
通
っ
た
東
京
の
文
化

服
装
学
園
に
行
こ
う
と
思
っ
て
い
た
︒

し
か
し
︑
３
年
生
の
あ
る
日
︑
親
が
担
任

に
呼
ば
れ
︑
美
術
系
大
学
へ
の
進
学
を
す

す
め
ら
れ
た
︒
思
わ
ぬ
形
で
横
や
り
が
入

っ
た
が
︑
絵
が
描
け
る
の
な
ら
と
奈
良
芸

術
短
期
大
学
へ
進
学
し
た
︒

　

大
学
で
は
教
員
免
許
が
取
得
で
き
る
の

で
︑
母
校
︵
三
間
中
学
校
︶
で
教
育
実
習

を
受
け
た
が
︑
そ
こ
で
の
子
ど
も
た
ち
と

の
交
流
は
想
像
以
上
に
楽
し
く
︑﹁
先
生
も

い
い
も
ん
だ
な
﹂
と
思
い
受
け
た
教
員
試

験
に
見
事
合
格
し
美
術
教
諭
と
な
っ
た
︒

　

教
員
生
活
で
は
３
つ
の
中
学
校
で
教
鞭

を
と
っ
た
が
︑
15
年
目
に
３
年
後
に
辞
め

よ
う
と
決
め
て
い
た
︒
そ
の
理
由
は
︑

﹁
何
千
人
も
の
子
ど
も
た
ち
と
接
し
て
き

て
︑
芸
術
の
道
に
進
ん
だ
ら
凄
い
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
な
︑
と
い
う
才
能
の
持
ち
主

に
出
会
っ
て
き
ま
し
た
が
︑
保
護
者
に
進

路
の
話
を
す
る
と
︑
ほ
と
ん
ど
の
場
合
︑

﹃
芸
術
で
は
食
べ
て
行
け
な
い
﹄
と
か
﹃
あ

く
ま
で
も
趣
味
だ
﹄
と
か
と
言
わ
れ
て
子

ど
も
た
ち
の
進
み
た
い
道
が
閉
ざ
さ
れ
て

い
く
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
き
て
︑
自

分
が
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
﹂

　

そ
し
て
︑
２
０
１
０
年
に
教
員
を
辞
め
︑

20
畳
ほ
ど
の
小
さ
な
絵
画
教
室
を
オ
ー
プ

ン
さ
せ
た
︒
教
室
名
は
︑﹁
ア
ト
リ
エ
ぱ
れ

っ
と
︵
以
下
︓
ぱ
れ
っ
と
︶﹂︒
パ
レ
ッ
ト
に

は
色
々
な
絵
の
具
を
の
せ
て
絵
が
描
か
れ

　
　

る
よ
う
に
︑
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で

　
　

色
々
な
人
が
混
ざ
り
あ
う
教
室
に
し

　
　

た
い
と
名
付
け
た
︒
当
初
17
名
だ
っ

　

た
生
徒
は
︑
今
で
は

100
人
を
超
え
る
︒

　
﹁
ぱ
れ
っ
と
﹂
で
は
︑
開
設
当
初
か
ら
︑

美
術
系
大
学
へ
進
学
を
希
望
す
る
子
ど
も

た
ち
を
受
け
入
れ
︑
進
路
実
現
に
向
け
た

サ
ポ
ー
ト
方
法
を
模
索
し
た
︒
ま
ず
手
始

め
に
︑
東
京
藝
大
を
受
験
す
る
子
ど
も
た

ち
が
通
う
予
備
校
に
講
師
を
派
遣
し
指
導

方
法
を
学
ん
だ
︒

　

そ
し
て
２
０
２
２
年
︑
地
域
の
子
ど
も

た
ち
が
芸
術
や
科
学
技
術
な
ど
自
分
の
好

き
な
こ
と
を
見
つ
け
︑
進
み
た
い
道
に
進

め
る
よ
う
環
境
を
創
り
︑
サ
ポ
ー
ト
し
て

い
き
た
い
と
﹃
一
般
社
団
法
人
キ
ャ
ン
バ

ス
﹄
を
設
立
し
た
︒

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
︑
子
ど
も
た
ち

だ
け
で
は
無
く
︑
保
護
者
の
意
識
も
変
え

て
い
っ
た
と
い
う
︒

　

更
に
︑﹁
宇
和
島
を
芸
術
の
街
に
︕
﹂
を

掛
け
声
に
︑﹃
芸
育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹄
を

立
ち
上
げ
た
︒

﹁
美
し
い
も
の
を
美
し
い
と
感
じ
る
心
と
︑

ひ
と
り
一
人
の
個
性
や
表
現
の
違
い
を
認

め
合
う
こ
と
の
大
切
さ
︒
新
し
く
生
み
出

す
創
造
力
︒
芸
術
に
は
人
間
の
根
本
的
で

大
切
な
モ
ノ
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
︒
芸
術
を
知
る
こ
と
で
人
生
が
豊
か
に

変
わ
っ
て
い
く
と
信
じ
て
い
ま
す
︒
そ
し

て
︑
宇
和
島
で
芸
術
を
学
べ
︑
経
済
的
に

も
支
え
ら
れ
る
環
境
づ
く
り
︑
子
ど
も
た

ち
の
可
能
性
を
広
げ
ら
れ
る
精
一
杯
の
こ

と
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
﹂

　

ま
た
︑
今
年
度
か
ら
愛
媛
県
と
東
京
藝

術
大
学
と
県
民
が
取
り
組
む
ア
ー
ト
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト※

︶﹃
ア

ー
ト
ベ
ン
チ
ャ
ー
エ
ヒ
メ
﹄
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
主
体
と
な
る
ア
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

タ
︵
ひ
め
ラ
ー
︶
に
も
採
用
さ
れ
て
い
て
︑

﹁
新
た
な
取
り
組
み
に
ワ
ク
ワ
ク
が
止
ま
り

ま
せ
ん
﹂
と
笑
う
︒

　

今
後
の
事
を
聞
く
と
︑
来
年
４
月
に
ギ

ャ
ラ
リ
ー
カ
フ
ェ
の
開
設
を
予
定
し
て
い

る
と
の
こ
と
︒
現
在
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
は
２

階
と
い
う
事
も
あ
っ
て
︑
車
椅
子
利
用
の

方
や
体
の
不
自
由
な
方
に
来
て
頂
く
こ
と

が
で
き
無
か
っ
た
が
︑
新
店
舗
で
は
︑
ギ

ャ
ラ
リ
ー
を
１
階
に
し
て
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
す
る
予
定
だ
︒
ま
た
︑
併
設
す
る
カ
フ

ェ
は
芸
術
と
癒
し
︑
寛
ぎ
の
空
間
に
し
た

い
と
い
う
︒

　

一
方
︑
現
在
の
﹁
ぱ
れ
っ
と
﹂
は
︑
そ

の
ま
ま
残
し
て
︑
よ
り
多
く
の
人
に
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
新
た
な
芸
術
空
間
と
し

た
い
考
え
だ
︒

　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ
て
彼
女
の
芸
術

へ
対
す
る
半
端
な
い
熱
量
を
感
じ
た
︒
芸

術
と
地
域
︑
そ
こ
に
住
む
人
々
︑
そ
し
て

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
大
き
な
パ
レ
ッ
ト
の
上

に
並
べ
︑
彼
女
が
描
く
絵
︵
夢
︶
の
完
成

︵
実
現
︶
が
楽
し
み
だ
︒

　
　
　
　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
構
成
／
川
尻
純
滋
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※）アート（文化芸術）を介して人と人､人と地域をつなぎ､そこから生まれる新たな価値や関係を社会に広げ “愛媛の未来を創造する
” アートコミュニケーションプロジェクト｡

キッズアーティストによる作品→



店内のカウンター

清家　由佳　1972 年 宇和島市生まれ
1990 年　済美高等学校 美術科卒業　1992 年　奈良芸術短期大学卒　美術教諭として 18 年間勤務　2010 年　絵画教室アトリエぱれっと開業　
2018 年　店舗拡大の為移転 　ギャラリー・絵画教室・書道教室併設　2022 年　一般社団法人キャンバス設立
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高校生アーティストグループ※「アーティーン」が宇和島
信用金庫 100 周年記念ポスターを制作
※随時メンバー募集（ロゴやパッケージのデザインのご相談にも応じます）

教室風景 キッズアーティストによる、
みま米のパッケージデザイン



絵
日
記
作
家
　
神
山
恭
昭

　
愛
媛
新
聞
の
シ
ニ
ア
面
で
19
年
続
く
人
気
連
載
「
そ
こ
ら
へ
ん
日
記
」
の
執

筆
者
で
絵
日
記
作
家
の
神
山
恭
昭
さ
ん
（
75
）
が
、
友
人
作
家
た
ち
と
宇
和
島

市
で
グ
ル
ー
プ
展
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
高
校
の
事
務
職
員
だ
っ
た
神
山
さ
ん
は
仕
事
を
し
な
が
ら
文
筆
の
ほ
か
絵
画

や
彫
刻
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
表
現
活
動
を
40
年
以
上
に
わ

た
っ
て
展
開
し
て
き
た
芸
術
家
だ
。
ま
た
同
時
に
、〈
哲
学
カ
フ
ェ
〉〈
教
室
法

人
ひ
る
ま
の
月
〉
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
交
流
の
場
を
主
宰
し
て
い
る
。

　
著
書
に
は
、『
絵
日
記　
丸
山
住
宅
も
の
が
た
り
』、『
い
つ
も
の
絵
日
記
』、

『
電
信
柱
と
寂
し
い
夜
』、『
わ
し
の
新
聞
』、『
わ
し
の
研
究
』、『
い
ろ
と
り
ど

り
の
テ
ン
ト
』、『
浮
游
蕩
蕩
』（
堀
内
統
義
と
共
著
）
が
あ
り
、
今
年
３
月
に
は

小
学
館
か
ら
『
決
定
版　
わ
し
の
研
究
』
が
出
版
さ
れ
た
。

　
『
決
定
版  

わ
し
の
研
究
』
の
帯
紙
に
は
神
山
さ
ん
と
交
流
の
あ
る
作
家
の
椎

名
誠
さ
ん
か
ら
「
神
山
さ
ん
は
、
ま
さ
し
く
ほ
そ
ぼ
そ
芸
術
家
だ
。
ど
ー
だ
ま

い
っ
た
か
、
と
力
で
押
通
し
て
い
く
よ
う
な
芸
術
と
は
対
極
に
あ
る
神
山
さ
ん

の
世
界
を
、
た
く
さ
ん
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
の
言

葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
や
ま　
　
や
す
あ
き

『決定版　わしの研究』小学館
定価 2,200 円　A5 版 160 頁

（
著
書
紹
介
）

『新版 絵日記 丸山住宅ものがたり』 創風社出版
定価 1,980 円　単行本 144 頁

『わしの新聞』創風社出版
定価 1,760 円　単行本 223 頁

愛媛新聞2018年9月25日掲載
「そこらへん日記」 №330

愛媛新聞2021年6月22日掲載
「そこらへん日記」 №393

愛媛新聞2024年7月29日掲載
「そこらへん日記」 №459

つなぐ　2024秋号　 　4

（
そ
こ
ら
へ
ん
日
記
紹
介
）
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「瘋癲老人日記より」 

「自股像2023版」 　

「家政夫は寝た。目を開けたまま」

「太陽がいっぱいだらけ｣「ズレコ」 

様 々 な 困 難 に も め げ ず 、 各 地 で そこそこ 創 作 活 動 を

続 け て い る 人々の 展 覧 会 で す 。

U W A J I M A

そ こ そ こ 展

「ほそぼそ芸術 ささやかな天才、神山恭昭」
上映会＆トーク＆朗読ほか（上映 98 分 /品川亮監督作品）

トーク登壇者トーク登壇者 品川亮(監督)・海野貴彦(プロデューサー)・山中
カメラ(音楽)・町田紗記(AP)・神山恭昭(75)

イベント参加費用イベント参加費用 1,000円（展覧会は無料です）

2024.10.5 Sat.16:00~/10.6 Sun.15:00~

E V E N T

エディオン
北宇和島店
エディオン
北宇和島店

レディ薬局レディ薬局

←至 吉田町←至 吉田町
56

J R 予讃線JR 予讃線

高串川高串川

ENEOS
北宇和島
ENEOS
北宇和島

ローソンローソン 2F2F

フジグラン北宇和島フジグラン北宇和島

会　　場 ／ アトリエぱれっと　
宇和島市伊吹町甲 1083-1-2F　TEL 090-7784-4703

アキコ サトー / イワモト ジロウ / 宇都宮 修 / 大早 友章 /
海野 貴彦 / 工藤 冬里 / 神山 恭昭 / シゲ タカム /
品川 奈津美 / 長崎 由紀子 / フジヤマ バロン / 筆脇 伸子 /
町田 紗記 / 松本 秀一 / 森本 猛 / 森本 秀樹  ( 五十音順 )

2024．10．1（火）～ 10．6（日）　11:00 ～ 17:00

（
神
山
恭
昭
　
作
品
紹
介
）

「入れ歯」 　
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見て 歩いて 楽しむ

天
台
宗
の
修
行
寺
は
、
ど
う
し
て
鬼
北
の
地
に
つ
く
ら
れ
た
の
か

国
史
跡　

等
妙
寺
旧
境
内

と　
う　　　　　
み
ょ
う



　
時
は
お
よ
そ
700
年
前
の
鎌
倉
時
代
末
、
天
台
宗

の
僧
・
理
玉
（
り
ぎ
ょ
く
）
が
現
在
の
鬼
北
町
南

西
部
、
鬼
ヶ
城
山
系
・
郭
公
岳
（
か
っ
こ
う
だ
け
）

の
山
中
に
修
行
寺
を
開
き
ま
し
た
。

　
平
安
時
代
の
お
わ
り
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て

世
の
中
は
飢
餓
や
疫
病
が
蔓
延
し
て
乱
れ
、
天
台

宗
の
総
本
山
、
比
叡
山
に
お
い
て
も
仏
道
修
行
を

な
い
が
し
ろ
に
し
、
僧
と
し
て
守
る
べ
き
仏
の
教

え
で
あ
る
戒
律
を
破
る
者
も
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
風
潮
を
憂
え
た
僧
た
ち
が
比
叡
山

黒
谷
に
集
ま
り
、
僧
た
る
原
点
を
見
つ
め
な
お
し
、

宗
祖
で
あ
る
最
澄
の
教
え
を
復
興
し
よ
う
と
す
る

戒
律
復
興
運
動
が
興
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
最
澄
の

伝
え
た
十
二
年
籠
山
行
（
ろ
う
ざ
ん
ぎ
ょ
う
）
を

実
践
し
、
貴
賤
を
問
わ
ず
広
く
戒
律
を
伝
え
る
な

ど
、
布
教
や
庶
民
救
済
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
で
、

乱
れ
た
世
を
仏
の
教
え
で
導
こ
う
と
し
た
の
で
す
。

　
や
が
て
そ
の
流
れ
は
、
京
都
東
山
の
法
勝
寺
（

ほ
っ
し
ょ
う
じ
）
を
拠
点
と
し
て
弟
子
を
各
地
に

派
遣
し
、
寺
院
を
創
設
し
て
全
国
へ
と
布
教
活
動

を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
弟
子

の
一
人
が
理
玉
で
す
。
理
玉
は
南
方
に
戒
律
道
場

を
建
て
る
た
め
、
修
行
地
を
求
め
て
こ
の
地
を
選

び
、
１
３
２
０
年
に
等
妙
寺
を
創
建
し
た
の
で
す
。

　
等
妙
寺
縁
起
な
ど
に
よ
る
と
、
１
３
３
０
年
に

は
十
二
坊
（
智
光
院
・
福
寿
院
・
如
意
顕
院
・
戒

蔵
院
・
浄
土
院
・
総
堂
院
・
不
動
院
・
説
性
院
・

上
蔵
院
・
宝
蔵
坊
・
延
命
院
・
霊
光
庵
）
ま
で
造

7    つなぐ　2024秋号

等
妙
寺
旧
境
内
と
は

営
し
、
そ
の
ほ
か
に
も
山
上
に
山
王
社
や
山
下
に

十
禅
師
権
現
・
弁
財
天
・
不
動
堂
な
ど
、
密
教
道

場
と
し
て
の
威
容
が
整
い
、
末
寺
も
72
ヶ
寺
に
及

ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
１
３
３
１
年
に
は
後
醍
醐
天
皇
か
ら
勅
願
寺
と

定
め
ら
れ
、
山
門
以
外
で
は
全
国
に
４
ヶ
所
し
か

な
い
遠
国
四
箇
戒
場
の
一
つ
と
な
り
、
理
玉
か
ら

25
世
の
旭
栄
ま
で
260
年
に
わ
た
っ
て
栄
え
た
と
伝

わ
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
の
四
国
征
伐
の
の
ち
、
１

５
８
７
年
、
戸
田
勝
隆
の
宇
和
郡
入
り
の
際
、
寺

領
や
寺
宝
を
す
べ
て
没
収
さ
れ
、
さ
ら
に
翌
年
の

火
災
に
よ
り
伽
藍
も
焼
失
し
ま
し
た
。
隆
盛
を
極

め
た
名
刹
も
一
度
に
荒
廃
し
た
と
い
い
ま
す
。
火

災
を
免
れ
た
本
尊
の
如
意
輪
観
音
は
麓
に
移
さ
れ
、

そ
こ
に
現
在
の
等
妙
寺
が
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

　
や
が
て
、
か
つ
て
の
等
妙
寺
は
土
に
埋
も
れ
木

々
に
囲
ま
れ
て
ひ
っ
そ
り
と
姿
を
隠
し
、
知
る
人

ぞ
知
る
存
在
に
な
り
ま
し
た
。

「
昔
々
、
あ
そ
こ
に
大
き
な
お
寺
が
あ
っ
た
ん
よ
」

　
平
成
２
年
（
１
９
９
０
年
）、
地
元
の
伝
承
を
頼

り
に
山
に
入
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
か
つ
て
の
等

妙
寺
の
痕
跡
が
次
々
と
現
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
多

く
の
関
連
遺
跡
も
見
つ
か
り
、
山
の
信
仰
、
鬼
の

信
仰
、
観
音
信
仰
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
信
仰
が
重
な

る
聖
地
「
奈
良
山
」
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
等

妙
寺
旧
境
内
は
、
山
岳
霊
場
「
奈
良
山
」
で
行
う

修
行
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
400
年
の
時
を
超
え
目
覚
め
た
等
妙
寺
旧
境
内
は
、

中
世
の
山
の
神
へ
の
信
仰
を
は
じ
め
、
天
台
仏
教

の
戒
律
復
興
運
動
の
具
体
的
な
姿
を
今
に
残

す
貴
重
な
歴
史
遺
産
と
し
て
、
平
成
20
年
に

国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
、

中世等妙寺の中心部鳥瞰（作画：香川元太郎）

約
30
年
に
わ
た
る
発
掘
調
査
を
経
て
、
奈
良

山
等
妙
寺
史
跡
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
、
人

々
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

智
光
院

ち  

こ
う
い
ん

に
ょ  

い  

け
ん
い
ん

如
意
顕
院

が
ん 

ぎ
雁
木
（
石
の
階
段
）

観
音
堂

か
ん
の
ん
ど
う

山
王

さ
ん
の
う

西地区

上
蔵
院

じ
ょ
ぞ
う
い
ん

延
命
院

え
ん
め
い
い
ん

宝
蔵
院

ほ
う
ぞ
う
い
ん

総
堂
院

そ
う
ど
う
い
ん

上
の
橋

か
み　
　
は
し

集
石
墓

し
ゅ
う
せ
き
ぼ

中央地区

東地区

北地区

等妙寺旧境内の地区構成
中心域の平坦部群は 2本の谷川を境に
大きく 4つの地区に区分される



な
ぜ
、
鬼
北
の
地
に
つ
く
ら
れ
た
の
か
　
理
玉
は
、
南
方
の
戒
律
道
場
を
創
る
に
あ
た
り
、

ど
う
し
て
こ
の
地
を
選
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
？

　
そ
れ
は
、
等
妙
寺
の
背
後
に
そ
び
え
る
山
岳
「

奈
良
山（
な
ら
さ
ん
）」
に
対
す
る
信
仰
が
原
点
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
尊
の
如
意
輪
観

音
（
に
ょ
い
り
ん
か
ん
の
ん
）（
木
造
菩
薩
坐
像
：

県
指
定
）
は
鎌
倉
前
期
の
作
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代

に
す
で
に
観
音
霊
場
と
し
て
開
か
れ
て
い
た
奈
良

山
に
、
の
ち
に
理
玉
が
等
妙
寺
を
創
設
し
た
と
い

う
歴
史
の
脈
絡
が
見
え
て
き
て
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
奈
良
山
は
古
く
か
ら
山
岳
霊
場
と
し

て
、
多
く
の
僧
侶
や
山
伏
た
ち
が
修
行
を
行
う
パ

ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
理
玉
は
比

叡
山
に
匹
敵
す
る
修
行
地
を
求
め
、
こ
の
地
を
選

ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

奈
良
山
っ
て
ど
こ
？

　
地
図
に
「
奈
良
山
」
と
い
う
山
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
奈
良
山
」
は
、
等
妙
寺
旧
境
内
の
背
後
に
広
が

る
標
高
１
０
０
０
㍍
級
の
山
岳
地
帯
で
あ
り
、
三

本
杭
を
中
核
と
す
る
鬼
ヶ
城
山
系
の
総
称
で
す
。

　
ま
た
、
理
玉
が
建
立
場
所
を
探
す
際
に
、
鬼
北

の
「
鬼
王
丸
」
の
ル
ー
ツ
で
も
あ
る
鬼
王
と
段
三

郎
と
の
不
思
議
な
伝
説
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
地
元
の
伝
承
に
よ
る
と
、
理
玉
の
前
に
鬼
王
段

三
郎※
が
現
れ
、
大
岩
を
軽
々
と
投
げ
飛
ば
し

„  

落
ち
た
と
こ
ろ
に
寺
を
建
て
よ  “  

と
言
っ
た
と

伝
わ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
鬼
王
の
袂
か
ら
転
が
り

落
ち
た
岩
が
「
タ
モ
ト
岩
」
で
、
投
げ
た
場
所
が

「
鬼
王
峠
」
と
し
て
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。

※

日
本
三
大
仇
討
と
し
て
有
名
な
曽
我
兄
弟
の
家
来
。
鬼
王
段

三
郎
と
い
う
一
人
の
説
も
あ
る
。
理
玉
が
修
行
を
終
え
、
山
を

下
り
る
途
中
、
曽
我
兄
弟
の
亡
霊
に
出
会
い
、
成
仏
さ
せ
た
お

礼
に
曽
我
兄
弟
と
鬼
王
団
三
郎
か
ら
も
ら
っ
た
と
さ
れ
る
仏
舎

利
と
玉
は
現
在
、
等
妙
寺
の
寺
宝
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鬼

王
ら
が
住
ん
で
い
た
石
の
屋
敷
が「
鬼
ヶ
城
」と
伝
わ
っ
て
い
る
。

空から見た奈良山

つなぐ　2024秋号　 　8

現在の鬼王峠正連寺駄場にあるタモト岩

▲郭公岳
奈良山（鬼ヶ城連山）

●広見中学校●広見中学校

●森の三角ぼうし●森の三角ぼうし
●広見町役場●広見町役場

●北宇和高校●北宇和高校

●宇和島市街地●宇和島市街地

等妙寺旧境内等妙寺旧境内

▲郭公岳



等
妙
寺
旧
境
内
の
見
ど
こ
ろ
(
史
跡
見
学
コ
ー
ス
)

《
清
水
谷
旧
参
道
》

　
郭
公
岳
の
山
腹
に
広
が
る
修
行
寺
、
か
つ
て
等

妙
寺
に
向
か
う
僧
侶
た
ち
も
、
こ
の
沢
沿
い
の
道

を
通
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
マ
イ
ナ
ス
イ
オ
ン
漂

う
木
立
の
中
を
歩
け
ば
心
も
身
体
も
癒
さ
れ
ま
す
。

　
理
玉
が
、
馬
を
洗
う
曽
我
兄
弟
の
亡
霊
に
出
会

っ
た
と
さ
れ
る
場
所
は
、
参
道
途
中
に
あ
る
「
馬

洗
い
の
淵
」
だ
っ
た
の
か
も
。

《
中
央
地
区
》

　
清
水
谷
旧
参
道
を
抜
け
る
と
、
目

の
前
に
「
カ
ゴ
池
の
石
積
み
」
が
現

れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
静
謐
な
雰
囲

気
か
ら
一
変
、
そ
こ
か
ら
は
山
中
に

開
か
れ
た
旧
境
内
の
史
跡
が
広
が
り

ま
す
。

　
ま
ず
は
福
寿
院
跡
。
こ
こ
に
は
お
風
呂
が
あ
り
、

境
内
に
入
る
僧
侶
が
身
体
を
清
め
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
や
が
て
石
橋
遺
構（
上
の
橋
）が
現
れ
ま
す
が
、

そ
こ
か
ら
上
は
神
仏
の
世
界
で
あ
り
、
橋
は
そ
の

結
界
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
参
道
に
沿
っ
て
歩
い
て
い
く
と
、
左
手
に
は
階

段
状
に
、
か
つ
て
数
々
の
坊
や
院
が
あ
っ
た
跡
が

広
が
り
ま
す
。
ま
た
右
手
に
は
、
寺
院
の
中
心
部

で
あ
る
如
意
顕
院
跡
と
本
坊
の
石
積
み
が
見
え
て

き
ま
す
。

9　    つなぐ　2024秋号

福寿院跡から中央地区を臨む

清水谷旧参道と沢

展望場からの眺め



戒
場
と
し
て
260
年
も
の
長
い
間
栄
え
た
の
か
、
移

住
者
の
視
点
か
ら
私
な
り
に
考
え
て
み
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
、
こ
の
土
地
が
い
か
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
な
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
　
至
り
ま
す
。
鬼
北
は
四
季
折
々
、
自
然

　
　
　
　
豊
か
な
盆
地
で
、
奈
良
川
を
は
じ
め
三

　
　
　
　
本
の
川
が
交
わ
る
地
形
か
ら
晴
れ
た
朝

　
　
　
　
に
は
か
な
り
の
確
率
で
霧
が
発
生
し
ま

　
　
　
　
す
。
早
朝
、
霧
の
立
ち
込
め
る
神
秘
的

　
　
　
　
な
雰
囲
気
の
参
道
を
上
る
と
、
眼
下
に

　
　
　
　
雲
海
を
見
下
ろ
す
絶
景
が
広
が
り
ま
す
。

　
　
　
　
如
意
顕
院
跡
に
立
ち
、
東
の
空
か
ら
朝

　
　
　
　
日
を
浴
び
る
と
何
と
も
言
え
な
い
神
々

　
　
　
　
し
い
気
持
ち
に
満
た
さ
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
お
そ
ら
く
700
年
前
、
理
玉
和
尚
も
山

　
　
　
　
中
修
行
に
お
い
て
こ
の
光
景
に
、
比
叡

　
　
　
　
山
に
も
匹
敵
す
る
パ
ワ
ー
を
感
じ
た
の

　
　
　
　
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
鬼
ヶ
城
山
系
の
北
側
、
郭
公
岳
の
麓

　
　
　
　
に
か
つ
て
こ
れ
ほ
ど
の
山
寺
が
あ
っ
た

　
　
　
　
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
、
癒
し
と
憩
い
の

　
　
　
　
空
間
に
身
を
投
じ
ら
れ
る
奈
良
山
等
妙

　
　
　
　
寺
史
跡
公
園
に
来
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
　
あ
な
た
の
お
越
し
を
、
歴
史
交
流
館

　
　
　
　
で
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

《
如
意
顕
院
跡
と
本
坊
の
石
積
み
》

　
如
意
顕
院
跡
は
、
本
堂
や
本
坊
、
庭
園
跡
な
ど

が
見
つ
か
っ
た
中
世
等
妙
寺
の
中
枢
部
。
最
も
重

要
な
本
坊
客
殿
で
は
、
学
問
と
修
行
を
積
ん
だ
僧

に
戒
師
（
師
範
）
の
資
格
を
与
え
る
重
授
戒
灌
頂

（
じ
ゅ
う
じ
ゅ
か
い
か
ん
じ
ょ
う
）と
い
う
特
別
な

儀
式
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
現
在
、
半
立
体
復
元
さ
れ
た
本
坊
客
殿
で
は
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
を
利
用
し
て
、
か
つ
て
の
授

戒
道
場
の
様
子
を
Ｖ
Ｒ
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
本
坊
建
物
を
支
え
た
石
積
み
は
、
中
世
期
で
は

最
大
規
模
・
最
高
水
準
の
技
術
で
構
築
さ
れ
た
も

の
で
、
高
さ
６
㍍
幅
25
㍍
の
迫
力
あ
る
石
積
み
が

眼
前
に
迫
り
ま
す
。

　
史
跡
で
は
、
歴
史
を
感
じ
る
ほ
か
に
も
、
野
山

に
咲
く
植
物
や
、
時
折
姿
を
見
せ
る
タ
ヌ
キ
や
ア

ナ
グ
マ
な
ど
、
豊
か
な
自
然
に
心
も
体
も
リ
ラ
ッ

ク
ス
で
き
ま
す
。
季
節
ご
と
に
表
情
を
変
え
る
里

山
の
風
景
に
、
あ
な
た
も
癒
さ
れ
に
来
ま
せ
ん
か
。

　
こ
の
春
か
ら
奈
良
山
等
妙
寺
歴
史
交
流
館
及
び

史
跡
公
園
の
管
理
人
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
、
鬼
北
町
移
住
３
年
目
の
富
田
で
す
。

　
よ
く
、「
住
ん
で
い
る
人
間
は
そ
の
土
地
の
魅

力
を
知
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
（
私
も
宇
和

島
在
住
時
は
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
）、
な
ぜ
理
玉

は
こ
の
地
を
選
ん
だ
の
か
、
な
ぜ
遠
国
四
箇
所
の

展望場から雲海を臨む

16 世紀頃の如意顕院（作画：香川元太郎）

整備された如意顕院跡本坊の石積み

富田  満久
奈良山等妙寺歴史交流館

つなぐ　2024秋号　 　10

管
理
人
の
オ
シ
ど
こ
ろ



奈良山等妙寺歴史交流館
等妙寺旧境内をガイダンス（案内や説明など）する施設として、奈良山等妙寺歴史交流館が 9月 21 日（土）オープンしました。
史跡公園を散策する前の予備知識取得に、また散策した後の休憩に、どなたでも自由に利用できます。

■開館時間　午前９時～午後５時　■休館日　毎週火曜日　■入館料　無料
〒798-1356　鬼北町大字中野川 1093 番地　TEL（0895）49-4685
■鬼北町教育委員会
教育課　文化スポーツ係　　　kyouiku@town.kihoku.ehime.jp

奈良山等妙寺歴史交流館　

■ 歴史交流館の見どころ
60年に一度しか見られない秘仏、等妙寺本尊である如意輪観音が半透過有機ＥＬモニターに現れます。
如意輪観音は、令和 3年国立博物館巡回展・伝教大師 1200 年大遠忌記念特別展「最澄と天台宗の
すべて」に特別展示されるにあたりⅩ線ＣＴ調査を実施したところ、像内頸部に木製八角五輪塔
と仏舎利が納められていることがわかり、一躍注目と歴史的・学術的評価が高まりました。
それらを有機ＥＬの美しい画面で分かりやすく見ることができます。
メインホールでは、大画面モニターやイラストパネルなどで、旧境内についてわかりやすく解説
しています。また、畳も備えており、法衣など僧侶の着付け体験や、座禅やヨガ教室などイベ
ントにも利用できます。憩いと交流の場として様々な形態で活用されることを期待しています。

史跡等妙寺サポーターの会　会員募集！
「史跡等妙寺サポーターの会」は、等妙寺旧境内を多くの人に知ってもらい、愛される史跡公園を目指して、来場者へのおもてなし
を通じて、自らも歴史文化遺産を楽しみながら会員相互の親睦を深める活動を行っています。
おもてなし以外にも、史跡の現地モニタリングや環境美化活動、視察研修や交流学習会など楽しい催しも盛りだくさん。
あなたもサポーターになって、一緒に活動しませんか！
会費は年 1,000 円で、会の趣旨に賛同いただける方ならどなたでも入会できます。問合せ・申込みは下記まで

11　    つなぐ　2024秋号



コスモスの上を列車が走る
松野町蕨生（わらびょう）のコスモス畑は、吉野生（よし
のぶ）駅を出て広見川の鉄橋を渡ると車窓から右手に見え
てきます。このコスモス畑は、蕨生で建設会社を経営され
ている金谷光人氏が予土線を利用する乗客の目を楽しめよ
うと、自分の畑にコスモスの種を蒔いたのが始まりです。
この日もコスモスと列車とを撮影する撮り鉄さんや見物の
人で賑わっていました。雨後の午後、蕨生は近くに広見川
と茶畑があるため霧が発生しやすい所で、赤い尾灯を入れ
て列車がコスモスの上を走るのイメージで撮りました。
 
　

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/

まるでコスモスの上を走るように見える予土線の 1両列車

つなぐ　2024秋号 　12

【コスモス畑の行き方】
国道 381 号を蕨生天満宮の交差点を右折して広見川に架かる天神橋を
渡り、予土線の踏切を通り、突き当りの三叉路を右折れすると右にコ
スモス畑があります。
余談ですが、江川崎の予土線沿いに往復 3,5 キロのあじさいの花を約
６５０本植えて四季折々花を楽しめるようしているのも金谷氏です。

蕨生のコスモスが咲く頃になると予土線真土駅にもコスモスが咲きます



愛媛県県民文化会館メインホール

2024 年 12月 13日 (金 )

昼 /開場：12:00 開演：13:00（15:00 終了予定）

夜 /開場：17:30 開演：18:30（20:30 終了予定）

■ チケット　全席指定・税込（詳細はHPにて）
（SS） 7,000 円 　（S） 5,000 円 　（A） 3,500 円 　（B） 2,000 円
チケット販売・9月 12 日より 子供無料席有（小学生以上 18 歳以下）

（プレイガイド）愛媛県 県民文化 会館北入口２階第 2事務室
　　　　　　　   Tel: 089-927-4777 　平日 9時～17 時
問い合わせ： office@ichiryumanbai.com
090-8280-3854 事務局・片桐（月～土 10 時～17 時）
（出演　五十音順）
能：武田文志（観世流シテ方）　日本舞踊：藤間翔　慶祥芳之　藤間掬美奈　花柳茂義実
現代舞踊：内田くみこバレエスクール・山内悠里　居村采香　松本心美　中山智遥　
弓削美保子　居村侑香　宇和島バレエ研究所・田村啓明　村上小夜　
KAZZ DANCE SCHOOL・植村徠登　ZERO Production・石井阿礼　大野菜穂
みあきバレエ研究学園・益田大雅　中岡千櫻　
Mille Ange Danse Compagnie・黒田千恵子 濱田七海 山田華澄 毛利晴 二宮玲奈 小櫻凛
小川麻里子　大橋美帆　特別出演：後藤未芳子　島本亜依（愛媛乃命）
花：高岡希実　山之内梓　高須賀柚奈
（演奏）
小鼓：望月左武郎　大鼓：重草由美子　笛：鳳聲晴久　箏：日吉章吾　中嶋ひかる
太鼓：indra- 因陀羅・石塚由有　奈々星悠華　尺八：櫻井咲山
ヴァイオリン：柳垣智子　田中郁也　ヴィオラ：江口志保　チェロ：谷口賢記
コントラバス：児島弘明　アコーディオン：増井裕子　
和太鼓集団　鼓太朗・梅崎雅文　松下裕美　心参太鼓・三谷真治　三谷麗奈　三谷右京
特別演奏：チーム愛太鼓メンバー
（制作）
作・演出：松浦靖　舞台監督：梶原真樹　現代舞踊・振付：後藤未芳子　
作曲：由有　織川ヒロタカ　花指導：髙智美乃　音響：増田敬雄　写真：新井勇祐
衣装デザイン・製作指導： 川上須賀代　衣装製作：松山デザイナー専門学校　
衣装デザイン：押元須上子　WEB：松山デザイナー専門学校

ネット申し込み　　　　　　　　　　子ども申し込み

一粒萬倍制HP
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第
３
回
う
わ
し
ん
カ
レ
ン
ダ
ー
公
募
展

　
今
年
で
３
回
目
と
な
る
宇
和
島
信
用
金

庫
の
カ
レ
ン
ダ
ー
公
募
展
が
７
月
23
〜
28

日
の
間
、
宇
和
島
市
内
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ぱ

れ
っ
と
で
開
催
さ
れ
、
令
和
７
（
２
０
２

５
）
年
版
の
カ
レ
ン
ダ
ー
に
採
用
す
る
作

品
が
決
定
し
、
８
月
26
日
、
宇
和
島
信
用

金
庫
の
新
本
部
４
階
大
会
議
室
で
表
彰
式

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

◇
最
優
秀
賞　
「
ふ
る
さ
と
」　
一
色
美
祐
さ
ん

◇
優
秀
賞　
　
「
九
嶋
大
橋
」　
玉
井
幸
子
さ
ん

◇
佳　
作

　
「
遊
子
の
夕
陽
」　　
　
　
　
夏
井
規
子
さ
ん

　
「
霧
の
宇
和
島
城
」　　
　
　
二
宮
敏
子
さ
ん

　
「
宇
和
島
城
」　　
　
　
　
　
亀
井
邦
隆
さ
ん

◇
特
別
賞　
　
「
旭
光
」　　
　
岡
本
恵
介
さ
ん

左から玉井幸子さん、夏井規子さん、亀井邦隆さん、一色美祐さん
岡本恵介さん、二宮敏子さん

最優秀賞「ふるさと」　一色美祐：作

お
し
ら
せ

公募展の様子



伊
達
博
物
館
の
始
ま
り
と
歩
み

つなぐ　2024秋号　 14

　
「
今
は
な
き
国
宝
追
手
門
の
石
垣
を
忍
ば
せ
る

正
面
玄
関
の
た
だ
ず
ま
い･･･
」
こ
れ
は
、
伊
達

博
物
館
の
開
館
の
様
子
を
紹
介
し
た
広
報
う
わ
じ

ま
の
冒
頭
文
で
あ
る
。
昭
和
49
（
１
９
７
４
）
年

６
月
16
日
、
旧
宇
和
島
市
制
50
周
年
を
記
念
し
て

開
館
し
た
宇
和
島
市
立
伊
達
博
物
館
は
本
年
で
開

館
50
周
年
を
迎
え
る
。

　
さ
て
、
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
目
の
展

示
を
ご
存
じ
の
方
は
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先

程
紹
介
し
た
広
報
に
記
載
が
あ
る
。
目
玉
は
写
真

に
写
る
宇
和
島
藩
七
代
藩
主
伊
達
宗
紀
を
中
心
と

し
た
甲
冑
の
数
々
。
そ
し
て
「
花
菱
月
丸
扇
紋
散

蒔
絵
女
乗
物
」
と
い
う
九
代
藩
主
夫
人
佳
姫
の
御

駕
籠
。
こ
ち
ら
の
資
料
は
現
在
は
常
設
展
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
見
た
こ
と
が

あ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
し
か
し
、
当
時
の
人
々
は
初
め

て
見
る
宇
和
島
ゆ
か
り
の
資
料
の

数
々
に
さ
ぞ
魅
了
さ
れ
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
展
示
を
契
機
に
50
年
間
様

々
な
特
別
展
が
開
催
さ
れ
た
。
そ

の
中
で
入
館
者
数
が
一
番
多
い
の

は
、
仙
台
と
の
交
流
展
で
あ
る
。

伊
達
博
物
館
の
始
ま
り
と
歩
み

大
坂
冬
の
陣
の
功
績
か
ら
宇
和
郡
の
地
に
入
部
し

た
伊
達
秀
宗
。
そ
こ
か
ら
宇
和
島
伊
達
家
の
歴
史

が
始
ま
る
わ
け
だ
が
、
秀
宗
の
父
は
あ
の
仙
台
藩

祖
伊
達
政
宗
。
や
は
り
、
そ
の
人
気
は
す
さ
ま
じ

く
、
特
に
平
成
24
（
２
０
１
２
）
年
の
秋
期
特
別

展
「
政
宗
見
参
！
仙
台
藩
伊
達
家
と
宇
和
島
藩
伊

達
家
」
で
は
政
宗
ゆ
か
り
の
資
料
を
一
目
見
よ
う

と
、
約
１
万
３
０
０
０
人
が
博
物
館
に
訪
れ
た
。

　
ち
な
み
に
来
年
は
仙
台
市
と
宇
和
島
市
姉
妹
都

市
締
結
50
周
年
を
迎
え
る
。
そ
の
他
に
も
佐
賀
藩

鍋
島
家
・
彦
根
藩
井
伊
家
と
い
っ
た
伊
達
家
の
縁

戚
関
係
や
、
国
指
定
重
要
文
化
財
「
絹
本
著
色
豊

臣
秀
吉
像
」（（
公
財
）
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会

蔵
）
に
ま
つ
わ
る
展
示
な
ど
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー

チ
で
数
多
く
の
特
別
展
が
行
わ
れ
て
き
た
。

広報うわじまの記事

宇和島市「広報うわじま第 515 号」
1974 年から転載

　
そ
し
て
本
年
、
記
念
す
べ
き
特
別
展
の
展
示
テ

ー
マ
は
、
開
館
以
来
初
と
な
る
「
宇
和
島
城
」。

宇
和
島
城
と
い
え
ば
、
築
城
の
名
手
藤
堂
高
虎
が

築
き
、
宇
和
島
藩
二
代
藩
主
伊
達
宗
利
が
改
修
し

た
城
。
現
存
十
二
天
守
の
一
つ
と
し
て
今
で
も
実

際
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
展
で
は
、
そ
ん
な

宇
和
島
城
の
変
遷
と
共
に
、
伏
見
城
や
他
の
四
国

現
存
天
守
（
松
山
城
・
丸
亀
城
・
高
知
城
）
な
ど
、

城
を
と
お
し
た
様
々
な
「
繋
が
り
」「
ス
ト
ー
リ
ー
」

を
紹
介
し
て
い
く
。
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
本
展
を

と
お
し
て
、
ぜ
ひ
宇
和
島
の
歴
史
と
つ
な
が
っ
て

ほ
し
い
。
最
後
に
展
示
の
見
ど
こ
ろ
を
紹
介
す
る
。

開
館
50
周
年
記
念
特
別
展

見
ど
こ
ろ
①

　
限
定
公
開
！

　
二
つ
の
重
要
文
化
財
「
秀
吉
」
と
「
高
虎
」

見
ど
こ
ろ
②

　
豪
華
絢
爛
！
黄
金
の
茶
室
が
再
来
！

見
ど
こ
ろ
③

　
絵
図
！
屏
風
！
模
型
！
博
物
館
で
城
め
ぐ
り

開
催
期
間
は

10
月
12
日（
土
）
〜
12
月
２
日（
月
）

詳
し
く
は
伊
達
博
物
館
へ

前期展示（10/12~11/4）

◎ 

国
指
定
重
要
文
化
財　
絹
本
著
色
藤
堂
高
虎
像　
西
蓮
寺
蔵

◎ 

国
指
定
重
要
文
化
財　
絹
本
著
色
豊
臣
秀
吉
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
財
）
宇
和
島
伊
達
文
化
保
存
会
蔵

後期展示（11/6~12/2）← 伊達博物館ホームページ

渡邊  佑輝
宇和島市立伊達博物館　学芸員

宇和島市立伊達博物館 宇和島市御殿町９-14　TEL. 0895-22-7776　〈mail〉date-mu@city.uwajima.lg.jp





　　　　　　　　　米農家

　　　渡辺  吉男さん

　
予
土
線
は
、
田
ん
ぼ
の
中
を
走
る
。
青
々
と
し
た

緑
か
ら
黄
金
色
に
な
り
、
や
が
て
白
銀
に
覆
わ
れ
た

か
と
思
え
ば
、
水
鏡
の
季
節
が
や
っ
て
く
る
。
四
季

を
通
じ
て
千
変
万
化
の
景
色
が
広
が
る
。
稲
作
が
さ

か
ん
な
三
間
盆
地
な
ら
で
は
の
景
色
だ
。

「
お
自
慢
じ
ゃ
な
い
け
ど
も
、
オ
ラ
が
元
気
な
う
ち
は

で
き
る
限
り
の
米
作
り
を
や
っ
て
い
こ
う
と
思
う
と

ら
い
な
」
と
カ
ッ
カ
ッ
カ
と
黄
門
様
さ
な
が
ら
の
ふ

く
よ
か
な
笑
顔
で
話
す
の
は
、
農
家
の
渡
辺
吉
男
さ

ん
（
78
歳
）
だ
。
知
り
合
っ
て
10
年
ほ
ど
に
な
る
が
、

そ
の
若
々
し
さ
た
る
や
。
黒
く
日
に
焼
け
た
二
の
腕

が
た
く
ま
し
い
。
渡
辺
さ
ん
は
、
二
名
地
区
の
出
身

で
生
ま
れ
て
こ
の
方
、
農
家
一
筋
。
も
と
も
と
は
、

„

小
さ
な
大
百
姓”

の
長
男
だ
と
い
う
。

「
オ
ラ
ん
と
こ
は
６
人
兄
弟
や
っ
て
な
、
養
蚕
し
た
り

栗
を
育
て
た
り
な
ん
で
も
作
り
よ
っ
た
」。

　
し
か
し
、
昭
和
50
年
ご
ろ
か
ら
地
区
の
高
齢
化
は

加
速
。
渡
辺
さ
ん
は
、
当
時
は
肉
牛
も
飼
育
し
て
い

て
、
稲
わ
ら
は
牛
の
寝
床
や
エ
サ
に
も
な
る
し
、
高

齢
で
田
ん
ぼ
を
管
理
で
き
な
く
な
っ
た
人
た
ち
に
代

わ
っ
て
米
作
り
も
請
け
負
い
始
め
た
と
い
う
。

「
母
ち
ゃ
ん
に
は
黙
っ
て
そ
ん
な
人
ら
の
田
ん
ぼ
仕
事

を
ど
ん
ど
ん
引
き
受
け
よ
っ
た
の
よ
。
や
け
ど
な
、

『
あ
ん
た
ま
た
○
○
さ
ん
と
こ
の
田
ん
ぼ
し
て
あ
げ
る

よ
う
に
し
た
ん
と
な
』
言
う
て
な
、
バ
レ
て
し
ま
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
よ
。『
あ
ん
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
と
こ
の
旦
那
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
に
田
ん
ぼ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ら
え
る
け
ん
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
い
』
言
う
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
、
隠
し
事
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
わ
い
な
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
で
は
10
ヘ
ク
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
ル
ほ
ど
の
田
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
を
管
理
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
。

文／山下文子　
写真／坪内政美

9
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「大内駅」

 わた    なべ　　     よし　   お

つなぐ　2024秋号　 16

大内駅に停車する 1両編成のキハ３２



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

「
ア
メ
リ
カ
の
農
業
は
社
長
が
お
る
と
か
、
大
規
模
な

会
社
経
営
を
し
よ
る
と
か
、
初
め
て
聞
く
よ
う
な
こ

と
ば
っ
か
り
や
っ
た
の
よ
。
こ
り
ゃ
、
オ
ラ
の
知
ら

ん
農
業
が
世
の
中
に
あ
る
、
面
白
そ
う
や
な
」
と
胸

を
躍
ら
せ
た
。
さ
っ
そ
く
講
演
し
た
先
輩
に
声
を
か

け
た
。「
ワ
シ
の
よ
う
な
も
ん
で
も
ア
メ
リ
カ
に
行
け

る
や
ろ
か
？
」
と
、
行
け
る
行
け
る
と
先
輩
か
ら
太

鼓
判
を
押
さ
れ
た
渡
辺
さ
ん
は
、
現
地
で
の
研
修
に

参
加
す
べ
く
準
備
を
進
め
、
ア
メ
リ
カ
で
の
農
業
研

修
生
と
し
て
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

農
家
で
１
年
を
過
ご
す
こ
と
に
な
っ
た
。

「
オ
ラ
は
、
英
語
も
勉
強
し
と
ら
な
ん
だ
け
ど
、
一
緒

に
研
修
に
参
加
し
た
当
時
大
学
生
や
っ
た
ム
カ
イ
君

は
英
語
が
上
手
で
、
仲
良
う
に
し
て
も
ろ
う
た
。
も

う
見
る
も
の
聞
く
も
の
全
て
が
刺
激
的
で
お
互
い
に

忘
れ
ら
れ
ん
１
年
に
な
っ
た
ん
よ
」
と
懐
か
し
ん
だ
。

　
渡
辺
さ
ん
は
数
年
前
に
ム
カ
イ
君
と
連
絡
を
と
り
、

再
会
を
果
た
し
た
時
に
は
、
も
ち
ろ
ん
米
を
抱
え
て

持
っ
て
行
っ
た
。

　
「
昭
和
30
年
頃
、
大
内
駅
に
は
貨
物
列
車
の
た
め
の

引
き
込
み
線
も
あ
っ
た
の
よ
。
貨
車
に
は
石
炭
や
ら

色
々
な
荷
物
が
積
ま
れ
て
な
、
そ
れ
は
そ
れ
は
駅
も

賑
お
う
と
っ
た
。
予
土
線
も
人
が
少
の
う
な
っ
て
、

経
営
は
厳
し
い
か
も
知
れ
ん
け
ど
、
こ
の
間
、Ｊ
Ｒ

四
国
の
新
し
い
社
長
の
会
見
を
テ
レ
ビ
で
見
た
の
よ
。

『
赤
字
赤
字
と
言
う
な
、
路
線
は
維
持
す
る
』
と
公

共
的
な
使
命
感
を
持
っ
て
意
思
表
示
す
る
の
を
見
て

ま
だ
ま
だ
こ
ん
な
心
意
気
の
あ
る
人
も
お
る
の
や
な

と
感
じ
た
。
ワ
シ
ら
も
元
気
な
う
ち
は
米
を
作
っ
て

地
域
を
守
っ
て
い
か
に
ゃ
い
け
ん
と
思
う
」
と
熱
く

語
る
渡
辺
さ
ん
。
さ
っ
そ
く
新
米
を
炊
い
て
、
口
に

頬
張
る
。
や
は
り
米
が
う
ま
い
。
こ
の
甘
く
て
ほ
っ

こ
り
と
し
た
優
し
い
米
を
こ
の
先
も
ず
っ
と
食
べ
続

け
た
い
と
心
か
ら
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。

17    つなぐ　2024秋号

　
予
土
線
の
沿
線
に
広
が
る
田
ん
ぼ
で
、
渡
辺
さ
ん

が
田
植
え
を
し
た
り
、
稲
刈
り
を
し
て
い
る
の
を
見

か
け
る
こ
と
が
あ
る
。
沿
線
の
あ
の
田
園
風
景
は
、

渡
辺
さ
ん
の
よ
う
な
米
農
家
一
人
ひ
と
り
の
地
道
な

日
々
の
営
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
あ
た
り
で
は
、
４
月
に
な
る
と
代
掻
き
が
始

ま
り
、
８
月
の
お
盆
の
時
期
に
は
新
米
を
い
た
だ
く
。

渡
辺
さ
ん
の
米
作
り
は
、
予
土
線
圏
域
の
美
し
い
自

然
を
生
み
出
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
自
然
を
守
る
こ

と
に
も
心
を
寄
せ
て
い
る
。

　
あ
る
と
き
、
四
万
十
川
の
水
質
に
つ
い
て
支
流
の

川
に
流
れ
る
田
ん
ぼ
の
水
が
濁
っ
て
い
る
こ
と
を
高

知
県
か
ら
指
摘
さ
れ
た
。
た
し
か
に
、
代
掻
き
を
し

て
わ
ず
か
数
日
後
に
田
植
え
を
始
め
る
と
、
水
は
濁

っ
た
ま
ま
川
に
流
れ
る
。
な
ら
ば
と
渡
辺
さ
ん
た
ち

は
考
え
た
結
果
、
代
掻
き
を
し
て
数
日
待
っ
て
か
ら

田
植
え
を
し
て
み
る
と
、
濁
り
の
な
い
水
を
川
に
流

す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

「
農
家
は
な
、
は
よ
う
に
代
掻
き
を
し
て
、
は
よ
う
に

田
植
え
を
し
た
い
と
思
う
け
ん
、
水
が
き
れ
い
に
な

る
の
を
待
て
ん
の
よ
な
。
田
植
え
が
し
た
い
な
と
思

う
１
週
間
前
ほ
ど
に
代
掻
き
を
し
た
ら
な
、
水
は

濁
ら
ん
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
よ
」。
自
分
た

ち
だ
け
が
良
か
っ
た
ら
え
え
、
と
い
う
の
は
違
う
。

「
持
続
可
能
な
農
業
を
地
域
全
体
で
守
っ
て
い
く
た
め

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
て
や
ら
に
ゃ
い
け
ん
」
と

渡
辺
さ
ん
は
熱
く
話
し
て
く
れ
た
。

　
へ
こ
た
れ
ず
好
奇
心
あ
ふ
れ
る
渡
辺
さ
ん

は
、
青
春
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
尽
き
な
い
。

「
高
校
は
な
、
近
永
の
高
校
ま
で
毎
日
自
転
車

で
通
う
た
。  „

サ
ン
パ
チ
豪
雪”   

言
う
て
な
、

昭
和
38
年
の
こ
と
よ
。
雪
が
降
っ
て
は
休
み
、

降
っ
て
は
休
み
し
て
地
面
が
見
え
ん
ほ
ど
１
ヶ
月
、

毎
日
雪
や
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
地
元
の
先
輩
が
ア
メ

リ
カ
の
農
業
に
つ
い
て
話
す
と
い
う
の
で
、
汽
車
に

乗
っ
て
近
永
ま
で
聞
き
に
行
っ
た
。

会えばいつも豪快に笑って話す渡辺さんと私

相棒の赤いトラクターでポーズを決める渡辺さん



　
「
毛
利
さ
ん
、
料
理
は
苦
手
や
ろ
。
料
理
教
室
に
き
さ

い
や
」
と
、
退
職
し
て
す
ぐ
「
山
の
会
」
で
長
年
ご
一

緒
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
方
か
ら
、
声
を
掛
け
て
も
ら

っ
た
。
い
つ
も
山
で
の
食
事
作
り
の
時
、
私
の
手
際
を

見
て
、
た
ま
ら
ず
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
下
さ
る
。

　
自
他
共
に
認
め
る
「
料
理
下
手
の
私
」
は
、
即
答
し

て
入
会
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
が
、
全
国
組
織
の
「
宇
和

島
市
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
・
和
霊
支
部
」
で
し
た
。

「
私
達
の
健
康
は
、
私
達
の
手
で
」
を
合
い
言
葉
に
、
食

育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
活
動
を
行
っ

て
い
る
団
体
で
、「
食
会
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
お
も
な
活
動
内
容
は
、
各
支
部
（
公
民
館
）
で
月
１

回
の
料
理
講
習
会
を
実
施
し
、
減
塩
料
理
や
骨
太
ク
ッ

キ
ン
グ
・
郷
士
料
理
等
を
作
っ
て
い
ま
す
。
会
員
は
、

ベ
テ
ラ
ン
主
婦
さ
ん
が
多
く
、
入
会
時
は
私
が
一
番
若

く
て
、「
若
い
人
が
す
る
ん
で
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
先

輩
方
か
ら
手
取
り
足
取
り
と
や
さ
し
く
教
え
て
も
ら
っ

て
い
ま
し
た
。
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
で
、
仕
事
を
し

て
い
た
頃
に
は
関
わ
り
が
な
か
っ
た
方
々
と
の
交
流
も

魅
力
の
一
つ
で
し
た
。

　
「
そ
ろ
そ
ろ
、
世
代
交
代
し
て
ね
」
と
言
わ
れ
て
、
和

霊
支
部
の
代
表
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
時
は
、

「
ま
だ
ま
だ
で
す
よ
、
大
き
な
鯛
も
ま
だ
、
さ
ば
け
ま
せ

ん
か
ら
」
と
、
不
安
顔
の
私
に
「
大
丈
夫
よ
、
鯛
は
い

つ
も
は
料
理
し
な
い
か
ら
ね
」
と
、
皆
さ
ん
が
笑
顔
で

背
中
を
押
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
会
員
さ
ん
の
出
入
り
は
あ
る
け
ど
、
常
時

30
〜 

35
名
程
の
方
々
と
楽
し
く
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
「
食
会
さ
ん
」
の
活
動
は
多
様
で
、
生
活
習
慣

病
予
防
の
た
め
の
活
動
や
「
子
ど
も
食
堂
さ
ん
」
と
の

コ
ラ
ボ
や
男
性
の
健
康
推
進
に
係
る
食
生
活
の
普
及
活

動
等
が
あ
り
ま
す
。
中
で
も
地
域
の
食
材
を
使
っ
た
郷

土
料
理
の
普
及
・
伝
承
活
動
は
、
小
・
中
・
高
校
生
と

の
触
合
い
も
あ
り
、
私
の
好
き
な
活
動
の
ひ
と
つ
で
す
。

　
今
で
は
、
各
家
庭
で
は
な
か
な
か
作
ら
な
く
な
っ
た

「
ふ
く
め
ん
、
鯛
そ
う
め
ん
、
鯛
め
し
、
さ
つ
ま
等
」
の

講
習
会
で
は
、
子
ど
も
達
は
実
に
楽
し
く
い
き
い
き
と

取
り
組
ん
で
く
れ
ま
す
。

「
初
め
て
丸
ご
と
の
鯛
を
み
た
！
」、「
た
ま
ご
を
割
っ
た

の
は
、
初
め
て
」
等
々
、
嬉
し
い
よ
う
な
び
っ
く
り
す

る
よ
う
な
つ
ぶ
や
き
が
、
た
く
さ
ん
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

「
生
魚
・
魚
は
嫌
い
」
と
言
っ
て
い
た
子
ど
も
も
、
周
り

の
「
う
ま
い
！
」、「
こ
ん
な
に
美
味
し
い
と
は
思
わ
な

か
っ
た
」
の
感
想
に
つ
ら
れ
て
つ
い
つ
い
食
し
て
み
た

ら
、「
あ
れ
？
美
味
し
い
ん
だ
、
こ
れ
な
ら
今
ま
で
も
食

べ
れ
ば
良
か
っ
た
」
と
の
感
想
に
、
私
達
も
思
わ
ず
ニ

ッ
コ
リ
で
す
。

　
お
揃
い
の
ピ
ン
ク
の
エ
プ
ロ
ン
が
と
っ
て
も
似
合
う

私
達
、
子
ど
も
達
か
ら
は
笑
顔
と
元
気
の
ご
褒
美
を
い

っ
ぱ
い
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
宇
和
島
を
代
表
す
る
郷
土
料
理
は
、
鉢
盛
り
料
理
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
も
多
く
、
先
人
が
地
元
の
食
材
を
無

駄
に
す
る
こ
と
な
く
、
お
も
て
な
し
の
心
を
込
め
て
創

意
工
夫
し
た
料
理
だ
か
ら
こ
そ
、
今
に
至
っ
て
も
食
べ

る
人
に
感
動
を
与
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
鉢
盛
り
料
理
は
、
誰
に
で
も
ふ
る
ま
っ
た
南
予
の
陽

気
で
お
お
ら
か
な
気
質
が
生
み
出
し
た
食
文
化
で
し
た
。

昔
「
母
の
味
」
で
あ
っ
た
郷
土
料
理
は
、
今
で
は
「
ふ

る
さ
と
宇
和
島
の
味
」
と
し
て
、
大
人
に
な
っ
た
子
ど

も
達
が
、「
宇
和
島
に
帰
っ
て
食
べ
た
い
」
と
思
え
る
よ

う
に
、
次
世
代
に
語
り
伝
え
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

　
「
え
ー
！　
毛
利
さ
ん
が
教
え
て
る
の
！　
び
っ
く
り

！　
大
丈
夫
？
」
と
、
今
で
も
私
の
こ
と
を
良
く
知
っ

て
い
る
方
々
か
ら
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
一
番
驚
い
て

い
る
の
は
、
私
自
身
で
、
苦
手
だ
っ
た
け
ど
、
今
で
も

苦
手
だ
け
ど
、
下
手
な
が
ら
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

い の ち の は な し
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愛
媛
大
学
地
域
協
働
セ
ン
タ
ー
南
予 

副
セ
ン
タ
ー
長　

 

大
本
敬
久

南 予 の 祭 り 歳 時 記

1971 年  八幡浜市生
まれ、西予市在住。
専門は民俗学・日本
文化論。著書に『愛
媛の民俗―冠婚葬祭
編―』（愛媛県文化振興
財団）。愛媛県歴史文
化博物館勤務を経て、
現在、愛媛大学地域
協働推進機構特定准
教授。

お
お     

も
と　

  

た
か     

ひ
さ

　
愛
南
町
深
浦
の
蘇
家
神
社
に
て
毎
年
11
月
３
日

に
行
わ
れ
る
秋
祭
り
で
は
、
高
台
の
神
社
境
内
か

ら
一
八
五
段
も
の
急
な
石
段
を
黒
神
輿
、
白
神
輿

が
担
が
れ
て
降
り
て
い
き
、
地
区
内
で
激
し
く
上

下
左
右
に
練
る
。
南
予
地
方
で
は
他
に
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
勇
壮
な
神
輿
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
神
社
の
祭
り
で
の
渡
御
行
列
で
ご
神
体
を
乗
せ

る
輿
が
神
輿
で
あ
る
。
形
状
は
四
角
、
六
角
、
八

角
形
な
ど
が
あ
り
、
木
製
黒
漆
に
金
銅
、
金
具
付

き
で
屋
根
の
中
央
に
鳳
凰
を
置
き
、
軒
下
に
鏡
を

吊
し
、
台
輪
の
四
方
そ
れ
ぞ
れ
に
鳥
居
と
囲
垣
を

配
し
、
台
に
二
本
の
か
き
棒
を
通
す
の
が
一
般
的

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
神
輿
の
形
式
の
成
立
は
、

天
平
勝
宝
４
（
７
５
２
）
年
の
奈
良
東
大
寺
の
大

仏
開
眼
供
養
の
際
に
、
宇
佐
八
幡
大
神
を
迎
え
る

の
に
用
い
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
、
愛
媛
県

で
の
神
輿
は
、
貞
治
３
（
１
３
６
４
）
年
の
大
山

祇
神
社
の
文
書
「
伊
予
国
第
一
宮
三
嶋
社
大
祝
職

并
八
節
供
祭
礼
等
之
事
」
に
御
田
植
祭
に
あ
た
っ

て
「
御
輿
二
肱
」
が
出
た
と
あ
る
の
が
初
見
で
、

西
条
市
小
松
町
の
高
鴨
神
社
の
天
正
５ （
１
５
７

７
）
年
の
祭
祀
頭
文
に
「
御
輿
守
ハ
四
人
」
と
も

あ
っ
た
り
す
る
が
、
神
輿
が
広
く
一
般
化
す
る
の

は
、
江
戸
時
代
半
ば
こ
ろ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　
現
在
、
愛
媛
県
内
で
は
、
松
山
地
方
を
中
心
に

鉢
合
わ
せ
な
ど
、
祭
り
の
中
で
の
神
輿
文
化
が
発

達
し
て
お
り
、
松
山
市
味
酒
町
の
阿
沼
美
神
社
の

四
角
、
八
角
の
神
輿
の
鉢
合
わ
せ
や
、
北
条
の
国

津
比
古
命
神
社
の
神
輿
の
投
げ
落
と
し
が
有
名
で

南
予
で
は
稀
少
な
激
し
い
神
輿
練
り
︵
愛
南
町
深
浦
︶

蘇
家
神
社
の
神
輿

写真提供／北濱一男

そ    

が

あ
る
。
祭
り
の
中
で
ご
神
体
を
揺
さ
ぶ
り
、
神
威

を
発
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
で
あ
り
、
そ
う
い
っ

た
神
輿
文
化
を
発
達
さ
せ
た
要
因
は
、
氏
子
が
「

見
せ
る
祭
り
」
を
意
識
し
た
こ
と
も
大
き
い
と
思

わ
れ
る
。

　
実
際
に
、
東
予
地
方
の
太
鼓
台
や
だ
ん
じ
り
、

南
予
地
方
の
牛
鬼
な
ど
賑
や
か
で
人
目
を
惹
く
屋

台
や
練
り
物
が
登
場
す
る
地
域
で
は
、
神
輿
を
荒

々
し
く
扱
っ
て
神
輿
自
体
が
人
目
を
惹
く
所
作
や

装
飾
が
施
さ
れ
る
事
例
は
少
な
い
。
中
予
地
方
で

は
太
鼓
台
、
だ
ん
じ
り
、
牛
鬼
と
い
っ
た
文
化
が

根
付
い
て
い
な
い
こ
と
で
、
そ
の
代
わ
り
に
神
輿

の
鉢
合
わ
せ
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
ろ
う
。

　
深
浦
の
蘇
家
神
社
の
秋
祭
り
で
は
神
輿
以
外
に

も
昔
か
ら
牛
鬼
、
や
ぐ
ら
と
呼
ば
れ
る
太
鼓
台
、

唐
獅
子
（
獅
子
舞
）
が
継
承
さ
れ
て
お
り
、
牛
鬼

と
や
ぐ
ら
の
鉢
合
わ
せ
も
激
し
く
行
わ
れ
る
。
屋

台
、
練
り
物
文
化
が
隆
盛
し
な
か
っ
た
松
山
地
方

と
は
異
な
っ
た
背
景
で
、
激
し
い
神
輿
文
化
が
成

立
し
た
よ
う
だ
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
深
浦
が
漁
港
と
し
て
広
範
囲
か
ら
の
人
、
モ

ノ
、
情
報
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
、
地
域
の
景
観

を
象
徴
す
る
よ
う
な
急
な
石
段
を
昇
り
降
り
す
る

様
子
を
多
く
の
氏
子
が
眺
め
て
い
た
こ
と
か
ら
次

第
に
人
目
を
惹
く
神
輿
の
所
作
が
確
立
さ
れ
て
い

っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
南
予
を
代
表
す

る
勇
壮
な
神
輿
祭
り
と
し
て
、
大
切
な
地
域
文
化

資
源
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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心
臓
は
休
む
こ
と
な
く
全
身
に
血
液
を
送
り
続

け
て
い
ま
す
。
そ
の
心
臓
に
血
液
を
送
っ
て
い
る

血
管
を
冠
動
脈
と
い
い
ま
す
。
そ
の
冠
動
脈
が
動

脈
硬
化
な
ど
で
狭
く
な
り
、
血
流
の
流
れ
が
悪
く

な
る
病
気
を
狭
心
症
と
い
い
ま
す
。
狭
心
症
に
な

る
と
心
臓
の
筋
肉
に
送
ら
れ
る
血
液
が
少
な
く
な

り
、
心
臓
は
酸
素
不
足
の
状
態
に
な
り
ま
す
。
初

期
症
状
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
冠
動
脈

の
内
腔
が
75
％
程
度
ま
で
狭
く
な
る
と
、
胸
の
圧

迫
感
や
痛
み
、
動
悸
、
息
苦
し
さ
な
ど
の
症
状
が

現
れ
ま
す
。
痛
み
は
胸
だ
け
で
は
な
く
肩
や
左
腕
、

喉
、
歯
な
ど
へ
広
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
冠
動
脈
が
徐
々
に
狭
く
な
っ
た
場
合
、
症
状
は

酸
素
消
費
量
が
多
く
な
る
労
作
時
に
生
じ
、
安
静

に
す
る
と
治
ま
り
ま
す
。
ま
た
冠
動
脈
に
狭
窄
が

な
く
て
も
、
冠
動
脈
の
痙
攣
に
よ
っ
て
一
時
的
な

狭
窄
を
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
狭
心
症
も

あ
り
ま
す
。
冠
攣
縮
性
狭
心
症
と
い
わ
れ
る
タ
イ

プ
で
就
寝
中
、
特
に
明
け
方
に
生
じ
る
安
静
時
胸

痛
が
特
徴
で
す
。

　
冠
動
脈
の
動
脈
硬
化
を
促
進
す
る
因
子
と
し
て

は
、
高
血
圧
、
高
脂
血
症
、
糖
尿
病
、
喫
煙
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
動
脈
硬
化
は
単
に
血
管
が
固
く
狭

く
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
蓄

積
し
て
、
血
管
の
内
側
に
コ
ブ
（
プ
ラ
ー
ク
）
が

で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
プ
ラ
ー
ク
が
何

か
の
刺
激
で
破
れ
る
と
、
そ
こ
に
血
栓
が
作
ら
れ

血
管
を
一
気
に
狭
く
し
ま
す
。
不
安
定
狭
心
症
と

言
わ
れ
る
状
態
で
、
冠
状
動
脈
が
詰
ま
る
一
歩
手

前
の
状
態
で
す
。
胸
痛
が
繰
り
返
し
て
生
じ
、
痛

み
の
程
度
が
強
く
な
っ
た
り
、
間
隔
が
短
く
な
っ

た
り
、
安
静
時
に
も
痛
み
が
出
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
不
安
定
狭
心
症
が
強
く
疑
わ
れ
ま
す
。

　
完
全
に
詰
ま
る
と
15 
〜 

30 

分
ほ
ど
で
そ
の
先

の
心
臓
の
細
胞
は
壊
死
し
始
め
、
急
性
心
筋
梗
塞

に
な
り
ま
す
。
心
筋
梗
塞
の
死
亡
率
は
高
く
、
突

然
死
の
約
半
分
は
心
筋
梗
塞
と
い
わ
れ
て
お
り
、

救
急
搬
送
さ
れ
治
療
が
行
わ
れ
て
も
８
％
前
後
の

方
が
亡
く
な
ら
れ
て
い
ま
す
。
冷
や
汗
が
出
る
よ

う
な
強
い
胸
痛
が
あ
る
場
合
、
呼
吸
困
難
や
意
識

低
下
が
あ
る
場
合
は
緊
急
事
態
で
す
。
躊
躇
せ
ず

に
救
急
車
を
呼
ぶ
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。

　
狭
心
症
が
疑
わ
れ
た
場
合
、
心
電
図
、
運
動
負

荷
心
電
図
、
負
荷
シ
ン
チ
グ
ラ
ム
（
核
医
学
検
査
）、

冠
動
脈
Ｃ
Ｔ
、
冠
動
脈
造
影
な
ど
の
検
査
が
行
わ

れ
ま
す
。
近
年
進
歩
し
て
き
た
冠
動
脈
Ｃ
Ｔ
は
、

低
侵
襲
で
あ
り
、
外
来
で
冠
動
脈
狭
窄
の
判
定
が

可
能
で
す
。
し
か
し
最
も
詳
し
く
診
断
で
き
る
検

狭
心
症
に
つ
い
て
！

沖内科クリニック
副院長  沖　良隆

医療
health care

査
は
冠
動
脈
造
影
で
す
。
血
管
に
小
さ
な
管
（
カ

テ
ー
テ
ル
）
を
入
れ
て
行
う
侵

襲
的
な
検
査
で
入
院
が
必
要
で

す
が
、
冠
動
脈
疾
患
の
診
断
や

治
療
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

い
検
査
で
す
。
心
筋
梗
塞
へ
の

移
行
が
疑
わ
れ
る
不
安
定
狭
心

症
の
場
合
に
は
緊
急
で
行
わ
れ

る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　
狭
心
症
の
治
療
は
薬
物
治
療
、

心
臓
カ
テ
ー
テ
ル
治
療
、
冠
動

脈
バ
イ
パ
ス
術
が
代
表
的
な
治

療
法
で
す
。
冠
動
脈
病
変
の
程

度
、
患
者
さ
ん
の
状
態
、
合
併

症
な
ど
で
治
療
法
が
選
択
さ
れ

ま
す
。

　
狭
心
症
の
治
療
が
う
ま
く
行

っ
て
も
、
動
脈
硬
化
の
原
因
で

あ
る
高
血
圧
、
高
脂
血
症
、
喫

煙
な
ど
が
あ
れ
ば
、
再
発
の
可

能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
肥
満

改
善
、
禁
煙
、
適
度
な
運
動
な

ど
の
生
活
習
慣
の
改
善
と
内
服

治
療
が
引
き
続
き
必
要
で
す
。
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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

に
導
指
健
保
て
し
と
士
養
栄
理
管
　
　
　
　
　
　

」
？
い
い
ら
た
し
う
ど
は
方
べ
食
、
ど
け
や
ん
た
れ

。
す
ま
り
あ
が
と
こ
る
れ
ら
ね
尋
と

て
し
認
確
を
か
る
い
て
れ
と
が
ム
ウ
シ
ル
カ
る
あ

む
含
く
多
を
ム
ウ
シ
ル
カ
、
も
ど
れ
け
。
す
ま
い

で
の
い
な
は
で
訳
る
い
て
し
を
事

…

体
に
当
本
　

か
の
る
い
て
せ
た
満
が
量
ム
ウ
シ
ル
カ
な
要
必
に

回
今
で
こ
そ
。
す
で
況
状
い
く
に
り
か
わ
か
う
どは

、

ム
ウ
シ
ル
カ
「

」

緒
一
て
い
つ
に
方
り
と
の

に

。
す
ま
い
思
と
い
た
み
て
え
考

、
を
量
奨
推
の
ム
ウ
シ
ル
カ
る
と
に
日
一
、
は
国
　

。
す
ま
い
て
め
定
り
お
と
の
表
の
次

シ
ル
カ
、
は
で
査
調
養
栄
・
康
健
民
国
の
年
経
　

足
不
に
的
性
慢
て
い
お
に
齢
年
の
て
べ
す
は
ム
ウ

は
で
査
調
年
元
和
令
の
近
直
、
り
お
て
し

、
20
歳

男
は
値
均
平
の
取
摂
ム
ウ
シ
ル
カ
の
上
以

性
503

、
㎎

女
性
494

で
況
状
い
な
少
変
大
も
り
よ
量
奨
推
と
㎎

。
た
し

ら
た
べ
食
」
い
ら
く
れ
ど
「」
を
何
「
は
で
れ
そ
　

介
魚
、
品
製
豆
大
、
品
製
乳
・
乳
牛
は
ム
ウ
シ
ル類 (

等
ビ
エ
し
干
、
魚
小
る
べ
食
で
ま
骨
に
特

)

、

類
菜
野

(

類
菜
青
に
特

)

ま
含
く
多
に
ど
な
藻
海
、

え
例
。
す
ま
い
て
れ

ば
700

れ
あ
で
の
す
た
満
を
㎎

養
栄
い
く
に
れ
さ
収
吸
で
内
体
は
ム
ウ
シ
ル
カ
　

率
収
吸
も
で
中
は
」
品
製
乳
・
乳
牛
「、
が
す
で
素

カ
等
質
く
ぱ
ん
た
、
Ｄ
ン
ミ
タ
ビ
、
た
ま
。
す
で

あ
も
素
養
栄
る
れ
く
て
め
高
を
収
吸
の
ム
ウ
シ
ル

て
せ
わ
合
み
組
を
品
食
な
々
様
ず
ら
偏
、
で
の
る

主
、
食
主
。
す
で
切
大
も
と
こ
く
だ
た
い
て
べ
食

る
べ
食
く
よ
ス
ン
ラ
バ
、
て
え
ろ
そ
を
菜
副
、
菜

。
す
ま
り
な
に
本
基
が
と
こ

カ
、
た
い
用
を
芋
ま
つ
さ
る
あ
で
旬
、
は
回
今
　

さつまいものいが栗

（材　料）６個
さつまいも　・・・・　中 1個（150ｇ）
砂　糖　・・・・・・　大さじ 2弱（15ｇ）
スキムミルク　 ）ｇ6（1じさ大　・・   ・
ベビーチーズ　・・・　１個（13.5ｇ）
卵　・・・・・・・・　１/2 個
小麦粉　・・・・・・　適量

）ｇ02（束2/1　・・・・・     んめうそ

（作り方）
① チーズは６等分に切っておく。そうめんは１㎝長さに折っておく。
② さつまいもは皮をむき、適当な大きさに切って茹でる。やわらかくなったらザルにあげて湯をきり、
　ボールに入れてマッシャー等でつぶす。砂糖とスキムミルクをまぜる。
③ ②を６等分にし、①のチーズを芯にして丸める。
④ 小麦粉、溶き卵、そうめんの順に衣をつけて、低温（160 ～ 165℃）の油できつね色になるまで揚げる。
※1人分（２個）　エネルギー 216kcal、カルシウム 74㎎

21    つなぐ　2024秋号

※日本人の食事摂取基準 2020 年版
( 厚生労働省 ) から抜粋

男 女

1～2歳 450 400

3～7歳 600 550

8～9歳 650 750

10～11歳 700 750

12～14歳 1000 800

15～29歳 800 650

30～74歳 750 650

75歳以上 700 600

年齢
推奨量（㎎/日）

カルシウムが
多く含まれる食品

牛乳コップ1杯
200ml

ヨーグルト
100ｇ

豆腐1/4丁
100ｇ

ちりめんじゃこ
大さじ1(6ｇ)

乾燥わかめ
大さじ1（2.7ｇ）

小松菜1/2束
150ｇ

合計 743

255

カルシウム

(㎎)

220

120

93

31

24

※日本食品標準成分表（八訂）増補 2023 年
( 文部科学省 ) により算出



「未来のソフィーたちへ」
世界的ベストセラーとなった ”世界一やさしい哲学小説”「ソフィーの世界」（1991年・日本語版 1995年）から 30 年、
著者初のエッセイ。翻訳もすばらしく難しい哲学の話も、すんなり読み進められる。
6人の孫たちに語りかけるように、自身の体験や自然環境、思想など幅広いテーマの話をして、最後にこう問いかける。
「人類の文明と生命の基盤は 46億年の地球の歴史の中で、わずかこの 150 年の間に滅亡の危機にさらされている。
しかも、その手を下しているのは私達（人間）自身だ。21世紀の終わり、世界はどんなふうになっている？」と。
世界中で異常気象が叫ばれても昨日と変わらない日常を送る私達は、いつになったら正しい方向へ舵を切ることがで
きるにだろう。

協力：岩崎書店　宇和島市錦町 4-16　TEL. 0895-22-0528

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　
俳
号
大
塚
桃
ラ
イ
ス

剥
き
た
て
の
果
皮
を
夏
野
の
螺
旋
と
す　
　
　
　
　
　

     

ぐ　

日
に
飢
え
て
ピ
ラ
ニ
ア
色
の
砂
日
傘　
　
　
　

       　

    

ギ
ル

二
人
目
の
山
本
も
来
て
泥
鰌
鍋　
　
キ
ー
ト
ス
ば
ん
じ
ょ
う
し

幾
万
の
向
日
葵
白
く
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ　
　
　
　
　
　

  

初
蒸
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
色
文
字
が
季
語
で
す

Tsunagu 

おすすめの本

　「
名
は
体
を
表
す
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
俳
句
の
場
合
は
ど
う

で
し
ょ
う
。
変
わ
っ
た
俳
号
、
駄
洒
落
の
よ
う
な
俳
号
で
も
素

敵
な
句
を
作
る
方
が
沢
山
。
全
国
的
な
賞
を
と
る
方
も
い
ま
す
。

俳
号
と
俳
句
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
野
更
紗
）

拭
き
上
げ
て
鯖
雲
高
き
リ
ア
ガ
ラ
ス　
　
　
　

  

は
ぐ
れ
杤
餅

み
の
虫
に
好
か
れ
て
部
活
行
け
ま
せ
ん　
　

 

押
見
げ
ば
げ
ば

秋
の
雪
此
処
は
乳
房
の
あ
つ
た
場
所　
　
　
　

  

ち
べ
た
店
長

冒
険
の
続
き
フ
ー
ド
に
木
の
葉
か
な　
　
　
　

  　
あ
り
あ
り　

お
歳
暮
の
読
め
な
い
け
れ
ど
佳
い
お
酒　
　
　

 
い
か
ち
ゃ
ん

元
日
や
ニ
キ
ビ
は
鼻
の
東
側　
　
　
　
　
　
　
　

 
川
嶋
ぱ
ん
だ

パ
ド
ッ
ク
の
湯
気
立
つ
馬
糞
に
も
淑
気　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多
喰
身
・
デ
ラ
ッ
ク
ス

白
鳥
と
知
れ
ば
澄
む
な
り
沼
の
こ
ゑ　
　

 　
　

 

沼
野
大
統
領

吹
雪
抜
け
来
し
馬
橇
に
子
が
お
ら
ぬ　
　
　
　

   

北
野
き
の
こ

籍
を
入
れ
て
も
一
人
（「
咳
を
し
て
も
一
人
」
の
ギ
ャ
句
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
塚
桃
ラ
イ
ス　

以
下
同
文
的
な
三
年
卒
業
証
書　
　
　
　
　

    

大
黒
と
む
と
む

狂
ふ
蝶
ひ
か
り
を
ざ
ん
と
持
ち
上
げ
る　

 

常
幸
龍
Ｂ
Ｃ
Ａ
Ｄ

積
込
み
を
終
え
て
花
冷
だ
っ
た
の
か　

  

ヒ
マ
ラ
ヤ
で
平
謝
り

花
散
る
や
水
面
の
し
わ
を
伸
ば
し
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
濃
厚
エ
ッ
グ
タ
ル
ト

し
づ
か
な
る
地
割
れ
の
祠
竹
の
秋   

モ
ッ
ツ
ァ
レ
ラ
え
の
く
し

＊しんきな ：  遅い、のろい

構
成
：
小
野
更
紗

１
９
８
７
年
よ
り
宇
和
島
市
在
住　
息
子
の
俳
句
甲
子
園
出
場
を
機

に
俳
句
を
始
め
る　

い
つ
き
組　
じ
ゃ
こ
天
句
会
（
毎
月
第
２
金
曜
７
時
よ
り
鶴
島
公
民
館
）

ヨースタイン・ゴルデル：著　柴田さとみ：訳
ＮＨＫ出版（2024 年７月刊）1980 円（税込）
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さ
ば
ぐ
も

し
ゅ
く 

き

う
ま   

ぞ
り

ほ
こ
ら

ら
　
せ
ん

す
な
　
ひ
　
が
さ

ど
じ
ょ
う
な
べ

ひ
ま
わ
り



■アトリエぱれっと　https://art-palette.wixsite.com/mysite
宇和島市伊吹町甲 1083-1 2F　TEL.090-7784-4703　yuka@art-palette.com　コメント：清家由佳

作品名：『いろとりどりの』（アクリル）
作者：西村京夏（子どもクラス）
近代に始まった、かたちの単純化
ごく自然に体現するきょうかちゃん
すきな色をベタッと塗る楽しさ
美しい色面の組み合わせでかたちを生む
斜めに切った背景も見事にマッチ

作品名：『お昼寝』（油絵）
作　者：上甲喜代
上甲さんは人にも動物にもいつも
愛に溢れている方です。この作品
もお孫さんへの愛情でいっぱいな
のが伝わってきます。これからも
見る人を幸せに出来る作品を描き
続けてください。

作品名：『宇宙の町』（水彩）
作　者：小川陽菜（小５）
夢あるワクワクする未来の絵で、いつま
ででも見ていられます。陽菜ちゃんは絵
を描く事が大好きで、どんどん表現の幅
が広がっています！色彩感覚と技術力、
発想力！どれも素晴らしいです！これか
らが楽しみです！

作品名：『アトリエ』（油絵）
作　者：末廣典子
雰囲気のある若い女性をよく捉えています。
画力もある末廣さんは自己表現力にも長け
ており、ストライプのシャツや肌まで独自
の表現力で素敵な作品に仕上がっています。
とてもいい絵だと思います。これからも末
廣さんがどんな絵を描くのか楽しみです！

■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

作品名：『楽しい絵画教室』（水彩）
作者：藤村葵（子どもクラス）
かつてお母さんも通ったアトリエ
ここにあるもの、この空間、このにおい
澄んだ目と心が動き、隅々まで捉える
そして、あおいちゃんも大人になってゆく
いい思い出としてどこかに残ればいいな

作品名：『積み木』（水彩）
作者：繁木瑞穂（大人クラス）
デザインされ作られた汽車形積み木
それをモデルに絵に再現した
デザインには相手があり、絵は自らを描く
デザイナーとしてもあろうとする繁木さん
その “あわい”、筆をとる気持ちの置き所は？
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弊
社
は
代
表
取
締
役
で
あ
る

　
　
　
　
父
が
建
築
板
金
業
の
個
人
事
業

　
　
　
主
と
し
て
独
立
、
後
に
平
成
３
年

　
　
８
月
に
法
人
化
を
行
い
有
限
会
社
と

　
　
し
て
設
立
致
し
ま
し
た
。

　
板
金
と
い
う
名
前
の
た
め
か
、
車
を
修

理
で
き
る
の
か
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
よ
く

あ
る
の
で
す
が
、
弊
社
は
建
築
板
金
の
会

社
で
す
。
建
築
板
金
と
は
金
属
屋
根
や
外

壁
、
樋
な
ど
建
築
物
に
付
随
す
る
金
属
工

事
を
取
り
扱
う
業
種
で
す
。
弊
社
は
創
業

以
来
、
多
く
の
建
物
に
板
金
屋
と
し
て
携

わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
一
方
で
近
年
で
は
、
板
金
業
か
ら

少
し
裾
を
広
げ
、
金
属
加
工
業
を
行
っ
て

い
ま
す
。
私
は
主
に
金
属
加
工
の
部
門
を

担
当
し
て
い
ま
す
。
弊
社
は
鉄
板
や
ス
テ

ン
レ
ス
、
ア
ル
ミ
を
加
工
し
、
建
築
物
に

用
い
ら
れ
る
金
属
製
品
を
主
と
し
て
製
作

し
て
い
ま
す
。
継
続
的
に
設
備
投
資
を
行

っ
た
こ
と
で
扱
う
製
品
が
増
え
た
こ
と
も

あ
り
、
金
属
加
工
の
割
合
が
大
き
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
今
で
は
板
金
工
事
と
同
等

の
売
上
が
あ
り
ま
す
。

　
弊
社
の
メ
イ
ン
と
な
る
顧
客
は
建
築
業

界
で
す
。
建
築
で
は
元
請
け
か
ら
加
工
指

示
が
あ
り
、
加
工
可
能
な
範
囲
で
顧
客
の

希
望
を
満
た
す
よ
う
に
調
整
を
行
い
な
が

ら
製
作
、
納
品
す
る
と
い
う
の
が
主
な
流

れ
で
す
。
弊
社
の
製
品
は
、
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
あ
り
、
物
件
ご

と
に
一
か
ら
製
作
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
竣
工
後
に
現
地
で
加
工
品
が
納
ま
っ

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  清水板金　　専務取締役　清水  久雄
「金属で地域に貢献　頼られる会社を目指して！」

て
い
る
様
子
を
見
る
と
、
当
時
の
苦
労
な

ど
が
蘇
り
感
慨
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
建
築
業
界
相
手
で
は
受
け
の
営
業
と
な

る
こ
と
が
多
く
、
需
要
も
そ
の
時
の
景
気

や
情
勢
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
問
題
点
も

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
も
う
少
し
裾
を
広
げ

他
の
業
界
に
金
属
加
工
分
野
で
貢
献
で
き

な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
私
は
何
か
ヒ
ン

ト
を
模
索
し
、
地
元
商
工
会
や
消
防
団
、

若
手
経
営
塾
等
の
異
業
者
と
の
交
流
を
積

極
的
に
行
い
ま
し
た
。
す
る
と
地
元
の
イ

ベ
ン
ト
で
使
用
す
る
金
物
や
イ
ル
ミ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
装
飾
品
、
鉄
板
焼
き
に
使
用
す

る
鉄
板
な
ど
、
今
ま
で
と
違
っ
た
製
品
を

作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
利

益
を
出
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
今
後
飛
躍
す
る
た
め
の
土
台
と
な

っ
て
く
れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

他
に
も
、
食
品
加
工
場
の
設
備

の
修
繕
や
個
人
の
農
家
さ
ん
か

ら
農
機
具
の
補
修
な
ど
の
依
頼

を
頂
く
よ
う
に
な
り
、
金
属
加

工
の
将
来
性
を
感
じ
て
い
ま
す
。

今
後
は
、
困
っ
た
ら
最
後
に
あ
そ
こ

に
行
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
頂
け
る

「
金
属
加
工
の
駆
け
込
み
寺
」
の
よ
う
な
存

在
に
な
れ
る
よ
う
に
頑
張
り
ま
す
。

　
そ
の
為
に
も
、
多
く
の
人
に
弊
社
の
存

在
を
認
知
頂
け
る
よ
う
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
有
効
活

用
を
行
う
と
若
手
経
営
塾
で
の
最
後
の
発

表
で
宣
言
致
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
状

ま
だ
全
く
活
用
で
き
て
い
な
い
の
で
、
こ

れ
か
ら
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
活
用

始
め
ま
し
た
ら
皆
さ
ん
フ
ォ
ロ
ー
お
願
い

し
ま
す
！

有限会社  清水板金　宇和島市吉田町立間 2-2456-1（工場）　0895-49-3609（工場）　

工場外観

製品サンプル
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うわしん若手経営塾ОＢ

若 おかみ



★今年のひやおろし
今年は、新設した冷蔵庫で例年より低温で貯蔵しました。
その結果、適度な熟成具合で調和のとれたキレイに旨味が
広がる仕上がりになりました。

はぎの露 　純米吟醸 ひやおろし

720ml 1,590 円（税別）　1800ml  2,980 円（税別）

( 株 ) 福井弥平商店　滋賀県高島市勝野 1387-1

https://www.haginotsuyu.co.jp/

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」

「こんな勘違いは、めったにないと思いますが、実際に友
人から聞いた話です（笑）方言は面白いですね～♬」

※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

速醸酒母と生酛酒母による２種類の純米吟醸酒をブレンド。
味わい深さの中に軽快さを併せ持つ。

キリリとした
辛口です。
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行
　
発
行
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〒
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和
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市
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手
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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。

自動解約付定期積金

満期時

来店不要！

手続不要！

対　　　象 個人・法人 金　　　額 １,０００円以上（1,000 円単位）

期　　　間 1年、2年、3年、4年、５年 掛込み方法 毎月掛込み（自動振替）

〈注意事項〉

・本商品は預金保険制度の対象商品です。
・中途解約の場合は金庫所定の解約利率を適用し、お手続きが必要
   となります。
・金利は税引き前です。お受け取りになる利息については復興特別
   所得税が追加課税され、20.315％の税金がかかります。
・新規ご契約の際には、お手続きが必要です。
・詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

金

利

年0.20％〈  期　間   １年～ 2年 〉

年0.30％〈  期　間   3年～ 5年 〉
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