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研修旅行

徳
島
城
を
見
る―

徳
島
城
～
徳
島
城
博
物
館

や
宇
和
島
藩
と
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
の

こ
と
で
し
た
︒

　

ま
た
全
国
を
歩
い
て
旅
を
し
た
﹁
旅

の
巨
人
﹂
と
し
て
も
知
ら
れ
︑
青
年
期

に
は
四
国
遍
路
を
行
っ
て
い
ま
す
︒
こ

れ
に
関
す
る
展
示
で
﹁
松
山
城
下
図
屏

風
﹂
の
展
示
が
あ
り
︑
井
上
学
芸
課
長

よ
り
見
所
の
解
説
が
あ
り
ま
し
た
︒

　

展
示
全
体
を
通
し
て
岡
本
学
芸
員
か

ら
と
て
も
詳
細
で
わ
か
り
や
す
い
解
説

を
し
て
い
た
だ
き
︑
皆
さ
ん
熱
心
に
展

示
を
観
覧
し
て
い
ま
し
た
︒
個
人
的
に

は
︑
武
四
郎
の
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
姿
勢

や
そ
れ
に
基
づ
く
深
い
造
詣
が
大
変
興

味
深
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
︒

　

続
い
て
岡
本
学
芸
員
と
共
に
徳
島
城

跡
を
散
策
し
ま
し
た
︒
城
跡
を
東
側
か

ら
登
り
は
じ
め
︑
東
二
の
丸
か
ら
見
学

し
ま
し
た
︒
岡
本
学
芸
員
の
解
説
に
よ

る
と
︑
徳
島
城
の
天
守
は
こ
の
東
二
の

丸
に
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
︑
一
般
的
に

城
の
天
守
は
本
丸
に
作
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
で
す
が
︑
徳
島
城
は
豊
臣
秀
吉
か

ら
紀
伊
水
道
を
臨
む
位
置
に
築
城
す
る

よ
う
指
示
さ
れ
て
築
城
し
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
そ
の
紀
伊
水
道
を
見
渡
せ
る
東

側
に
天
守
を
設
け
た
の
で
は
な
い
か
と

の
こ
と
で
し
た
︒
東
二
の
丸
か
ら
本
丸

へ
登
る
と
︑
徳
島
城
の
も
う
一
つ
の
見

ど
こ
ろ
で
あ
る
石
垣
が
現
れ
ま
す
︒
こ

の
本
丸
東

側
の
石
垣

が
天
正
期

に
築
造
さ

れ
た
徳
島

城
で
最
も

古
い
石
垣

で
︑
自
然

石
や
五
輪

塔
な
ど
か

ら
の
転
用

石
で
築
造

　

11
月
21
日
︵
木
︶
に
令
和
６
年
度
の

研
修
旅
行
を
実
施
し
ま
し
た
︒
本
年
度

は
徳
島
県
の
徳
島
城
お
よ
び
徳
島
城
博

物
館
を
訪
れ
ま
し
た
︒
当
日
は
天
気
に

恵
ま
れ
た
中
︑
12
名
の
方
に
ご
参
加
い

た
だ
き
ま
し
た
︒
歴
博
か
ら
は
井
上
学

芸
課
長
︑
松
井
学
芸
員
︑
事
務
局
原
﨑

が
参
加
し
ま
し
た
︒

　

初
め
に
徳
島
城
博
物
館
を
訪
れ
ま
し

た
︒
同
博
物
館
で
は
特
別
展
﹁
松
浦
武

四
郎
の
遍
路―

北
海
道
人
︑
四
国
を
旅

す
る―

﹂
に
お
い
て
歴
博
所
蔵
の
﹁
松

山
城
下
図
屏
風
﹂
が
県
外
初
出
品
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
の
ご
縁
も
あ
り

今
回
の
旅
の
目
的
地
と
し
ま
し
た
︒
同

博
物
館
で
は
岡
本
佑
弥
学
芸
員
に
解
説

を
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
特
別
展
を
中

心
に
観
覧
し
ま
し
た
︒
武
四
郎
は
江
戸

期
に
蝦
夷
地
を
詳
細
に
調
査
し
︑
明
治

維
新
後
に
は

﹁
北
海
道
の

名
付
け
親
﹂

と
称
さ
れ
た

人
物
で
す
︒

幕
末
に
は
対

ロ
シ
ア
通
と

し
て
信
頼
さ

れ
︑
徳
島
藩

13
代
藩
主
の

蜂
須
賀
斉
裕

さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
︒

　

こ
の
ほ
か
に
も
随
所
で
岡
本
学
芸
員

か
ら
詳
し
い
解
説
を
し
て
い
た
だ
き
な

が
ら
徳
島
城
を
散
策
し
︑
最
後
に
博
物

館
に
隣
接
す
る
旧
徳
島
城
表
御
殿
庭
園

を
見
学
し
︑
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
︒

　

今
回
の
行
程
は
移
動
距
離
が
長
か
っ

た
た
め
見
学
時
間
を
十
分
に
取
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
岡
本
学
芸

員
に
非
常
に
丁
寧
か
つ
興
味
深
い
解
説

を
し
て
い
た
だ
き
︑
短
い
時
間
な
が
ら

も
大
変
中
身
の
濃
い
内
容
と
な
り
ま
し

た
︒
参
加
者
の
方
か
ら
も
こ
う
し
た
意

見
を
多
く
い
た
だ
き
︑
皆
さ
ん
楽
し
ん

で
い
た
だ
け
た
ご
様
子
で
し
た
︒

　

長
い
一
日
と
な
り
ま
し
た
が
︑
皆
さ

ん
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
︒

徳島城博物館にて徳島城博物館にて

徳島城跡石垣の解説徳島城跡石垣の解説

　令和７年度の友の会総会を５月下旬から６月中旬の間で開催するよう準備を進めております。
会員の方で友の会の活動内容についてのご意見、ご要望のある方は事務局へお寄せください。
また、歴史・文化にかかわること、会員同士の交流の話等々の原稿も随時募集しています。

事務局から



松丸の町並み松丸の町並み

鬼
北
・
松
野
町
の
歴
史
と
文
化

―

国
史
跡
等
妙
寺
旧
境
内
と
芝
不
器
男
記
念
館
を
め
ぐ
る

現地学習会
第２回

芝不器男記念館にて芝不器男記念館にて

日
は
寒
い
な
が
ら
も
好
天
候
の
う
ち
に

開
催
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
参
加

者
14
名
︑
歴
博
か
ら
は
松
井
館
長
︑
冨

田
学
芸
員
︑
三
浦
学
芸
員
︑
事
務
局
原

﨑
が
参
加
し
ま
し
た
︒

　

ま
ず
初
め
に
奈
良
山
等
妙
寺
歴
史
交

流
館
を
訪
れ
ま
し
た
︒
こ
ち
ら
は
令
和

６
年
９
月
21
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
国
史

跡
等
妙
寺
旧
境
内
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
施
設

で
︑
等
妙
寺
旧
境
内
の
発
掘
調
査
成
果

な
ど
の
展
示
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
︒

　

は
じ
め
に
ホ
ー
ル
で
解
説
映
像
を
鑑

賞
し
︑
鬼
北
町
教
育
委
員
会
の
幡
上
氏

よ
り
解
説
を
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
展

示
を
見
学
し
ま
し
た
︒
等
妙
寺
旧
境
内

は
平
成
の
初
め
ご
ろ
よ
り
発
掘
調
査
が

始
ま
り
︑
平
成
20
年
に
国
史
跡
に
指
定

さ
れ
た
と
の
こ
と
で
し
た
︒

　

つ
づ
い
て
旧
境
内
の
散
策
に
向
か
い

ま
し
た
︒
史
跡
内
は
遊
歩
道
と
し
て
き

れ
い
に
整
備
さ
れ
て
お
り
︑
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
の
コ
ー
ス
と
し
て
も
と
て
も
い
い

場
所
だ
と
感
じ
ま
し
た
︒
頂
上
の
展
望

台
を
目
指
し
て
散
策
し
︑
展
望
台
か
ら

鬼
北
町
を
一
望
し
た
後
に
等
妙
寺
の
中

枢
部
で
あ
る
如
意
顕
院
跡
を
巡
り
ま
し

た
︒
道
中
︑
発
掘
さ
れ
た
遺
構
が
各
所

に
あ
り
︑
そ
の
都
度
幡
上
氏
に
解
説
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
宗
教
施
設
の

遺
構
と
い
う
こ
と
で
難
解
な
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
し
た
が
︑
と
て
も
わ
か
り
や

す
い
説
明
で
︑
中
世
の
等
妙
寺
の
姿
に

つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た
︒

　

参
加
者
の
方
も
積
極
的
に
質
問
を
す

る
な
ど
︑
理
解
を
深
め
て
い
る
様
子
で

し
た
︒
ま
た
参
加
者
の
方
の
中
に
は
ま

だ
整
備
の
進
ん
で
い
な
い
段
階
か
ら
何

度
も
訪
れ
て
い
る
方
も
お
り
︑
整
備
さ

れ
た
様
子
を
感
慨
深
そ
う
に
見
て
お
ら

氏
に
解
説
し
て
い
た

だ
き
な
が
ら
散
策
し

ま
し
た
︒
亀
澤
氏
に

よ
る
と
︑
松
丸
は
江

戸
時
代
に
松
丸
街
道

と
し
て
発
展
し
︑
幕

末
か
ら
明
治
期
に
は

商
工
業
が
大
き
く
発

達
し
た
と
の
こ
と
で

　

本
年
度
第

２
回
目
と
な

る
現
地
学
習

会
は
１
月
13

日︵
月・
祝
︶︑

鬼
北
町
︑
松

野
町
を
訪
れ

ま
し
た
︒
週

末
に
降
っ
た

雪
の
影
響
が

心
配
さ
れ
ま

し
た
が
︑
当

れ
ま
し
た
︒

　

続
い
て
松
野
町

へ
と
向
か
い
︑
松

丸
の
町
並
み
を
散

策
し
な
が
ら
芝
不

器
男
記
念
館
を
訪

れ
ま
し
た
︒
松
丸

の
町
並
み
で
は
松

野
町
職
員
の
亀
澤

し
た
︒
ま
た
江
戸
時
代
ご
ろ
の
道
筋
と
現

在
の
道
筋
と
の
違
い
や
建
物
に
つ
い
て
の

詳
し
い
解
説
が
あ
り
ま
し
た
︒

　

続
い
て
芝
不
器
男
記
念
館
で
は
︑
ご
自

身
も
俳
人
で
あ
る
川
嶋
氏
の
ご
案
内
で
観

覧
し
ま
し
た
︒
記
念
館
は
不
器
男
の
生
家

を
利
用
し
て
お
り
︑
直
筆
の
短
冊
な
ど
貴

重
な
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
不

器
男
の
短
い
な
が
ら
も
中
身
の
濃
い
生
涯

に
つ
い
て
︑川
嶋
氏
か
ら
解
説
し
て
頂
き
︑

ま
た
俳
人
な
ら
で
は
の
視
点
か
ら
の
解
説

も
あ
っ
て
︑
参
加
者
の
方
も
熱
心
に
聞
い

て
お
ら
れ
ま
し
た
︒

　

松
野
町
で
の
見
学
を
終
え
て
帰
路
に
つ

き
ま
し
た
︒
今
回
の
現
地
学
習
会
は
半
日

の
日
程
だ
っ
た
た
め
若
干
駆
け
足
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑
各
見
学
先
で
は
専

門
性
が
高
く
も
わ
か
り
や
す
い
解
説
を
し

て
い
た
だ
き
︑
参
加
者
の
方
々
も
こ
の
点

を
喜
ば
れ
て
い
ま
し
た
︒
皆
様
お
疲
れ
さ

ま
で
し
た
︒

等妙寺旧境内展望台にて等妙寺旧境内展望台にて

古
文
書
ク
ラ
ブ
現
地
学
習
会

クラブ活動
　

古
文
書
ク
ラ
ブ
で
は
３
月
13
日
︵
木
︶︑
現

地
学
習
会
と
し
て
大
洲
市
を
訪
れ
ま
し
た
︒
参

加
者
は
５
名
︑
歴
博
か
ら
は
山
内
学
芸
員
︑
事

務
局
原
﨑
が
参
加
し
ま
し
た
︒

　

初
め
に
大
洲
市
立
博
物
館
に
て
同
館
学
芸
員

の
白
石
尚
寛
氏
に
解
説
し
て
い
た
だ
き
︑
市
指

定
文
化
財
の
八
幡
神
社
文
書
を
閲
覧
し
ま
し

た
︒
同
文
書
は
同
じ
く
市
指
定
無
形
文
化
財
の

﹁
八
幡
神
社
の
祭
礼
行
事
と
お
成
り
﹂
の
関
連

文
書
で
︑
江
戸
か
ら
昭
和
に
至
る
祭
り
の
変
遷

が
詳
細
に
わ
か
る
文
書
で
す
︒
白
石
氏
の
解
説

の
も
と
︑
参
加
者
の
方
も
熱
心
に
読
み
込
ん
で

お
ら
れ
ま
し
た
︒

　

午
後
は
白
石
氏
と
と
も
に
︑
江
戸
時
代
の
絵

図
を
見
な
が
ら
大
洲
城
下
町
の
散
策
を
行
い
ま

し
た
︒
当
時
の
町
割
り
と
現
在
の
道
筋
を
比
較

す
る
と
意
外
と
江
戸
時
代
の
痕
跡
が
残
っ
て
お

り
︑新
鮮
な
感
覚
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒

そ
の
後
︑
古
学
堂
を
訪
問
し
八
幡
神
社
宮
司
の

常
磐
井
氏
に
西
日
本
豪
雨
で
の
被
災
か
ら
の
復

興
に
つ
い
て
話
を
伺
い
ま
し
た
︒

　

今
回
は
特
に
多
く
の
古

文
書
を
閲
覧
さ
せ
て
い
た

だ
き
︑
ク
ラ
ブ
活
動
と
し

て
大
変
有
意
義
な
学
習
会

と
な
り
ま
し
た
︒
お
忙
し

い
中
ご
準
備
い
た
だ
き
︑

当
日
も
ご
対
応
い
た
だ
き

ま
し
た
白
石
様
に
は
心
か

ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

松丸の町並み松丸の町並み

芝不器男記念館芝不器男記念館



明
浜
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

歴史ウォーク
ヘルシー井

館
長
︑
松
井
学
芸
員
︑
事
務
局
原
﨑
が
参

加
し
ま
し
た
︒
ま
た
今
回
の
ヘ
ル
シ
ー
歴
史

ウ
ォ
ー
ク
で
は
﹁
か
り
と
り
も
さ
く
の
会
﹂

の
佐
藤
文
明
氏
に
ガ
イ
ド
を
し
て
い
た
だ
き

狩
浜
の
町
を
散
策
し
ま
し
た
︒

　

狩
江
地
域
づ
く
り
活
動
セ
ン
タ
ー
を
出
発

し
︑
初
め
に
段
畑
と
狩
浜
地
域
を
見
渡
せ
る

と
こ
ろ
ま
で
登
り
ま
し
た
︒
佐
藤
氏
の
解
説

で
は
︑
狩
浜
地
域
の
段
畑
の
特
徴
と
し
て
︑

こ
の
地
域
で
取
れ
る
石
灰
岩
を
使
用
し
て
い

る
こ
と
か
ら
石
垣
が
全
体
的
に
白
っ
ぽ
く
見

え
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
︒
ま
た
段
畑

の
耕
作
物
は
時
代
状
況
に
強
く
影
響
さ
れ
︑

江
戸
時
代
の
サ
ツ
マ
イ
モ
か
ら
明
治
・
大
正

期
に
は
全
国
的
な
養
蚕
業
の
発
展
に
伴
い
桑

へ
︑
戦
時
中
の
食
糧
難
の
時
代
に
は
再
び
サ

ツ
マ
イ
モ
が
︑
そ
し
て
現
代
で
は
柑
橘
類
と

変
化
し
て
い
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
︒
一
つ

の
地
域
の
耕
作
物
の
変
化
で
近
世
以
降
の
日

本
の
時
代
背
景
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る

こ
と
が
大
変
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
︒

　

続
い
て
狩
浜
地
区
の
町
並
み
散
策
を
行
い

ま
し
た
︒
細
い
路
地
を
進
ん
で
い
く
と
養
蚕

が
盛
ん
だ
っ
た
頃
の
家
屋
や
蔵
な
ど
が
残
っ

て
お
り
︑
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
佐
藤
氏
か
ら

詳
し
い
説
明
が
あ
り
ま
し
た
︒
ほ
か
に
も
井

戸
の
跡
や
水
路
な
ど
生
活
に
根
差
し
た
施
設

に
つ
い
て
︑
狩
浜
地
域
の
生
活
の
歴
史
に
結

び
つ
け
て
解
説
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

　

狩
浜
の
町
並
み
は
知
ら
な
い
と
見
過
ご
し

て
し
ま
う
よ
う
な
見
所
が
随
所
に
あ
り
︑
参

加
者
の
方
も
佐
藤
氏
の
解
説
を
熱
心
に
聞
き

な
が
ら
散
策
し
て
い
ま
し
た
︒

　

町
並
み
散
策
後
︑
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
︒

第３回展示解説会
特別展　宇和海のくらしと景観

第２回展示解説会

　２月 24 日（月・祝）、テーマ展「松山外環状道路空港線開通記念 松山外
環状道路と遺跡の調査―松山平野西部の遺跡」の展示解説会を実施しました。
前日からの雪の影響もあり参加者は１名、解説は冨田学芸員が行いました。
　展示は各時代ごとに分けられており、それぞれについて冨田学芸員から詳
しい解説がありました。参加者も少なかったため、逐次質疑応答が行われ、
結果としてかなり中身の濃い展示解説会となりました。

テーマ展 松山外環状道路空港線開通記念　松山外環状道路と遺跡の調査―松山平野西部の遺跡

　この日は松山外環状道路空港線が開通してちょうど１年にあたる節目の日でしたが、あいにくの天
候により参加者が少なくなってしまったことは残念でした。
　今後も展示解説会は積極的に開催していきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

　

本
年
度
の

ヘ
ル
シ
ー
歴

史
ウ
ォ
ー
ク

は
３
月
16
日

︵
日
︶︑
西
予

市
明
浜
町
の

狩
浜
を
訪
れ

ま
し
た
︒
当

日
の
天
候
は

あ
い
に
く
の

雨
で
参
加
者

は
７
名
︑
歴

博
か
ら
は
松

ウ
ォ
ー
ク
中

に
雨
は
止
ま

ず
少
し
大
変

で
し
た
が
︑

佐
藤
氏
の
地

元
の
生
活
に

根
ざ
し
た
解

説
に
皆
さ
ん

大
変
満
足
さ

れ
て
い
る
様

子
で
し
た
︒

皆
様
お
疲
れ

さ
ま
で
し
た
︒

狩浜の港にて狩浜の港にて

狩浜の町並み狩浜の町並み

　３月９日（日）、特別展「宇和海のくらしと景観」の展示解説会を実施し
ました。今回は一般の方も参加可能とし、28名の方にご参加いただきました。
解説は井上学芸課長、松井学芸員、三浦学芸員が担当しました。
　古代・中世の宇和海について松井学芸員より解説があり、宇和海では漁業
が盛んだったという文献的裏付けが古代からあったことが説明されました。
続いて井上学芸課長より宇和島藩が作成した絵図など近世・近代についての
解説がありました。昭和の民俗写真については再び松井学芸員が、最後に文化的景観については三浦
学芸員より解説がありました。
　今回は一般の方も多く参加していただき、友の会の活動を紹介するよい機会にもなりました。今後
もこうした機会を設けていきたいと思います。



友
の
会
会
員
募
集

友
の
会
会
員
募
集

　

愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館
友
の

会
で
は
︑
令
和
７
年
度
会
員
へ
の

更
新
を
行
う
と
と
も
に
︑
新
規
会

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
︒
現
会
員

の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
︑
引

き
続
き
ご
継
続
い
た
だ
き
ま
す
と

と
も
に
︑
周
囲
に
入
会
を
希
望
さ

れ
る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
是
非

お
勧
め
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
︒

❶
常
設
展
と
特
別
展
が
無
料
で
観
覧
で

　

き
ま
す
︒

　
・
家
族
会
員
様
は
同
居
の
家
族
な
ら
何
人

　

 
で
も
無
料
で
す
︒

　
・
賛
助
会
員
様
は
１
度
に
10
名
ま
で
ご
利

　

 

用
い
た
だ
け
ま
す
︒

❷
会
員
様
限
定
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
で

　

き
ま
す
︒

　

研
修
旅
行[

年
１
回]

　
県
外
の
史
跡
や
博
物
館
を
バ
ス
で
め
ぐ

　

り
ま
す
︒

　

現
地
学
習
会[

年
１
～
２
回]

　
県
内
の
史
跡
や
博
物
館
を
訪
ね
ま
す
︒

　

ヘ
ル
シ
ー
歴
史
ウ
ォ
ー
ク[

年
１
回]

　
身
近
な
歴
史
ス
ポ
ッ
ト
を
ハ
イ
キ
ン
グ
︒

　

展
示
解
説
会

　
企
画
展
の
見
ど
こ
ろ
を
学
芸
員
が
解
説
︒

　

ク
ラ
ブ
活
動

　
民
俗
・
土
器
ド
キ
・
裂
織
・
古
文
書
の
４
つ

　

の
ク
ラ
ブ
が
活
動
中

❸﹁
歴
博
だ
よ
り
﹂な
ど
の
博
物
館
広
報

　

物
を
自
宅
へ
お
届
け
し
ま
す
︒

❹
当
館
主
催
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
材

　

料
費
が
割
引
と
な
り
ま
す
︒

　
︵
各
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
会
期
中
１
回
︶

❺
博
物
館
刊
行
物
が
割
引
価
格
で
購
入

　

で
き
ま
す
︒

会
員
特
典

※

会
員
特
典
の
内
容
は
︑
６
月
に
開
催
予
定
の
総

　

会
に
て
決
定
い
た
し
ま
す
︒

※

特
典
を
受
け
る
に
は
︑
会
員
証
の
提
示
が
必
要

　

で
す
︒

会
員
種
別
・
会
費

賛
助
会
員

家
族
会
員

個
人
会
員︵
一
般
︶

個
人
会
員︵
高
校
生
︶

個
人
会
員︵
小
中
学
生
︶
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５
０
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円

５
０
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円

年 

会 

費

会 

員 

種 

別

ご
継
続
手
続
き

　

会
費
を
そ
え
て
博
物
館
総
合
受
付
へ

直
接
申
し
込
む
か
︑
郵
便
局
備
え
付
け

の
振
替
用
紙
に
︑
住
所
・
氏
名
・
電
話

番
号
・
会
員
区
分
な
ど
の
必
要
事
項
を

ご
記
入
の
う
え
︑
最
寄
り
の
郵
便
局
で

左
記
の
口
座
に
会
費
を
お
振
り
込
み
く

だ
さ
い
︒
後
日
会
員
証
を
送
付
い
た
し

ま
す
︒

︻
口
座
番
号
︼
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令和６年度研修旅行令和６年度研修旅行

新規刊行物のご紹介新規刊行物のご紹介
本年度より資料目録・研究紀要は当館ホームページでの公開となりま
した。冊子での販売はございませんのでご了承ください。なお既刊分
については引き続き友の会会員は割引価格でご購入いただけます。

資料目録　第３３集　「宇和島鉄道関係資料目録」
　明治20年代に計画された宇和島鉄道は、日清・日露戦争の経済的影響により一度は解散しましたが、明治43
年の「軽便鉄道法」の公布を受けて再興され、大正3年に宇和島～近永間が、続いて同12年近永～吉野間が開通
しました。本目録では近永開通までの資料を中心に写真、翻刻、解説、目録を収録しています。

研究紀要　第３０号
・中島華鳳の写生帳に見る愛媛の風景
・資料紹介　日野富三郎関係資料についてー牧野富太郎と日野富三郎の交流を中心としてー
・調査報告　大井八幡大神社のオトウ
・資料紹介　（伝）西予市宇和町坂戸古墳群出土金属製品
・実施報告　伊予市堂ヶ谷経塚出土金銅経筒の保存修理について

甲斐 未希子
安永 純子

三浦 彩
石貫 弘泰・冨田 尚夫

亀井 英希・初村 武寛・山岡 奈美恵・山口 繁生

宇和史談会、愛媛県歴史文化博物館 親睦会、えひめバス旅行有限会社、上甲耕三、
西予市商工会、父田翔一、山本浩二、渡辺均（敬称略、五十音順）　

令和6年度
賛助会員




