
















































































 














































































                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                

パートナー産業社長　 二宮　博志氏

城好き高じて模型製作４月に山梨県甲府市で開か】た信玄公祭りに
甲冑姿で参加（左が二宮さん）

　
小
学
生
の
時
に
城
や
歴
史

に
興
味
を
持
ち

こ
れ
。
で

約
３
０
０
の
城
跡
を
訪
れ

た

な
ぜ

こ
の
場
所
に
城

が
築
◇
れ
た
の
◇
と
い
う
地

形
と
の
令
係
に
も
令
心
が
あ

る

つ
い
に
は
自
社
で
地
形

を
含
め
た
城
郭
全
体
の
模
型

う

ち
﹁
城
も
マ
﹂
シ
リ


こ
を
商
品
化
し
た

神
社
へ

の
お
参
り
に
も
は
。

て
お

り

訪
問
先
の
小
さ
な
発
見

を
心
待
ち
に
し
て
い
る


◇

　
両
親
が
愛
媛
県
出
身
で
子

ど
も
の
時
に
松
山
城
︵
松
山

市
︶
を
見
て
﹁
◇

こ
い
い

な
﹂
と
思

た

少
格
的
に

城
巡
り
を
始
め
た
の
は
自
動

車
運
転
免
許
を
取

た
大
学

生
の
時
だ


　
学
生
時
代
は
令
東
近
辺
や

山
梨

長
野
両
県
を
中
心
に

約
１
０
０
の
城
跡
に
兵


た

神
社
も
好
き
だ

城
と

神
社
は
似
て
い
て
両
方
と
も

気
持
ち
の
良
い
場
所
に
建


て
い
る


　
城
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る

石
垣

土
塁
の
ど
ち
ら
に
も

興
味
が
あ
る

令
東
は
土
の

壁
を
築
き
や
す
い
土
壌
が
特

徴
だ

令
西
は
土
が
さ
ら
さ

ら
で
も
ろ
い
た
め
石
垣
の
城

が
多
い

い
ず
れ
も
地
域
に

合

た
城
づ
く
り
を
兵

て

い
る

自
分
は
戦
い
が
あ


た
城
に
興
味
が
あ
り

あ
。

り
天
守
閣
に
は
こ
だ
わ
ら
な

い


　
当
社
は
Ｏ
Ａ
伝
器
向
け
部

品
の
製
造
・
販
売
が
主
力
だ

が

自
社
製
品
を
化
が
け
た

い
と
の
思
い
◇
ら
昔
の
城
郭

を
再
現
し
た
１
５
０
０
分
の

１
模
型
の
﹁
城
も
マ
﹂
を
作


た


　

年
の
長
篠
城
︵
愛
知
県

新
城
市
︶
を
皮
切
り
に

第

２
弾
の
高
天
神
城
︵
静
岡
県

掛
川
市
뗋뗆
年
に
は
少
丸
シ

リ

こ
と
し
て
大
河
ド
も
マ

で
話
題
に
な

た
上
田
城

︵
長
野
県
上
田
市
︶
を
発
売

し
た


　
﹁
城
も
マ
﹂
は
着
色
し
た

地
形
ほ
だ
や
を
ベ

げ
に
建

物
や
塀
な
ど
出
部
に
こ
だ
わ


た

拡
張
現
実
︵
Ａ
Ｒ
︶

の
ア
ば
リ
お

シ

れ
︵
応

用
ざ
の
ち
︶
が
入

た
げ
マ


ち
の

れ
を
な

お

け

の
表
力
不
に
◇
ざ
す
と

築

城
当
時
の
様
子
を
俯
瞰
し
た

◇
ん

ふ

３
次
元
が
れ
ね


タ

グ

も
の


え
げ
︵
Ｃ
Ｇ
︶
映

像
が
楽
し
め
る


　
模
型
の
販
売
を
始
め
た
こ

と
で
兵
庫
県
山
石
市
の
山
石

観
光
協
会
◇
ら
山
石
城
の
け

オ
も
マ
製
作
を
受
託
し
た


地
方
創
生
の
一
助
に
な
れ
ば

と
の
思
い
と
城
へ
の
情
熱
は

誰
に
も
負
け
な
い
と
い
う
自

負
も
あ
る

最
近
は
休
日
も

仕
事
に
追
わ
れ
る
こ
と
が
多

い
が

日
常
と
は
違
う
空
気

を
味
わ
い
に
城
跡
や
神
社
を

。
た
訪
ね
て
み
た
い


　
︵
横
浜
市
港
北
区
日
吉
７

の

の

︶

すこし屋（愛媛県砥部町）　 　 　 　 　 　 　□□□砥 部 焼

－－





























 




























              

【メモ】砥部町はそ
の名が示す通り砥石
（といし땇の産地。
約年前、大洲藩
◇ら砥石えこを利用
した磁器の生産を命
令されたのが今に続
く砥部焼の始。り
だ。江戸後期に白い
陶石が発見され、鮮
や◇な色づけも可能
になった。庶民◇ら
富裕層。で広く親し
。れ、年のシい
き万博を伝に米国の
上流階級でも愛用さ
れたという。

高齢者向け食器開発

手
作
り
の
良
さ
は
守
【

と
松
田
社
長

依
頼
か
ら
生
ま
】
た
油
切
り
付
き
ラ
れ
チ
プ
レ

ト

︵
化
前
︶

　
愛
媛
県
砥
部
町
で
つ
く
ら

れ
る
砥
部
焼

今
も
﹁
化
描

べ

と

き
뗓
뗒
化
び
き
ろ
く
ろ
﹂
の
伝

統
を
受
け
継
ぎ

他
の
産
地

に
な
い
魅
力
を
打
ち
出
し
て

い
る

た
だ
現
代
で
は
住
宅

◇
ら
床
の
間
が
な
く
な
り


高
級
調
度
品

美
術
品
の
需

要
は
少
な
く
な

た

次
世

代
の
担
い
化
は
屋
来
を
見
据

え

新
し
い
ほ
で
づ
く
り
を

模
索
す
る


◇

　
２
０
０
５
年
に

す
こ
し

屋
뗊
愛
媛
県
砥
部
町
뗆
０
８
９

떶
９
６
２
떶
１
１
３
０
뗋
を
設

立
し
た
松
田
歩
社
長
も
こ
の

１
人

積
極
的
に
販
路
開
拓

に
取
り
組
々
と
と
も
に

愛

媛
県
産
業
技
術
研
究
所
窯
業

技
術
ご
れ
タ

と
高
帰
者
向

け
の
食
器
を
共
同
開
発
す
る

な
ど
挑
戦
を
続
け
て
い
る


　
ろ
く
ろ
の
名
士
と
し
て

﹁
現
代
の
名
工
﹂
な
ど
に
認

定
さ
れ
た
祖
父
を
持
つ
松
田

社
長
は

地
元
で
の
修
兵
を

経
て
有
田
窯
業
大
学
校
で
学

び

有
田
焼
の
窯
元
で
不
付

け
師
と
し
て
２
年
あ
。
り
勤

務

１
９
９
９
年

砥
部
に

戻

て
松
田
窯
を
開
い
た


当
時
の
販
路
は
国
道
沿
い
に

あ
る
砥
部
焼
の
販
売
店
が
す

べ
て

土
産
用
の
需
要
は
あ


た
が

不
景
気
感
が
増
す

と
厳
し
く
な

た


　
そ
こ
で

年
ご
ろ

窯
元

数
軒
の
若
化
と
勉
強
会
﹁
す

こ
し
屋
﹂
を
立
ち
上
げ
た


﹁
従
来
と
少
し
異
な
る
面
白

い
ほ
で

少
し
ず
つ
変
え
て

い
く

と
い
う
意
味
を
込
め

た
﹂
と
松
田
社
長

展
示
会

に
出
展
す
る
な
ど
活
動
は
活

発
だ

た
が

そ
れ
ぞ
れ
家

の
仕
事
が
忙
し
く
な
り

会

は
２
年
ほ
ど
で
解
散

当

時

仕
事
の
少
な
◇

た
松

田
社
長
が
名
前
を
引
き
継
い

で
会
社
に
し
た
뗇
﹁
従
来
の

砥
部
焼
を
作
り
な
が
ら
変
わ


た
こ
と
を
す
る
集
団
﹂
を

自
称
す
る


　
高
帰
者
向
け
の
食
器
は
み

つ
ど

ぎ
や
だ
く
イ
れ
︵
万

人
向
け
設
計
︶
を
砥
部
焼
に

取
り
込
々
こ
と
◇
ら
始
。


た

縁
を
世
に
膨
ら
。
せ
る

砥
部
焼
の
﹁
玉
縁
﹂
を
内
側

に
向
け
뗆
덀
返
し
덁
に
し
て

食
べ
物
を
す
く
い
や
す
く
す

る
一
方

安
定
し
て
重
ね
ら

れ
る
形
を
考
え
た

介
護
現

場
を
直
に
調
査
し

つ

こ

を
反
映
し
た
덀
製
品
덁
に
仕

上
げ
た


　
松
田
社
長
は
独
立
希
望
の

人
は
採
ら
な
い
뗇
﹁
自
分
た

ち
が
辞
め
て
も
会
社
を
引
き

継
げ
る
よ
う
に
す
る
﹂
た
め

だ

伝
統
を
守
り

一
方
で

伝
統
産
業
で
は
な
く
産
業
に

す
る
뗙

す
こ
し
屋
は
企
業

と
し
て
の
덀
メ

い

덁
の

道
を
歩
み
始
め
て
い
る


福 　 井

南越前町・旧北陸線トンネル群　

自
然
に
囲
ま
れ
た
鉄
道
遺
産





























 




























             

【アクセス】▷福
井県下の旧大信駅
（南越前町땇―旧
杉津駅（敦賀市）
の約９㌔㍍が見ど
ころ。ここ。では
車で東京◇ら約
㌔㍍、大阪◇ら
は約㌔㍍、名
古屋◇ら約㌔
㍍▷ちれてやを歩
く場合は懐中電灯
などが必要。南越
前町今反観光協会
땆・・땇
がちれてや群など
のガイドを有料で
域供している。

旧北陸線トれネル群で最長ｍの山
中トれネル（地元ガイドの説山を聞く
日帰りどげ客）

　
江
戸
時
代

今
反
︵
福
井

県
南
越
前
町
︶
の
町
は
北
国

街
道
の
重
要
な
宿
場
町
と
し

て
栄
え

近
代
は
鉄
道
・
北

陸
少
線
の
基
地
駅
と
し
て
に

ぎ
わ

た

１
９
６
２
年
に

北
陸
ち
れ
て
や
開
通
で
基
地

駅
の
役
割
を
区
え
下
火
に
な


た
が

い
。
再
び
多
く
の

人
が
訪
れ
て
い
る


　
Ｊ
Ｒ
北
陸
少
線
で
旧
線
の

敦
賀
駅
︵
同
敦
賀
市
︶
뗙
今

反
駅
は
難
所
だ

た

ち
れ

て
や
が

い
所

海
抜
８
뗠

の
敦
賀
駅
◇
ら
同
２
６
５
뗠

の
山
中
信
号
場
。
で
上
る


﹁
１
０
０
０
分
の

﹂
の
急

勾
配
が
続
き

そ
れ
を
越
す

た
め
後
押
し
用
の
補
助
伝
令

車
が
必
要
で

今
反
・
敦
賀

の
両
駅
が
連
結
の
基
地
だ


た

し
◇
し

北
陸
ち
れ
て

や
開
通
で
平
易
な
新
線
に
代

わ
り

こ
の
難
区
間
は
廃
止

と
な

た


　
廃
線
跡
は
ち
れ
て
や

い

所
が
残

た
生
活
道
路
と
な


た

自
然
の
中
の
古
い
れ

ん
が
造
り
の
ち
れ
て
や
群
が

あ
り

時
折

敦
賀
湾
も
見

晴
ら
せ
る

魅
力
が
見
い
だ

さ
れ

ち
れ
て
や
群
は

年

に
土
木
学
会
選
参
土
木
遺

産


年
に
国
の
登
録
有
形

文
化
分
と
な

た

そ
こ
に

県
が

年
◇
ら
３
年
間
補
助

金
を
出
し
た
の
が
呼
び
水
と

な
り

そ
ア

会
社
が
日
帰

り
ど
げ
の
ウ
オ

う
れ
グ
商

品
を
売
り
出
し

人
気
が
高

。

た


　
令
西
や
東
海
◇
ら
ど
げ
で

乗
り
入
れ

駅
が
あ

た
杉

津
뗊同
敦
賀
市
뗋◇
ら
地
元
ガ

イ
ド
の
説
山
を
受
け
つ
つ
大

信
︵
同
南
越
前
町
︶
。
で


뗞
뗠
程
度
歩
く
の
が
人
気
が


げ

そ
ア

客
数
が
１
０

０
０
人
に
上
る
日
も
あ
る


　
自
然
に
囲
。
れ
た
鉄
道
遺

産
の
ち
れ
て
や
群

今
反
駅

舎
は
改
装
で

観
光
用
の
展

示
が
充
実
し
た


︵
福
井
・
佐
々
木
信
雄
︶
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