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光
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ゆ
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豆
ま
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誕
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神郷公民館 
 46-1181 

koukou@city． 

niihama.ehime.jp 

 

 

神郷校区の人口 
人 口 10,192人 
（男）   4,871人 
（女）   5,321人 
世帯数   4,492世帯 

平成26年6月末現在 

 

神
郷 

 
公
民
館
だ
よ
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 川
東
中
学
校
２
年
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少
年
の
日
を
迎
え
る
決
意
作
文 

 

 

理
想
の
自
分 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

長
野 

光
樹 

 
 今

の
私
は
行
き
た
い
高
校
が
あ
り
、
そ
れ
を
目
標
に
勉
強
に
励
ん
で
い
ま
す
。

家
族
と
も
将
来
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
少
し
ず
つ
で
も
大
人
へ
近
づ
こ
う
と
頑

張
っ
て
い
ま
す
。
理
想
と
す
る
将
来
の
自
分
は
、
他
人
の
為
に
動
き
、
あ
た
り

前
の
事
を
あ
た
り
前
に
で
き
る
大
人
に
な
る
こ
と
で
す
。
他
人
の
為
に
動
く
の

は
、
誰
か
の
役
に
立
ち
、
周
り
の
人
に
居
て
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
人

に
な
り
た
い
か
ら
で
す
。
あ
た
り
前
を
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
は
、
今

の
自
分
が
そ
の
事
に
関
し
て
完
璧
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
今
は
、
う
っ
か
り
忘

れ
た
り
、
め
ん
ど
く
さ
か
っ
た
り
す
る
事
が
多
い
の
で
、
き
ち
ん
と
し
た
大
人

に
な
り
た
い
で
す
。
そ
の
た
め
に
悪
い
癖
を
な
お
し
、
理
想
の
自
分
に
近
づ
い

て
い
き
た
い
で
す
。 

 

ま
ず
優
先
的
に
私
が
今
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
受
験
に
向
け
て
頑
張

る
こ
と
で
す
。
き
ち
ん
と
し
た
大
人
に
な
る
た
め
に
、
一
日
一
日
を
大
切
に
し

て
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
！ 

弱
点
を
強
さ
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

古
川 

晏
鈴 

  

私
の
こ
れ
か
ら
の
決
意
は
、
「
弱
点
を
強
さ
に
す
る
」
で
す
。 

 

こ
の
決
意
は
、
今
ま
で
は
、
こ
れ
は
で
き
な
い
な
と
か
、
こ
れ
は
苦
手
だ
な

と
か
思
っ
て
で
き
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
14
歳
に
な
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
苦
手
な
こ
と
や
、
弱
点
を
克
服
し
て
、
ど
ん
ど
ん
自
分
の
強
さ
へ
と
、
か

え
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。 

 

そ
れ
に
、
も
し
も
自
分
の
苦
手
な
こ
と
や
、
弱
点
を
克
服
し
よ
う
と
が
ん
ば

っ
た
努
力
が
、
自
分
の
強
さ
に
か
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
す
。 

 

こ
の
春
に
私
た
ち
は
、
三
年
生
に
な
る
の
で
、
今
ま
で
の
自
分
の
生
活
を
見

直
し
、
目
標
を
立
て
て
そ
れ
に
向
か
っ
て
が
ん
ば
り
た
い
で
す
。
自
覚
を
も
っ

て
行
動
し
、
生
き
が
い
の
あ
る
人
生
を
送
り
た
い
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
心
身

と
も
に
健
康
で
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

自
分
を
変
え
た
い 

 
  

 
 
 
 

 

小
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捺
未
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今
ま
で
私
は
家
族
の
大
切
さ
、
友
達
の
大
切
さ
を
分
か
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
少
し
友
達
に
対
し
、
不
満
が
あ
る
と
他
の

友
達
に
ぐ
ち
っ
た
り
、
自
分
が
悪
い
の
に
相
手
に
対
し
て
き
つ

い
言
葉
を
言
っ
て
相
手
を
傷
つ
け
た
り
、
今
ふ
り
返
っ
て
み
る

と
幼
稚
だ
っ
た
な
と
情
け
な
く
な
り
ま
す
。 

 

今
ま
で
私
の
考
え
が
間
違
い
だ
と
教
え
て
く
れ
た
の
は
家
族

や
友
達
で
し
た
。
こ
の
家
族
や
友
達
が
い
な
け
れ
ば
今
の
私
は

い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
は
家
族
や
友
達
に
何
も
お
返
し
が
で

き
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
い
つ
か
家
族
や
友
達
が
何
か
で
困

っ
て
い
て
ど
う
し
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
と
き
、
助
け
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
な
自
分
に
な
り
た
い
で
す
。 

 

私
は
ま
だ
ま
だ
変
わ
れ
て
い
な
い
部
分
や
幼
稚
な
部
分
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
ま
わ
り
の
人
と
助
け
あ
い
な
が
ら
自

分
で
変
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
つ
け
て
、
人
の
気
持
ち
が
分
か
る

よ
う
な
大
人
に
な
り
た
い
で
す
。 

            
 

十
四
歳
の
誓
い 

 
 
  

 
 
 
 
 

荒
巻 

侑
夏 

 
 

少
年
式
の
始
ま
り
は
「
元
服
」
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
現
代
の
成
人
式
は
二
十
歳
で
す
が
昔
は
十
四
歳
に
な
れ

ば
も
う
一
人
前
の
大
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
少

年
式
と
い
う
節
目
を
迎
え
私
は
「
自
分
に
厳
し
く
、
強
い
心
を

持
つ
」
と
い
う
誓
い
を
立
て
ま
し
た
。
今
ま
で
の
私
は
自
分
で

何
か
を
決
め
て
も
長
続
き
せ
ず
中
途
半
端
で
終
わ
っ
た
り
、
家

族
や
友
達
に
甘
え
て
ば
か
り
で
し
た
。
友
達
と
勝
負
す
る
と
き

も
、
あ
の
人
に
負
け
て
も
仕
方
が
な
い
、
と
言
い
訳
を
し
て
あ

き
ら
め
て
い
ま
し
た
。
今
思
え
ば
、
す
ご
く
恥
ず
か
し
い
こ
と

だ
と
気
付
き
、
こ
れ
ま
で
の
十
四
年
間
を
反
省
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
の
人
生
、
大
変
な
事
や
つ
ら
い
事
が
た
く
さ
ん
あ

る
で
し
ょ
う
。
常
に
自
分
自
身
を
ラ
イ
バ
ル
だ
と
思
い
自
分
に

負
け
な
い
よ
う
厳
し
く
、
弱
々
し
い
心
は
捨
て
努
力
を
惜
し
ま

ず
成
長
し
て
い
き
た
い
で
す
。
そ
し
て
、
周
り
の
人
へ
の
感
謝

の
気
持
も
大
切
に
し
た
い
で
す
。 

 

少
年
式
を
迎
え
る
自
分
の
目
標 

 

内
田 

早
菜 

 
 
 
 

 

十
四
歳
に
な
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
決
意
を
考
え
る
と
、
こ
ん

な
こ
と
が
思
い
浮
か
び
ま
し
た
。 

 

ま
ず
は
、
自
分
の
意
見
を
は
っ
き
り
と
言
う
こ
と
で
す
。
周

囲
に
な
が
さ
れ
ず
、
自
分
は
自
分
の
意
思
を
強
く
持
っ
て
行
動

し
た
い
で
す
。
た
だ
自
分
の
意
見
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
な

く
、
き
ち
ん
と
周
囲
の
意
見
も
聞
き
、
自
分
は
ど
う
す
べ
き
か

を
一
度
考
え
て
か
ら
、
行
動
に
移
し
た
い
で
す
。
次
に
、
我
慢

す
る
こ
と
で
す
。
進
学
し
、
社
会
に
出
れ
ば
、
我
慢
が
必
要
に

な
る
場
面
は
多
い
と
思
い
ま
す
。 

仲
間
と
協
力
す
る
時
も
、
ど
こ
か
で
我
慢
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
い
つ
我
慢
が
必
要
に
な
っ
て
も
耐
え
ら 

 れ
る
よ
う
、
自
分
を
磨
い
て
い
き
た
い
で
す
。 

 

小
学
校
や
中
学
校
で
の
生
活
を
通
し
て
、
い
く
つ 

つ
も
の
目
標
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
の
目
標
を
、
少
し 

ず
つ
で
も
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
自
分
で
考
え
責
任 

を
持
っ
て
行
動
し
、
周
囲
の
役
に
立
つ
人
に
な
り
た 

い
で
す
。 
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  ３月（弥生）の行事予定   

 
 １日（日）   8:00～  手みやげ事業    神郷公民館 
 ２日（月） 10:00～  子育てサロン      〃 
       19:00～  環境美化部会      〃 
       19:00～  健全育成部会      〃 
 ３日（火） 19:00～  少年補導定例会     〃 
４日（水） 19:00～  運審会         〃 

 ７日（土） 18:30～  老人会長会       〃 
 ８日（日）  9:00～  ドッチビー大会   神郷小学校 
１０日（火） 10:00～  社協理事会     神郷公民館 
１６日 (月)  19:00～  民協定例会         〃 

19:30～  安協支部会       〃 
 １７日（火）       中学校卒業式    中学校 
  ２０日（金）  9:00～  読み聞かせ研修旅行 松山 

               神郷幼稚園卒園式  神郷幼稚園 
２４日 (火)           小学校卒業式    神郷小学校 
       10:00～  老人会総会     神郷公民館   
２５日（水）      小・中学校修了式   小・中学校 
２７日（金） 19:00～  連合自治会長会   神郷公民館                                                

人 

権 

標 

語
（
神
郷
小
）  
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神郷村楠崎の藤田達由が明治２７年に衆議院議員とし

て、そして又野の山下桂策が明治２３年に貴族院議員とし
て活躍。この二人は郷土の代表として中央政界に足跡を残
しているが、交通が十分発達していない明治の時代に二人
はどのような交通手段で、どのルートで上京したのか、時
代が明治・大正・昭和と移るにつれ、交通も段々と発達す
るが、この地方における陸・海・空路の交通の発達状況に
ついて整理してみたい。 
まず、速くて快適な航空路は、松山空港が開設し飛行機

が就航したのは、藤田達由や山下桂策が上京して登院し活
躍していた明治の時代からは７０数年後のことであった。 
それでは陸路はどうなのか、まず鉄道ですが、日本の鉄

道が開業したのは「汽笛一声新橋を・・・」の歌があるよ
うに、明治５年（１８７２）９月に東京の新橋―横浜間に
列車が走ったのが最初であるが、それから鉄道網の伸張は
東西南北に急成長、明治末期までにほぼ全国の幹線網が完
成するわけであります。しかし、この四国方面について
は、山陽鉄道が高松の対岸の宇野駅まで開通し、宇高航路
が開業したのは明治４３年（１９１０）６月で、これと同
時に高松桟橋駅が開設されております。最初は讃岐鉄道と
呼ばれていた予讃線も西進。大正１０年（１９２１）６月
に西条までが開通し、多喜浜駅・新居浜駅も開業しました
が、わが国に鉄道が敷かれた明治５年から実に５０年後の
ことであります。そして、この陸路も二人が活躍していた
時代から２７年後のこととなります。 
このように空路もさることながら、陸路も中央に比較し

てはるかに遅れているところですが、愛媛県では陸上交通
の発達が遅れたのに対して、海上方面では目ざましい発展
が見られます。 
この地区では、明治２７年（１８９４）１月から住友汽

船部が新居浜―尾道（今治・四坂島に寄港）の航路を開始
したのを初めとして諸航路が開設され、瀬戸内海の海上交
通が著しく活況を呈するようになりました。 
二人もこの航路を利用し、尾道へ渡れば鉄道がいち早く

開通していた山陽線・東海道線を乗り継いで東京へ行くの
も可能でありました。二人はこの交通手段・このコースで
上京したものと考えられます。しかし、この時代には、こ
の地区から新居浜の御代島の沖合に停泊している船に乗る
ために、新居浜港まで行くのは大変難儀でありました。 
古い書類に「昭和初期の新居浜町は、戸数僅かに三千戸

の町で、道路といえば東西に曲がりくねった道が一本だけ
で、全く話しにならない町であった。」と記述があります
が、ましては明治の時代は、川東の道の状況ははるかに悪
く、道も十分に整備されておらず、また国領川には一本の
橋も無い時代であります。二人はどの道を通ってどのよう
にして、船に乗るために新居浜の港までいったのか、検証
して見たいと思います。続きは次にします。 

まちづくり委員会より 

うどん作り研修 
  

 ２月１５日（日）神郷まちづくり委員会健全育成部さん

と有志の方２１名で丸亀の中野うどん学校で本場手打ちう

どんの作り方を伝授して頂き 

ました。タンバリンを鳴らし 

ながら歌謡曲に合わせて混ぜ 

たり、捏ねたり、足踏みした 

り軽快に作業が進みました。 

いつもの健全育成部お手製 

うどんよりこしが強く釜揚げ 

うどんの味は最高でした。 

桜の植樹  

昨年度に引き続き神郷校区まちづくり事業の一環とし

て環境美化部さんが中心となって、２月２５日公益財団法

人日本さくらの会から頂いた桜の苗木を神郷幼稚園年長児

さん約４0名が植樹しました。卒園記念になるようにと植

えた苗木にそれぞれの名前を書いたプレートもつけまし

た。 

 

明治の時代、上京するための 

交通手段・コース（その2） 

 

  

おめでとうございます！ 

祝 公民館活動功労者表彰 
  

２月２８日に開催されました

第５５回新居浜市公民館研究大

会において鈴木義博さん（田の

上）に長年にわたる公民館活動

の推進にご尽力していただいた

ことの功績を称え感謝状が贈呈

されました。おめでとうござい

ました。 

 

 

。 
 

祝 愛媛サッカー大賞 

日本代表選手育成賞 
  

２月１５日に神郷サッカースクールさんが愛媛サッカー

協会より愛媛県史上初の日本代表選手・福西崇史資氏が在

籍し、代表選手へと成長する礎になられたことの功績を称

え表彰されました。おめでとうございました。 

 


