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神
郷
俳
句
教
室 

 

日
足
伸
ぶ
今
日
は
外
で
の
仕
事
か
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俶
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友
集
い
令
和
の
春
に
ラ
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や
新
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服
光
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山
百
合
の
香
り
深
々
山
の
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大
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や
男
女
ペ
ア
―
に
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修
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朝
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の
一 い

ち

カ
ラ
ッ
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の
光
り
野
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

永
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千
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卓
上
に
眼
鏡
歳
時
記
去
年
今
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椿
落
つ
静
か
な
庭
の
時
流
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や
わ
ら
か
な
光
広
が
る
冬
座
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安
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由
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杖
音
は
母
の
リ
ハ
ビ
リ
去
年
今
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市
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由
紀
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海
風
に
百
貫
の
大
根
干
す
島
の
寺 

阪
上 

史
琅 

 

神郷公民館 
 46-1181 

koukou@city． 

niihama.ehime.jp 

 

 

神郷校区の人口 
人 口   9,881人 
（男）    4,780人 
（女）    5,101人 
世帯数    4580世帯 

令和元年12月末現在 

神
郷 

 
公
民
館
だ
よ
り 

 川
東
中
学
校
２
年
生 

少
年
の
日
を
迎
え
る
決
意
作
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市
原 

涼
帆 

 

私
は
、
一
四
歳
に
な
る
と
と
も
に
、
自
分
の
行
動
に
責
任
を
も
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う

に
な
り
た
い
。 

 

今
の
私
は
、
片
付
け
を
忘
れ
る
な
ど
家
族
に
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
で

す
。
直
さ
な
い
と
い
け
な
い
、
と
思
い
な
が
ら
も
、
な
か
な
か
簡
単
に
は
直
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
う
い
う
考
え
方
を
や
め
て
、
自
分
が
使
っ
た
物
は
片
付
け
て
、
汚
し
て
し
ま
っ

た
所
は
掃
除
す
る
な
ど
、
当
た
り
前
の
こ
と
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

ま
た
私
は
、
人
に
優
し
く
接
し
て
助
け
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
た
い
で
す
。
一
四

歳
ま
で
の
頃
は
、
自
分
の
こ
と
だ
け
で
精
一
杯
だ
っ
た
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
と
大
人
に
な
る

に
つ
れ
て
、
周
囲
を
よ
く
見
て
、
困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
助
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
た

い
で
す
。
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
て
、
優
し
い
心
で
接
し
た
い
で
す
。 

大
人
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
責
任
感
を
も
つ
こ
と
の
大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
は
責
任
を
も
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
で
す
。
そ
し
て
、
両
親

に
感
謝
し
た
い
で
す
。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊
東 

一
道 

 

僕
は
こ
の
少
年
の
日
を
境
に
、
物
事
を
す
ぐ
に
諦
め
、
継
続
で
き
な
い
自
分
を
変
え
た

い
と
思
い
ま
す
。 

ま
ず
、
部
活
動
の
取
組
を
見
直
し
た
い
で
す
。
す
ぐ
に
ボ
ー
ル
を
追
い
か
け
る
こ
と
を

諦
め
て
し
ま
っ
た
り
、
体
幹
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
を
継
続
し
て
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
り
す
る
、
意
思
の
弱
い
自
分
を
変
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
何
事
で
も
諦

め
ず
に
何
度
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
色
々
な
事
を
継
続
し
て
努
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
強
い

人
に
な
り
た
い
で
す
。
僕
は
そ
う
い
う
人
た
ち
の
、
弱
音
な
ど
を
あ
ま
り
吐
か
ず
、
ひ
た

む
き
に
努
力
す
る
姿
を
す
ご
く
尊
敬
し
て
い
ま
す
。
僕
は
今
、
サ
ッ
カ
ー
部
の
キ
ャ
プ
テ

ン
な
の
で
、
自
ら
の
正
し
い
行
動
で
チ
ー
ム
を
ま
と
め
て
い
く
、
心
の
強
さ
を
育
て
た
い

で
す
。 

僕
は
こ
れ
か
ら
、
継
続
し
て
努
力
す
る
こ
と
を
忘
れ
ず
、
何
事
も
諦
め
ず
に
頑
張
っ
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
継
続
は
力
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
信
じ
、
勉
強
や
部

活
動
に
お
い
て
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
崎
藍
衣 

 

「
少
年
の
日
」
。
一
四
歳
を
迎
え
る
年
に
、
将
来
の
志
を
立
て
、
立
派

な
大
人
に
な
る
自
覚
を
も
つ
日
だ
と
あ
り
ま
し
た
。
で
も
私
に
は
、
「
立

派
な
大
人
」
と
は
何
な
の
か
あ
ま
り
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
聞
か

れ
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
に
は
答
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

子
ど
も
か
ら
大
人
に
な
る
。
こ
れ
は
と
て
も
大
き
な
こ
と
で
す
。
な
の

に
、
自
分
が
考
え
る
立
派
な
大
人
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
人
は
、
そ
れ
こ

そ
「
立
派
な
大
人
」
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
い
ま
す
。

だ
っ
た
ら
、
私
の
考
え
る
「
立
派
な
大
人
」
と
い
う
の
は
、
様
々
な
こ
と

を
他
の
人
が
考
え
た
言
葉
で
片
付
け
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
考
え
、
判

断
で
き
る
人
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。 

 

少
年
の
日
を
迎
え
る
私
の
決
意
は
、
「
自
分
で
考
え
る
こ
と
」
が
で
き

る
人
に
な
る
こ
と
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ
と
し
て
も
、
自
分
で
考
え

た
「
立
派
な
大
人
」
に
な
る
た
め
の
こ
の
決
意
を
、
大
切
に
守
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。 

岩
崎 

希
美 

 
 

物
事
を
最
後
ま
で
で
き
な
い
。
途
中
で
投
げ
出
し
て
し
ま
う
。
そ
ん 

 

 

な
私
は
、
何
も
成
し
遂
げ
た
こ
と
が
な
い
。
続
け
よ
う
と
す
る
と
、
苦 

 

し
く
な
っ
て
続
け
ら
れ
な
く
な
る
。
逃
げ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
今
思
っ 

 

 

た
。
こ
れ
以
上
無
責
任
で
い
た
く
な
い
。
何
か
一
つ
達
成
し
て
満
足
し
た 

 

 

い
。
今
度
こ
そ
自
分
の
力
で
「
自
分
」
を
変
え
よ
う
と
思
っ
た
。 

 
 

始
め
は
苦
労
の
連
続
だ
ろ
う
。
私
は
。
「
自
覚
・
立
志
・
健
康
」
を 

 

胸
に
、
日
々
生
活
し
て
い
く
事
に
決
め
た
。
可
能
性
を
広
げ
、
弱
く
甘 

 

い
自
分
を
見
直
し
て
い
く
た
め
に
。
そ
し
て
、
正
し
く
美
し
い
大
人
に 

 

な
る
た
め
に
。
止
め
な
い
た
め
に
。 

 
 

私
は
今
の
自
分
が
大
嫌
い
だ
。
心
身
と
も
に
弱
い
私
は
、
無
責
任
で 

 

す
ぐ
あ
き
ら
め
よ
う
と
す
る
。
こ
ん
な
私
に
希
望
が
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ 

 
に
す
が
り
た
い
。
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
だ
か
ら
。
変
わ
る
。
今
ま
で
の
私 

 
を
正
し
く
立
て
直
し
。
美
し
い
大
人
へ
と
導
く
。
私
が
私
と
い
う
一
人 

 

の
人
間
を
作
り
出
す
。
そ
し
て
、
輝
く
私
を
好
き
に
な
り
た
い
。
こ
れ 

 

が
人
生
最
大
の
望
み
だ
か
ら
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩
崎 

迅 
 

 

自
分
は
一
四
歳
に
な
っ
た
気
が
せ
ず
、
将
来
の
事
も
考
え
て
い
な
か 

 

っ
た
の
で
、
一
四
歳
の
け
じ
め
を
書
き
ま
す
。 

 
 

自
分
は
小
学
生
の
頃
か
ら
喧
嘩
っ
早
く
て
、
い
つ
も
い
ろ
い
ろ
な
人
に 

 

迷
惑
を
か
け
て
い
ま
し
た
。
で
も
一
四
歳
に
な
る
と
法
な
ど
に
触
れ
る 

 

だ
け
で
な
く
、
親
や
周
り
の
人
を
心
配
さ
せ
て
し
ま
う
た
め
、
喧
嘩
し 

 

な
い
と
決
意
し
ま
す
。 

 
 

今
ま
で
何
度
も
喧
嘩
し
て
き
た
け
ど
、
一
つ
も
良
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ 

 

 

ん
で
し
た
。
母
が
何
度
も
頭
を
下
げ
て
く
れ
、
後
悔
し
て
、
で
も
結
局 

 

我
慢
で
き
ず
に
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ず
っ
と
迷
惑 

 

を
か
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
「
絶
対
に
喧
嘩
は
し
な
い
」
と
中
学
２
年
生 

 

の
時
に
心
に
決
め
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
ふ
ざ
け
て
遊
ん
で
い
て
、
友
達
を 

 

怪
我
さ
せ
て
し
ま
い
、
ま
た
母
に
頭
を
下
げ
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 
 

こ
の
少
年
の
日
を
き
っ
か
け
に
、
喧
嘩
も
悪
ふ
ざ
け
も
、
親
を
心
配 

 

さ
せ
る
こ
と
も
一
切
し
な
い
。
今
度
こ
そ
、
そ
う
心
に
強
く
誓
い
ま
す
。 

人 

権 

標 

語
（
神
郷
小
）  

 

変
わ
る
の
は 

ま
わ
り
じ
ゃ
な
く
て 

自
分
か
ら 

６
年 

田
中 

心
菜
（
こ
こ
な
） 

 

 

伝
え
よ
う 

感
謝
の
気
持
ち 

「
あ
り
が
と
う
。
」 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６
年 

伊
藤 

葵
（
あ
お
い
） 

 

 

思
い
出
い
っ
し
ょ
に
作
ろ
う
よ
。
一
人
じ
ゃ
な
い
か
ら
、 

 

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
。 

６
年 

永
易 

咲
夏
（
さ
い
か
） 

  

受
け
と
め
よ
う 

考
え
方
は
ち
が
っ
て
も 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６
年 

渡
邊 

未
菜
（
み
な
） 
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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） 19:00～  健全育成部会        〃 
      19:30～  環境美化部会        〃 

 ４日（水） 10:00～  子育てサロン        〃 
       19:00～  運審会           〃 
 ６日（金） 19:30～  少年補導定例会       〃 
 ７日（土） 19:00～  老人クラブ定例会      〃 
 ９日（月） 19:00～  社協理事会         〃 
１３日（金） 13:30～  読み聞かせ反省会     〃 
１６日（月）  19:00～   民児協定例会           〃 
１７日（火）       川東中学校卒業式     川東中学校            
１９日（木）       神郷幼稚園卒園式     神郷幼稚園 

  ２３日（月）       連合自治会長会      神郷公民館     
 ２４日（火） 19:00～  学校開放委員会      神郷公民館 
              神郷小学校卒業式    神郷小学校 
              老人クラブ総会     神郷公民館 
  ２５日（水）       小・中学校修了式     〃 
２７日（金）  18:00～  まちづくり総会＆懇親会 神郷公民館 
              
                                                

多喜浜駅が開通・開業して 

 間もなく100周年（その２） 
 

 

 

                 南海駅と駅家 
 

 

 

 

 

古代の交通路 
 

大正10年（１９２１）に多喜浜駅が開通・開業して99

年、来年の令和３年に100周年の記念の年を迎えます。同じ

年には、土居駅から多喜浜駅・新居浜駅・中萩駅・西条駅

までが開通しました。 

国鉄予讃線の土居から西条へのルートについては、早く

からこの地方において、どこに駅を設けるか議論されてい

たのでありますが、西条は江戸時代から西条藩三万石の城

下町として、この地方の政治経済の中心地であったことか

らも別格でありました。そこで新居郡において、どこに駅

を設けるかが問題になっていました。最初は土居から船木

を通して、東城あたりに駅をつくるのが有望でした。その

理由の一つとして『太政官
だいじょうかん

道
どう

』があげられるのでありま

す。統一国家そしてはじめて701年（大宝元）に、国をおさ

める大宝
たいほう

律令
りつりょう

が完成しました。そして律令に基づいて政治

を行う律令国家は、中央と諸国との連絡を緊密にし、中央

集権的な支配体制を維持するため、全国に首都と各地の国

府を結び五畿七道の太政官道をつくりました。官道には30

里（16キロ）ごとに駅家
う ま や

が儲けられ、駅家におかれた駅馬

は緊急時の連絡や公務で往来する官人のみが使用でき、ま

た駅には旅宿・関所などが設けられました。 

伊予の国への南海道は淡路国から四国に入り、阿波国府

・讃岐国府を経て、伊予国府にはそのまま西進し、伊予国

内にはそのルートに大岡・近井・新居（新居浜市中村字松

木付近）・周敷・越智の六駅がおかれました。国道を設け

るのもしかり、鉄道をつくるのにもこの古代の官道の定め

が歴史的繋がりとして強くあげられるのであります。 

駅の設置場所については、当初は前述のとおり市域南部

の太政官道のルートを通過させる計画でありましたが、新

居浜町などが海岸に住友の工場があり、別子銅山の粗
あら

銅
がね

を

積み出す港があることなど沿海町村の死活問題として海岸

線設置を陳情しました。時の知事・郡長もまたこれに同

調、国鉄技術陣もその趣意の妥当なることを認めました。

しかし当時多喜浜では塩田が栄えており、国策として多喜

浜駅をつくる必要性から次の駅は、もめにもめた最終結果

として、多喜浜駅から西進した当時の新居郡泉川村（現坂

井町）に設けることになりました。このため、新しい駅の

設置場所については、すでに町として繁栄していた臨海部

や山麓部と比べ、人家もまばらな水田と畑の地に落ちつい

たのであります。今から100年前の新居浜駅が決まるまでの

話であります。現在では、新居浜駅周辺は市の玄関口とし

ての重要性から、本市の中心的な役割を担う新都市拠点と

して都市機能の充実が進められています。 

 

 

神郷まちづくり委員会活動報告 

お手玉・けん玉遊び大会  安全安心部 
  

 1月25日神郷公民館で安全安心部主催のお手玉・けん

玉遊び大会が小学生から高齢者まで約100名の参加で開催

されました。けん玉・ヨーヨーお手玉等の名人さんによる

パフォーマンスの後、指導を受けました。会場では、歓声

やため息があがり楽しい一日をすごしました。 

 

 

 

 

 

忠魂碑作業  環境美化部 
戦没者を祀っている「忠魂碑」がある広場を環境美化部

員が中心となって整備作業を進め紫陽花祭りが開催できる

ほどになりましたが、高齢者等が憩いの場として利用する

のに山道が急斜面のため手すりを補充し階段を付け、休憩

用のベンチも設置することになりました。2月9日各自治会

員さんとまちづくり委員会約50名で作業をしました。もう

すぐ春です。忠魂碑広場に出かけてみませんか。 

 

 

 
 

おめでとうございます！ 

祝 公民館活動功労者表彰 
 

２月２２日に開催されました第６０回新居浜市公民館研

究大会において、公民館活動功労者として新居浜市教育委

員会教育長より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られ表彰されました。おめ

でとうございました。 

    公民館活動功労者 

藤原 説夫さん（連合自治会長） 
 

    学校開放運委員会の開催について 

日時 令和２年3月24日（火） 19:00～ 

場所 神郷公民館 学習室  

※日頃、神郷小学校及び川東中学校のグラウンド、体育館

等を使用されている団体さん対象の年に一度の会です。

代表者の方が出席できない場合は代理の方の出席をお願

いします。 

 

 

 

 

 

 


