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Ｊ
Ｒ
新
大
阪
駅
の
高
架
下
に
あ
る
Ｊ
Ｒ

東
海
ユ
ニ
オ
ン
関
西
地
方
本
部
の
会
議
室

で
「
謹
賀
新
年
」
の
ポ
ス
タ
ー
を
見
せ
て

い
た
だ
い
た
。
２
０
２
０
年
、
組
合
の
掲

示
板
に
貼
る
大
阪
第
一
運
輸
所
分
会
の
も

の
だ
と
い
う
。
イ
ラ
ス
ト
は
新
幹
線
。
運

転
席
の
窓
か
ら
「
令
和
」
と
い
う
文
字
を

挟
ん
で
か
わ
い
い
男
女
の
運
転
士
が
顔
を

出
し
て
い
る
。
目
を
引
い
た
の
は
「
謹
賀

新
年
」
の
文
字
が
の
び
や
か
で
力
強
か
っ

た
か
ら
だ
。
律
義
さ
、
芯
の
強
さ
を
も
感

じ
さ
せ
る
字
で
あ
る
。

こ
れ
を
書
い
た
の
は
、
Ｊ
Ｒ
東
海
ユ
ニ

オ
ン
関
西
地
方
本
部
大
阪
第
一
運
輸
所
分

会
の
河
嶋
侑
華
さ
ん
。
東
海
道
新
幹
線
の

運
転
士
だ
。
東
京—

新
大
阪
間
を
最
高
時

速
２
８
５
キ
ロ
で
つ
な
い
で
い
る
。

絵
を
描
く
よ
う
に
字
を
書
く

河
嶋
さ
ん
が
〝
習
字
〟
を
習
い
始
め
た

の
は
３
歳
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
頃

の
記
憶
は
な
い
。
た
だ
、
先
生
が
見
本
に

書
い
て
く
れ
た
縦
の
線
と
右
の
払
い
の
組

み
合
わ
せ
が
字
で
は
な
く
絵
に
見
え
て
楽

し
く
な
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

「『
永
字
八
法
』
な
ん
て
い
わ
れ
ま
す
が
、

書
に
必
要
な
８
つ
の
技
法
を
習
っ
て
い
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
書
い
た
右
の

払
い
に
縦
の
線
を
足
す
と
ど
う
見
て
も
ハ

イ
ヒ
ー
ル
に
見
え
て
し
ま
う
（
笑
）。
だ
か

ら
、
私
は
絵
を
写
す
よ
う
に
字
を
書
い
て

い
ま
し
た
」

小
学
校
６
年
生
の
と
き
に
書
道
塾
で
高

等
部
師
範
を
取
る
。
高
校
生
を
指
導
で
き

る
免
許
状
だ
。
し
か
し
、中
学
で
バ
ス
ケ
ッ

ト
部
に
入
っ
た
の
を
機
に
習
字
の
稽
古
は
、

あ
っ
さ
り
辞
め
て
し
ま
っ
た
。

「
部
活
が
忙
し
か
っ
た
か
ら
…
…
。
も
っ

た
い
な
い
と
い
う
気
持
ち
は
、
ま
っ
た
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
ね
。
で
も
、
筆
を
持

つ
の
は
好
き
だ
っ
た
の
で
、
時
々
、
気
ま

ま
に
書
い
て
は
い
ま
し
た
」

同
じ
字
を
同
じ
書
体
で
書
い
て
も
、
書

く
人
に
よ
っ
て
個
性
が
出
る
。
そ
の
日
の

気
分
に
よ
っ
て
も
字
は
違
う
顔
を
見
せ
る
。

「
書
き
た
い
な
」
と
思
っ
た
と
き
に
筆
を
取

る
と
、
う
れ
し
く
な
る
ほ
ど
よ
い
出
来
映

え
の
作
品
が
書
け
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る

の
だ
と
い
う
。

そ
ん
な
河
嶋
さ
ん
が
も
う
一
度
、
書
に

向
き
合
お
う
と
思
っ
た
の
は
、
大
学
に
進

学
し
て
か
ら
だ
。
小
学
校
教
員
養
成
課
程

に
進
ん
だ
の
は
、
子
ど
も
の
頃
に
書
の
基

本
を
指
導
し
て
く
れ
た
書
道
塾
の
先
生
の

影
響
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

「
専
門
が
芸
術
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
中
で

一
番
や
り
た
い
も
の
を
選
ん
だ
ら
、
当
然

の
よ
う
に
書
道
に
な
り
ま
し
た
」

実
技
試
験
の
と
き
、
擂す

っ
た
墨
を
焼
き

豚
の
タ
レ
の
容
器
に
入
れ
て
持
っ
て
い
っ

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
笑
い
な
が
ら
披
露
し
て

く
れ
た
。

「
周
り
の
学
生
た
ち
は
立
派
な
専
用
容
器

を
使
っ
て
い
た
ん
で
す
。
私
の
墨
は
焼
き

豚
の
タ
レ
の
に
お
い
が
混
じ
っ
て
し
ま
い
、

ち
ょ
っ
と
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
け
れ
ど
、
そ

れ
で
緊
張
が
解
け
た
か
ら
よ
か
っ
た
か
も

…
…
」

大
学
時
代
は
グ
ル
ー
プ
展
な
ど
に
も
積

極
的
に
参
加
し
た
。『
古
今
和
歌
集
』
の
最

古
の
写
本
と
い
わ
れ
る
高
野
切
を
ま
ね
て
、

か
な
で
宮
沢
賢
治
の
『
銀
河
鉄
道
』
の
一

節
を
書
い
た
り
し
た
。
墨
と
か
な
だ
け
で

な
く
〝
何
か
〟
を
プ
ラ
ス
し
て
視
覚
に
訴

え
た
い
と
、
黒
い
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
に
金
墨

汁
で
詩
を
書
い
て
、
後
ろ
か
ら
光
を
当
て

る
な
ど
実
験
的
な
試
み
も
や
っ
て
み
た
。

就
職
活
動
の
時
期
が
や
っ
て
き
た
。
教

師
に
な
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
友
達
に
誘

わ
れ
て
訪
れ
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
、

電
車
の
運
転
士
に
な
っ
た
先
輩
の
話
を
聞

い
た
。そ
れ
ま
で
電
車
に
も
運
転
に
も
ま
っ

た
く
興
味
は
な
か
っ
た
が
、
と
に
か
く

「
か
っ
こ
い
い
な
」
と
思
っ
た
。

運
転
士
と
書
道

類
似
す
る
緊
張
感

そ
し
て
、
今
、
河
嶋
さ
ん
は
、
東
海
道

新
幹
線
の
運
転
士
を
し
て
い
る
。
新
幹
線

の
ハ
ン
ド
ル
を
初
め
て
握
っ
た
と
き
の
緊

河
か わ

嶋
し ま

侑
ゆ

華
か

さん

書道の醍醐味は
緊張と集中、そして「余白」

ＪＲの
たち

JR東海ユニオン関西地方本部
大阪第一運輸所分会

コーナータイトルの「匠」の字は、今回新たに河嶋さんに書き下ろしていただきました。
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張
と
感
動
は
一
言
で
は
語
れ
な
い
。

「
約
１
３
０
０
人
の
お
客
様
を
乗
せ
た
新

幹
線
が
動
い
た
時
の
こ
と
は
、
今
も
心
と

体
が
し
っ
か
り
覚
え
て
い
ま
す
。
責
任
の

あ
る
仕
事
だ
と
実
感
し
ま
し
た
」

職
場
に
も
慣
れ
た
頃
、
彼
女
の
書
道
の

腕
前
を
知
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
セ
ク
シ
ョ

ン
か
ら
、
依
頼
が
舞
い
込
む
よ
う
に
な
る
。

昨
年
の
夏
は
畳
１
枚
弱
の
全
紙
に
「
酷
暑　

夏
期
輸
送
完
遂　

感
謝
」
と
書
い
た
。
新

幹
線
に
見
立
て
て
書
か
れ
た
「
感
謝
」
と

落
ち
着
い
た
「
夏
期
輸
送
完
遂
」
の
文
字

の
バ
ラ
ン
ス
は
絶
妙
だ
。

「
誰
し
も
字
を
書
く
と
き
は
、
大
き
さ
や

形
を
考
え
る
け
れ
ど
、
一
番
大
切
な
の
は

〝
余
白
〟
な
ん
で
す
。
指
導
教
授
は
〝
必
要

後
の
線
路
を
頭
の
中
に
思
い
浮
か
べ
た
ら
、

そ
の
線
路
は
い
つ
の
ま
に
か
筆
が
描
く
２

本
の
線
に
な
っ
た
。
そ
の
筆
致
は
、
勢
い

よ
く
、か
す
れ

な
が
ら
も
ど

こ
ま
で
も
続

い
て
い
た
。

白
〟
と
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
（
笑
）。
最
近
、

私
は
、
仕
事
に
も
こ
の
余
白
が
必
要
だ
と

思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

東
京
か
ら
新
大
阪
ま
で
「
一
本
の
新
幹

線
を
動
か
す
」
た
め
に
は
、
車
掌
を
は
じ

め
周
囲
の
人
た
ち
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
人
の
力
が
合
わ
さ
っ
て
見
事
に

遂
行
で
き
た
と
き
、
そ
の
仕
事
は
適
度
な

余
白
を
つ
く
り
、
き
れ
い
に
枠
に
は
ま
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
書
と
運
転

の
共
通
点
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
。

「
た
と
え
ば
、『
一
』
と
い
う
字
を
書
く
と

き
の
書
き
始
め
と
最
後
の
緊
張
感
と
集
中

力
。
こ
れ
は
、
新
幹
線
を
ブ
レ
ー
キ
で
停

車
さ
せ
る
と
き
の
感
覚
と
似
て
い
ま
す
ね
。

う
ま
く
い
っ
た
と
き
に
自
ら
を
振
り
返
る

気
持
ち
の
流
れ
も
同
じ
で
す
」

河
嶋
さ
ん
は
、
気
持
ち
と
時
間
に
余
裕

が
あ
る
と
、
無
性
に
筆
を
持
ち
た
く
な
る

と
い
う
。字
を
書
く
こ
と
で
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

で
き
る
と
い
う
。
こ
こ
が
運
転
と
は
異
な

る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
最
後
に
好
き
な
漢
字

を
聞
い
た
ら
、
す
か
さ
ず
「
轍
」
と
い
う

答
え
が
返
っ
て
き
た
。
轍
は
通
過
す
る
車

の
輪
、
輪
の
跡
の
こ
と
だ
。

「
画
数
が
多
い
漢
字
の
ほ
う
が
書
き
や
す

い
ん
で
す
よ
。
職
場
で
も
、
こ
の
字
を
書

い
て
ほ
し
い
と
い
う
リ
ク
エ
ス
ト
が
多
い

で
す
ね
」

河
嶋
運
転
士
の
新
幹
線
が
走
り
去
っ
た

「酷暑 夏期輸送完遂」の際に制作された書の制作風景。

顔彩絵の具など色も自由に取り入れ
るのが、河嶋さんの書道スタイル。

愛用の硯と大・中・小の筆たち。
作品に応じて使い分けられている。

年季の入った「印泥」と呼ばれる
朱肉と印。

所属する大阪第一運輸所分会の依頼で制作された2020 年謹賀新年ポスター。所属する大阪第一運輸所分会の依頼で制作された2020 年謹賀新年ポスター。

子どもの頃練習していた
書道の右の払い。縦の線
を足すと、たしかにハイ
ヒールに見える。


