
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

あ
の
東
日
本
大
震
災
は

決
し
て
他
人
事
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
被
災
地
へ
の
支

援
活
動
は
大
切
な
こ
と
で

す
。
私
た
ち
も
義
援
金
活
動

は
も
と
よ
り
、
被
災
地
で
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
、
福
島

キ
ッ
ズ
と
の
交
流
事
業
な
ど
を
通

し
て
、
風
化
さ
せ
ず
に
、
被
災
地
の
皆

様
の
気
持
ち
に
寄
り
沿
っ
た
支
援
活
動
を
推

進
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
公
民
館
は
何
を
し
て
い
る
の
、

公
民
館
活
動
っ
て
必
要
な
の
…
そ
ん
な
声
を
聞
く

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
人
で
も
多
く
の
皆
様
に
公三世代交流事業によるしめ縄づくり

◆
は
じ
め
に

　

私
た
ち
の
ふ
る
さ
と
保
内
町
川
之
石
。
人
口
は

約
３
，
１
０
０
人
。
世
帯
数
１
，
１
５
０
戸
。
高
齢

化
率
３
１
．
４
％
（
男
２
６
．
３
％
・
女
３
６
．

０
％
）
で
、
江
戸
末
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
海

運
や
鉱
山
、
木
蝋
、
養
蚕
、
金
融
そ
し
て
紡
績
な
ど

の
近
代
産
業
で
栄
え
て
き
ま
し
た
。
明
治
11
年
に

は
四
国
で
２
番

目
、
全
国
で
29

番
目
の
銀
行
が

創
業
さ
れ
、
四

国
で
最
初
に
設

立
し
た
紡
績
工

場
で
は
、
い
ち

早
く
自
家
発
電

に
よ
る
電
燈
が

灯
さ
れ
、
四
国

で
最
初
に
電
燈

が
灯
っ
た
町
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

進
取
の
気
風
あ
ふ
れ
た
土

地
柄
で
、
先
人
た
ち
が
英
知

を
結
集
し
て
今
日
の
繁
栄
を

築
い
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

◆
地
域
と
共
に
歩
む
公

民
館
活
動
め
ざ
し
て

　
「
集
う
・
学
ぶ
・
繋
が
る
」

場
で
あ
る
べ
き
公
民
館
で
す

が
、
残
念
な
が
ら
私
た
ち
の

川
之
石
地
区
に
は
、
活
動
の

拠
点
と
も
な
る
べ
き
公
民
館

施
設
が
あ
り
ま
せ
ん
。
市
内
の
教
職
員
住
宅
の
研

修
施
設
を
借
り
て
、
館
長
（
非
常
勤
）
主
事
、
主
事

補
の
３
人
が
勤
務
し
て
お
り
、
年
間
を
通
じ
て
次

の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

・ 

公
民
館
祭
り（
地
域
活
性
化
に
向
け
て
の
起
爆
剤
）

・ 
盆
踊
り
大
会
（
今
年
で
41
回
目
を
迎
え
ま
し
た
）

・ 
年
２
回
の
川
之
石
を
き
れ
い
に
す
る
運
動
（
37
年

も
続
い
て
い
ま
す
）
と
花
い
っ
ぱ
い
運
動

・
子
ど
も
共
同
生
活
体
験
学
習
事
業「
や
ん
ち
ゃ
村
」

・
三
世
代
交
流
会
（
し
め
縄
づ
く
り
と
餅
つ
き
）

・
東
日
本
大
震
災
被
災
地
へ
の
支
援
活
動

・
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及

・
毎
月
発
行
の
公
民
館
報

　

そ
し
て
、
学
社
連
携
・
融
合
事
業
と
し
て
の
家

庭
教
育
学
級
の
開
設
や
各
種
団
体
と
の
共
催
事
業
、

ま
た
、
小
学
校
運
動
会
や
中
学
校
文
化
祭
な
ど
に

は
、
公
民
館
を
あ
げ
て
応
援
し
て
い
ま
す
。
地
元
の

川
之
石
高
校
の
活
躍
や
行
事
な
ど
も
、
公
民
館
報

で
紹
介
し
て
お
り
、
学
校
教
育
と
社
会
教
育
が
コ

ラ
ボ
し
な
が
ら
、
住
民
参
加
型
の
公
民
館
活
動
を

赤レンガ倉庫ともっきんロード

特集 ❻

”私
の
ふ
る
さ
と
“
と

　

公
民
館
活
動

川
之
石
地
区
公
民
館　

主
事

　

菊
池
　
敏
和 

（
八
幡
浜
市
）
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公民館が引っ張る
新たな地域づくり

特 集

民
館
を
理
解
し
て
ほ
し
い
し
、
参
加
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
そ
の
た
め
に
公
民
館
は
何
を
す
べ
き
で

し
ょ
う
か
。
住
民
が
主
役
の
公
民
館
活
動
と
あ
わ

せ
て
、
地
域
の
良
さ
の
再
発
見
、
歴
史
や
文
化
を
後

世
に
伝
え
る
こ
と
も
、
大
切
な
役
割
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

◆
明
治
の
面
影
を
色
濃
く
残
す

　
町
並
み
と
保
存
活
用

　
“
ハ
イ
カ
ラ
な
町
”
川
之
石
に
は
、
近
代
化
を
支

え
て
き
た
産
業
遺
産
が
数
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、

明
治
の
町
並
み
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
町

内
外
か
ら
年
間
、
１
，
５
０
０
人
の
方
々
が
訪
れ

て
、
町
を
散
策
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
の
登
録
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
愛 やんちゃ村での自然散策

形
成
の
場
と
し
て
、
ふ
る
さ
と
川
之
石
の
歴
史
と

文
化
を
語
り
継
ぐ
施
設
と
し
て
整
備
さ
れ
、
さ
ら

に
は
、
地
域
活
性
化
の
切
り
札
と
し
て
実
現
化
さ

れ
る
こ
と
を
切
に
願
う
も
の
で
す
。

◆
こ
れ
か
ら
の
公
民
館
活
動

　

亀
は
自
分
の
ね
ぐ
ら
を
掘
る
と
き
、
自
分
の
身

の
丈
に
合
う
だ
け
の
穴
し
か
掘
ら
な
い
そ
う
で
す
。

“
ひ
と
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
”
を
担
う
公
民
館
活

動
は
、
そ
れ
で
は
だ
め
な
の
で
す
。
人
と
人
が
ふ
れ

あ
い
な
が
ら
、
地
域
で
、
そ
し
て
家
庭
で
、
人
を
思

い
や
る
教
育
力
の
向
上
を
め
ざ
す
の
が
、
公
民
館

活
動
の
原
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

常
に
住
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
が
ん
ば
る
人
を

応
援
し
な
が
ら
、
住
民
の
幸
せ
を
追
求
し
て
い
く

公
民
館
活
動
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。

公民館まつりでの”うみほたる”被災地の復旧・復興
を祈念して

媛
蚕
種
（
西
日
本
で
唯
一
の
蚕
種
製
造
会
社
）
を
は

じ
め
、
明
治
30
年
代
の
建
築
物
で
あ
る
“
白
石
和

太
郎
洋
館
”
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
“
美
名

瀬
橋
”
全
長
３
５
０
ｍ
の
遊
歩
道
“
も
っ
き
ん
ロ
ー

ド
”
と
、
対
岸
の
青
石
護
岸
（
矢
羽
根
積
工
法
）、
そ

し
て
、
町
の
繁
栄
を
支
え
て
き
た
、
旧
東
洋
紡
績

川
之
石
工
場
跡
地
の
“
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
”
な
ど
の
歴

史
的
建
造
物
は
、
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
親
か
ら

子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
、
そ
し
て
今
、
地
元
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
、
大
切
に
語

り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
活
用
は
、

大
切
な
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
変
難
し
い
側

面
も
抱
え
て
い
ま
す
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、“
館
”
を
持
た
な
い
川
之
石

公
民
館
に
と
っ
て
、“
館
”
を
持
つ
こ
と
は
悲
願
で

も
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
中
、
近
代
化
遺
産
で
あ
る
赤
レ
ン
ガ
倉

庫
を
後
世
に
残
そ

う
。
赤
レ
ン
ガ
倉

庫
を
保
内
の
交

流
拠
点
（
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
）
と
し
て

保
存
し
な
が
ら
有

効
活
用
は
で
き
な

い
か
。
そ
の
、
交

流
拠
点
の
一
部
を

公
民
館
と
し
て

活
用
は
で
き
な
い

か
。
そ
ん
な
取
り

組
み
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
。

　

生
涯
に
わ
た
っ

て
学
習
す
る
人
間
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