
は
じ
め
に

　

地
域
の
資
源
を
見
出
し
て
活
用
に
繋
げ
る
契

機
の
ひ
と
つ
に
「
地
元
学
」
が
あ
り
ま
す
。

「
地
元
学
」
と
は
、
地
域
住
民
と
外
部
の
人
と

の
対
話
に
よ
っ
て
普
段
の
生
活
や
生
業
に
蓄
積

さ
れ
た
知
恵
や
思
い
を
調
べ
る
試
み
で
す
。
そ

の
後
に
継
続
的
な
取
り
組
み
を
展
開
す
る
こ
と

に
よ
り
、
交
流
活
動
、
商
品
開
発
、
定
住
促
進

な
ど
へ
の
発
展
が
十
分
に
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
「
地
元
学
」
の
実
践
の
経
緯
を

紹
介
し
、
外
部
人
材
で
あ
る
大
学
が
地
域
と
い

か
に
関
わ
り
、
活
動
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
を
解
説
し
ま
す
。

「
地
元
学
」
と
は

　

本
稿
で
取
り
扱
う
「
地
元
学
」
は
、
「
地
元

学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
主
宰
の
吉
本
哲
郎
氏
の
実

践
を
指
し
て
い
ま
す
。
「
地
元
学
」
と
は
何
か

に
つ
い
て
、
吉
本
氏
は
「
人
が
元
気
に
な
る
・

自
然
が
元
気
に
な
る
・
経
済
が
元
気
に
な
る
」

も
の
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

「
地
元
学
」
の
実
践
方
法
に
決
ま
っ
た
形
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
場
合
、
図
１
の
よ
う

な
手
順
で
進
め
て
い
ま
す
。
通
常
は
、
学
生
な

ど
の
外
部
か
ら
や
っ
て
来
た
「
風
の
人
」
と
そ

こ
に
住
む
「
土
の
人
」
が
出
会
い
、
暮
ら
し
や

生
業
を
見
た
り
聞
い
た
り
し
な
が
ら
詳
し
く
調

べ
ま
す
。
「
風
の
人
」
は
、
「
土
の
人
」
に
何

か
を
教
え
た
り
指
導
し
た
り
は
し
ま
せ
ん
。

「
土
の
人
」
が
自
分
の
生
活
を
語
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
思
い
、
知
恵
や

技
な
ど
を
見
つ
け
て
い
き
ま
す
。
「
風
の
人
」

は
、
見
聞
き
し
た
事
柄
を
あ
り
の
ま
ま
に
文
章

や
絵
地
図
な
ど
で
表
現
し
、
「
土
の
人
」
達
に

発
表
し
ま
す
。
そ
の
過
程
を
通
し
て
、
こ
れ
ま

で
何
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
地
域
や
普
段
の
暮

ら
し
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
と
気
づ
か
さ
れ
、

「
風
の
人
」
と
「
土
の
人
」
の
間
に
共
感
が
生

ま
れ
ま
す
。

　

筆
者
は
、
こ
の
過
程
で
重
要
な
の
は
、
事
柄

の
詳
細
の
把
握
に
終
始
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

「
土
の
人
」
の
実
感
に
で
き
る
限
り
接
近
す
る

こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
地
元

学
」
と
は
地
元
の
人
の
気
持
ち
に
寄
り
添
う
姿

勢
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
、
課
題
あ
り

き
で
行
う
調
査
と
は
一
線
を
画
し
て
い
ま
す
。

一
般
的
に
、
外
部
者
が
行
う
地
域
現
場
で
の
活

動
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
地
域
学
、
そ
し

て
地
元
学
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
地
元
の
人
の
気
持
ち
に
寄

り
添
う
と
い
う
認
識
か
ら
、
括
弧
つ
き
で
「
地

元
学
」
と
表
現
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な

お
、
吉
本
氏
に
よ
る
と
、
「
地
元
学
」
の
英
訳

は
「
L
o
c
a
l 

S
t
u
d
y
」
等
で
は
な

く
「
J
i
m
o
t
o
g
a
k
u
」
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

１
つ
の
場
所
で
の
「
地
元
学
」
の
実
践
は
一

図１　「地元学」の進め方の一例。「土の人」の実感に接近
することが大事。
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回
限
り
で
終
わ
り
ま
せ
ん
。
「
風
の
人
」
が
何

度
も
訪
れ
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
「
地

元
学
」
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
で
人
々
の
暮

ら
し
や
思
い
が
深
ま
り
、
「
土
の
人
」
が
自
分

達
の
暮
ら
し
に
誇
り
を
持
ち
、
自
信
を
取
り
戻

す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
交
流
活

動
や
も
の
づ
く
り
が
始
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
の
場
合
、
外
部
の
人
が
主
導
し
て
活
動

が
実
施
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
土
の
人
」
の

発
案
に
よ
る
自
発
的
な
活
動
で
あ
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
「
風
の
人
」
は
そ
れ
を
支
え
て
い

く
役
割
を
担
い
ま
す
。

「
地
元
学
」
の
実
践

　

筆
者
は
、
2
0
1
1
年
か
ら
農
学
部
の
授

業
で
散
発
的
に
「
地
元
学
」
を
実
践
し
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
2
0
1
3
年
か
ら
は
愛
媛

大
学
・
高
知
大
学
・
香
川
大
学
と
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
３
大
学
が
連
携
し
た
S
U
I
J
I

（
S
i
x 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y 

I
n
i
t
i
a
t
i
v
e 

J
a
p
a
n 

I
n
d
o
n
e
s
i
a
）
の
一
環
で
、
両
国
の

学
生
達
が
農
山
漁
村
に
滞
在
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
中
で
も
「
地
元
学
」
を

行
い
ま
し
た
。

　

2
0
1
6
年
に
社
会
共
創
学
部
が
発
足
し
て

か
ら
は
、
「
地
元
に
学
ぶ
地
元
学
」
を
企
画
し

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
愛
媛
県
内
の
高
校
生

に
参
加
を
呼
び
か
け
、
大
学
生
が
授
業
と
し
て

参
加
し
、
本
学
の
社
会
人
向
け
の
講
座
で
あ

る
「
社
会
共
創
ク
リ
エ
イ
タ
ー
育
成
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
の
受
講
生
も
参
加
す
る
、
高
校
・
大

学
・
社
会
人
が
連
携
し
た
取
り
組
み
で
す
。

2
0
1
6
年
８
月
に
西
予
市
明
浜
町
狩
江
地
区

へ
73
人
が
、
2
0
1
7
年
７
月
に
同
市
城
川
町

高
川
地
区
へ
96
人
が
「
風
の
人
」
と
し
て
う
か

が
い
ま
し
た
（
図
２
・
３
）
。
高
校
生
や
大
学

生
が
親
や
祖
父
母
と
同
じ
よ
う
な
世
代
の
人
達

と
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
「
風
の
人
」
と
な

り
、
住
民
に
話
を
う
か
が
い
ま
す
。
「
土
の

人
」
に
は
話
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
事
前
に
お

願
い
す
る
他
に
、
地
区
内
を
歩
い
て
出
会
っ
た

人
に
話
を
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
家
の
前
に

い
た
方
と
立
ち
話
が
始
ま
り
、
成
り
行
き
で
家

に
招
か
れ
て
お
茶
を
い
た
だ
い
た
り
、
畑
や
家

の
様
子
を
見
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
実
践
し
た
「
地
元
学
」
の
事
例

を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

　

裁
縫
を
生
業
と
し
、
畑
仕
事
が
大
好
き
な
79

歳
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
出
会
い
ま
し
た
。
50
歳

で
着
付
け
師
範
の
資
格
を
取
っ
て
活
動
す
る
傍

ら
、
怪
我
を
さ
れ
た
ご
主
人
の
看
病
も
し
て
暮

ら
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
話
を
聞
い
て
い
た

学
生
の
目
が
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
手
に
と
ま
り

ま
し
た
。
指
を
酷
使
し
て
関
節
が
変
形
し
た
手

で
し
た
。
そ
の
手
で
た
く
さ
ん
の
人
を
着
飾
っ

た
着
物
を
縫
い
、
道
沿
い
を
彩
る
花
を
育
て
、

今
も
野
菜
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
。
お
ば
あ

図２　西予市明浜町狩江地区での実践（2016）。聞いた話をまと
めている様子。

図３　西予市城川町高川地区での実践（2017）。96人の「風の
人」が集まった。
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ち
ゃ
ん
の
手
に
は
語
り
き
れ
な
い
ほ
ど
の
ド
ラ

マ
が
あ
る
こ
と
に
感
動
し
た
学
生
は
、
「
ス
ー

パ
ー
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と
題
し
て
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
の
日
常
や
家
族
の
こ
と
を
ま
と
め
ま
し
た
。

　

「
風
の
人
」
の
グ
ル
ー
プ
が
、
畑
で
82
歳
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
出
会
い
ま
し
た
。
農
作
業
の

話
を
聞
い
て
い
る
と
、
10
種
類
以
上
の
豆
を
育

て
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の

種
は
買
う
の
で
は
な
く
、
毎
年
自
分
で
採
種
し

て
翌
年
に
播
い
て
い
ま
す
。
流
通
し
て
い
る
農

産
物
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
F
1
種
に
な
っ
て
い

る
昨
今
、
貴
重
な
自
種
や
地
野
菜
が
残
っ
て
い

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
の
本
人

は
昔
か
ら
の
方
法
を
続
け
て
い
る
だ
け
で
、
貴

重
性
を
意
識
し
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
ん
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
「
豆
名
人
」

と
名
付
け
、
蓄
え
て
い
る
豆
の
写
真
を
使
っ
て

図
４
の
発
表
資
料
を
作
成
し
ま
し
た
。

地
域
と
の
継
続
的
な
関
係
づ
く
り
が
重
要

　

「
地
元
に
学
ぶ
地
元
学
」
は
大
が
か
り
な
企

画
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
集
う
高

校
生
や
大
学
生
、
社
会
人
は
、
「
土
の
人
」
か

ら
身
近
で
あ
り
な
が
ら
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
学
び
、
ま
た
、
お
互
い
を
高
め
合
う
効
果
が

出
て
い
ま
す
。
ま
た
、
話
を
聞
い
て
ま
と
め
る

過
程
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
仲
間
づ
く

り
も
進
み
ま
す
。
1
0
0
人
程
度
の
「
風
の

人
」
が
歩
き
回
る
と
、
小
さ
な
地
区
で
は
目
立

つ
う
え
に
、
多
少
な
り
と
も
盛
り
上
げ
役
に
は

な
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
「
地
元
学
」
を
年

に
１
度
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
実
施
し
て
も
、
大

し
た
効
果
は
見
込
め
ず
、
一
過
性
の
も
の
と
し

て
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
「
地
元
学
」
前
後
の
継
続
し
た
取

り
組
み
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
狩
江
地
区
を
例

に
挙
げ
る
と
、
2
0
1
3
年
か
ら
S
U
I
J
I

に
よ
っ
て
狩
江
地
区
内
部
の
渡
江
を
中
心
に
大

学
と
地
区
の
連
携
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の

流
れ
の
延
長
に
、
日
頃
か
ら
学
生
と
住
民
と
の

交
流
が
あ
り
ま
し
た
。
2
0
1
6
年
に
「
地
元

に
学
ぶ
地
元
学
」
を
行
っ
た
後
、
2
0
1
7

年
に
社
会
共
創
学
部
の
２
年
次
必
修
科
目

「
フ
ィ
ー
ル
ド
実
習
」
を
行
い
ま
し
た
。
本
科

目
で
は
、
45
人
の
学
生
が
日
帰
り
と
１
泊
２
日

の
現
地
訪
問
を
行
い
、
農
業
、
漁
業
、
地
質
、

観
光
、
祭
り
や
食
、
住
民
の
集
ま
る
場
な
ど
に

つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
中
心
に
調
査
を
行
い

ま
し
た
（
図
５
）
。
こ
の
中
で
、海
産
物
の
加
工

に
つ
い
て
話
が
持
ち
か
け
ら
れ
ま
し
た
。冷
凍
で

取
引
を
し
て
い
る
海
産
物
を
加
工
品
に
し
て
、常

温
輸
送
が
で
き
る
製
品
が
で
き
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。こ
れ
を
受
け
た
学
生
は
、授
業
外
で

試
作
を
重
ね
て
オ
イ
ル
漬
け
を
提
案
し
、現
在
は

地
元
で
の
製
造
・
販
売
が
試
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

終
わ
り
に

　

「
地
元
学
」
に
は
、
共
感
を
通
し
て
「
土
の

人
」
と
「
風
の
人
」
の
関
係
を
紡
ぐ
役
割
が
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
地
域
再
生
の
万
能
薬
で
は

な
く
、
地
区
と
継
続
し
た
取
り
組
み
が
あ
っ
て

こ
そ
、
具
体
的
な
活
動
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「
地
元
学
」
は
、
住
民
と
外
部
人
材
が
相
互
に

関
わ
り
を
持
つ
こ
と
で
活
動
の
入
り
口
を
広
げ

ま
す
。
そ
の
際
に
、
最
初
か
ら
地
域
課
題
を
解

決
す
る
姿
勢
で
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
住
民
の

普
段
の
暮
ら
し
の
中
で
宝
探
し
を
楽
し
み
な
が

ら
、
住
民
の
主
体
性
を
育
む
も
の
と
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

図５　社会共創学部「フィールド実習」。ジオガイドさんによる
段畑めぐり。

図４　「豆名人」のおばあちゃ
んの資料。自種が多く残って
いることに驚き。
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