
まちづくりネットワーキングえひめ

ゑγ礼一一一7

『歴史文化とまちづくり』

・歴史と文化を礎に

・龍馬で村おこし

・古墳の里でまちづくり

たうん

・別子銅山が観光地として匙る

・「能島水軍の里」のまちづくり
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特
集ρ
暮
ら
し
と
文
化u

今

号

の

テ

l

マ

「

歴

史

文

化

と

ま

ち"
つ

く

り
」

「
文
化」
と
は
?
広
辞
苑
を
広
げ
て
み

る
と
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す。
『
人
間
が

自
然
に
手
を
加
え
て
形
成
し
て
き
た
物
心

両
面
の
成
果。
衣
食
住
を
初
め
技
術、
学

問、
芸
術、
道
徳、
宗
教、
政
治
な
ど
生

活
形
式
の
様
式
と
内
容
を
含
む』
何
と
も

抽
象
的
で
あ
る。
もっ
と
判
り
や
す
く
言

う
と、
私
た
ち
の
生
活
様
式
そ
の
も
の
が

文
化
で
あ
り、
私
た
ち
の
毎
日
の
生
活、

毎
日
の
営
み
こ
そ
が
文
化
で
あ
る
と
言
え

る
と
思
い
ま
す。

そ
う
い
っ
た
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
を

文
化
と
感
じ
ら
れ
る
心
を
育
み、
しっ
か

り
と
自
分
の
足
元
を
見
つ
め
ら
れ
る
目
を

養
う
こ
と
か
ら、
ま
ち
づ
く
り
は
ス
タ
ー

ト
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

「
舞
た
う
ん」
で
は、
今
号
か
ら
「
暮

ら
し
と
文
化」
を
テ
l
マ
に
特
集
を
組
む

こ
と
と
致
し
ま
し
た。
そ
の
第一
弾
と
し

て
今
回
は
「
歴
史
文
化
と
ま
ち
づ
く
り」

と
題
し
て、
地
域
に
根
ざ
し
た
歴
史
文
化

を
う
ま
く
活
か
し
な
が
ら、
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
ら
れ
て
い
る
五
名
の
実
践
者
の

方
々
に
ご
登
場
願
い
ま
し
た。

さ
あ、
見
つ
め
直
し
て
見
ま
せ
ん
か
?

自
分
た
ち
の
地
域
を。
自
分
た
ち
の
暮
ら

ーし
J乞。

2 

表
紙
の
こ
と
ば

梅
雨
の
晴
れ
間
に
誘
わ

れ
て、
北
条
の
鹿
島
に
来

た。
暑
い
日
差
し
の
中、

無
防
備
な
姿
に
ス
ケ
ッ
チ

ブ
ッ
ク
片
手
で
あ
る。

釣
客
が
多
い
中、
昔
と

変
っ
て
目
に
写
る
の
は

カ
ッ
プ
ル
や
ヤ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
の
釣
姿。
今
日
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る。

最
近、
食
卓
メ
ニ
ュ
ー

か
ら
魚
の
姿
が
消
え
つ

つ、
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
若

者
に
侵
入
し
て
き
た。

柳
原
あ
や
こ



私

は

今
、

N

T

T

に

勤

め

て
い

ま

す
。

愛

媛

県

内

に

は

五
つ

の

支

店

と

十

三

の

営

業

所

が

あ

り
、

夫

々

の

地

域

で

環

境

ク

リ

ー

ン

作

戦

な

ど
、

社

員

に

よ

る

地

域

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

活

動

も

盛

ん

に

行

わ

れ

て

い

て
、

一

定
の

評

価

を

頂

い

て

お

り

ま

す
。

し

か

し

こ

こ

で

は
、

こ

れ

ら

職

域

を

通

じ

て

の

ま

ち

づ

く

り

の

話

で

は

な

く
、

私

個

人

と

し

て
、

松

山

に

住

ん

で

丁

度
一

年

た

っ

た

転

勤

族

の
一

人

と

し

て
、

ま

ち

づ

く

り

に

関

す

る

所

感

を

綴
っ

て

み

た

い

と
思
い

ま

す
。

私

の

住

ま

い

は
、

松

山

市
の

岩

崎

町

に

あ

り
、

健

康

維

持

の

た

め
、

早

朝

四

十

分

ほ

ど

早

足

の

散

歩

を

し

て

い

ま

す
。

①

道

後

公

園
、

伊

佐

爾

波

神

社
、

宝

殿

寺
、

温

泉

本

館
、

若

し

く

は
、

②

石

手

寺
、

美

安

寺

が

散

歩

の

経

路

に

な

り

ま

?ンヴIレ

す
。

①
の

経

路

で

は
、

ま

ず

道

後

公

園

内

の

湯

築

城

壮

の

発

掘

調

査

が

興

味

を

引

き

ま

す
。

遺

跡

を

う

ま

く

取

り

込

ん

だ

土

地

の

利

用

が

待

た

れ

る

と

こ

ろ

で

す
。

公

園

は

四

季

折

々

の

花

や

緑

が

美

し

く
、

清

掃

も

ほ

ぼ

行

き

届
い

て

ま

す

が
、

時

折
、

堀

の

中

に

カ

ン

や
ゴ

ミ

が

浮
い

て

い

て

興

ざ

め

し

ま

す
。

伊

佐

爾

波

神

社

で

は
、

冬
の

朝
、

石

段

の

下

に

野

良

犬

が

群

れ
、

通

り

が

か

り

の

ご

婦

人

が
エ

サ

を

や

ろ

う

と

し

て

い

る

と

こ

ろ

に

う
っ

か

り

立

ち

入
っ

た

と

こ

ろ
、

一

匹

の

犬

に

後

か

ら

右

足

を

が

ぶ

り

と

や

ら

れ

て

し

ま

い

ま

し

た
。

犬

好

き

の

私

も
、

こ

れ

に

は

驚

き
、

か

つ

危

険

を

感

じ

ま

し

た
。

観

光

客

だ
っ

た

ら

ど

う

し

ま

し
ょ

う
。

温

泉

本

館

は
、

今
、

ツ

バ

メ

の

お

宿

に

も

な
っ

て
、

ヒ

ナ

が

忙

し

く

さ

え

ず

り
、

楽

し

い

眺

め

で

す
。

②
の

経

路

で

は
、

石

手

寺
へ

の

道

が
、

表

通

り

も

裏

通

り

も
、

す

べ

て

水

の

流

れ

に

沿
っ

て

い

る

楽

し

さ

が

あ

り

ま

す
。

溝
、

小

川
、

用

水
、

放

水

路
、

堀
。

コ

ン

コ

ン

と

流

れ

る

き

れ

い

な

水

は
、

見

て

い

る

だ

け

で

す
べ

て

を

忘

れ

さ

せ
、

心

を

空
っ

ぽ

に

し

て

く

れ

ま

す
。

さ

て

こ

こ

で

も
、

流

れ

に

捨

て

ら

れ

た

空

き

カ

ン

や

プ

ラ

ス

チ
ッ

ク

の

ゴ

ミ

が

悲

し

い

存

在

で

す
。

家

に

よ
っ

て

は
、

そ

の

前

の

流

れ

を

き

れ

い

に

し

て

い

る

と

こ

ろ

も

あ

り

ま

す
。

私

も

い

つ

か
、

黒
い

ゴ

ミ

袋

を

携

え
、

内
エ

き

カ

ン

を

拾
っ

て

歩
こ

う

と

思
っ

て

い

ま

す
。

石

手

寺

は

す

ば

ら

し

い
お

寺

で

す
。

仁

王

門
、

三

重

の

塔
、

阿

弥

陀

堂
、

本

堂
。

心

が

安

ら

ぎ

ま

す
。

私

の
、

四

国

霊

場

八

十

八

ヵ

所

参

拝

も
、

去

年

松

山

に

来

た

翌

月

か

ら
、

こ

の

石

手

寺

か

ら

始

め

た

の

で

し

た
。

野

良

犬
、

野

良

猫

の

こ

と

は

触

れ

ま

せ

ん

が

野

良

の

ニ

ワ

ト

リ

(

た

だ

し

オ

ス

ば

か

り
)

に

は

驚

き
、

か

つ

楽

し

く

な

り

ま

し

た
。

一

点

だ

け

敢

え

て

書

け

ば
、

阿

弥

陀

堂

の

裏

手

か

ら

水

子

地

蔵
の

あ

る
一

帯

に

か

け

て

の

ゴ

ミ

の

問

題

で

す
。

広

い

境

内

だ

け

に

掃

除

も

大

変

な

の

で

し

ょ

う

が
、

自

然
の

落

葉

以

外

に
、

観

光

客

の

残

し

て

行

く
ゴ

ミ

や

古

く

な
っ

て

納

め

ら

れ

た

御

札

な

ど

の

処

理

は
、

何

と

か

な

ら

な

い

も

の

で

し

ょ

う

か
。

公

募
の

奉

仕

日

が

あ

れ

ば
、

私

も

お

手

伝
い

さ

せ

て

頂

き

ま

す
。

い

ず

れ

に

せ

よ
、

ゴ

ミ

の

問

題

は
、

結

局
は
一

人

ひ

と

り
の

意

識

と

行

動

に

帰

結

す

る

こ

と

な

の

で

し

ょ

、
つノ

。
以

上
、

無

責

任

な
一

転

勤

族
の

放

談

を

綴

り

ま

し

た
。

関

係

の

方

に

ご

迷

惑

を

か

け

る

こ

と

が

あ

り

ま

し

た

ら
、

伏

し

て

お

詫

び

申

し

上

げ

ま

す
。

美

し

い

舞

た

う

ん

の

実

現

を

願
つ

て

の

勇

み

足

と
、

ど

う

ぞ

お

許

し

下

さ

い
。

3 



暮
ら
し
と
文
化

歴史と文化を礎に

末 雄安光

宇和町役場

-

文

化

の

里

宇

和

町

・

宇
和
町
を
表
現
す
る
と
き
「
文
化
の

里
宇
和
町」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
使
わ

れ
る。
こ
の
こ
と
は、
昭
和
四
十
八
年

宇
和
町
が
「
文
化
の
里」
の
選
定
を
受

け
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
が、

i
歴
史
文
化
と

ま
ち
づ
く
り
i

字
和
町
に
は
明
治
初
期
の
私
塾
「
申
義

堂」
や
「
開
明
学
校」
が
あ
り、
そ
の

後
町
民
が
学
業
に
い
そ
し
ん
だ
「
旧
宇

和
町
小
学
校
の
校
舎」
(
大
正・
昭
和

初
期
建
築)
が、
近
年
移
築
保
存
さ
れ

て
い
る。
そ
し
て
平
成
に
入
っ
て
は
現

在
の
近
代
的
校
舎
が
建
築
さ
れ
る
な
ど、

町
内
に
明
治
か
ら
平
成
に
か
け
て
の
学

校
群
が
残
さ
れ、
今
な
お
教
育
施
設
と

し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
全
国
的

に
希
で
あ
り、
こ
の
こ
と
が
ま
た
物
的

に
は
何
よ
り
も
そ
れ
を
証
明
す
る
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
な
お、
こ
の
諸

施
設
の
中
に
は、
開
明
学
校
で
展
示
保

管
し
て
い
る
明
治
期
以
降
の
学
校
教
育

資
料
で
あ
る
掛
図
や
教
科
書
等、
こ
れ

ま
た
全
国
有
数
の
も
の
で
あ
る
と、
そ

の
筋
か
ら
も
折
り
紙
が
つ
け
ら
れ
て
お

り、
こ
れ
ら
の
学
び
舎
か
ら
巣
立
っ
た

者
の
中
に
は、
白
井
雨
山
(
彫
刻
家)

片
山
万
年
(
書
家)
等
の
よ
う
に、
全

国
に
名
を
馳
せ
た
人
々
も
多
く
輩
出
し

て
い
る。

歴
史
の
面
で
は、
町
内
か
ら
縄
文・

弥
生
両
時
代
の
土
器
類
や
銅
鉾、
銅
剣

等
を
多
く
出
土
し
て
お
り、
百
六
十
余

基
に
も
及
ぶ
と
思
わ
れ
る
古
墳
群
や、

そ
の
他
戦
国
時
代
を
偲
ぶ
こ
と
の
で
き

る
居
城
跡
が
あ
り、
昔
か
ら
南
予
の
交

通
の
要
所
と
し
て
拓
か
れ
た
宿
場
町
が、

立
派
な
用
材
と
技
術
の
も
と
で
今
も
な

お
残
さ
れ
て
い
る。
そ
し
て
蘭
学
者
二

宮
敬
作
や
日
本
初
の
女
医
楠
本
イ
ネ
が

住
ん
で
い
た
土
地
で
あ
り、
幕
末
の
志

士
高
野
長
英
が
身
を
隠
し
た
地
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
文
献
等
に
よ
っ
て
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
は、
宇
和
の
地
が
名
実
と

も
に
歴
史
と
文
化
に
裏
打
ち
さ
れ
た
町

で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る。

-

文

化

を

守

る

・

こ
の
よ
う
に
自
他
共
に
認
め
る
宇
和

の
文
化
を、
現
代
に
生
き
る
我
々
が
ど

の
よ
う
に
し
て
守
り
後
世
に
残
し
て
ゆ

く
か
と
い
う
こ
と
は、
わ
れ
わ
れ
が
自

分
の
命
を
守
る
こ
と
に
次
い
で
大
切
な

こ
と
で
あ
る。

旧宇和町小学校保存校舎

(米博物館はこの校舎を利用しています)
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守
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は、
物

質
的
な
面
と
精
神
的
な
面
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る。
物
質
的
な
面
で
は、
公

の
資
産
で
あ
る
も
の
と
個
人
の
所
有
の

も
の
が
あ
る。
老
朽
化
し
て
ゆ
く
物
の

場
合
で
は、
個
人
の
所
有
者
も
あ
る
程

度
の
限
界
ま
で
は
個
人
の
宝
と
し
て
ば

か
り
で
な
く、
社
会
の
宝
と
し
て
考
え

て、
最
善
の
努
力
を
し
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
ろ
う。
し
か
し
物
事
に
は
限
界

が
あ
り、
社
会
の
宝
と
し
て
考
え
る
場

合、
や
は
り
公
の
理
解
や
援
助
が
不
可

欠
で
あ
る。
行
政
が
ど
の
よ
う
に
し
て

こ
の
地
方
の
歴
史
や
文
化
を
守
る
か
と

い
う
指
針
を
示
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る。

物
に
対
し
て
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
精



神
の
問
題。
文
化
を
語
る
の
な
ら
ば
こ

の
方
が
む
し
ろ
優
先
さ
れ
るべ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か。
文
化
を
尊ぶ
心
な
く

し
て

、
文
化
の
継
承
も
発
展
も
あ
り
得

な
い
の
で
あ
る。
文
化

に
対
す
る
高
い

価
値
観
を
持
つ
住
民づ
く
り
、

こ
れ

に

も
住
民
相
互
の
啓
発
活
動
と
行
政
の
ア

ドバ
イス
な
ど
不
断
の
努
力
が
必
要
で

あ
り
、

文
化
的
土
壊
の
醸
成
が
基
本
で

あ
る
こ
と
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
こ
と
で

あ
る。わ

が
宇
和
町
で
は

、
前
述
し
た
よ
う

に
歴
史
あ
る
文
化
財
等
の
保
護
の
た
め

に
多
く
の
努
力
を
し
て
い
る
が

、
今
年

区 度

域 に
内 入
の つ
中t て

日 ザ、、

日T{ら
の は
町 新
並 し
み く

に 文
つ 化い の
で 里

ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
検
討
を
す

る
た
め

、
調
査
研
究
の
委
員
会
を
設
け

、

改
め
て
研
究
対
処
す
る
こ
と

に
し
て
い

る。な
お

、
本
町

に
お
い
て
心
強
く
思
っ

て
い
る
こ
と
は

、
町
内
有
志
の
方々

(
五
百
四
十
名)

に
よ
っ
て
附
宇
和
郷

土
文
化
保
存
会
の
組
織
が
も
た
れ

、
宇

和
町
の
文
化
財
の
保
護
の
た
め

に
有
形

無
形
のご
支
援
を
得
て
い
る
こ
と
や

、

町
内

に
は
十一
の
郷
土
芸
能
が
あ
り
そ

れ
ぞ
れ

に
保
存
会
が
組
織
さ
れ

、
継
承

活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
心
強
い。

-
文
化
を
創
る
・

古
い
歴
史
や
文
化
を
守
る
と
い
うこ

と
に
対
し
て

、
今
の
時
代

に
必
要
な
の

は
、

文
化
を
創
る
と
い
うこ
と
で
あ
る

と
思
わ
れ
る。

飽
食
の
時
代

、
豊
か
さ
の
時
代
と
い

わ
れ
る
現
代

、
わ
た
し
た
ち
は
物
の
み

豊
か
で
あ
っ
て
は
意
味
が
な
い
と
思
わ

れ
る。
人
と
し
て
心
豊
か

に
生
き
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る。
現
代
はハ
l
ド

の

時
代
で
は
な
くソ
フ
ト

の
時
代
で
あ
る

と
言
わ
れ
る。
そ
こ

に
住
む
人
々
が
生

甲
斐
を
感
じ
な
が
ら
生
き
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が

、
今
は

、
行
政

に
求
め

ら
れ
て
い
る。
生
涯
学
習

、コ
ミュ
ニ

テ
ィ

づ
く
り
、

健
康づ
く
り
と
行
政

に

対
し
て
住
民
が
文
化
面
で
期
待
す
る
こ

と
は
大
き
い。

字
和
町
で
は

、
こ
の
た
び
愛
媛
県
が

歴
史
文
化
博
物
館
を
当
町

に
建
設
さ
れ

る
こ
と

に
な
り
、

町
民
の
間
で
は
「こ

の
歴
史
文
化
博
物
館
の
設
置
を
今
後
ど

の
よ
う

に
よ
り一
層
宇
和
町
の
発
展

に

結
び
つ
け
て
ゆ
く
か
」
と
い
うこ
と
が

一
大
関
心
事
と
な
っ
て
い
る。
来
館
者

(
来
町
者)

に
対
し
文
化
の
里
の
名

に

恥
じ
な
い
町
の
施
設
を
充
実
す
る
こ
と

、

そ
し
て
わ
れ
わ
れ

に
は
文
化
を
理
解
し

啓
発
す
る
心
を
育
て
る
こ
と
が
よ
り
求

持
ち

、
豊
か
な
人
間
性
の
あ
る
町
民
と

な
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

、
官
民

一
体
と
な
っ
た
町づ
く
り
を
進
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る。

め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る。

宇
和
町
で
は
今

、
文
化
の
森
整
備
構 一

想
を
描
き
宇
和
町
の
充
実

に
努
力
を
し

て
い
る。
昨
年
の
秋

に
竣
工
し
た
町
文

化
会
館
で
は
講
演
と
か
各
種
発
表
会
等

の
行
事
が
持
た
れ

、
町
民
の
文
化
の
享

受
に
大
い

に
役
立
っ
て
い
る。
施
設
が

果
た
す
「学

び
」「
結び」
「

憩
う
」
と

い
う
機
能
を
よ
り
高
め
る
た
め

に
、

行

政
は
こ
れ
ら
の
施
設
の
聞

に
立
っ
て

、

「
継
ぐ」
と
い
う
こ
と

に
努
め
る
と
共

に
、

生
甲
斐づ
く
り

に
よ
り

一
層
の
財
間

政
的
援
助
等
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ

る。
言
い
換
え
れ
ば

、
住
民
が
「

文
化

の
里」
と
い
うこ
と

に
理
解
と
誇
り
を

宇和町文化会館5 
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龍馬で村お

梅 良木

河辺村役場

i
歴
史
文
化
と

ま
ち
づ
く
り
i

覚
・

関
雄
之
助
口
供
の
事

一一一
月
二
十
六
日
四
満
川
ヨ
リ

韮ヶ
峠ニ
至
ル
信
吾コ
レ
ヨ
リ

引
返ス小

屋
村ヨ
リ
榎ヶ
峠
横
通
リ

|
封
事ヶ
峠
|

三
杯
谷
11
日
除
|

水ヶ
峠
ヲ
経
テ
泉ヶ
峠ニ
至
ル

龍
馬
俊
平
卜

共ニ
泊レ
リ

二
十
七
日
北
表
村
ヨ
リ
宿
問
村

ニ
至
ル
俊
平コ
レ
ヨ
リ
引
返ス

宿
悶
村ヨ
リ
金
兵
衛
邸ニ
至
ル

マ
デ
大
洲
城
デ
ノ
経
渉ス
ル
コ
ト

七
里
半

金
兵
衛
邸ヨ
リ
三
田
尻マ
デ
二

日
ヲ
要
セ
リ

明
治
六
年
十一
月
十
五
日

自
宅ニ
テ
誌ス

高
松
小
埜

写
シ

こ
の
写
し
が
河
辺
村
を
大

き
く
変
え
ま
し
た。

昭
和
六
十
三
年
十一
月
十

二
日
、

河
辺
村

に
衝
撃
的
事

件
発
生:.

前
日
の
十一
日

に
発
表
さ

れ
、

十
二
日
の
愛
媛
新
聞

に

掲
載
さ
れ
た
見
出
し

に
、

『大
洲
市
の
郷
土
史
研
究グ

ル
ー

プ
、

龍
馬
脱
藩
ル
l
ト

を
解
明

、
新
資
料で
「

空
白

の
五
日」
確
定』
と
あ
る。

実
に
降っ
て
湧い
た
様
な

衝
撃
的
発
表
で
し
た。

大
見
出
し
だ
け
で
は

、
そ

れ
ほ
ど
の
感
激
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が

、
小
見
出
し

に

(
高
知
野
村
河
辺l
五

十
崎|
長
浜
|

下
関)
と
あ

り
、

河
辺
の
活
字
を
見
つ
け

た
途
端

、
こ
れ
は
と
胸
の
高

ま
り
を
押え
る
こ
と
が
出
来

ま
せ
ん
で
し
た。

6 

読
み
進
む

に
つ
れ
て

、
河
辺
村
の
地

名
が

、
榎ヶ
峠

、
横
通
り
、

封
事ヶ
峠 、

三
杯
谷

、
日
除

、
水ヶ
峠 、
泉ヶ
峠
と

次
か
ら
次
と
出
て
来
る
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か。
天

に
も
昇
る
よ
う
な

、
ま
た

、

背
筋
の
寒
く
な
る
よ
うな
衝
撃
を
受
け

ま
し
た。

日
本
の
英
雄こ
こ
を
通
る。
こ
れ
は

神
様
の
引
き
合
せ
か

、
あ
り
が
た
や

、

あ
り
が
た
や。

あ
の
偉
大
な
英
雄
坂
本
龍
馬
が

、
日

本
の
曙

に
向
か
っ
て
こ
の
河
辺
村
を
駆

け
抜
け
た。

寝
て
も
覚
め
て
も
龍
馬
の
顔
が
浮
か

び
ま
し
た。

通
過
市
町
村
が
伊
予
の
国

に
、

野
村

町
、

河
辺
村

、
五
十
崎
町

、
大
洲
市

、

長
浜
町
と
五
ヶ

市
町
村

に
ま
た
が
り
、

い
ず
れ
の
市
町
も
河
辺
村
よ
り
財
政
力



気
が
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。

と
に

も
か
く

に
も、
「

関
雄
之
助
口

供
の
事」
の
写
し
の
中

に、
最
も
多
く

地
名
の
出
て
来
る
本
村
と
し
て
は、
迅

速
な
対
応
を
図
ら
ね
ば
と
の
思
い
で一

杯
で
し
た。

未
開
発
が
幸
い
し、
龍
馬
が
脱
務
し

た
ま
ま
の
道
が
大
部
分
残
っ
て
い
た
こ

ど
や、
小
ま
わ
り
の
き
く
小
さ
い
行
政

で
あ
っ
た
こ
と
が
メ
リッ
ト
と
な
り、

長
の
決
裁
も、
村
民
の
賛
同
も
す
ば
や

く
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た。

以
来、
坂
本
龍
馬
脱
落
の
道
保
存
会

の
設
立 、
脱
藩
の
道
整
備、
道
標
の
設

置、
記
念
碑
の
建
立 、
休
憩
所、・ト
イ

レ
の
設
置
等
を
行
な
う
と
と
も

に、
イ

ベ
ン
ト
「

龍
馬
を
語
る
夕べ」
「

わ
ら

じ
で
歩
こ
う
坂
本
龍
馬
脱
落
の
道」
を

に
勝
る
兄
貴
市
町
で、
各
市
町
が
こ
の

脱
落
の
道

に
ど
の
様

に
反
応
さ
れ
る
か

開
催
し、
「

龍
馬
は
脱
落
し
て
大
き
く

な
る。
河
辺
村
は
坂
本
龍
馬
で
大
き
く

な
る
」
を
キャ
ッ

チ
フ
レ
ー

ズ
に
龍
馬

と
と
も

に
歩
ん
で
来
ま
し
た。

さ
す
が
坂
本
龍
馬 、
テレ
ビ

に
新
聞

に
雑
誌

に
と、
た
び
た
び
登
場
さ
せ
て

頂
き
全
国
の
龍
馬
フ
ァ
ン
が、
こ
の
山

村
の
地
河
辺
村

に
結
集
す
る
こ
と
と
な

り
河
辺
村
の
村づ
く
り

に
大
き
く
貢
献

を
し
て
頂
き
ま
し
た。

村づ
く
り

に
奮
闘
努
力
す
る
な
か
で、

イベ
ン
ト

だ
け
で
も、
渓
流
つ
り
大
会、

ふ
る
さ
と
祭
り、
バ
ーベ

キュ
ー

大
会、

三
杯
谷
の
滝
ま
つ
り

等
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
が、
こ
れ
ら
の
イベ
ン
ト
は、

「
沢
山
の
人
が
来
て
く
れ
て
良
か
っ

た
」「
ま
あ
ま
あ
成
功
か
な
あ:::」

程
度
の
感
激
し
か
な
く、
担
当
者
は
後

か
たづ
け
頃

に
は、
な
ん
と
な
く
白
け

て
く
る
の
が
常
で
す。

で
も
龍
馬
は
違
い
ま
す。

参
加
す
る
人
の
目
の
輝
き
が
違
い
ま

す。
意
気
込
み
が
違
い
ま
す。
反
響
が

あ
り
ま
す。
ロ
マ
ン
が
あ
り
ま
す。
そ

し
て
余
韻
が
あ
り
ま
す。

歴
史
上
の
人
物
坂
本
龍
馬
が
成
せ
る

業
で
しょ
う
か。

文
化
の
な
い
人

に
魅
力
な
く、
文
化

の
な
い
企
業

に
繁
栄
が
な
い
の
と
同
じ

く、
文
化
の
な
い
村づ
く
り
は
感
動
が

鼻、、。
JhM
BV

 

住
民
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
出
来、

来
訪
者
を
感
動
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た

ら、
ど
ん
な

に
か
す
ば
ら
し
い
村

に
な

る
こ
と
だ
ろ
う。

坂
本
龍
馬
脱
落
の
道
は、
河
辺
村

に

と
っ
て
最
も
す
ば
ら
し
い
村づ
く
り
の

素
材
で
す。

龍
馬
の
魅
力

に
は、
勝
て
る
すべ
も

な
い
が、
「

龍
馬
は
脱
落
し
て
大
き
く

な
る。
河
辺
村
は
坂
本
龍
馬で
大
き
く

な
る
」
を
合
い
言
葉

に、
こ
れ
か
ら
も

村
民

に
来
訪
者

に
感
動
を
与
え
る
こ
と

の
出
来
る
村づ
く
り
を
目
指
し
ま
す。

龍
馬
を
語
る
夕べ 、
第
四
回
わ
ら
じ

で
歩
こ
う
坂
本
龍
馬
脱
落
の
道
の
イベ

ン
ト
も、
九
月
五
日 、
六
日
開
催
と
間

近
と
な
っ
て
来
ま
し
た。

ま
た
新
し
い
龍
馬
フ
ァ
ン
と
の
出
逢

い
を
楽
し
み

に、
感
動、
感
動、
感
動

の
ド
ラマ
を
演
出
し
た
い
と
思
い
ま
す。

7 
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古墳の里でまちづくり

雄春石

朝倉村役場

白

V
計
画
の
背
景
及
び
目
的

朝
倉
村
は

、
県
下
で
も
有
数
の
埋
蔵

文
化
財
包
蔵
地
を
有
し
、

野々
瀬
古
墳

群
や
多
伎
の
宮
古
墳
群
は

、
規
模
や
そ

の
数

に
お
い
て

、
多
く
の
史
跡
が
存
在

し
古
く
か
ら
開
け
た
地
域
で
あ
る。

i
歴
史
文
化
と

ま
ち
づ
く
り
i

又
、

樹
の
本
古
墳
か
ら
出
土
し
た
漢

式
鏡
は

、
現
在

、
東
京
国
立
博
物
館

に

珍
蔵
さ
れ
る
な
ど

、
貴
重な
も
の
が
数

多
く
出
土
し
て
い
る。

朝
倉
村
の
歴
史
は

、
古
来
よ
り
郷
土

史
家
や
村
内
外

に
あ
る
古
文
書
等

に

よ
っ
て

、
あ
る
程
度
は
明
確

に
さ
れ
て

い
る
も
の
の

、
実
証
す
る

に
至
る
資
料

や
研
究

に
つ
い
て
は

、
ま
だ
不
十
分
な

と
こ
ろ
が
数
多
く
残
っ
て
い
る。

朝
倉
村
で
は

、
豊
か
な
水
と
緑
を
生

か
し
た
文
化
の
里づ
く
り
を
め
ざ
し
て

村づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す。

緑
の
ふ
る
さ
と
公
圏
内

に
、

自
然
環

境
、

景
観
を
活
か
し
て
建
設
さ
れ
た
ふ

る
さ
と
美
術
古
墳
館
を
生
活
文
化
の
拠

点
と
し
て

、
郷土
の
歴
史

、
文
化
を
学

び
、

貴
重
な
文
化
遺
産
の
調
査

、
研
究

が
進
め
ら
れ

、
文
化
財
の
保
護
と
ふ
る

さ
と
の
再
発
見
を
通
じ
、

新
し
い
文
化

創
造
の
糧
と
し
て
歴
史
遺
産
が
活
か
さ

れ
る
こ
と
が

、
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ

る。V
計
画
の
目
標

計
画
の
背
景
及
び
目
的
を
前
提
と
し

具
体
的
な
整
備
目
標
を
明
確

に
す
る。

付
古
墳
群
保
存
整
備

制
野々
瀬
古
墳
群

同
多
伎
の
宮
古
墳
群

付
樹
の
本
古
墳
群

同
野
田
古
墳
群

口
古
墳
文
化
の
里
整
備

的
古
墳
群
及
び
文
化
財
を
結ぶ
サ

イ
ク
リ
ン
グ
のコ
l

ス
整
備

同
笠
松
山
を
中
心
と
す
るハ
イ
キ

ン
グコ
ー

ス
の
整
備

V
整
備
計
画

郷
土
の
先
人
の
歴
史 、
文
化
を
学
び

、

新
し
い
時
代

に
ふ
さ
わ
し
い
郷
土
の
文

化
を
創
造
す
る
た
め

、ふ
る
さ
と
の
歴

史
、

伝
統

、
風
土
を
正
し
く
理
解
し
、

貴
重
な
文
化
遺
産
を
未
来

に
正
し
く
伝

え
る
と
共

に
保
存
整
備
し
、

こ
れ
ら
史

跡
ゾ
1
ン
を
結
び

、
探
索
す
る
史
跡

ル
ー
ト
を
文
化
の
里
と
し
て
整
備
を
進

め
て
い
く。

し
か
し
、

古
墳
又
は
文
化
遺
産
等
は

静
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
強
く
、

目
的
意
識

が
な
け
れ
ば

、
な
か
な
か
学べ
な
い
要

素
を
も
っ
て
い
る。

利
用
し
や
す
く
、

見
る

、
触
る

、
使

うこ
と

に
よ
っ
て
興
味
を
持
て
る
施
設

と
し
、

遊
び
な
が
ら
学
ぴ

、ふ
る
さ
と

の
歴
史
を
理
解
す
るこ
と
の
出
来
る
施

設づ
く
り
と
し
た
い。

付ふ
る
さ
と
案内
板

・
ふ
る
さ
と
の
自
然
と
歴
史
を
紹
介

8 

し
た
案
内
板(ふ
る
さ
と
再
発
見)



-
古
墳、
歴
史
の
分
布
図

口
古
墳
群
の
解
説
板

-
出
土
し
た
各
古
墳
群
の
解
説
板

臼
歴
史
的
な
景
観
の
香
り
を
演
出
す一

る
装
置

・
地
形
を
う
ま
く
利
用
し
た
自
然
公

園
の
建
設

(
わ
ら
ぶ
き
屋
根
の
休
憩
所、
古

代
の
住
居
の
復
元、
古
墳
の
中
へ

入
れ
る
よ
う
に
整
備)

四
花
の
咲
き
み
だ
れ
る
プ
ロ
ム
ナ
l

NS
 

-
四
季
の
草
花
の
植
栽
な
ど

以
上
の
よ
う
な
構
想
に
よ
り、
ま
ち

づ
く
り、
活
性
化
へ
と
知
恵
を
し
ぼ
り

実
現
へ
と
向
か
っ
て
が
ん
ば
り
た
い
と

思
い
ま
す。

来
島
大
橋
が
開
通
に
な
る
と、
県
下

で
も
最
大
級
の
古
墳
の
里
と
し
て、
脚

光
を
浴
び
る
と
期
待
し
て
い
ま
す。

�'
坦
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暮
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し

と

文

化

別子銅山が
観光地と して匙る

高 光事。

新居浜市役所
橋

-
は
じ
め
に
・

新
居
浜
市
は
愛
媛
県の
東
部

、
燈
灘

に
面
し
た
と
こ
ろ

に
あ
り
、

人
口
十一一一

万
二
千
人
の
県
下
第
二
の
都
市
で
す。

別
子
銅
山
の
開
坑

に
よ
り
、

住
友
企
業

群
を
中
心
と
し
た
四
国
屈
指の
工
業
都

ー
歴
史
文
化
と

ま
ち
づ
く
り
i

市へ
と
発
展
し
ま
し
た。
現
在

、
潤
い

と
活
力

に
み
ち
た
産
業
・

文
化
創
造
都

市
の
建
設
を
目
指
し
、

工
業一
辺
倒
の

都
市
か
ら
大
型
鉱
山
観
光
施
設
「マ

イ

ン
ト
ピ
ア
別
子」
を
核
と
し
た
観
光
面

を
も
併
せ
持
っ
た
都
市へ
と
進
展
し
て

い
ま
す。

-
日
本
三
大
銅
山
の
ひ
と
つ
・

別
子
銅
山
は

、
元
禄
三
年
(一
六
九

O
)
人
跡
未
踏の
銅
山
峰
で露
頭
が
発

見
さ
れ、
翌
四
年
住
友

に
よ
っ
て
採
掘

が
開
始
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
す

。
元

禄
時
代

に
は、
産
銅
量
が
世
界
最
大
で

あ
っ
た
と
言
わ
れ

、
秋
田
の
小
坂
銅
山

、

栃
木
の
足
尾
銅
山
と
と
も

に
日
本
三
大

銅
山の
ひ
と
つ

に
も
数
え
ら
れ
て
い
ま

し
た

。
採
掘
環
境
・

条
件
の
悪
化
等

に

よ
り
昭
和
四
十
八
年
(一
九
七
三
)

に

閉
山
し、

現
在
の
新
居
浜
市
及
び
住
友

グ
ル
ー

プ
の
発
展

に
大
き
く
寄
与
し
た

二
百
八
十二
年
の
偉
大
な
歴
史

に
終
止

符
を
打
ち
ま
し
た

。

園
南
部
観
光
開
発
計
画
の
策
定
・

新
居
浜
市
は

、
別
子
銅
山
跡
の
産

業
・

文
化
遺
跡
を
活
か
し
た
開
発
を
推

進
す
る
た
め
の
調
査
研
究
及
び
計
画
を

策
定
す
る
た
め

、
庁
内
組
織
と
し
て
昭

和
五
十
八
年

、「
新
居
浜
市
観
光
開
発

調
査
研
究
委
員
会」
を
設
置
し
た
の
を

始
め

、
昭
和
六
十
二
年

に
は
民
間
産
業

関
係
者

、
学
識
経
験
者

、
行
政
関
係
者

等
で
組
織
す
る
「

新
居
浜
市
南
部
観
光

レ
ク
リ
エ
ー

ショ
ン
開
発
推
進
協
議

会」
を
設
置
し
、

基
本
計
画
の
考
察

、

基
本
計
画
実
現の
た
め
の
体
制づ
く
り

を
図
り
ま
し
た。
昭
和
六
十
三
年

、

『
新
居
浜
市
南
部
観
光
レ
ク
リ
エ
ー

ショ
ン
開
発
事
業
化
計
画
書』
が
策
定

さ
れ

、
事
業
開
始へ
の
計
画
が
整
い
ま

lレ
れ九

。
-
産
業
・

文
化
遺
跡
の
活
用
・

別
子

銅
山
最

後の
採

鉱
本
部

区 ぱ ( 端 跡の ) は 出 地
産 地 で 場

業・
文

化
遺
跡

を
出
来

る
限
り

活
か
し
た
鉱
山
観
光
地
と
し
て
開
発
す

る
た
め

、
鉱
山
事
務
所
跡
地

に
J漏
出

場
記
念
館
」
と
「

イベ
ン
ト

広
場」

、

下
部
鉄
道
跡
地

に
「

鉱
山
鉄
道
」
と

「
下
駅
舎」

、
火
薬
庫
跡
地

に
「

観
光

坑
道」

、
旧
選
鉱
場
跡
地

に
「

駐
車
場」

と
「

端
出
場
大
橋L

、
旧
資
材
庫
跡
地

に
「上

駅
舎」
と
「

産
業
機
械
展
示

場L
、

修
理
工
場
跡
地

に
「

遊
歩
道
」

等
を
建
設
す
る
こ
と
が
決
定
し
、

い
よ

い
よ
建
設
事
業

に
と
り
か
か
り
ま
し
た

。

(
その
他の
産
業・
文
化
遺
跡
と
し
て

、

第
四
通
洞
や
大
斜
坑

、
旧
発
電
所
な
ど

も
身
近

に
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す〕



道鉄山鉱観 光 坑道内 部

-
第
三
セ
ク
タ
ー

の
設
立
.

南
部
観
光
開
発
を
推
進
す
る

に
当
た

り
、

地
域
経
済

に
効
果
の
あ
る
形

に
展

開
す
る
た
め

、
第
三
セ
ク
タ
ー

方
式

に

よ
る
開
発
が
検
討
さ
れ

、
昭
和
六
十
三

年
「第

三
セ
ク
タ
ー

設
立
準
備
委
員

会L
を
設
置
し
、

事
業
参
加
を
各
界

に

働
き
か
け
た
結
果

、
国
の
産
業
基
盤
整

備
基
金
を
は
じ
め
と
す
る
二
十
三
社
の

出
資

に
よ
り
、

平
成
元
年

、
第
三
セ
ク

タ
ー
「

株
式
会
社
マ
イ
ン
ト
ピ
ア
別

子
」
を
設
立
す
る
こ
と
が
出
来

、
観
光

開
発
の
事
業
主
体
基
盤
が
整
い
ま
し
た。

(マ
イ
ン
ト
ピ
ア
と
は
英
語
の
「マ

イ

ン
」
H

鉱
山
と
「ユ
ー
ト
ピ
ア
」-H
理

想
郷
の
合
成
語
で
す)

-
待
望
の
オ
ー

プ
ン
ヘ
.

新
居
浜
市
と
株
式
会
社マ
イ
ン
ト
ピ

ア
別
子
の
事
業
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
り

南
部
観
光
開
発
(マ
イ
ン
ト
ピ
ア
別
子

開
発
)
が
開
始
さ
れ

、
平
成
二
年
の
進

入
橋
「

端
出
場
大
橋」
の
完
成
を
皮
切

り
に

、
平
成
三
年

に
総
事
業
費
約
四
十

八
億
円
の
主
要
施
設
が
完
成

、
六
月
五

日
、

記
念
すべ
き
「マ

イン
ト
ピ
ア
別

子」
オ
ー

プ
ン
の
日
を
迎
え
ま
し
た。

食
マ
イ
ン
ト
ピ
ア
別
子
施
設
紹
介

鉱
山
鉄
道

明
治二
十
六
年

に
開
通
し
た
わ
が
国

最
初
の
鉱
山
鉄
道
を
復
元
し
、

延
長
四

百
十
メ
ー
トル

の
レ
l

ル
の
上
を
ゆ
っ

く
り
と
し
た
ス
ピ
ー
ド

で
走
り
ま
す。

途
中

に
は

、
トン
ネ
ル

、
鉄
橋
も
あ
り

ま
す。

観
光
坑
道

火
薬
庫
跡
地
を
利
用
し
た
坑
道
で

、

地
底
の
中
をマ
グ
シ
l

パ
l

の
案
内
で

鉱
山
の
歴
史
を
学
習
で
き
る
延
長
三
百

三
十
三
メ
ー
ト
ル
の
神
秘
的
な
世
界
で

す。端
出
場
記
念
館

鉱
山
跡
地
を
イ
メ
ー

ジ
付
け
る
明
治

調
赤
レ
ン
ガ
を
使
用
し
た
四
階
建
の

ビッ
グ
な
建
物
で

、
中

に
は

、
新
居
浜

で
湧
出
す
る
天
然
鉱
泉
を
利
用
し
た
十

三
種
類
の
温
泉
が
揃
っ
た
「ヘ

ル
シ
l

ラ
ン
ド

別
子」
や
レ
ス
ト
ラン

、
大
食

堂
、

お
土
産
品
売
場
等
が
あ
り
、

ま
た

、

時
価一
億
円
の
大
鉱
石
も
展
示
し
て
い

ま
す。

-
今
後
の
進
展
計
画
・

第
二
期
計
画
と
し
て

、
更

に
山
奥へ

入
っ
た
標
高
約
七
百八
十メ
ー
ト
ル
の

採
鉱
本
部
跡
地
・

東
平
(
と
う
な
る
)

地
区
の
観
光
開
発
計
画
を
進
め
て
い
ま

す。恵
ま
れ
た
自
然
を
活
か
し
、

鉄
道
敷

跡
や
レ
ン
ガ
造
の
建
物
跡
や
ト
ン
ネル

な
ど
の
残
さ
れ
た
産
業
・

文
化
遺
跡
を

活
用
し
た
歴
史
資
料
館
やマ
イ
ン
工
房

の
建
設

、
トロ
ッ
コ
列
車
の
復
元
を
予

定
し
て
お
り
、

ま
た

、
端
出
場
地
区と

東
平
地
区
を
結ぶ
導
線
と
し
て

、ロ
ー

プ
ウェ
イ
設
置
も
検
討
し
て
い
ま
す。

-
お
わ
り
に
・

瀬
戸
大
橋
の
開
通

、
高
速
道
路
の
延

伸
、

四
国
の
大
観
光
地
金
万
比
羅
宮
と

道
後
温
泉
の
中
間
地
点

に
位
置
す
る
利

点
も
あ
り、
県
内
は
も
と
よ
り
県
外
か

ら
の

入
り
込
み
観
光
客
が
順
調

に
伸
び

、

オ
ー

プン
後一
年
を
経
過
し
た
時
点
で

入
場
者
数
約
七
十
五
万
人
と
い
う
県
内

で
も
有
数
の
観
光
地
と
な
っ
た
今

、
本

市
の
産
業
・

文
化
遺
跡
の
再
生
は
大
成

功
で
あ
っ
た
と
確
信
し
て
い
ま
す。
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事

ち

し

と

文

化

「能島水軍の里Jの
まちづくり

高

宮窪町文化財保護審議委員長
万寿男橋

。
史
跡
概
要

春
は
桜
の
名
勝
地
と
も
な
る
能
島
城

跡
は
能
島
と
そ
の
南

に
あ
る
鯛
崎
島
の

二
島
か
ら
な
る。
能
島
の
周
囲
は
七
百

二
十
メ
ー
ト

ル
、

面
積
約一
・

五ヘ
ク

タ
ー

ル
、

鯛
崎
島
周
囲
二
百
四
十
メ
l

i
腹
史
文
化
と

ま
ち
づ
く
り
i

ト
ル

、
面
積
約
0・
二
ヘ
ク
タ
ー

ル
と

い
ず
れ
も
小
さ
い
無
人
島
で
あ
る。
こ

こ
に
能
島
水
箪
の
根
拠
地
と
し
て

、
応

永二
十
六
年
(一
四一
九
)

に
村
上
氏

が
能
島

、
来
島

、
因
島
の
三
家

に
分
立

し
た
頃
築
い
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る。

豊
臣
秀
吉

天
正
十
二
年
(一
五
八
五
)

の
四
国
征
伐

に
伴
い

、
廃
虚
と
な
っ
て

か
ら
四
百
年
余
が
経
過
し
た。

城
祉
や
た
だ
秋
潮
の
高
鳴
り

に

村
上
査
天
子

能
島
水
寧
の
全
盛
は
南
北
朝
時
代
か

ら
戦
国
時
代
だ
が

、
な
か
ん
ず
く

村
上

武
吉
時
代
で

、
か
つ
て
朝
日
新
聞
の
連

載
小
説
「

秀
吉
と
武士口」
で
著
者
城
山

三
郎
は
「

武
吉
は
三
島
村
上
水
軍
を
束

ね
る
総
領
家
能
島
村
上
の
主
で

、
瀬
戸

内
海
の
制
海
権
を握
り
、一

時
は
西
日

本
の
動
向
を
左
右
し
か
ね
ぬ
力
が
あ
っ

た
」
と
書
き
出
し
て
い
る。

能
島

、
鯛
崎
島
を
調べ
て
み
る
と
能

島
に
は
本
丸

、
二
の
丸

、
三
の
丸
等
の

跡
が

、
鯛
崎
島

に
は
出
丸
の
見
張
場
的

な
跡
が
残
っ
て
い
る。
こ
の
ほ
か

、
船

能
島
被
跡
略
測
図

H
ι
氏
は
分
配叩的
K
体的
h
Mm
t
必1

が
く
し

場
、

桟
橋
跡

、

回
廊
跡
か
と
も
思
え

る
岩
盤
上
の
柱
穴
が

、

能
島

に
二
百
四
十
個

、

鯛
崎
島

に
百
二
十
個
余
り

あ
り
、

干
潮
と
も
な
れ
ば
こ
れ
ら
の

柱
穴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る。
ま
た

、

周
囲
の
海
峡は
瀬
戸
の
激
流
が
渦
巻
き

、

天
然
の
要
害
を
利
用
し
た
典
型
的
な
海

域
で
あ
っ
て
瀬
戸
内
海
域
中
最
大
規
模

の
水
軍
遺
跡
で
あ
り
、

重
要
な
史
跡
で

あ
る。な

お
、

能
烏

に
付
属
す
る
遺
跡
と
し

て
東
隣
り
の
鵜
島

に
は
水
軍
の
「

造
船

所
跡
」
と
「

船
奉行
屋
敷
跡L
が
あ
り
、

他
に

も
「

兵
糧
奉
行
屋
敷
跡」
や
「

代

官
屋
敷
跡」
が
あ
る。
ま
た

、
健
灘よ

り
宮
窪
水
道へ
の

入
り
口

、
戸
代
鼻

に

は
長
さ
三
十
間
余
の
水
軍
時
代
の
「

古

波
止
跡L
が
あ
り
、

通
行
税
や
水
先
案

内
料
を
徴
収
し
た
場
所
だ
と
も
い
わ
れ

て
い
る。

AV
戦
前
の
能
島
城
跡
保
存
と
顕
彰

伊
予
水
軍
中
輿
の
祖
と
さ
れ

、
ま
た

元
弘
建
武
の
功
臣た
る
能
島
村
上
五
代

の
当
主
村
上
義
弘
が

、
大
正
八
年
正
五

位
を
追
贈
さ
れ
た。
こ
れ
等

に
触
発
さ

れ
た
村
民
有
志

に
よ
っ
て
昭
和
十
年
頃

桜
の
植
樹
が
始
め
ら
れ

、
昭
和
十
四
年

に
は
寸

能
島
史
跡
保
勝
会」
が
結
成
さ

れ
、

城
祉
の
調
査
研
究

、
保
存
顕
彰

、

能
島
神
社
の
建
設

、
海
事
思
想
の
普
及

を
目
的
と
し
た
が

、
戦
争
や
敗
戦
の
混

乱
の
た
め
活
動
は
停
滞
し
て
し
ま
っ
た。

戦
後

、
昭
和
二
十
八
年三
月
三
十一
日

国
の
「

史
跡
」
と
し
て
指
定
さ
れ

、
昭

和
四
十
八
年
六
月
十
七
日
愛
媛
県よ
り

「
能
島
水
軍
の
里」
と
し
て
指
定
を
受

け
る。
県
は

、
海上
能
島
鯛
崎
見
近
島

鵜
島
南
部
を
含
む
東
西
約
三
キロ 、
南

北
約
二
キロ
の
地
域
を
指
定
し
、

以
後



宮
窪
町
も
国
や
県
の
補
助
金
を
得
て

、

第一
次 、
第二
次
の
整
備
事
業
五
ヶ

年

計
画
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
だ
し
た0

.
指
定

内
地
域
の
主
な
水
軍
遺
跡

O
国
指
定
能
島
城
跡
(
鯛
崎
島
を
含

む
)

O
証
明
寺(
能
島
村
上
氏
書
提
寺)跡

O
幸
賀
屋
敷
跡
(
村
上
義
弘
居
館

跡)
O
水
軍
資
料
館
(
資
料五
十
六
点
)

な
ど。

「
水
軍
の
里」
の
種々
イベ
ン
ト

等

と
町
民
交
流

O
昭
和
五
十一
年
H

水
軍
資
料
館
開

設
展
示

。
昭
和
六
十
二
年H
水
軍
夏
祭
花
火

大
会

O
昭
和
六
十
三
年
目

能
烏
水
軍
太
鼓

の
会
結
成

能
島
水
軍
弓
道
大
会
(
全
県)

O
平
成
二
年
H

水
軍
夏
祭
(
釣
大

会
)
始
ま
る。
町
外
よ
り

八
十
名
前
夜
祭
よ
り
参
加

国
民
文
化
祭

に
参
加 。

海
上パ
レ
ー
ド 。

全
国
手

漕
船
競
争

O
水
軍
早
船「
能
島
丸

、武
吉

丸
、

景
親
丸」
三
艇

に
よ

る
水
軍
レ
l

ス(「
景
親

丸」
は
本
年
進
水
)
な
ど

が
行
わ
れ
て
い
る。

a-
能
島
水
軍
の
里
ま
ち
づ
く
り
の
夢

以
上
筆
者
は
水
軍
の
里
の
ま
ちづ
く

り
ら
し
きこ
と
を
追
っ
て
み
た。
し
か

し
何
か
が
足
り
な
いこ
と
を
感
ず
る
よ

う
だ。
行
政
も
企
業
(
本
町
地
場
産
業

の
石
材
業
者
等)
も
商
工
会
や
各
種
団

体
、山辰

漁
民
も
よ
く

協
力
は
し
て
く
れ

て
い
る。
が、
外
面
の
華
や
か
さ

に
比

し
て

、
余
り
得

に
は
な
っ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る。
町
民
の
レ
ク
リエ
ー

ショ

ン
の
み
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
る。
町

内
の
交
流
は
よ
く
な
り
つ
つ
あ
る
が

、

町
外
か
ら
の
能
島へ
の
来
訪
者
は
年
間

一
万
人
と
ま
だ
ま
だ
少
な
い。
能
島
水

寧
の
歴
史
や
文
化
遺
産
を
「ふ

る
里づ

く
り」
「

ま
ち
づ
く
り」

に
ど
の
よ
う

に
活
か
し
て
役
立
て
る
か。

政
治
も
文
化
も
こ
れ
か
ら
は
地
方
の

時
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る。
来
年

度
使
用
予
定
の
展
示
本

、
中
杜
の
歴
史

に
は
「

瀬
戸
内
海
の
水
軍」
が
初
め
て

二
頁
も
掲
載
さ
れ

、
南
北
朝
時
代
の

「
海
賊
衆
の
活
躍
」
も
出
て
い
る。

(
学
図
)
確
か

、
浩
宮
皇
太
子
殿
下
の

学
習
院
大
卒
論
の
テ
1

マ
は
「

中
世

に

お
け
る
瀬
戸
内
海
の
海
上
運
輸

に
つ
い

て」
で
あ
っ
た
と
思
う。

徳
仁
親
王
殿
下
御
歌
(
大
三
島
橋
)

鼻
粟
の
瀬
戸

に
か
か
り
し

橋
望
み

潮
乗
りこ
え
し
舟
人
偲ぶ

能
島
城
跡
の
史
的
価
値
は
益
々
高
く

な
っ
て
く
る
答
で
あ
る。
今
尾
ル
l
ト

の
全
通
を
見
通
し
て
のリ
ゾ
ー
ト

開
発

の
拠
点づ
く
り
や
環
境
の
保
全
や
整
備

、

水
軍

に
関
連づ
け
た
種々
商
品
の
開
発

、

三
島
五
町
の
提
携

、
共
同
研
究
の
組
織

づ
く
り

等
に

も
っ
と
意
欲
的

に
取
り
組

ま
な
け
れば
な
ら
な
い。

ま
た

、
能
島
の
見
え
る
海
岸

に
「

水

軍
資
料
館」
を
移
転
し
て
独
立
館
と
し
、

現
在
の
能
島
水
軍
資
料
館
五
百
十
六
点

を
中
核
と
し
た
全
国
の
水
軍
資
料
を
も

収
集
し
て

、「
水
軍
歴
史
館」
的
な
も
の

は
で
き
な
い
か
と
夢
を
み
る
の
で
あ
る。
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三夫

追

珠

山山

城

の

再

生

に

ま

ち

づ

く

け

Jコ
し、

て

考

え

る
(

I
)

||
返

球

対

策
の

問

題

点

||

近
年

、
経
済
構
造
の
激
変
の
も
と
で

東
京一
極
集
中
が
加
速
し
、一

方
そ
の

対
極
と
思
わ
れ
る
地
方

、
取
り
分
け
過

疎
の
農
山
村
は一
段
と
厳
しい
状
況

に

あ
る。
地
域
再
編
の
時
代
と
も
言
わ
れ

る一
九
九
十
年
代

に
お
い
て

、
過
疎
地

域
再
生
の
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か。

あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
条
件
は
何
な
の
か

、

若
干
検
討
し
て
み
よ
う。

愛
媛
県
で
は
九
十
年

に
施
行
さ
れ
た

新
過
疎
法
(
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措

置
法
)

に
よ
っ
て、
県
内
全
市
町
村
の

五
十
九パ
ー

セ
ン
ト

に
相
当
す
る
四
十

一
町
村
が
過
疎
地
域

に
指
定
さ
れ
た。

そ
の
後 、
弓
削
町

、
八
幡
浜
市
が
追
加

公
示
さ
れ
九
十
二
年
度
の
過
疎
地
域
は

四
十
三
市
町
村
と
な
っ
た。
町
村
で
は、

約
四
分
の
三
が
過
疎
地
域
とい
う
こ
と

に
な
る。
八
十
五
年
l

九
十
年
の
人
口

松
山
大
学
経
詩
学
部
長

減
少
率、
高
齢
者
比
率
と
も
全
国
平
均

を
上
回
っ
て
お
り
、

愛
媛
県は
相
変
わ

ら
ず
有
数
の
過
疎
県

に
位
置づ
け
ら
れ

トでつ。と
こ
ろ
で
旧
過
疎
対
策
法
(
過
疎
地

域
対
策
緊
急
措
置
法
)
の
施
行
(
七
十

年
)
以
来、
二
十
年
間
の
長
期

に
渡
っ

て
実
施
さ
れ
て
き
た
過
疎
対
策
は
愛
媛

で
は
ど
の
よ
う
な
成
果
を
も
た
ら
し
た

の
で
あ
ろ
う
か。
町
村
の
過
疎
地
域
活

性
化
計
画
(
九
十
年
策
定)

に
お
け
る

記
述
を
み
て
み
よ
う。
「

か
な
り
の
効

果
は
上
げ
て
い
る
も
の
の
過
疎
の
防
止

と
ま
で
は
な
っ
て
い
ない」
(上
浦
町
)、

「
各
種
事
業
を
実
施
し
て
き
た
が
人
口

減
少
の
歯
止
め
対
策
と
し
て
の
効
果
が

思
う
よ
う

に
上
が
ら
な
か
っ
た」
(
瀬

戸
町
)、
「

全
国
で
二
番
め

に
小
さ
な
自

治
体

に
ま
で
過
疎
化
が
進
ん
だ」
(
別

村
上

尤
美

子
山
村
)、

寸
現
在
も
過
疎
現
象
は
依
然

と
し
て
進
行
し
て
い
る
が、
特

に
自
然

減
が
顕
著

に
な
っ
て
お
り
老
年
層
の
占

る」
〔
魚
島
村
)、「
道
路
網
の
整
備
を

中
心

に一
定
の
成
果
を
収
め
て
き
た。

し
か
し
、一

方
で
は若
年
層
の
流
失

に

歯
止
め
が
か
か
ら
ず
高
齢
化
の
進
行
す

る
村
と
な
り
地
域
の
活
力
が
著
し
く
減

退
し
て
き
た
」(
新
宮
村
)、
「

公
共
施

設
や
生
活

、
産
業
基
盤
の
整
備
は
人々

の
定
住
の
基
本
条
件
で
あ
る
就
業
の
場、

一雇
用
機
会
の
増
加

に
は
あ
ま
り
効
果
が

あ
が
っ
てい
ないL
(
西
海
町
)、
そ
の

他
で
は

、
農
林
業
の
不
振

に
よ
り
経
済

14 

人 口 減少率 国 調 人 口町 村 名 (1970 
-1990年 ) 1970 1990 

l 別 子 山 村 66.8% 959 318 
2 面 i可 キナ 52.4 2384 1135 
3 美 )11 村 47.6 5383 2821 表
4 相P 谷 村 47.5 3183 1672 媛愛1 

5 宮 窪 町 43.3 7296 4140 県

6 広 回 キナ 42.9 2172 1241 お
1-1-

7 1可 辺 キナ 42.7 2810 1611 
8 信 島 キナ 42.6 745 428 
9 �事 戸 町 38.4 5381 3316 
10 関 前 キナ 36.6 1932 1225 
11 |崎 町 36.4 7779 4948 
12 田 町 35.8 7002 4497 
13 大 三 島 町 33.5 8113 5396 
14 幸庁 呂 村 33.3 3567 2380 
15 中 島 町 31.5 11837 8114 
16 西 海 町 30.2 6046 4219 

出所 国土庁 r過疎対策の現況.! (1991年度版)
1992年 5 月 第 2 表 よ り 作成

』田ー朝田ーー



言支a念

基
盤
が
弱
体
化
し
た
こ
と、

中
学
・

高

校
卒
業
者
が
殆
ど
定
住
し
な
い
こ
と、

公
共
施
設
の
維
持
費
増
に
よ
り
財
政
が

圧
迫
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
指
摘
が

注
目
さ
れ
る
。

ま
た
人
口
デ
l
タ
(
七

十
l
九
十
年)

で
は、
一

時
期
増
加
に

転
じ
た
町
村
(
弓
削
町、

宇
和
町、

松

野
町、

内
海
村、
一

本
松
町
な
ど)

は

あ
る
が、

二
十
年
間
の
通
算
で
み
る
と、

全
て
の
町
村
が
減
少
し
て
い
る
。

し
か

も
減
少
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
越
え

る
町
村
も
十
六
を
数
え
る
。
(
表
一

参

昭一
)

こ
う
し
た
過
疎
地
域
の
実
態
も
考
慮

さ
れ
て、

新
過
疎
法
が
成
立
す
る
こ
と

に
な
っ

た
。

新
過
疎
法
に
お
い
て
は

「
人
口
の
著
し
い
減
少
に
伴
っ
て
地
域

社
会
に
お
け
る
活
力
が
低
下
し、

生
産

機
能
及
び
生
活
環
境
の
整
備
等
が
他
の

地
域
に
比
較
し
て
低
位
に
あ
る
地
域」

に
つ
い
て、

そ
の
「
活
性
化」

を
図
る

こ
と
が
目
的
と
さ
れ、

新
た
に
市
町
村

の
創
意、

自
主
性、

都
道
府
県
に
お
け

る
広
域
的
配
慮、

財
政
援
助
の
対
象
と

な
る
事
業
の
拡
大
な
ど
旧
過
疎
法
に
な

か
っ
た
工
夫
が
若
干
な
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え、

人
口
と
財
政
力
に
関
係
す

，憾?\

る
指
標
の
み
に
よ
る
過
疎
地
域
の
定
義

(
指
定
基
準)

に
し
て
も、

補
助
金
と

過
疎
債
に
よ
る
財
政
援
助
の
特
別
措
置

に
し
て
も
従
来
の
フ
レ
ー
ム
を
保
存
し

て
お
り
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
従
来
と
同
様
に
過
疎
対
策
に
つ
い

て
の
固
の
責
務
は
「
政
策
全
般
に
渡
り

必
要
な
施
策
を
総
合
的
に
講
ず
る
」

と

さ
れ
る
だ
け
で、

実
行
上
の
責
任
は
不

明
確
な
ま
ま
で
あ
る
。

従
っ
て
新
過
疎

法
も
基
本
的
に
は
緊
急
対
策
と
し
て
実

施
さ
れ
た、

約
二
十
年
前
の
旧
過
疎
対

策
法
の
焼
き
直
し
版
と
言
え
よ
う。

現

在
も
人
口
減
に
歯
止
め
が
か
か
ら
ず、

若
年
層
流
失
と
高
齢
化
の
た
め
農
林
業

等
の
後
継
者
が
欠
落
し、

集
落
崩
壊
も

予
想
さ
れ
る
過
疎
地
域
に
と
っ
て、

現

行
の
過
疎
対
策
の
効
果
は
極
め
て
疑
わ

し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
う
し
て
過
疎
対
策
の
再
生
の
た
め

に
は、

何
よ
り
も
ま
ず、

こ
れ
ま
で
の

過
疎
対
策
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
要
な
も
の
を
列

挙
し
よ
う。

問
題
点
の
第
一

は
「
人
口

施
策
と
し
て
の
過
疎
対
策
と
い
う
視
点

か
ら
す
る
と、

大
半
の
市
町
村
が
遅
れ

て
い
る
社
会
資
本
の
整
備
に
追
わ
れ、

tI!'ヘ

真
に
人
口
施
策
と
し
て
有
効
な
事
業
の

企
画、

立
案、

実
施
に
ま
で
は
至
ら
な

か
っ

た
」
(
島
根
県
過
疎
地
域
対
策
協

議
会
『
こ
れ
か
ら
の
過
疎
対
策』
一

九

八
八
年、

十
三
ペ
ー
ジ)

と
言
わ
れ
る

よ
う
に、

従
来
は
人
口
の
維
持
・

増
加

そ
の
も
の
に
こ
だ
わ
っ
た
施
策
や
事
業

が
不
十
分
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。

市
町

村
計
画
等
で
は、

当
然
に
人
口
維
持
に

目
標
が
明
示
さ
れ
る
が、

現
実
に
は、

こ
の
目
標
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
的
に
も、

ま
た
意
欲
的
に
も
追
求
さ
れ
な
か
っ
た
。

尚
近
年、
「
若
者
定
住
促
進
条
例」
(
一

本
松
町)
、

「
山
村
振
興
対
策
褒
賞
条

例」
(
別
子
山
村)
、
「
山
村
留
学
制
度」

(
広
田
村)

な
ど
人
口
増
を
目
指
し
た

制
度
の
創
設
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

第
二
は
過
疎
地
域
の
基
幹
産
業
(
農

林
業、

地
場
産
業
等)

の
振
興
に
つ
い

て
の
問
題
点
で
あ
る
。

即
ち
生
活
関
連

の
施
設
整
備
と
比
較
し
て、

農
林
業
等

の
振
興
策
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と、

基
幹
産
業
振
興
策
に
お
い
て
も
基
盤
整

備
な
ど
ハ
1
ド
面
の
施
策
が
中
心
と
な

り、

ソ
フ
ト
面
に
関
連
す
る
有
効
な
施

策
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘

出
来
よ
う。

第
三
は
国
民
経
済
や
国
土
政
策
に
お

け
る
過
疎
地
域
の
位
置
づ
け
が
基
本
的

に
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
(
恒
松
制
治

「
過
疎
対
策
の
在
り
方」
『
地
方
議
会

人』
一

九
九
十
年
五
月
号
十
四
ペ
ー
ジ、

内
藤
正
中
『
過
疎
開
題
と
地
方
自
治

体』

多
賀
出
版
一

九
九
十
年、

百
八

ペ
ー
ジ)

と
い
う
点
で
最
大
の
問
題
点

と
言
え
よ
う。

周
知
の
よ
う
に、

過
疎

地
域
の
農
山
村
や
農
林
業
は
、

地
域
住

民
は
も
と
よ
り
都
市
部
な
ど
非
過
疎
地

域
の
住
民
の
生
命
や
生
活
を
守
る
た
め

に
不
可
欠
な
機
能
(
食
料
等
供
給
機
能、

自
然
・

国
土
保
全
機
能、内
保
健
休
養
機

能
な
ど)

を
果
た
し
て
い
る
。

従
っ
て

過
疎
地
域
の
再
生
や
活
性
化
は
国
民
に

と
っ
て
も
重
大
な
責
務
で
あ
り、

国
土

政
策
の
重
要
な
課
題
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。

こ
う
し
た
点
を
よ
り
明
確
に
し、

国
民
的
合
意
を
得
る
こ
と
が
過
疎
対
策

の
基
本
で
あ
ろ
う。
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「
'm
zw
さ
と
に
予
ど
宅
隠
睡m
zw
か

残
せ
zw
か
」

ー
第
十
回
逆
手
塾
レ
ポ
ー
ト
|

(財)
愛
媛

同
示
ま
ち

ペコ

く
一 り
f最 終

A、

セ

ーノ

タ

平
成
四
年
六
月
十
三
日
と
十
四
日
の

二
日
間、
広
島
県
総
領
町
で
過
疎
地
共

通
の
悩
み
で
あ
る
「
ふ
る
さ
と
に
子
ど

も
は
残
る
か
残
せ
る
か」
を
テ
l
マ
に

『
第
十
回
逆
手
塾』
が
開
催
さ
れ
た。

広
島
県
上
下
町
か
ら
国
道
四
三
二
号

線
を
走
っ
て
総
領
町
内
に
入
る
と
ス
テ

ン
レ
ス
で
出
来
た
草
の
葉
の
モ
ニ
ユ
メ

ン
ト
が
私
た
ち
を
迎
え
て
く
れ
る。
モ

ニ
ヱ
メ
ン
ト
は
数
キ
ロ
お
き
に
設
置
さ

れ、
南
か
ら
北
に
向
か
っ
て
行
く
に
つ

れ
て一
枚
葉
か
ら
二
枚
葉
へ
と
成
長
し

て
ゆ
き、
庄
原
市
に
最
も
近
い
と
こ
ろ

で
は
花
が
咲
い
て
い
る
の
で
あ
る。

ま
た、
商
工
会
館
も
併
設
さ
れ
た

「
リ
ス
ト
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン」
で
は
食

事
も
取
れ、
賑
わ
っ
て
い
た。

六
月
十
三
日
の
午
後、
続
々
と
会
場

へ
入
っ
て
く
る
参
加
者
逮
の
表
情
は、

研
究
員

4に

度

Jえ

皆
非
常
に
明
る
く
生
き
生
き
と
し
て
目

を
輝
か
せ
て
い
る。

受
付
け
を
済
ま
せ
会
場
に
入
る
と、

そ
こ
に
は一
種
異
様
な
雰
囲
気
が
あ
っ

た。
参
加
者
そ
れ
ぞ
れ
の
発
散
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
物
か
或
い
は、
町
づ

く
り
に
対
す
る
熱
い
思
い
の
現
れ
な
の

だ
ろ
う
か。

V

開

会

最
初
に
『
過
疎
逆』
の
安
藤
周
治
会

長
の
「
過
疎
逆
が
十
周
年
を
迎
え
る
事

が
出
来
た
の
は、
今
ま
で
参
加
し
て
い

安藤周治さん

た
だ
い
た
皆
さ
ん
の
力
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い。
こ
れ
か
ら
も、
お
互
い
が

ノ
ウ
ハ
ウ
や
知
恵
或
い
は
技
を
交
換
し

合
い
な
が
ら
地
域
づ
く
り
に
頑
張
り
ま

し
ょ
う」
と
の
挨
拶
で
始
ま
っ
た。

和
田
芳
治
氏
の
「『
ふ
る
さ
と
セ
ン

タ
ー
回
総』
は、
サ
ー
ビ
ス
も
し
な
い

が
規
制
も
し
な
い。
来
た
時
よ
り
美
し

く
と
は
言
わ
な
い。
来
た
時
と
同
じ
に

し
て
下
さ
い」
と
の
和
田
氏
ら
し
い
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り、
続
い
て

宮
崎
文
隆
事
務
局
長
の
日
程
説
明
が

あ
っ
た。

そ
し
て、J
講
師
の
藤
原
洋
氏
の
紹
介

は、
広
島
県
新
市
町
の
平
井
悦
夫
氏
に

よ
り
「
大
正
末
期
に
一
度
消
え
て
し

ま
っ
た
『
た
た
ら
製
鉄』
の
火
を
再
び

燃
え
上
が
ら
せ
る
た
め
八
年
前
に
地
域

の
活
性
化
に
着
手
さ
れ、
現
在
も
『
鉄

の
歴
史
村』
で
『
鉄』
を
テ
l
マ
に
村

づ
く
り
を
実
践
さ
れ
て
い
る」
と
い
う

こ
と
だ
っ
た。

V

人
"

つ

く

り

へ

の

地

域

づ

く

り

藤
原
氏
は
「
今
も
な
お
過
疎
化
は
進

み、
状
況
が
人
口
流
出
か
ら
自
然
減
少

へ
と
変
わ
っ
て
き
た」

ま
た、
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い
る
地

域sつ
く
り
が
進
展
し
な
い
理
由
を
次
の

よ
う
に
言
わ
れ
る。
「
地
域
づ
く
り
の

目
的
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
へ
現

状
の
把
握
と
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
ら
し
い。
「
二
つ
目

は
計
画
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な

い」
「
三
つ
目
に
戦
略
的
発
想
が
な
い」

と
い
う
こ
と
で
あ
る。
戦
略
と
は、

「
目
標
を
達
成
し
て
い
く
た
め
の
筋
道

を
明
か
に
す
る
こ
と」
で
あ
る。
確
か

に、
「
目
的
は
?」
と、
問
わ
れ
て

は
っ
き
り
応
え
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う

か。
「
や
れ
る
事
か
ら
で
は
な
く、
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
か
ら
や
っ
て

い
く
べ
きL
と
も。

「
若
者
が
地
域
に
定
住
化
し
な
い
の

は、
開
か
れ
た
自
由
な
空
気
が
な
い
か

ら
だ」
そ
し
て
「
仕
事
が
な
い
か
ら
職

場
を
作
る
で
は
な
く、
好
ま
れ
る
職
種

の
開
発
へ
と
発
想
を
転
換
す
る
必
要
が

あ
る」
と
も。

ま
た、
「
行
政
に
と
っ
て
は、
地
域

に
い
る
人
達
が
未
来
を
感
じ
る
事
が
重

要
だ
し、
未
来
が
見
え
る
サ
ー
ビ
ス
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
そ
の
た
め
に

は、
企
画
が
必
要
に
な
る。
企
画
と
は、

現
状
を
打
破
し
て
い
く
新
た
な
目
標
を
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作
る
こ
と
で
あ
る
」

「
人づ
く
り
を
考
え
る
と
き

、
先
ず

は
自
分
づ
く
り
を
し
な
け
れ
ば
人
づ
く

り
は
絶
対

に
で
き
な
い。
そ
し
て

、
人

を
育
て
る
環
境
を
造
る
事
が
大
切
で
あ

マ心。
」そ

の
環
境
と
は

、「
文
化
事
業
で
文

化
的
空
間
を
作
り
文
化
的
時
間
を
抽
出

す
る
事
で
で
き
るL
元
行
政マ
ン
ら
し

か
ら
ぬ
柔
ら
か
な
話
の
中

に
は

、
藤
原

氏
の
自
ら
の
経
験
を
元

に
綴
密

に
計
算

さ
れ
た
地
域づ
く
り
が
見
え
て
く
る。

「
自
分づ
く
り
は
自
己
人
格
の
形
成

は
勿
論
の
事

、
知
識
の
ネッ
ト
ワ
ー

ク
、

い
わ
ゆ
る
知
的
ネッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成

も
重
要
な
事
だ
」
と
も。

約二
時
間
の
講
演
で
あ
っ
た
が

、
設

も
が
静
か

に
耳
を
傾
け
真
剣
な
表
情
で

聞
入

っ
て
い
た。
つ
い
そ
の
話
の
流
れ

の
中

に
引
き
込
ま
れ
て
時
間
の
経
つ
の

を
忘
れ
て
し
ま
う
程
で
あ
っ
た。

V
人
源
ス
ピ
ー

チ

今
ま
で
の
逆
手
塾

に
参
加
さ
れ
た

方々
が

、
今
回
の
テ
1

マ
で
あ
る
「ふ

る
さ
と

に
子
ど
も
は
残
る
か
残
せ
る

か」
と
「

夢」
に
つ
い
て
話
さ
れ
たo

v
人
源
が
御
馳
走

香
川
県
池
田
町
の
八
木
町
長
さ
ん
の

分
科
会

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た。

お
話
の
中
で

、
特

に
印
象

に
残
っ
た

の
は

、「
職
員
を
旨
く

動
か
す
の
も
町

長
の
力
量
で
あ
る
し
、

そ
の
力
を
見
抜

く
目
を
持
つ
の
も
町
長
の
仕
事
だ
と
思

い
ま
す
」
と
言
わ
れ
た
事
だ。
確
か

に

そ
う
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い。
実
践
者

だ
か
ら
こ
そ
言
え
る
言
葉
だ
と
思
う。

V
総
括

広
島
県
立
大
学
の
徳
野
貞
雄
氏
は

、

「
地
域
づ
く
り

に
は

、
も
っ
と
高
校
生

の
意
見
を
採
り

入
れ
た
り
、

彼
等
を
参

加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
な
ぜ
な

ら
地
域
が
輝
く
か
輝
か
な
い
か
は

、
彼

等
自
身
の
選
択

に
か
か
っ
て
い
る
か
ら

で
す
」
と

、
今
回
の
テ
l

マ
の
答
が
見

え
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る。
氏
の
舞

台
と
黒
板
を一
杯

に
使
い

、
ア
ク
シヨ

ン
を
交
え
な
が
ら
迫
力
あ
る
総
括
で
二

日
間
の
全
日
程
を
終
了
し
た。

逆
手
塾
で
は

、
お
会
い
し
た
人
そ
れ

ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
持
っ
て
参

加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

、
当
然
と
は
言

い
な
が
ら
も
肌
で
感
じ
る
事
が
で
き
た。

そ
し
て
夜
を
明
か
し
て
眠
る
こ
と
な

徳野貞雄さん

く
廊
下
で
語
り
合
っ
て
い
た
人
達
の
姿

を
思
う
と
き

、
自
分
の
地
域
も
こ
れ
く

ら
い
真
剣

に
考
え
て
い
か
ね
ば
と
も
思

う。
今
ま
で
は

、
何
を
ど
う
す
れば
良

い
の
か
さ
え
も
分
か
ら
な
い
状
態
で

あ
っ
た
と
思
う
の
で
す。
寸

逆
手
塾」

に
参
加
し
て

、
も
っ
と
自
分
自
身
と
地

域
を
見
つ
め
る
事
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

と
考
え
直
さ
せ
ら
れ
た
思
い
で
す。

興
奮
が
冷
め
止
ま
ぬ
ま
ま
帰
路

に
つ

い
た
が

、
心
の
中
を
十
分

に
満た
し
て

く
れ
る

に
は
有
り
余
るエ
ネル
ギ
ー

を

い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
が
す
る。

地
域づ
く
り
、

そ
し
て
自
分さつ
く
り

に
こ
のエ
ネル
ギ
ー

をぶ
つ
け
て
い
き

'-、o
f
u
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自

然

を

味

方

に

ー

早

川

町
の

ま

ぢ
づ

〈

リ
ー

相川
愛
妓
県
ま
ち
づ
く
り
総
合
セ
ン
タ
ー

山
梨
県
南
巨
摩
郡
早
川
町
は、
三
千

メ
ー
トル
を
超
す
雄
大
な
南ア
ル
プ
ス

を
西

に
望
み、
山
懐

に
抱
か
れ
た
町
で

あ
る

。先エ
は
峰々

に
画
さ
れ
狭
ま
り、

町
の
中
央
を
貫流
す
る
早
川
の
急
流
は、

深い
渓
谷
を
形
成
す
る。

昭
和'三
十一
年、
早
川
流
域
の
六
つ

の
村
が
合
併
し
てス
タ
ー
ト
し
た
早
川

町
は、
三
百
七
十
平
方
キロ
メ
ー
ト
ル

とい
う
山
梨
県
下
最
大
の
面
積
を
有
し、

そ
の
中
に
平
均
戸
数
三
十
1

四
十
戸
の・

三
十
六
の
集
落
が、
山
間
を
縫
っ
て
点

在
す
る

。
厳
しい
自
然
条
件
の
も
と、

山
村
の
宿
命
と
も
い
え
る
過
疎
化
が
進

み、
合
併
当
時
八
千
人
の
人
口
が、
現

在
で
は
二
千
三
百
人
余
ま
で
減
少
し
て

い
ヲ心
。

今
回私
た
ち
は、
七
月
二
十一
日
か

ら、
早
川
町
ほ
か
の
ま
ちづ
く
り
の
先一

進
地
域
を
訪
ね 、
ま
ちεつ
く
り
の
基
本

的
な
考
え
方
な
ど

に
つ
い
て
研
修
を
し

て
き
ま
し
た
の
で、
特
に
印
象
深
か
っ

研
究
員

松
岡
正

範

た
早
川
町
の
ま
ちづ
く
り

に
つ
い
て
ご

紹
介
し
ま
す

。
か
み

v
n

自
然
の
恵
み

人
の
ふ
れ
あ
い

南
ア
ル
プ
ス
邑
計
画H

早
川
町
の
ま
ち
づ
く
り
は、
N

南
ア

ル
プス
邑・
早
川
町H
の
ネ
ー
ミ
ン
グ

に

み
ら
れ
る
よ
う

に、
南
ア
ル
プ
ス
を
背

景
と
し
た
生
き
方
を
基
本
と
し
て
い
る。

「
南
ア
ル
プ
ス
巴
計
画
」
は、
ま
ず 、

県道
の
名
称
変
更

に
始
ま
る。
町
内
を

走
る
県
道
「

野
目
川
|

波
高
島
線
」
を

「
南
ア
ル
プ
ス
街
道」
の
名
称
と
し
た

い
旨
の、
辻一
幸
早
川
町
長
の
直
訴に

知
事
が
折
れ、
愛
称
とい
う
こ
と
で
認

め
ら
れ
た

。こ
れ
を
機

に、
山
梨
県
下

の
県
道

に
様々
な
愛
称
が
付
け
ら
れ
る

こ
と
と
なっ
た
の
で
あ
る。
さ
ら
に 、

町
の
特
産
品

に
寸

南ア
ル
プ
ス」
の
名

称
を
付
け
る
な
ど
C
I

作
戦
を
展
開
し

て
い
っ
た

。

寸
過
疎
化
は、
町
民
の
目
を
他
所

に

ば
か
り
向
か
せ、
地
域
の
持
っ
てい
る

良
さ
を
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
な

か
っ
た

。
過
疎
克
服
は、
ま
ず
自
分
達

の
足
元

に
目
を
向
け、
一
か
ら
地
域
を

考
え
る
事
か
らス
タ
ー
ト
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い 。
南ア
ル
プス
の
厳
しい
自

然
は、
生
活
し
て
い
く

に
は
障
害
で
あ

り、
恨
め
しい
存
在で
さ
え
あ
っ
た
が、

こ
れ
か
ら
は、
む
し
ろ
貴
重
な
財
産
と

し
て
誇
り
と
し、
逆

に
活
用
し
てい
か

ね
ば
な
ら
ない

。

地
域
の
持
っ
てい
る
個
性
を
最
大
限

に
引
き
出
し、
そ
れ
を
個
性
あ
る
ま
ち

づ
く
り
に
結び
付
け
る
努
力
は、
ど
こ

の
市
町
村

に
あ
っ
て
も
欠
く
こ
と
の
で

き
ない
地
域
お
こ
し
の
条
件
だ
か
ら
」

と
辻
町
長
は、
取
り

組
み
の
経
緯
に
つ

い
て
語
ら
れ
た。

一幸町長

こ
う
し
た
中 、
優
れ
た
山
岳
写
真
家

の
発
掘 、
育
成
を
目
指
し、
白
旗
史
朗

賞
日
本
山
岳
写
真コ
ン
テ
ス
ト
を
開
催

す
る
な
ど、
全
国
に
早
川
町
が
南
ア
ル

プ
ス
の
邑
で
あ
る
と
の
情
報
発
信
も

辻

行
っ
てい
る。

V
旧
村
一

拠
点
づ
く
り

ま
た、
こ
の
「

南
ア
ル
プ
ス
巴
計

画L
の
中
で
は、
町
が
内
蔵
し
てい
る

資
源・
歴
史・
文
化
等
を
見
直
し、
可

能
性
の
掘
り
起
こ
し
と
活
性
化
の
た
め

の
出
来
る
だ
け
の
芽
出
し
を
し
よ
う
と、

「旧
村一
拠
点づ
く
り」
が
展
開
さ
れ

て
い
る

。
早
川
町
内

に
は
日
本一
の
硯

の
石
が
産
出
さ
れ
る
雨
畑
地
区
が
あ
り、

日
本
の
十
大
秘
境

に
あ
げ
ら
れ
る
奈
良

回
の
里
も
あ
る
が、
こ
れ
ら
旧
村
毎
の

個
性
を
活
か
し
な
が
ら、
良い
意
味
で

の
旧
村
意
識
を
呼
び
起
こ
し、
足
元
か

ら
の
地
域づ
く
り
を
し
て
い
こ
う
とい

う
も
の

。
こ
れ
は
町
域
の
広
さ
が
ゆ
え

の
方
策
で
も
あ
り、
各
拠
点
(
廃
校
を

利
用
し
た
宿
泊
施
設
な
ど
の
各
種
施

設)
を
中
心
に
面
的
な
広
が
り
を
も
た

せ
な
が
ら、
早
川
町
全
体
を
活
性
化
さ

せ
る
とい
う
トも
の
で
あ
る

。
そ
し
て
こ

れ
ら
施
設
を
運
営・
管
理
す
る
た
め

に、

側
南
ア
ル
プ
ス
ふ
る
さ
と
活
性
化
財
団

が、
昭
和
六
十
三
年

に
創
設
さ
れ
た。



奈良国 の 里

財
団は 、
従
来
の
行
政
の
枠
内
で
は 、

過
疎に
対
抗
し
た
ま
ちづ
く
り
は
出
来

な
い
と
い
う
判
断
か
ら、
本
来
民
間
が

行
うべ
き
生
産
事
業・
収
益
事
業
に
ま

で
も
取
り

組
ん
で
い
こ
う
と
い
う
も
の

で 、
イベ
ン
ト

事
業
も
併
せ
実
施
す
る

機
関
と
し
て
位
置づ
け
ら
れ
て
い
る。

こ
れ
ら
の
事
業
に
よ
り 、

今
や
『

早

川
町H
南
ア
ル
プス』
と
い
う
感
覚
が

住
民
意
識の
中
で
確
立
さ
れ
て
い
る。

「
こ
の
十
年
間
で 、
自
分
た
ち
の
地

域の
誇
りの

持
て
る
と
こ
ろ
を
掘
り
起

こ
し
て
き
た。
全
住
民
が
地
域
を
愛
し

て
暮
ら
せ
る
な
ら
ば 、
こ
の
町
は
い
い

町
に
な
る。
過
疎は
過
疎
で
い
い。
た

と
え
人
口
が
減
っ
た
と
し
て
も
か
ま
わ

な
い。
地
域
を
締
め
な
い
こ

と
が
大
事
で
あ
る。
山
の
中

で
あ
る
が
ゆ
え
に 、
か
え
っ

て、
こ
れ
か
ら
の
町づ
く
り

に
夢
が
持
て
る。
磨
け
ば
磨

く
ほ
ど
地
域
の
可
能
性
は
出

て
く
る
」
と
の
辻
町
長の
言

葉
が、
早
川
町
の
ま
ちづ
く
りの

方
向

を
如
実
に
表
し
て
い
た。

V
赤
沢
宿
の
ま
ち
並
保
存

行
政
主
導
で
進
め
ら
れ
て
い
る
早
川

町
の
ま
ちJつ
く
り
で
あ
る
が、
地
域
住

民
も
振
興
協
議
会
や
運
営
協
議
会
を
通

じ、
積
極
的
に
参
画
し
て
い
る。
そ
の

住
民
活
動の
代
表
的
な
も
の
と
し
て、

「
赤
沢
青
年
同
志
会」
が
あ
る。

赤
沢
地
区
は 、
日
蓮
宗
総
本
山
の
身

延
山
と 、
信
仰の
山
七
面
山
を
結ぶ
道

の
途
中
に
位
置
し 、
講
中
宿
と
し
て
栄

え
た
と
い
う
歴
史
を
持
つ
集
落
で
あ
る。

U
タ
ー
ン
し
た
若
者
を
中
心
に
し
て
結

成
さ
れ
た
「

赤
沢
青
年
同
志
会」
は 、

H
自
分
た
ち
で
で
き
る
身
近
な
活
動H

を
合
い
言
葉
に 、
回
覧
板の
復
活、
盆

踊
り 、
ど
ん
ど
焼
き
な
ど
の
行
事の
復

活、
危
険
箇
所の
チェ
ッ

ク
と
その
修

復 、
「ふ

る
里
通
信
」
の
発
行
な
ど、

ふ
る
里
を
元
気
に
す
る
活
動
を
展
開
し

て
い
っ
た。
さ
ら
に 、
石
畳
の
整
備
も

始
め
た。
参
拝
者
の
通
る
集
落
内の
主

要
な
道
路
を
石
畳
に
し
よ
う
と
い
う
も

の
で 、
今
で
は
町
の
長
期
計
画
に
も
組

み
入
れ
ら
れ
て
い
る。

こ
の
石
畳
の
敷
設
が
始
ま
っ
た
頃 、

将
来
子
ど
も
が
残
る
よ
う
な
環
境づ
く

りの
た
め
に
は 、
下
水
道
が
不
可
欠
だ

と
い
う
こ
と
に
な
り 、
下
水
道
に
関
す

る
勉
強
会
を
開
始
し
た。
設
置
に
あ

た
っ
て、
各
戸
十
万
円の
負
担
金
が
必

要
で
あ
っ
た
が、
同
志
会
は
す
ぐ
に
地

区
住
民
の
賛
同
を
と
り
ま
と
め
て
し

赤沢宿 の 石畳

ま
っ
た。
こ
う
し
て
完
成
し
た
下
水
道

は 、
対
象
人
口
の
少
な
さ、
急
峻
な
地

形
に
あ
る
と
い
う
点
で
特
筆
すべ
き
も

の
で
あ
る。

さ
ら
に 、
歴
史の
あ
る
町
並
み
を
残

そ
う
と 、
同
志
会
が
「

景
観
形
成
住
民

協
定」
を
提
唱
し
た
と
き
も、
一
晩の

う
ち
に
全
戸の
署
名
が
集
め
ら
れ
た。

建
物の
色
や
植
栽
に
配
慮
す
る
内
容
で 、

県
も
景
観
条
例
の
第一
号に
認
定し
て

い
る。「

最
初
は
酒
を
飲
む
会
ぐ
ら
い
に
思

わ
れ
て
い
た
同
志
会
だ
が、
地
道
な
活

動
が
地
区
住
民
に
認
め
ら
れ、
信
用
を

得
る
ま
で
に
な
っ
た 。
今
で
は 、
住
民

意
識
が
高
ま
り 、
同
志
会の
方
が
押
さ

れ
気
味 。
今
後
は
電
線の
埋
設
な
ど、

さ
ら
に
修
景
事
業を
す
す
め
て
い
き
た

い
」
と
の
望
月
邦
夫
会
長の
言
葉
に
は 、

ふ
る
里
が
魁
っ
て
い
く

確
か
な
手
応
え

が
感
じ
ら
れ
た。

厳
し
い
自
然
条
件
を
逆
利
用
し 、
さ

会
ら
に
地
域
毎の
特
色
を
前
面
に
押
し
出

夫
し
て
の
早
川
町
の
町づ
く
り 、
は
時
代

Rμ

 

ま，
を
見
る
目
と
感
性
を
大
事
に
し 、
じ
っ

同月望
く
り

腰
を
据
え
た
取
り

組
み
が
行
わ
れ

て
い
た。
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一一
旦

ス
イ
ス
を
歩
い
た
一
週
間
/
見
想
録
〈
I)

{
想
い
を
深
め
た
研
修
へ
の
期
待】

ス
イ
ス
を
歩
い
て
き
た。
生
ま
れ
て

初
め
て
の
海
外
旅
行。
し
か
も
語
学
ダ

メ
男
の
旅
だ。
見
聞
と
行
き
た
い
が・:

耳
を
も
た
な
い。
せ
め
て
見
た
こ
と
を

思
い
:・、
そ
れ
を
想
い
に
熟
し
た
い。

な
お、
で
き
れ
ば
視
た
こ
と
に
し
た

か
っ
た
が、
生
来
の
組
忽
で
迂
闘
が
障

り
と
な
り、
残
念
な
が
ら
漫
然
と
眺
め

る
に
近
く:・
見
る
に
と
ど
ま
っ
た。

な
ぜ
ス
イ
ス
な
の
か:・
そ
の
年
(
六

十
六
歳)
で
二
週
間
も
ス
イ
ス
だ
け
と

は・:。
そ
れ
も
「
地
域
づ
く
り
の
ベ
ー

ス
を
求
め
て・:
と
は」
こ
の
疑
念
は
私

に
も
あ
っ
た。
ま
ず
そ
れ
を
述
べ
る。

〈〉

学

び

た

い

/

ス

イ

ス

民

主

主

義

『
民
主
主
義
が
人
民
に
よ
る
人
民
の

統
治
を
意
味
す
る
限
り、
ス
イ
ス
以
上

に
発
展
す
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い

宮
本
俊

-:』
こ
の
言
葉
と
の
出
会
い
が
「
ス
イ

ス
へ
行
こ
う:・L
と
私
を
決
心
さ
せ
た0

フ
ラ
ン
ス
の
経
済
学
者
で
あ
り、
文
明

批
評
家
で
あ
る
シ
l
ク
フ
リ
ー
ド
教
授

の
言
葉
だ
そ
う
だ。
彼
の
著
書
に
は、

『
カ
ナ
ダ』
『
今
日
の
合
衆
国』
『
今
日

の
イ
ギ
リ
ス』
『
ス
イ
ス』
な
ど
が
あ

り、
各
国
見
聞
の
上
に
立
つ。

か
つ
て
私
は、
ガ
ル
プ
レ
イ
ス
の

『
不
確
実
性
の
時
代』
で、
こ
の
言
葉

と
同
じ
よ
う
な
意
味
の
記
述
を
読
ん
だ

記
憶
が
あ
り、
確
か
め
て
み
た。
そ
の

「
第
十
二
章
/
民
主
主
義・
指
導
力・

決
断」
で、
『
ス
イ
ス
の
事
例
は、
私

に
い
つ
も、
民
主
主
義
の
力
強
さ
と
効

率
の
よ
さ
を
信
じ
さ
せ
る
よ
す
が
と

な
っ
て
き
た・:』
と
書
出
し、
ス
イ
ス

民
主
主
義
の
実
際
を
具
体
的
に
述
べ、

英
米
民
主
主
義
と
の
非
常
に
違
う
点
を

指
摘
の
上、
ス
イ
ス
民
主
主
義
の
凄
さ

と
実
際
性
を
説
い
て
い
る。

ま
だ
確
か
め
て
は
い
な
い
が、

桑
原
武
夫
編
『
ル
ソ
l』
(
岩
波
新
書)

に
よ
れ
ば、
ル
ソ
!
の
『
社
会
契
約

論』
で
彼
の
理
想
国
家
像
/
人
民
主
義

協
和
制
国
家
を
描
き、
「
も
し
神
々
か

ら
な
る
人
民
が
あ
れ
ば・:」
と、
そ
の

至
難
さ
を
述
べ
る
が、
実
現
例
と
し
て

近
代
例
に
は、
オ
ラ
ン
ダ
と
ス
イ
ス
を

挙
げ
る
に
と
ど
め
て
い
る
そ
う
だ。

な
お、

こ
こ
で、
敢
え
て
士一=口
添
え
る
と、

『
本
物
の
地
域
づ
く
り
は、
建
前
的
な

原
理
原
則
論
で
は
な
く、
ス
イ
ス
に
み

る
よ
う
な
〔
住
民
に
生
活
化
さ
れ
た
実

際
性
民
主
主
義〕
が
ベ
l
ス
だ』
と
い

う
の
が、
私
の
確
信
的
仮
説
な
の
だ。

つ
ま
り、
私
の
ス
イ
ス
行
き
は、
私

自
身
の
決
断
で
は
あ
る
が、
参
考
に
世

界
に
知
ら
れ
た
三
つ
の
国
の
学
者
の
裏

付
け
を
参
考
と
し
た
も
の
だ。

。

意

識

高

い

/

東

津

野

グ

ル

ー

プ

目
標
は
方
法
を
誤
る
と
達
せ
ら
れ
な

ぃ。
幸
い
私
の
「
ス
イ
ス
行
き」
は、

附
西
日
本
科
学
技
術
研
究
所
(
高
知

市)
の
福
留
所
長
を
ナ
ピ
ゲ
l
タ
l
と

す
る
高
知
県
東
津
野
村
十
人
(
内
女
性

二
人)
の
若
い
グ
ル
ー
プ
に、
岡
県
生

活
改
良
事
業
の
専
門
技
術
員
(
女
性)

と
私
の
二
人
が
飛
び
入
り
同
行
を
願
っ

た
の
だ
が、
私
に
と
っ
て
は
二
度
と
選

べ
な
い
適
切
な
選
択
だ
っ
た。

こ
の
グ
ル
ー
プ
は、
過
疎
山
村
の
東

津
野
村
(
四
万
十
川
の
源
流・
四
国
カ

ル
ス
ト
の
村)
が、
『
地
域
づ
く
り』

を
か
け、
例
の
一
億
円
を
投
じ
て
毎
年

「
ス
イ
ス
研
究」
に
派
遣
す
る
計
画
の

第
二
年
目
組
で、
メ
ン
バ
ー一
人
ひ
と

り
の
意
識
は
極
め
て
高
く
感
じ
ら
れ
た。

加
え
て
彼
等
は、
福
留
所
長
に
よ
る
連

続
講
座
六
回
の
事
前
研
修
を
経
て
お
り

問
題
把
握
も
明
快
で
実
に
頼
も
し
い。

東
津
野
村
が
『
ス
イ
ス
に
学
ぶ』
選

択
を
し
た
の
は、
村
の
「
生
涯
学
習
講

座L
の
講
師
と
し
て、
福
留
所
長
を
招

き、
「
ス
イ
ス
の
過
疎
対
策
と
ラ
ン
ド

シ
ャ
フ
ト
再
開
発」
の
話
が
契
機
と
い

う。
村
の
英
断
も
さ
る
こ
と
な
が
ら、

あ
の
福
留
所
長
の
迫
力
あ
る
熱
意
が、

彼
等
を
通
じ
伝
わ
っ
て
く
る
思

いた
つ

2
0 



ご〉えひめ地域づ く り 研究会議か ら

た
。

〈〉
近
自
然
河
川
工
法
と
ラ
ン
ド
シ
ャ
フ

ト
福
留
所
長
は、
五
十
崎
町シ
ン
ポ
の

会の
亀
岡
世
話
人
と
と
も
に 、
ス
イス

が
ラ
ン
ド
シャ
フ
ト

理
念
を
具
体
的
実

践
に
拓い
た・:
『

近
自
然
河
川
工
法』

を
日
本
に
初
め
て
紹
介

。
自
ら
そ
の
研

究
と
実
践
に
挺
身
さ
れ、
近
年 、
建
設

省
を
し
て
『

多
自
然
型
川づ
く
り』
を

進
め
る
契
機
をつ
く
っ
た
方
で
あ
る

。

私
は、
た
ま
た
ま
県の
町づ
く
り
総

合セ
ン
タ
ー

の
創
設
期
を
勤
め
た
お
か

げ
で 、
そ
の
当
初
か
ら
ご
両
人
の
お
教

え
に
接
す
る
機
会
が
多
く 、

知
識
と
し

て
は、
『近

自
然
河
川
工
法』
を
は
じ

め
『ラ
ン
ド
シ
ャ
フ
トの

理
念』
も
多

少
理
解
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た

。

[
参
考
/
ラ
ン
ド
シ
ャ
フ
ト

の
概
念]

こ
こ
で
余
談
な
が
ら、
文
字づ
ら
で

意
味
が
判
り
そ
う
な
『

近
自
然
河
川
工

&

 

法』
は
措
き 、
『ラ
ン
ド
シャ
フ
ト』

の
概
念
を
説
明
し
た
い

。
も
っ
と
も 、

私
に
は
その
能
力
は
ない
が、
信
州
大

学
の
桜
井
義
雄
教
授
が、
財
団
法
人
日

本
地
域
開
発
セ
ン
タ
ー

機
関
紙
『

地
域

開
発』一一一月
号
(
特
集
/
川
の
再
生
)

の
トッ
プ
に
解
説
さ
れ
てい
る
の
で 、

抜
粋
さ
せ
てい
た
だ
く
。

ド
イ
ツ
語
に
La
n
ds
c
h
a
f

t 、
英
語
に
La
n
ds
c
a
p
E
と

言
う
言
葉
が
あ
る

。
ど
ち
ら
も
辞
書
を

ひ
け
ば、
風
景 、
景
色
と
な
っ
て
い
る

が、
こ
の
言
葉
が
ド
イ
ツ
(ス
イス
)

や
米
国
に
お
い
て
地
域
の
環
境
保
全
や

生
態
系の
問
題
に
関
連
し
て
使
わ
れ
る

場
合
に
は、
単
に
対
象
と
な
る
場
所
の

う
わ
べ
の
姿
だ
け
指
す
の
で
は
な
く

『
現
在の
〔
有
り

様〕
を
つ
く
り
上
げ

そ
の
背
景
と
な
っ
てい
る、
自
然
的、

社
会
的
要
素
と
その
は
た
ら
き
の
歴
史

的
な
積み
上
げ』
が
その
言
葉の
中
に

含
ま
れ
る
と
さ
れ
てい
る

。

し
か
し、
わ
が
国に
は
こ
れ
ま
で 、

風
景
を
そ
の
よ
うな
中
味
と一
緒
に
見

る
習
慣
や
姿
勢
は
な
か
っ
た
か
ら、
日

本
語
に
は
適
当
な
訳
語
が
ない

。
新
し

い
概
念
を
持
つ
訳
語
と
し
て、
La
n

ds
c
h
a
f
t
s
p
f
l
e
g
e
に

対
し
て
「

景
域
保
全
」(
佐
藤
昌一
九

七
二
)、
ま
た
L
a
n
d
s
c
a
p
e

e
c
o
l
o
g
y
に
対
し
て
「

景
相生

態
学」
(
沼
田
真一
九
九
こ
とい
う

訳
語
を
提
唱
さ
れ
てい
る
が、
そ
の
意

図
は、
残
念
な
が
ら
ま
だ一
般
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
ない

。

こ
の
こ
と
は
決
し
て
言
葉の
普
及の

問
題
で
は
な
い

。
要
は、
「

景
観」
と

い
う
もの
の
重
要
性
に
対
す
る
社
会の

認
識の
問
題
で
あ
る

。

河
川
景
観
に
限
ら
ず 、
景
観
とい
う

の
は、
そ
れ
を
つ
く
っ
て
い
る
土
地
の

地
形
・

地
質・
気
候 、
そ
れ
ら
に
育
ま

れ
て
き
た
植
物の
社
会
や
動
物
群
衆
さ

ら
に
こ
れ
ら
に
手
を
加
え 、
改
変
し
利

用
し
て
き
た
人
間
の
所
業
と、
その
基

調
と
な
っ
て
い
る
社
会の
思
想
や
品
性

ま
で
も
映
し
出
し
て
い
る

。
ま
こ
と
に

ゆ
る
が
せ
に
出
来
ない
も
の
なの
で
あ

る
。(

後
略)

。
私
流
/
ス
イ
ス
研
修
コ
ン
セ
プ
ト

東
津
野
村
の
グ
ル
ー

プ
は、
そ
う
し

た
ラ
ン
ド
シ
ャ
フ
トの

理
念
を
基
に 、

四
万
十
川
の
源
流
を
寸

近
自
然
河
川工

法」
で
守
り、
過
疎
を
克
服
す
る
『む

ら寺つ
く
り』
を
研
究
す
る
テ
1マ

に
し

た
ス
イス
研
修
旅
行
なの
で
あ
る

。

そ
れ
は、
五
十
崎の
「

川
の
運
動」

を
切
り
口
に 、
『ま

ち
づ
く
り』
の
実

践
を
学
ぼ
う
と
す
る:・
私
に
と
り、

ピ
y

タ
リの
テ1
マ
で
あ
る
ば
か
り
か 、

極
め
て
至
難な
近
自
然、河
川
工
法に
よ

る
「

川づ
く
り

」
は、
地
域
の
人
達の

生
活
感
か
ら
の
支
え
な
く
し
て
は
実
施

で
き
ない
こ
と
なの
だ
か
ら、
私
が
希

う
『

住
民
生
活
化
さ
れ
た
実
際
性の
ス

イ
ス
民
主
主
義』
を
探
る
に
は、
絶
好

の
機
会
と
勇
躍
参
加
し
た
ワ
ケ
だ

。

と
も
あ
れ、
こ
れ
で
プロ
ロ
ー

グ
を

レ
ポ
ー
ト

本
番
を
書
くこ
と
に

な
る

。
乞
うご
期
待
とい
い
たい
が・

力
量
不
足

。
あ
ら
か
じ
め
「

想い
と
現

実
報
告の
格
差
」
の
ご
容
赦
を
お
願い

し
て
お
く
。

終
り、

写真/ヨ ハ ン ナ ・ ス ピ リ 著『ハ イ ジ』 の村を訪ね行 く …。
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… リ レーでち ょ っ トーヴ…

天

津

の

空

の

下

で

天
津の
空
は
高
く

大
き
い。
コ
バ
ル

ト
ブ
ル
l

の
空
に
突
き
さ
さ
る
様
に

真っ
白
な
天
津
タ
ワ
ー

が
そ
び
え
る。

タ
ワ
l

途
中
に
あ
る
展
望
台
は
ゆ
っ
く

り
と
三
百
六
十
度
回
転
し、
次々
と
新

し
い
風
景
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
る。

周
恩
来
首
相
を
生
ん
だ
南
関
大
学の

キャ
ン
パ
ス
が、
学
生
数
一
万
を
越
す

天
津
大
学
と
競
う
様
に
眼
下
に
拡
が
り、

学
都
天
津の
風
格
が
う
か
が
え
る。
見

渡
す
限
り
光
り
輝
く

緑
と
湖
そ
ん
な

天
津
市
を
四
月
末
l

五
月
上
旬
に
か
け、

天
津
市
衛
生
局 、
日
中
医
薬
交
流
協
会

の
招
き
で
訪
問
し
た。

:
・:

リ
レ
ー

で
ち
ょ
っ
ト
I

q--
:
:

北
条
市

新
山
博
彬

目
的
は
学
術
交
流
と
学
術
講
演
会
の

実
施・:
等。
訪
中
団
に
よ
る
学
術
講
演

会
は
天
津
市
科
技
杏
詞
大
慶
(
科
等
技

術
セ
ン
タ
ー

)
で
開
か
れ
た。

私
に
与
え
ら
れ
た
テ
l

マ
は
「

地
域

医
療
に
お
け
る
放
射
線
技
術」・:
胃
集

検
追
跡
調
査
の
結
果
か
ら・・・ 。

私
が
地
域
保
健
医
療
の
世
界に
入
っ

て
十
八
年、
愛
媛
県
下
を
這
い
つ
くば

う
よ
う
に
し
て
活
動
し
て
き
た。
その

活
動
の
中
か
ら、
胃
が
ん
検
診
の
実
施

状
況、
発
見
胃
が
ん
者
生
存
率
追
跡
調

査
結
果
等、
昭
和
五
十
年
1

平
成
元
年

の
十
五
年
間 、
延
二
十
七
万
五
千
四
百

八
十
九
人
の
受
診
結
果
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る。

医
療
と
言
え
ば
病
院
中
心:・
の
意
識

が
多
い
中 、
県
下の
離
島
か
ら
山
間
僻

地
問
で、
出
前
持
の
よ
う
に
予
防
活
動

で
走
り
ま
わ
る
の
は 、
俗
に
言、っ3
K

仕
事の
感
が
あ
る。
然
し
実
際
に
は
条

件
の
悪
い
僻
地
に
行
く
程 、
活
動の
意

義
や
人
の
心
の
温
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る。

ま
さ
に
胃
集
診
の
仕
事は 、
胃
の
中

を
診
る
以
上
に
人
の
心
の
中
を
見
て
歩

け
る
事
で、
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い、

心
と
心の
ふ
れ
あ
い
の
素
晴
ら
し
き
が

あ
る。
私
自
身は 、
こ
ん
な
素
晴
ら
し

い
仕
事
は
な
い
と
信
じ
て
い
る
の
だ
が、

若
い
人
達
に
は
街
中の
大
病
院
で
か
っ

こ
よ
く・:
が
い
い
ら
し
く 、
山
間
僻
地

を
巡
る
こ
と
等、
や
は
り
3
K
仕
事
に

な
っ
て
い
る
よ
う
だ。

余
談は
別
と
し
て、
こ
の
よ
う
な
日

本
独
特の
保
健
活
動
を
遠
く
中
国
で
紹

介
で
き
る
機
会
を
得
る
と
は
ま
さ
に
感

謝
感
激
で
あ
る。

中
国
で
は
日
本
同
様に
が
ん
の
恐
怖

は
あ
る
も
の
の、
胃
が
ん
よ
り
肺
が
ん

の
死
亡
率
が
高
く 、

集
検の
例
も
な
い

こ
と
か
ら
私
の
話
が
理
解
し
て
い
た
だ

け
る
か
ど
う
か・:
と
心
配
で
あ
っ
た。

講
演
会
の
聴
衆
は
天
津
市
の
医
科
大

学
学
生
や
教
育
関
係
者。
東
洋
医
学
と

西
洋
医
学
が
厳
然
と
存
在
し、
西
医
と

東
医
の
接
点
を
探
りつ
つ
進
展
す
る
中

国。
西
洋
医
学
に
つ
い
て
は
日
本
に
比

べ
随
分
と
遅
れ
て
い
る
よ
う
だ
が、
講

演
を
聴
く
人
の
熱
気
と
眼
光の
鋭
さ
に 、

話
し
を
す
る
我々
が
完
全
に
圧
倒
さ
れ、

当
初の
心
配
は
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
た。

人
間の
幸
せ
を
願
い、
医
療
の
向上

に
対
す
る
彼
等
の
考
え
方、
態
度、
取

り
組
み
は
純
粋
そ
の
も
の。
中
国
入
学

生
遠の
こ
の
迫
力
は
日
本
で
は
感
じ
る

こ
と
の
出
来
な
い
異
様
な
も
の
で
あ
っ

た。中
国
医
療
の
実
態
を
目
の
当
た
り
に

し
て、
日
本
医
療
の
素
晴
ら
し
き
を
改

め
て
認
識
で
き
た
こ
と
も
収
穫
で
あ
れ

ば 、
純
粋
に
真
剣
に
医
療
に
取
り
組
む

中
国の
人々
の
迫
力
に 、
日
本
医
療
の

将
来
に 、
こ
こ
ろの
問
題
と
し
て
い
さ

さ
か
寒
気
を
覚
え
た
の
も
事
実
で
あ
る。

講
演
会
が
無
事
終
了
し
た
安
堵
の
中

で、
ふ
と
我
が
故
郷 、
愛
媛
の
海
や
山 、

検
診
で
接
し
た
多
くの
人
々
の
明
る
い

笑
顔
が
脳
裏
を
か
けぬ
け
た。
天
津の

空
も
美
し
い
が、
や
は
り
日
本
の
愛
媛

の
空
は
も
っ
と
素
晴
ら
し
い。
ま
たコ

ツ
コ
ツ
と
地
域
保
健の
道
を
走
り

続
け

よ
う:・
と
天
津の
空
に
つ
ぶ
や
き、
心

の
中
に
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る。

次
回
は
主
婦 、
母 、
女
流
画
家
と
し

て
ご
活
躍の
私の
最
も
尊
敬
す
る
門
田

真
由
美
さ
ん
で
す。

22 
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カ

ラ

ラ

の
一

人

広
見
町

菊
津

尋
吉

… リ レーでち ょ っ トーワ… -

唯々
慨
然
と
し
た。

五
時
に
ヴ
ァ
ン
ジ
は
仕
事
を
終
え
私

の
絵
を
見
に
来
て
く
れ
た。
ク
リ
ス

テ
ィ
l

ナ
と
話
し
て
い
た
が
何
も
分
か

ら
な
か
っ
た。
ヴァ
ン
ジ
は
時
々
私の

絵
の
前
で
私
に
向
か
っ
て
や
さ
しい
瞳

を
送っ
て
く
れ
た。
私
は
ヴァ
ン
ジ
の

言
葉
が
聞
き
た
か
っ
た
が
何
も
分
か
ら

な
か
っ
た。
だ
が
ヴァ
ン
ジ
は
熱
心
に

見
て
く
れ
た。
そ
し
て

、
私
の
手
を
彼

の
あっ
く
広い
手で
握
っ
て
く
れ
た。

私
の
胸
はふ
く
ら
み
ふ
る
え
て
い
た。

そ
の
夜

、
ホ
テル
の
レ
ス
ト
ラン
で

ヴ
ア
ン
ジ
と
又
手
を握
っ
た。
藤
部は

私
の
こ
こ
ろ
を
ヴ
ア
ン
ジ
に
伝
え

、

ヴ
ア
ン
ジ
も
自
分
の
こ
こ
ろ
を
私
に
伝

え
て
く
れ
た。

「
私
は
あ
な
た
に
遇
っ
て
う
れ
し

か
っ
た。
け
れ
ど
も
恥
か
し
か
っ
た。

ヴ
ア
ン
ジ
の
作
品
に
触
れ
て
私
の
作
品

の
未
熟
さ
を
知
っ
た
」
と
言
っ
た
ら

ヴァ
ン
ジ
は
言
っ
た。
「

み
ん
な
同
じ

だ
坂
道
だ」
と
||

多
く
を
ヴァ
ン
ジ

は
語
ら
な
か
っ
た。
あ
た
た
かい
人
間

味
と
石の
よ
う
な
魂
だ
け
が
私
に
は
伝

わ
っ
た。

帰
国
後
も
今
も

、
カ
ラ
ラ
で
遇
っ
た

で
ち
ょ
っ
ト
1

q
・:

こ
の
二
人
の
こ
と
は
忘
れ
てい
ない 。

又
、い

つ
か
会
え
る
日
が
あ
る
と
思
っ

てい
る。

次
回
は 、
北
宇
和
郡
医
師
会
長
で

「
赤
黄
につ
ど
う
会
」
会
長の
森
廉
一

郎
氏
に
お
願い
し
ま
す。

- ・ リ レーでち 占 ヲ トーヴ… …
23 



FE3533G389守&10dJ

雄三郎村

愛媛県離島青年協議会
会 長 井

4 
右 が井村 さ ん

‘. 
皆
さ
ん
は
愛
媛
県

に
幾
つ
の
「

島」

(
有
人
島
)
が
あ
る
か
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
かつ
私
自
身
も
最
近

に
なっ
て

答。 え
ら
れ
る
よ
つ

な
り
ま
し
た
け
ど

愛
媛
県

に
は
百
九
十
五
の
離
島
が
あ

り、
そ
の
う
ち
三
十
五
の
島々

に
約五

万
八
千
人
の
人
々
が
住
ん
で
い
ま
す。

そ
し
て、
そ
れ
ぞ
れ
の
島で
は、
今 、

高
齢
化
問
題
と
若
者
の
流
出

に
よ
る
後

一
継
者
不
足
等
の
深
刻
な
問
題
を
抱
え
つ

っ 、
そ
の一
方
で 、
そ
こ

に
生
き
る
僅

か
な
青
年
達
を
中
心

に、
い
ろ
い
ろ
と

新
し
い
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
の
も
事

実
で
す。

私
達
「

愛
媛
県
離
島
青
年
協
議
会
」

(
略
し
て
「

離
青
協」
と
呼
ん
で
い

る
)
は、
そ
う
い
っ
た
離
島
青
年
相
互

の
親
睦
を
深
め、
緊
密
な
連
携
の
も
と

郷
土
離
島
の
振
興
対
策
を
調
査
研
究
す

』F

る
こ
と

に
よ
り、
青
年
の
実
践
活
動
を

‘

通
じ
て
離
島
の
経
済
文
化
の
発
展
と
向

上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
て
い
る

・
団
体
で
す。

4・、

こ
の
協
議
会
の
発
足
は
昭
和
三
十
八

年
に
遡
る
訳
で
す
が、
そ
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
は、
昭
和二
十
八
年
七
月

。ー�三臼，.厩罰司Z圏直.

固
に

よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
「

離
島
振
興

法」
で
し
た。
こ
の
法
律は、
本
土
よ

り
隔
絶
せ
る
離
島
の
特
殊
事
情
よ
り
来

る
後
進
性
を
除
去
す
る
た
め
の
基
礎
条

件
並び

に
産
業
振
興

に
関
す
る
対
策
を

樹
立
し、
こ
れ

に
基づ
く

事
業
を
迅
速

か
つ
強
力

に
実
施
す
る
こ
と

に
よ
っ
て、

そ
の
経
済
力
の
培
養 、
島
民
の
生
活
の

安
定 、
福
祉
の
向上
を
図
り、
併
せ
て

国
民
経
済
の
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
し
た。
そ
の
結
果 、

相
当
の
公
共
投
資
が
行
わ
れ、
私
達
愛

媛
県
内
の
離
島
も
次々
と
指
定
を
受
け、

島
の
生
活
も
段
々
と
よ
く
な
っ
て
来
ま

し
た。

24 

し
か
し、
本
土
と
の
経
済
的
格
差
か

ら
来
る
生
活
基
盤
の
遅
れ
は、
益
々
の

拡
が
り
を
見
せ、
細々
と
し
た
漁
業
や

段々
畑
の
果
樹
園
で
の
生
活

に
見
切
り

を
つ
け
て、
島
か
ら
離
れ
る
人
も
少な

く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た。
そ
ん
な
中、

島
の
次
代
を
担
う
若
い
力
の
必
要
性
を

重
視
し
た
県
は、
昭
和
三
十
六
年
か
ら

離
島
問
題
を
検
討
し、
そ
の
結
果
離
島

青
年
の
運
動
も
年々
と
活
発

に
なっ
て

行
くこ
と
と
な
り
ま
し
た。
そ
し
て、

昭
和三
十
八
年、
県
下
各
島
の
代
表
三



十
五
名

に
よ
って
「

愛
媛
県
離
島
青
年

協
議
会
」
の
発
足
と
な
っ
た
訳
で
す

。

現
在
で
は

、
各
島
の
青
年
団
や
若
者

グ
ル
ー

プ
を
中
心と
し
て

、
そ
れ
ぞ
れ

の
O
B
や
全
国
離
島
青
年
会
議
出
席
者

な
ど

、
約
二
百
名
の
会
員
(
年
齢
制
限

な
し

)
で
組
織さ
れ

、
運
営
は
各
地
区

か
ら
の
代
表二
十
名

に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す

。

き
て

、
昭
和二
十
八
年

に
制
定
さ
れ

た
「

離
島
振
興
法
」
も

、
実
は
平
成五

年
三
月
三
十一
日
を
も
っ
て
終
期
を
迎

え
、

新
し
い
離
島
振
興
法
の
制
定
が
具

体
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す

。
そ
れ
は

、
法

制
定
以
来
各
離
島
の
社
会
資
本
整
備は

あ
る
程
度
進
ん
で
来
ま
し
た
が

、
本
土

と
の
経
済
的
格差
か
ら
く
る
生
活
基
盤

の
遅
れ
は
依
然と
し
て
大
き
く
、

最
初

に
述べ
た
よ
うに
高
齢
化
問
題
や
若
者

の
流
出

に
よ
る
後
継
者
不
足

に
よ
っ
て

地
域
の
活
力
低
下
が
顕
著

に
な
っ
て
き

て
い
る
か
ら
で
す

。

新
し
い
離
島
振
興
の
基
本
方
策
で
は

、

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
次
の
よ
う

に

明
記
さ
れ
て
い
ま
す

。

「
新
し
い
時
代

に
即
応
し
た
離
島
の
役

割
を
明
確
化
す
る
と
と
も

に
、

ぐ り 辺 反 お か 長 で と え 筈 つ 青 は 措 来 興 が 面 に
具 組 地 に つ 例 。 期 、 の る で い 協 本 し 置 る 、 自 に 重 五 四 三 二 一
体 み 域 よ し え 計 そ 出 時 す て の 当 か を よ 地 ら 配 点
的 と が る や ば 函 の 来 、 。 激 先 に し 行 う 域 の 慮 を 生 教 医 産 交
な し 一 地 つ 、 も 周 る ー こ 論 輩 止 、 う 、 の 主 す 置 活 育 療 業 通
事 て 体 方 て 出 必 辺 地 時 れ を 方 ま こ も そ 活 体 る き 環 ・ ・ の
例 出 と へ い 雲 要 地 方 問 か 交 も る れ の の 性 的 等 、 境 文 高 振 通
の 来 な の る 市 で 域 の 圏 ら わ 恐 の だ と 実 化 努 、 税 の 化 齢 興 信一 る つ 誘 大 長 は 一 中 内 の さ ら で け す 現 を 力 そ 制 整 の 者 体
つ 若 た 致 都 の な 体 核 で 離 れ く し で る に 図 に れ 、 備 充 福 系で 者 広 な 市 岩 い の 都 移 島 た こ よ 若 」 必 る よ ぞ 金 等 実 祉 の
し 流 域 ど の 園 で 総 市 動 問 方 の う 者 と 要 こ り れ 融 の 整
よ 出 的 も 大 さ し 合 を す 題 も 聞 か の : な と 離 の 、 充 備
う を な 、 学 ん よ 的 含 る を い 題 。 流 。 支 が 島 地 財 実

防 取 周 減 が う な ん こ 考 る に 離 出 援 出 振 域 政
+ + 4Ij 4.  + + 

の け 生 り い 知 ネ 地 等 り 選 る に い 私
た 自 て ま し つ で れ の 方 の 、 択 親 入 い 達
め 分 い れ め の も ま 流 か 社 い 肢 が る 大 の

に の る 育 、 時 僅 せ 出 ら 会 か が い こ 学 親
。 た の つ お 代 か ん を 都 基 に 大 て と に が

め で た 天 も に 。 防 市 盤 離 都 、 が 入 そ
に す 故 道 潮 残 ぐ へ が 島 市 そ 子 つ う

。 郷 様 風 っ こ の 良 の に し 供 て で
( に を た と 、 く 港 集 て の ー あ

そ 島 汗 浴 若 は 人 な 湾 中 、 幸 部 っ
し ) し ぴ 者 不 、 ろ 設 し そ せ 上 た
て を な 、 た 可 モ う 世話 続 れ だ 場 よ

守 が 土 ち 能 ノ と や け ぞ と の う
家 り ら を 伝 か 、 も 道 る れ 信 企 に
族 続 、 握 、 も カ 、 路 限 の じ 業

離青協の大先輩
魚島の佐伯教育長を
囲 ん で

(魚島にて)
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『野村町百姓冒晶ま εζ 否 市

対ンパv ち よ り ますJ

野村町百姓百品 ま ご こ ろ 市組合
惣川地区 代表 橋 子艶本

ひ

い

き

に

し

て

も

ら

い
、

互

い

に

満

足

出

来

る

も

の

で

し

た
。

毎

週

土

曜

日

の

私

た

ち

が

住

ん

で

い

る

惣

川

地

区

は

・

市

が

序
々

に

定

着

し
、

会

員

も

今

で

は

四

国

カ

ル

ス

ト

大

野

ケ

原

の

ふ

も

と

に

4司
八

十
一

名

と

な

り
、

平

均

年

令

六

十

才

あ

り

準

高

冷

地

と

し

て

位

置

付

け

ら

れ

以

上

で

頑

張
っ
て

お

り

ま

す
。

て

い

ま

す
。

地

区

内

の

殆
ど

が

山

林

で

にl

自

然

が

野

村

町

の

中

で

は

最

も

豊

富

に

ιF

残
っ

て

お

り
、

自

然

浴

に

は

ピ

ッ

タ

リ

.

の

所

で

す
。

合惣
川
・一例
オ
i

プ、
A
UV

命農
村HM
元
気を

と
り
も
包
そ
う
.

地

区

内

の

殆

ど

の

農

家

で

野

菜
、

山

‘，

惣

川

地

区
の

ユ

?

ク

な

取

り

組

み

菜
、

花

き

を

家

庭

菜

園

で

作
っ

て

お

り

司掴
に

他
の

地

区
の

皆

さ

ん

も

注

目

さ

れ
、

そ

れ

ら

を

何

と

か

販

売

し

て

少

し

で

も

圃圃
平

成

三

年

七

月
、

〈
王

町

組

織

「

野

村

町

へ

ソ

ク

リ

が

で

き

な
い

も

の

か

と

思

案

司同国国
百

姓

百

品

ま

ご

こ

ろ

市

組

合
」

が

結

成

の

末
、

「

産

直

を

し

よ

う
L

と

い

う

こ

閑語
さ

れ

ま

し

た
。

と

に

な

り

ま

し

た
。

公

民

館

が

窓

口
、

『温

「

生

産

者

が
、

消

費

者

に

新

鮮

で

安

事

務

局

に

な
っ

て

も

ら

い

会

員

を

募

り

'
L
く

て

安

全

な

農

産

物

を

供

給
。

本

物
の

最

初

四

十

名

が

集

ま

り
、

会

名

を

「

惣

里
担
農

産

物
の

味

を

知
っ

て

も

ら

い
、

生

産

川

百

姓

百

品

健

康

ひ

ろ

ば

の

会
」

と

し

EU
者

は

直

接

販

売

す

る

こ

と

に

よ

り

経

費

産

直

を

ス

タ

ー

ト

さ

せ

ま

し

た
。

a-‘

を

節

約
、

生

産

性

の

向

上

を

図

る
」

こ

第
一

回

目

の

市

を

平

成

三

年

四

月

二

と

を

目

的

に

し

て

い

ま

す

が
、

経

済

効

十

七

日

に

町

の

中

心

地

に

閉

店

し
、

旬

・

果

は

も

と

よ

り
、

産

直

を

通

じ

て

消

費

の

野

菜
、

山

菜

を

中

心

に

各

生

産

者

が

4可
者

と

生

産

者

の

交

流

を

図

り
、

農

村

に

出

品

し

た

軽

ト

ラ
y

ク

二

台

分

も

の

品

新

し

い

風

を

吹

き

込

み
、

豊

か

で

潤
い

は

開

店

の
一

時

間

後

に

は
、

目

ほ

し
い

の

あ

る

農

村

社

会

の

建

設

を

め

ざ

し

て

も

の

は

す
べ

て

売

切

れ

で

私

た

ち

は

と

ιF
行

き

た

い

と

思
っ

て

い

ま

す
。

て

も

ピ

ッ

ク

リ

し

ま

し

た
。

‘

=

農

村

に

元

気

を

と

り

も

ど

し

た

い

と

い

う

熱
い

思
い

を

込

め

て
・
:

同

じ

よ

う

に

消

費

者

の

方

に

も

大

変

合

-
訪山V
っ
ぱ
り 、

容-
き
が
い

26 

-・・
で

すぷ

産

直

を

始

め

て
、

消

費

者

の

要

望

を

直

接

聞

く

こ

と

が

が

出

来
、

低

農

薬
、

無

農

薬

野

菜
、

山

菜

等

が

特

に、
つ

け

て

い

る

よ

う

に

思
い

ま

し

た
。

セ

リ

の

食

べ

方

や

使
い

方

を

直

接

指

導

し

た

り
、

そ

の

要

旨

を

品

物

と
一

緒

に

つ

け

る

こ

と

で

売

り

上

げ

も

向

上

し

ま

し

た
。

私

た

ち

が

食
べ

て

い

る

田

舎

料

理

を

町

の

人

た

ち

に

食
べ

て

も

ら

う

こ

と

が

と

て

も

う

れ

し

く
、

励

み

に

な

り

ま

す
。

今

後

も

良
い

も

の

を

作
っ

て

行

き

た

い

と

思
っ

て

い

ま

す

の

で
、

皆

さ

ん
、

よ

ろ

し

く

お

願
い

し

ま

す
。

と

こ

ろ

で
、

こ

の

会

で

は

値

段

を

各

自

で

決

め

る

よ

う

に

な
っ

て

お

り
、

同

じ

商

品
、

数

で

も

出

品

者

に

よ
っ

て

値

が

違

う

の

で

市

に

早

く

こ

ら

れ

た

方

に

は

目

玉

商

品

が

手

に

入

り

ま

す

よ
。

ま

た
、

新

鮮

な

の

で

消

費

者

の

方

は

少

し

で

も

早

く

来

て

い

た

だ

き

た

い

と

思
っ

て

い

ま

す
。

今

後

は
、

乾

燥

野

菜

(

干

し

大

根
、

ぜ

ん

ま

い
、

竹

の

子)

や

薬

草

の

研

究

も

行
い

、

健

康

と

い

う



こ

と

に

着

目

し

て

さ

ら

に

良
い

も

の

を

作
っ

て

行

き

た

い

と

考

え

て

お

り

ま

す
。

ま

た
、

松

山

店

で

は

郷

土

出

身

者

の

方

々

に

再

会

す

る

こ

と

も

で

き
、

昔

話

に

花

が

咲

き

ま

す
。

「

ま

た

来

て

ゃ

な
」

の

言

葉

が

あ

ち

こ

ち

で

聞

か

れ

ま

す
。

今

後

も

新

鮮

野

菜

の

コ

ミ
ュ

ニ

ケ

ー

シ
ョ

ン

を

作
っ

て

行

き

た

い

で

す
。

‘圃。‘圃

「

や

れ

ば

出

来

る
、

年

寄

り

で

も

や

れ

ま

す
。

こ

れ

が

生

き

が

い
:
:
:

」

で

す
。

皆

さ

ん

も
、

思

い

つ

い

た

ら

ま

ず

実

行

し

て

み

ま

せ

ん

か
、

夢
の

よ

う

な

話

で

も

実

現

出

来

る

可

能

性

は

高
い

で

す

ト」?・・・・・
。

。
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轡媛のく にフラッシュ

EZ富三署��1
歯車Þ":事自己匝.:.

新

居

浜

市

で

は
、

四

年

前

か

ら
、

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

団

体

が

中

心

に

な
っ

て
、

お

手

玉

の

普

及

に

取

り

組

ん

で

い

ま

す
。

学

校
、

各

種

施

設

な

ど
へ

の

お

手

玉

訪

問
、

各

種

イ
ベ

ン

ト
、

公

民

館

な

ど

で

の

お

手

玉

教

室
、

全

国
の

お

手

玉

展

な

ど

を

行
っ

て

き

ま

し

た
。

昨

年

十

月

に

は
、

第
一

回

新

居

浜

お

手

玉

遊

び

大

会

を

聞

き
、

百

五

十

人

の

市

民

が

参

加

し

ま

し

た
。

今

年

は
、

市

制

五

十

五

周

年

に

当

た

る

の

を

機

会

に
、

全

国

お

手

玉

遊

び

大

会

を

開

催

し

ま

す
。

先

日

ス

タ

ー

ト

し

た

大

会

実

行

委

員

会

で
、

九

月

十

九

日
、

二

十

日

の

両

日
、

山

根

総

合

体

育

館

で

行

う

こ

と

が

決

ま

り

ま

し

た
。

大

会

は
、

団

体

戦
、

個

人

戦

が

予

定

-v・

企-v・

企-v・

&v・

企-v・

企-v・

企-v・

&v・

企-v・

&v

4島

九

月

二

十

三

日
、

大

自

然

を

さ

ら

に

満

喫

し

て
い

た

だ

こ

う

と

名

勝

面

河

渓

谷

の

五

色

河

原

で
、

水

辺
の

景

観

を

利

用

し

た
「

石

鎚

聖

流

郷

ま

つ

り
L

が

催

さ

れ

ま

す
。

清

ら

か

に

澄

み

き
っ

た

五

色

河

原

に

体

長

五

十

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

級

の

ニ

ジ

マ

ス

を

は

じ

め
、

大

小

含

め

て

ノ

さ

れ
、

片

手

三

個

突

き
、

両

手

四

個

突

き
、

二

人

突

き
、

ヨ

セ

玉

そ

の

他

の

種

目

が

計

画

さ

れ

て

い

ま

す
。

祖

母

か

ら

孫
へ

と

伝

え

ら

れ

て

き

た

お

手

玉

遊

ぴ

を

普

及

さ

せ
、

次

の

世

代

に

残

そ

う

と
、

実

行

委

員

会

で

は

大

会

の

準

備

に

汗

を

流

し

て

い

ま

す
。

大

会

の

資

料

請

求

は
、

新

居

浜

市

繁

本

町

八

1

六

十

五
(
一
T

七

九

二
)

全

国

お

手

玉

遊

び

大

会

実

行

委

員

会

事

務

局
へ

。

-v・

&v・

会v・

&v・

&v・

会v・

会v・

&v・

企V

四

千

尾

を

放

流
、

釣

開

始

の

合

図

で
一

斉

に

竿

を

下

ろ

す
。

こ

の

ど

よ

め

く

瞬

間

争
二

度

た

め

し

て

み

て

下

さ
い

。

又
、

昔

か

ら

石

鎚

山

は

日

本

の

七

霊

山

と

し

て

信

者

が

全

国

各

地

か

ら

訪

れ

て

い

ま

す
。

山

々

に

響

き

渡

る

太

鼓

の

音

と

共

に
、

神

の

祈

り

を

込

め

て

石

鎚

山

の

天

狗

岳

の

名

に

あ

や

か

り

ま

し

て

「

石

鎚

天

狗

太

鼓
L

を

創

作

し

て

い

ま

す
。

こ

の

日

も

若

者

が

大

太

鼓
、

小

太

鼓

と

ほ

ら

貝

な

ど

で

演

出
、

そ

の

熱

気

滋

れ

る

ひ

と

と

き

を

御

期

待
い

た

だ

け

る

も

の

と

思

い

ま

す
。

そ

の

ほ

か

景

品

付

き

の

宝

拾
い

、

遊

歩

道

を

散

策

し
、

森

林

欲

を

楽

し

み

な

が

ら

巨

木

名

を

あ

て

る

樹

木

ク

イ

ズ

等
、

田

舎

な

ら

で

は

の

ふ

る

さ

と

の

味
コ

ー

ナ

ー
、

ま

た
、

お

ら

が

村
の

特

産

品

の

即

売 、

人

気

を

集

め

て

い

ま

す
。

参

加

さ

れ

た

方

は
、

き
っ

と

ご

満

足

さ

れ

る

と

思
い

ま

す
。

お

待

ち

し

て

い

ま

す
。
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-v・

企-v・

企γ

肱

川

町

の

自

然

や

人

情
・

特

産

物

を

松

山

市

で

紹

介
・

交

流

を

深

め

よ

う

と
、

町

と

松

山

地

区

肱

川

会

が

昭

和

六

十

三

年

よ

り

開

催

し

て

い

る

も

の

で

今

年

で

五

回

目

と

な

り

ま

す
。

松

山

市

道

後

温

泉

入

り

口

の

「

放

生

愛

媛
の

い

ろ

い

ろ

な

表

情

を

あ

な

た

の

感

性

で

フ

レ

ー

ム

に

収

め

て

応

募

し

て

く

だ

さ

い
。

風

景
、

名

所
、

祭
、

ス

ポ

l

ッ
、

人

物
、

特

産

品
:
:
:

な

ん

で

も

結

構

で

す
。

「
こ

れ

が

愛

媛

だ

!
」

と

思

う

写

真

を

応

募

し

て

く

だ

さ
い

。

現

在 、

県

と

県

文

化

振

興

財

団
、

県

観

光

協

会

が

主

催

す

る

「
い

き
い

き

愛 V・

企v・

-v・

-v・

・7

・7

・v-

av-

-v・

&v・

-v・

-v・

-v・

会v・

/‘、.

-v

園
」

を

会

場

と

し

て

午

前

十
一

時

よ

り

午

後

三

時

ま

で
、

肱

川

町
の

郷

土

芸

能

「

風

陣

塵

鼓
」

の

披

露
、

特

産

品
コ

ー

ナ

ー

で

は

粟

や

椎

茸
、

新

鮮

な

野

菜

を

格

安

で

販

売

す

る

ほ

か
、

ア

メ

ノ

ウ

オ

の

塩

焼

き

実

演

販

売
、

清

酒

「

風

の

里
」

の

サ

ー

ビ

ス
、

肱

川

の

特

産

品

が

当

た

る

ク

イ

ズ

な

ど

が

あ

り

ま

す
。

こ

の

他

に

も

た

く

さ

ん

の

イ
ベ

ン

ト

を

用

意

し

て

お

待

ち

致

し

て

お

り

ま

す
。

ぜ

ひ
、

「

ひ

じ

か

わ

イ
ベ

ン

ト

松

山

広

場
」

に

ご

家

族

お

そ

ろ
い

で

お

越

し

く

だ

さ

い
。

媛

フ

ォ

ト
コ

ン

テ

ス

ト
」

の

作

品

を

募

集

し

て

い

ま

す
。

募

集

期

間

は

九

月

三

十

日

ま

で

で
、

応

募

資

格

に

制

限

は

あ

り

ま

せ

ん
。

最

優

秀
一

点

に

は

賞

状
、

賞

金

二

十

万

円

及

び

副

賞

が

贈

呈

さ

れ

る

ほ

か
、

優

秀

賞

五

点
、

入

選

五

十

点

に

も

そ

れ

ぞ

れ

賞

状
、

賞

金

及

び

副

賞

が

贈

呈

さ

れ

ま

す
。

な

お
、

こ

れ

ら

優

秀

作

品

は

シ」
品C

平

成

四

年

九

月

二

十

日

午

前

十
一

時

l

午

後

三

時

-

&V

A・V・

-v・

&v・

&v・

会v・

会v・

企-v・

十
一

月

に

開

催

さ

れ

る

県

民

総

合

文

化

祭
の

期

間

中

に

県

民

文

化

会

館

に

展

示

さ

れ

る

ほ

か
、

県

の

広

報

用

写

真

と

し

て

広

く

活

用

さ

れ

る

こ

と

と

な
っ

て

い

ま

す
。

た

く

さ

ん

の

応

募

を

お

待

ち

し

て

い

ま

す
。

お

問
い

合

わ

せ

は
、

愛

媛

県
カ

メ

ラ

商

組

合

加

盟

の

各

店

ま

た

は

愛

媛

県

生

活

文

化

総

室

文

化

振

興

諜

(

O

八

九

九

l

四

五

l

二

八

五

O
)

ま

で
。
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お 知 ら せ

「まちづくり草の根文化講演会」の開催について

近年、 全国各地で地域の活性化に向け、 地域の自然、を活用した特産品の開発、 各種まちづくり

イベントの開催、 そして特産品センターの建設などハード・ ソフト両面から様々な「まちづくり、

むらおこし」事業の試みがなされています。

しかしながら、 「まちづくり、 むらおこし」活動を取りまく社会環境は、 まちづくりの核とな

るテーマの選定、 地域住民の意識の問題、 活用資源など、 検討・解決すべき問題が山積している

のも事実です。

そこで当センターでは、 地域固有の歴史、 生活文化に裏打ちされたまちづくり活動の原点を探

り、 個性的で、独創的な活力と潤いのあるふるさとづくりを進めるため、 まちづくり先進地の実践

者等を招いて『まちづくり文化講演会』をを次のとおり開催することといたしました。

つきましては、 皆様お誘い合わせの上、 奮ってご参加し、ただきますようご案内いたします。

. メインテーマ 『“夢" “創造" “未来" 魅力あるふるさとづくりを求めてJ

- 主 催 (財〉愛媛県まちづくり総合センタ一、 開催地市町村・

国 開催場所等

。東予地域

日 時

場 所

講 師

平成4年10 月3日(土)

土居町 「土居町役場 大会議室」

藤原 洋 側)鉄の歴史村地域振興事業団専務理事

連絡先 土居町役場企画財政課(0896)74-3260

。中予地域

日 時

場 所

講 師

連絡先

。南予地域

日 時

場 所

講 師

連絡先

平成4年11月20日(金)

小田町 「小田町林業センター」

交渉中

小田町役場企画観光課 (0892) 52-3111 

平成4年10月24日(土)

御荘町 「御荘町文化センタ一 大研修室」

高橋 寛治 長野県飯田市役所商業観光課課長補佐

御荘町役場企画振興課(0895)72-1111 

※ 内容につきましては、 若干の変更がある場合もあります。
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県では、 7月7日から完全週休2日制を実施いたしました。

これに伴い、 県庁と地方局など県の機関は7月第2週から毎週土曜日を閉庁し

ております。

また、 県立病院も7月25日から毎月の第2 ・第4土曜日の外来診療を休診し

ています。(平成5年1月からは、 毎週土曜日が休診になります。)

なお、 生涯学習センタ一、 健康増進センター、 花き総合センター、 図書館、 美

術館などの施設は、 従来どおり業務を行っておりますので、 詳しくはご利用にな

る施設へお問い合せ下さい。

県では、 事務処理を一層効率的に行い、 皆様方にできるだけご不便をおかけす

ることのないよう努めて参りますので、 今回の措置にご理解を頂き、 今後とも県

政の推進にご協力を賜りますようお願い致します。

愛媛県からのお知らせ

せり知お

財団法人愛媛県まちづくり総合センター

財団法人愛媛県まちづくり総合センターでは、 愛媛県の7月7日からの週休二

日制の実施に伴い、 7月第3週から毎週日曜日及び土曜日を休日とする週休二日

制を導入いたしました。

まちづくり情報の提供等で、 皆様にご不便をおかけすることのないよう、 なお

一層の業務推進に努めて参りますので、 ご理解をいただきますようお願い申し上

げます。

カ
ー

ブ
の
多
い
山
道
を、

奥
へ
ど

ん
ど
ん
登
っ

て
い
き
ま
し

た
。

河
岸
に
降
り
る
と、

透
き
通
っ

た

水
は、

真
夏
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
冷

た
く

て、

螺
の
声
と
川
の
音
と
木
々

の
ざ
わ
め
き
に
固
ま
れ
な
が
ら、

余

計
に
夏
だ
な
あ
と
感
じ

て
し
ま
う
ひ

と
と
き
で
し
た。

*
*
*
*
*
*
*
*
*
本

内
容
に
つ
い
て
の
ご
意
見
や
活
動
内

容
に
つ
い
て
の
記
事
な
ど、
お
気
軽
に

お
寄
せ
く
だ
さ
い。

「
舞
た
う
ん」
編
集係

二
人
の
M
s・
(
毛
利・
安
田)
ま
で
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目
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三
四
番
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愛
媛
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活
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ル
三
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伽
愛
媛
県
ま
ちづ
く
り

総
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ン
タ
ー
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E
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八
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三
二)
七
七
五
O

F
A
X
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九
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発
行・
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年
八
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十
五
日

制
愛
媛
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ち
づ
く
り
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合
セ
ン
タ
ー

え
ひ
め
地
域
づ
く
り
研
究
会
議
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