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編集
子

山
下

特集「
歴
史・
文
化
を
活か
し
た

ま
ちづ
く
り」

今回の特集を思いついたのは 、

自分が今住んでいるこの地域に

ついて 、他の地域の人たちに十

分に語ることのできない現実に

気づいたのが契機となりました 。

自分の住んでいる地域に対する

愛着(自信や誇り)は 、地域の

歴史や文化を学ぶことから生ま

れるものだと思います 。

そして 、これら歴史や文化の

保存・活用を図るために 、行政

と住民が知恵を絞ることが 、ま

ち eつく
りにつながっていき 、結

果として地域を元気にするので

はないかと考えます 。

そこで 、今回は 、地域の歴史

的・文化的遺産(ストック)を

活かして個性的なまちづく
りに

取り組んでおられる人々
を特集

してみました 。

表
紙
の
言
葉

東
予
地
方
の
祭
り
に
は、

男
性
的
で
元
気
な
祭
り
が
目

に
つ
き
ま
す。

「
継
ぎ
獅
子」
も
男
性
が

垂
直
に
並
び、
一
番
上
に
は

子
ど
も
が
獅
子
頭
を
か
ぶ
っ

て
舞
う
の
で
す
が、
一
番
上

に
上
が
れ
る
ま
で
の
苦
労
が

忍
ば
れ
ま
す。

江
戸
の
火
消
し
ゃ 、

ア
ク

ロ
バ
ッ
ト
と
も
違
う、

親
か

ら
子
へ
と
受
け
継
が
れ
る
よ

う
な
伝
統
的
な
重
み
で
し
ょ

う
か、

緊
張
感
の
中
に
も
舞

を
演
じ

切
っ
た
喜
び
が
伝
わ

り
ま
す。

柳
原
あ
や
子





手かち心ヘ、ぬくもりを届ける
~お手玉の普及活動1 0年の歩み~

ー"F 
日本のお手玉の会

信之

新居浜市
武田

不
況
の
ま
ち
の
活
性
化
を
目
指
し
て

商
店
街
の
半
分
が
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
降
ろ
し
た 。

昭
和
五
十
年
代
の
終
わ
り
の
こ
と 。
四
国
屈
指

の
工
都・
新
居
浜
市
は 、
構
造
不
況
に
見
舞
わ

れ
た 。
そ
ん
な
中 、
昭
和
六
十
年
に 、
市
民
の

手
で
ま
ち
を
活
性
化
し
よ
う
と 、
十
人
余
り
の

有
志
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー

プ
新
居
浜
ア
メ

ニ
テ
ィ

倶
楽
部
が
誕
生
し
た 。

「
美
し
い
自
然
の
中
で 、
文
化
の
香
り
高
い 、

潤
い
の
あ
る
生
活
を
目
指
す」
が 、
倶
楽
部
の

ス
ロ
ー

ガ
ン 。
自
然 、
文
化 、
生
活
の
三
つ
の

委
員
会
で 、
活
性
化
策
を
議
論
し
実
践 。
市
民

に
で
き
な
い
こ
と
は
市
に
提
言
し
た 。
そ
の
活

動
の一
つ
に 、
お
手
玉
の
普
及
が
あ
っ
た 。

核
家
族
化 、
少
子
化 、
I
T
化
の
時
代 。
お

じ
い
ち
ゃ
ん 、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
寂
し
く

過
ご

す 。
子
ど
も
た
ち
は
電
子
お
も
ち
ゃ
で
独
り

遊

び。
お
父
さ
ん
は一
日
中 、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

が
相
手
の
仕
事 。
心
や
肌
の
ぬ
く
も
り
の
伝
え

あ
い
が
希
薄
に
な
っ
た 。
そ
の
結
果 、
心
が
荒

み
タ
バ
コ
の
ポ
イ
捨
て 、
空
き
缶
の
投
げ
捨
て

に
つ
な
が
り 、
ま
ち
が
汚
く
な
っ
て
い
る 。

新
居
浜
発
の
全
国
行
き
・

世
界
行
き

日
本
の
伝
承
遊
び
お
手
玉
は 、
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
か
ら
孫
へ
伝
え
ら
れ
て
き
た
「

隔
世
伝
承」 。

そ
こ
に
は 、
遊
び
の
伝
承
だ
け
で
な
く 、
裁
縫
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の
基
本 、
日
本
女
性
と
し
て
の
資
質 、
礼
儀
作

法 、
公
衆
道
徳 、
歴
史
な
ど
を 、
肌
の
ぬ
く
も

り
と
と
も
に
伝
え
る
世
代
交
流
が
あ
る 。

い
ま
の
世
の
欠
陥
を 、
お
手
玉
の
普
及
で
補

う
こ
と
が
で
き
る 。
そ
こ
に
気
付
い
た
同
倶
楽

部
は 、
県
内
を
中
心
に 、
「

三
点
セ
ッ
ト

の
ド

サ
回
り」
を
始
め
た 。
世
界
と
日
本
の
お
手
玉

展
示 、
お
手
玉
の
作
り
方
教
室 、
遊
び
方
教
室

の
三
点 。
「

見
る・
作
る・
遊
ぶ」
の
活
動
は 、

世
代
交
流
に
成
果
を
収
め 、
予
想
以
上
の
人
気

だ
っ
た 。
そ
こ
で 、
大
き
な
声
で
全
国
に
呼
び

か
け
た 。
大
き
な
反
響
が
返
っ
て
き
た 。

平
成
四
年
九
月 、
同
倶
楽
部
を
中
心
に
市
内

二
十
三
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で
実
行
委
員
会

を
組
織
し 、
第一
回
全
国
お
手
玉
遊
び
大
会
を 、

�� 
全国お手玉遊び大会の一場面

(小学生の部団体戦)



斗土 佐会
寸オ手持・歴史・ 文化を活かしたまちづくり

新
居
浜
市
で
聞
い
た 。
同
時
に 、
お
手
玉
の
活

動
は
全
国
組
織
の
日
本
の
お
手
玉
の
会
と
し
て 、

新
し
い
歩
み
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た 。

活
動
は 、
た
ち
ま
ち
全
国
に
広
が
っ
た 。
全

国
お
手
玉
遊
び
大
会
は 、
毎
年 、
新
居
浜
市
で

開
催 。
こ
と
し
九
月
の
第
十
回
記
念
大
会
に
は 、

二
十
七
都
道
府
県
と
ア
メ
リ
カ
の
サ
ン
デ
ィ

エ

ゴ
な
ど
か
ら
八
百
五
十
人
が
参
加
し
た 。

平
成
六
年
に
は 、
お
手
玉
を
持っ
て
ハ
ワ
イ

に
出
か
け
た 。
そ
の
後
は 、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス 、

サ
ン
デ
ィ

エ
ゴ 、
シ
ド

ニ
ー
と
海
外
遠
征
は
九

回
を
数
え
る 。
日
本
の
お
手
玉
の
会
の
会
員
も

四
十
四
都
道
府
県
に一
千
人
に 。
支
部
は
国
内

十
四 、
海
外
四
の
十
八
支
部
に
な
っ
た 。

こ
の
間
に 、
情
報
誌
「

お
て
だ
ま」
を
年
三

の
幽

司ホのおそ弘、のd司直
「ザ 祭 り イ ン シ ド、二一」 で‘の

市中パレード

回
発
行 。
平
成
九
年
に
写
真
絵
本
「

お
手
玉L

を
出
版 。
十
二
刷
に
な
っ
た 。
こ
の
本
が 、
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
の
出
版
社
か
ら 、
英
語
版
「

O
T

E
D
A
M
A」
と
し
て 、
今
年
三
月
に
出
版
さ

れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た 。

お
手
玉
の
キ
ャ
ッ

チ
ボ
ー

ル
の
教
え

こ
の
十
年
を
振
り
か
え
る
と 、
数
々
の
ド
ラ

マ
が
浮
か
ぶ 。
忘
れ
て
い
た
お
手
玉
を 、
七
十

年
振
り
に
や
っ
て
み
て 、
「

体
が
覚
え
て
い
て

く
れ
た」
と 、
一棋
を
流
し
て
喜
ん
だ
八
五
歳
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん 。
お
手
玉
作
り

教
室
で
は 、
知

ら
な
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が 、
隣
り
に
座
っ
た
少

女
に
笑
顔
で
作
り
方
を
教
え
る 。
真
剣
に
縫
い

な
が
ら
素
直
に
質
問
す
る
少
女 。
ほ
ほ
え
ま
し

い
様
子
に 、
い
つ
も
感
動
す
る 。

自
分
で
作っ
た
お
手
玉
で
遊
ぼ
う
と
し
て
取

り
落
と
し 、
水
に
濡
ら
し
て
大
粒
の
涙
を
流
し

た
少
女 。
引っ
込
み
思
案
が 、
お
手
玉
の
自
信

で
克
服
で
き
た
少
女 。
ラ
イ
バ
ル
の
長
野
県
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が 、
大
会
に
欠
場
し
た
の
を
気

遣
っ
て 、
手
紙
を
出
し
た
女
子
中
学
生 。

オ
ー
ク
ラ
ン
ド

空
港
の
待
合
室
で
は 、
私
ど

も
の
お
手
玉
遊
び
を
見
て 、
お
手
玉
が
欲
し
い

と
泣
き
出
し
た一
歳
半
の
黒
人
の
女
の
赤
ち
ゃ

ん
が
い
た 。
お
手
玉
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て 、
赤

ち
ゃ
ん
と
笑
顔
で
交
わ
し
た 、
無
言
の
お
手
玉

の
キ
ャ
ッ

チ
ボ
ー

ル
は 、
忘
れ
ら
れ
な
い 。

こ
の
赤
ち
ゃ
ん
か
ら 、
文
化
の
交
流
に
は 、

肌
の
色 、
年
齢 、
性
別 、
国
籍 、
言
葉
な
ど
の

壁
は
な
い
こ
と
を 、
教
え
ら
れ
た 。

お
手
玉
の
輪
・

笑
顔
の
輸
を
世
界
に

お
手
玉
遊
び
の
普
及
活
動
は 、
第
二
ラ
ウ
ン

ド
に
入
る 。
幼
稚
園 、
小
中
高
校 、
大
学
な
ど

学
校
教
育
で
の
採
用
が
増
え
た 。
介
護
保
険
の

進
展
で
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
で
は 、
機

能
回
復
訓
練
や
健
康
の
増
進
に 、
お
手
玉
の
利

用
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た 。

お
手
玉
遊
び
の
さ
ら
な
る
発
展
と 、
広
が
り

を
目
指
し
て 、
全
国
お
手
玉
遊
び
大
会
は 、
新

居
浜
市
で
の
開
催
か
ら 、
全
国
各
地
で
の
持
ち

ま
わ
り
開
催
と
な
る 。
来
年
の
第
十一
回
大
会

は 、
熊
本
県
で
開
催
さ
れ
る 。

こ
れ
か
ら
も 、
お
手
玉
の
情
報
発
信
は 、
新

居
浜
市
に
本
部
を
置
く
日
本
の
お
手
玉
の
会
が

行
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い 。
教
育
の
現
場
で

の
採
用 、
社
会
福
祉 、
国
際
交
流 、
世
代
交
流

な
ど
に
必
要
な
資
料
の
作
成 、
情
報
発
信 、
さ

ら
に
は
文
化
経
済
も
研
究 、
実
践
し
な
が
ら 、

活
動
を
続
け
て
い
き
た
い 。

夢
と
心
を
縫
い
込
ん
だ
お
手
玉
で 、
「

手
か

ら
心へ 、
ぬ
く
も
り
を
届
け
る」
活
動
を
通
し

て 、
地
域 、
日
本 、
地
球
全
体
を 、
お
手
玉
の

輪 、
笑
顔
の
輪
で
包
み 、
豊
か
な
心
づ
く
り
と

世
界
の
平
和
に 、
貢
献
し
て
い
き
た
い 。
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出来ることか8始めよう!

「潮流体験」で宮窪町をPR-
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宮窪水産研究会

二郎藤本

宮窪町

会長

私
の
住
む
宮
窪
町
は、

し
ま
な
み
海
道
の
今

治
側、

世
界
最
大
の
三
連
吊
り
橋
「
来
島
大
橋」

が
架
か
る
大
島
の
北
側
に
位
置
し
て
い
ま
す。

か
つ
て
は
能
島
村
上
水
軍
の
本
拠
地
が
あ
り、

彼
ら
は
瀬
戸
の
速
い
潮
の
流
れ
を
鍛
え
抜
か
れ

た
繰
船
技
術
を
駆
使
し
て、

瀬
戸
内
海
を
支
配

し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
潮
で
育
っ
た
魚
は
身
が

し
ま
り
近
隣
の
漁
場
の
中
で
も
特
に
美
味
し
い

と
言
わ
れ
て
い
ま
す。

宮
窪
水
産
研
究
会

宮
窪
町
に
は
多
く
の
若
者
が
漁
業
に
従
事
し

て
い
ま
す。

そ
の
漁
業
後
継
者
が
こ
れ
か
ら
の

漁
業
を
良
く
す
る
た
め
「
出
来
る
こ
と
か
ら
始

め
よ
う
!」

を
合
い
言
葉
に
会
を
結
成
し
ま
し

た
。

最
初
は、

海
岸
清
掃
か
ら
で
し
た
が、

現

在
で
は
「
宮
窪
の
漁
師
市」

の
開
催
や
後
継
者

活
動
な
ど、

そ
の
活
動
範
囲
は
徐
々
に
で
は
あ

り
ま
す
が
広
が
っ
て
い
ま
す。

「
潮
流
体
験」
の
は
じ
ま
り

愛
媛
県
が
し
ま
な
み
海
道
を
P
R
す
る
た
め、

「
し
ま
な
み
ん
活
動」

モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す

る
こ
と
と
な
り、

役
場
よ
り
こ
の
事
業
で
「
潮

流
体
験」

を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
と
話
し
が
あ

り
ま
し
た
。

し
ま
な
み
海
道
開
通
イ
ベ
ン
ト
の

自
主
企
画
イ
ベ
ン
ト
や
し
ま
な
み
大
学
で、

同

様
な
こ
と
を
行
っ
て
お
り、

多
少
の
実
績
が
あ

4 

漁船で満喫「潮流体験」

っ
た
の
で
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

最
初
は、

私
た
ち
が
毎
月
第
一

日
曜
日
に
実

施
し
て
い
ま
す
「
宮
窪
の
漁
師
市」

に
来
た
お

客
さ
ん
の
滞
在
時
間
を
長
く
す
る
た
め
試
験
的

に
行
い
ま
し
た
。

第
一

回
目
は、

宮
窪
漁
港
か

ら
多
々
羅
大
橋
ま
で
漁
船
で
ク
ル
l
ジ
ン
グ
す

る
コ
l
ス
で
行
い
ま
し
た
が、

時
間
が
一

時
間

程
か
か
る
た
め、

船
酔
い
や
料
金
等
の
問
題
か

ら
コ
l
ス
を
再
検
討
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
思
い

つ
い
た
の
が
「
能
島」

で
し
た
。

能
島
は、

今
か
ら
約
四
百
年
前、

能
島
村
上

水
軍
の
総
大
将
「
村
上
武
吉」

が
出
城
と
し
て

使
っ
て
い
た
島
で
す。

出
城
と
言
っ
て
も
陸
の

城
に
す
れ
ば
本
丸
に
あ
た
り
ま
す。

能
島
は
日

本
で
唯
一

の
「
海
域L

と
し
て
国
指
定
の
史
跡

と
な
っ
て
お
り
ま
す。

ま
た
、

能
島
周
辺
は、

私
た
ち
漁
師
も
恐
れ
る
激
し
い
「
潮
流」

が
あ
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歴史でまちおこし
風早歴史文化研究会

副会長
品.... 見竹田

北条市

北
条
市
は
高
縄
半
島
の
西
北
部
に
位
置
し 、

県
都
松
山
市
の
北
に
隣
接
し
て
い
ま
す 。
三
方

山
に
固
ま
れ 、
西
は
瀬
戸
内
海
に
開
け
た
人
口

三
万
人
足
ら
ず
の
田
園
都
市
で
あ
り
ま
す 。

河
野
氏
関
係
交
流
会
の
開
催

北
条
市
で
は 、
平
成
三
年
「

夏
ま
つ
り」
の

行
事
を
実
施
す
る
に
当
た
り 、
各
種
の
文
化
団

体
が
市
民
手 εつ
く
り
で
祭
り
を
盛
り
上
げ
よ
う

と
い
う
気
運
が
起
こ
り
ま
し
た 。
そ
の
時 、
北

条
市
の
歴
史
を
取
り
上
げ
た
行
事
と
し
て
河
野

氏
に
視
点
を
あ
て
「

河
野
氏
関
係
交
流
会」
が

計
画
さ
れ
ま
し
た 。

河
野
氏
は 、
風
早
河
野
郷
か
ら
起
こ
り 、
平

安
時
代
末
期
か
ら
戦
国
時
代
末
に
か
け
て
伊
予

一
円
に
勢
力
を
張っ
て
い
ま
し
た 。
こ
の
河
野

氏
約
四
百
年
の
歴
史
を
み
ま
す
と 、
時
代
に
よ

り
栄
枯
盛
衰
を
繰
り
返
し
て
来
ま
し
た 。
そ
の

聞
に
お
い
て 、
河
野
氏
縁
故
の
人
た
ち
は
日
本

各
地
に
散
在
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た 。

こ
れ
ら
の
関
係
者
が 、
河
野
氏
の
発
祥
地
で

あ
る
こ
こ
風
早
の
地
(
北
条
市)
に
集
ま
り 、

自
分
た
ち
の
ル
l

ツ
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と

は
極
め
て
意
義
深
いこ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
し

た 。
ま
た 、
こ
の
交
流
会
を
通
し
て
市
民
が
郷

土
の
歴
史
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も

に
広
く
市
外
や
県
外
の
人
々
と
交
流
し 、
相
互

理
解
と
信
頼
関
係
の
友
好
の
輪
が
広
が
る
も
の

と
思
い
ま
す 。
更
に 、
こ
の
交
流
会
を
継
続
し

て
開
催
す
る
こ
と
が
北
条
市
の
活
性
化
と
発
展

に
つ
な
が
る
も
の
と
確
信
し
ま
す 。

こ
の
「

河
野
氏
関
係
交
流
会」
も 、
今
年
で

十一
回
目
と
な
り
ま
し
た
が 、
期
日
は
毎
年
七

月
第
四
日
曜
日 、
場
所
は
北
条
市
立
ふ
る
さ
と

館
で
開
催
し
て
い
ま
す 。
行
事
の
内
容
は 、
先

ず
開
会
前
に
全
国
各
地
の
河
野
氏
の
史
跡
を
写

真
で
紹
介
し
た
り 、
河
野
氏
の
系
図・
略
年
表

な
ど
の
資
料
展
示
を
し
て
参
加
者
の
興
味・
関

心
を
高
め
る
な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
ま
す 。
ま

た 、
交
流
会
の
内
容
は 、
河
野
氏
に
関
す
る
講

演
や
時
に
は
基
調
提
案
の
後 、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

形
式
の
討
議 、
質
疑
応
答 、
意
見
発
表
な
ど
を

実
施
し
て
お
り
ま
す 。

/
 

⑥ 
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交流会における意見発表

岩
手
県
北
上
市
と
の
交
流

ま
た 、
各
地
の
伝
統
芸
能
の
披
露
も一
つ
の

楽
し
み
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
ま
す 。
例
え
ば 、

岩
手
県
北
上
市
稲
瀬
町
の
小
学
校
六
年
生
十
三

名
が
門
岡
念
仏
剣
舞
(
か
ど
お
か
ね
ん
ぶ
つ
け

ん
ば
い)
に
出
演
の
た
め
北
条
市
を
訪
問
し
た

際 、
宿
泊
を
同
じ
年
齢
の
子
供
が
居
る
家
に
受

け
入
れ
て 、
友
好
の
機
会
を
設
け
ま
し
た 。
そ

れ
が
機
縁
と
な
っ
て
家
族
ぐ
る
み
で
の
交
際へ

と
発
展
し
て
お
り
ま
す 。

岩
手
県
北
上
市
稲
瀬
町
は 、
河
野
通
信
が
承

久
の
変
で
流
さ
れ
二
年
後
に
亡
く
な
り
葬
ら
れ

た
聖
塚
(
ひ
じ
り
づ
か)
の
あ
る
土
地
で
あ
り

ま
す 。通

信
の
孫
に
あ
た
る一
遍
上
人
が
聖
塚
を
訪

ね
供
養
し
て
い
る
情
景
は
聖
絵
(
国
宝)
に
描

か
れ 、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
通
信
の
墳
墓
(
岩

手
県
指
定
史
跡)
が
発
見
さ
れ
た
経
過
が
あ
り

ま
す 。
念
仏
剣
舞
は 、
一
遍
の
踊
り
念
仏
に
も

関
係
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り 、
参
会
者
に
強
烈

な
感
動
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た 。

更
に 、
北
上
市
稲
瀬
町
の
有
志
が
ト
ラ
ッ
ク

二
台
に
約
五
百
個
の
「

夢
灯
(
ゆ
め
あ
か
り)」

を
遠
路
運
ん
で
き
て
ロ
l
ソ
ク
の
灯
を
点
灯
し

て
く
れ
ま
し
た 。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
「

夢
灯」

の
製
作
を
思
い
つ
き
材
料
を
工
夫
し
形
や
炎
の

色
の
美
観
を
考
え
セ
ロ
フ
ァ
ン
を
張
り

付
け
た

七
百
個
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り

完
成
し
ま
し

た 。
紙
粘
土
で
高
さ
二
十一一
m 、
直
径
十
四
仰

の
円
筒
形
の
も
の
に
色
々
な
形
の
穴
を
あ
け
て

光
が
回
り
に
発
散
す
る
よ
う
に
し
た
も
の
で 、

中
に
ロ
l
ソ
ク
を
灯
す
と
灰
か
に
も
れ
る
灯
が

幽
玄
の
世
界へ
と
誘
う
感
じ
で
と
て
も
素
敵
な

も
の
で
あ
り
ま
す 。
製
作
と
点
灯
に
協
力
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
輸
が
広
が
り 、
年
々
各
地
の

縁
日
祭
礼
に
点
灯
の
希
望
が
百
個 、
二
百
個
と

寄
せ
ら
れ
盛
ん
に
活
用
さ
れ
各
地
の
夜
を
彩っ

て
お
り
ま
す 。

河
野
通
信
の
墳
墓
が
縁
と
な
り
民
間
団
体
で

の
両
市
の
交
流
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す 。

三
年
前 、
桜
の
名
所
で
あ
る
北
上
市
か
ら
桜
の

苗
木
三
本
が
寄
贈
さ
れ
高
縄
山
(
源
頼
朝
の
挙

兵
に
呼
応
し
て
河
野
通
清・
通
信
が
兵
を
あ
げ

た)
の
見
え
る
北
条
市
立
ふ
る
さ
と
館
の
前
庭

に
植
樹
さ
れ
毎
年
花
を
つ
け
る
よ
う
に
成
長
し

て
来
て
お
り
ま
す 。
こ
の
桜
が
す
く
す
く
と
成

長
す
る
よ
う
に
両
市
の
友
好
が
今
後
ま
す
ま
す

発
展
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す 。

景風

/

乍十

/

製
/
m
 

夢

新
し
い
地
域
文
化
の
創
造

風
早
歴
史
文
化
研
究
会
で
は 、
有
志
が
毎
年

河
野
氏
の
史
跡
を
訪
問
し
て 、
資
料
の
収
集
と

友
好
の
関
係 守つ
く
り
に
努
力
し 、
写
真
な
ど
は

河
野
氏
関
係
交
流
会
の
際 、
展
示
公
開
し
て
参

加
者
の
参
考
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す 。
ま
た 、
河
野
氏
ゆ
か
り
の
地
域
の
文
化

を
参
考
に
し
て
北
条
市
の
新
し
い
地
域
文
化
を

創
造
す
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い

ま
す 。

7 
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川瀬歌舞伎保存会久万町

惇段之上会長

川
瀬
歌
舞
伎
の
始
ま
り

川
瀬
歌
舞
伎
は 、
久
万
町
合
併
前
の
旧
川
瀬

村
の
下
直
瀬
地
区
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
の
で 、

こ
の
名
が
つ
い
て
い
る 。

直
瀬
地
域
は 、
古
く
か
ら
海
瑠
璃
も
盛
ん
な

所
で
あっ
た 。
叫
番
と
日出
番
札
所
と
の
中
間
に

位
置
す
る
集
落
で 、
四
国
霊
場
巡
拝
で
巡っ
て

き
た
お
遍
路
さ
ん
の
中
に 、
浄
瑠
璃
の
上
手
な

人
が
い
る
と 、
幾
日
で
も
接
待
し
て
留
ま
ら
せ 、

そ
の
指
導
を
受
け
た
り
し
て
い
た
ほ
か 、
冬
の

農
閑
期
に
は 、
わ
ざ
わ
ざ
師
匠
を
雇
い 、
指
導

を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た 。

歌
舞
伎
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
に

つ
い
て
は 、
口
碑
や
旧
家
に
伝
わ
る
浄
瑠
璃
の

写
本
な
ど
に
よ
る
と 、
文
化
十
二
年
(一
八 一

五)
に
は
能
次
と
い
う
人
が
浄
瑠
璃
を
語っ
た

と
い
う
記
録
が
あ
る
な
ど
二
百
年
の
昔
か
ら
続

い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
く 、
安
政
年
間(一

八
五
回
l一

八
六
O)
に
は
家
内
安
全
と
五
穀

豊
穣
を
祈
願
す
る
地
鎮
祭
に
歌
舞
伎
を
上
演
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る 。

慶
応
年
聞
か
ら
明
治
に
か
け
て
は 、
阿
波
の

デ
コ
芝
居
が
や
っ
て
来
た 。
ま
た 、
美
川
村
仕

七
川
(
旧
仕
七
川
村)
へ
か
か
る
旅
回
り
の
芝

居
も 、
こ
と
あ
る
ご
と
に
よ
く
立
ち
寄
っ
て
い

た 。
明
治
時
代
に
入
る
と 、
特
に
浄
瑠
璃
が
盛

ん
に
な
り 、
冬
に
な
る
と
皆
が
競っ
て
稽
古
に

8 

「五三」 での主役を演じる段之上会長

励
み 、
春
の
地
鎮
祭
に
備
え
た 。
大
正
八
年(一

九一
九) 、
地
区
の
若
者
や
芝
居
好
き
の
器
用

人
が
集
ま
り 、
浪
曲
芝
居
を
始
め
た
の
が
も
と

で 、
「

敷
島
会」
を
結
成
し
た 。
そ
の
頃 、
敷

島
会
の
リ
ー
ダ
ー

格
で
あっ
た
山
内
恒
太
郎
ら

が 、
同
地
区
出
身
の
歌
舞
伎
俳
優 、
豊
島
屋
豊

次
郎
ら
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
が
き
っ
か
け

で 、
敷
島
会
の
メ
ン
バ
ー

が
歌
舞
伎
を
は
じ
め

た 。
こ
れ
が 、
現
在 、
愛
媛
県
下
唯一
残
る
地

芝
居
「

川
瀬
歌
舞
伎」
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い

ヲ。 。

第
二
の
隆
盛
期

そ
の
後 、
地
元
青
年
男
女
に
よ
っ
て
受
け
継

が
れ 、
地
域
の
芸
能
と
し
て
成
長
し 、
太
平
洋



持集歴史- 文化を活かしたまちづくり

川瀬歌舞伎後継者会の公演「太十」

戦
争
の
初
期
に
は 、
予
科
練
習
生
な
ど
の
軍
の

慰
問
に
も
出
演
し
た
が 、
戦
局
の
緊
迫
に
よ
っ

て
中
断
さ
れ
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た 。

し
か
し 、
昭
和
二
十
年 、
終
戦
と
同
時
に
復

活 、
以
前
の
敷
島
会
を
解
散
し
て 、
山
内
恒
太

郎
氏
の
肝
煎
り
で 、
復
員
し
た
仲
間
が
集
ま
っ

て
「

更
生
座」
を
結
成
し
再
発
足
し
た 。
戦
後

の
混
乱
も
静
ま
り 、
落
ち
着
き
を
取
り

戻
し
た

同
二
十
六
年 、
下
直
瀬
公
民
館
が
開
設
さ
れ
た

が 、
そ
れ
と
同
時
に
更
生
座
を
そ
の
ま
ま
公
民

館
娯
楽
部
に
切
り

替
え
て 、
い
よ
い
よ
第
二
の

隆
盛
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る 。
当
時
は 、
男

女
合
わ
せ
て
二
十
数
人
と
い
う
充
実
し
た
メ
ン

バ
ー

で
あ
っ
た 。

昭
和
二
十
七
年 、
松
山
市
庁
ホ
l

ル
で 、
同

二
十
九
年
に
は
道
後
公
会
堂
で 、
そ
れ
ぞ
れ
公

演
し
た 。
さ
ら
に 、
同
三
十
二
年
に
は
農
研
グ

ル
ー

プ
の
県
代
表
と
し
て 、
県
歯
科
医
師
会
館

で
大
谷
文
楽
と
と
も
に
出
演 、
川
瀬
歌
舞
伎
の

真
価
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る 。

川
瀬
歌
舞
伎
保
存
会
の
結
成

と
こ
ろ
が 、
こ
れ
ほ
ど
盛
ん
だ
っ
た
川
瀬
歌

舞
伎
も 、
若
い
人
た
ち
が
都
会
に
出
て
し
ま
う

よ
う
に
な
り
村
に
残
る
青
年
男
女
も
年
毎
に
減

少
し
た
た
め 、
そ
の
伝
承
を
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た 。

そ
こ
で 、
昭
和
三
十
六
年
に 、
こ
の
川
瀬
歌

舞
伎
の
伝
統
が
す
た
れ
て
い
く
こ
と
を
憂
い 、

公
民
館
を
中
心
と
し
て「
川
瀬
歌
舞
伎
保
存
会」

を
結
成
し 、
後
継
者
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
と

な
っ
た 。
三
た
び
伝
統
の
灯
が
と
も
さ
れ
た
の

で
あ
る 。

古
典
芸
能
の
伝
統
を
守
り 、
育
て
る
地
域
ぐ

る
み
の
雰
囲
気
と
心
意
気
は 、
内
外
に
高
く

評

価
さ
れ 、
昭
和
四
十
二
年
十
二
月 、
久
万
町
指

定
無
形
文
化
財 、
平
成
十
二
年
四
月 、
愛
媛
県

無
形
文
化
財
に
ま
で
指
定
さ
れ
る
に
至
っ
た 。

心
配
さ
れ
て
い
た
後
継
者
不
足
の
問
題
も 、

平
成
十
二
年
に
は
七
名
の
地
元
若
者
に
よ
る
後

継
者
会
が
立
ち
上
が
り 、
早
く
も
三
回
の
公
演

を
こ
な
し
て
い
る 。
加
え
て 、
三
味
線
と
太
夫

不
足
に
つ
い
て
も 、
平
成
十
二
年
度
か
ら
開
始

さ
れ
た
「

愛
媛
県
文
楽
後
継
者
養
成
講
座」
に

三
名
が
エ
ン
ト
リ
ー
し
て
お
り 、

役
者
と
浄
瑠

璃
語
り・
三
味
線
ま
で
全
て
自
前
で
そ
ろ
っ
た

一
座 Jつ
く
り
が
可
能
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
も 、

心
強
い
か
ぎ
り
で
あ
る 。

活
力
あ
る
ま
ち "
つ
く
り
ヘ

現
在
も 、
地
域
住
民
及
び
会
員
相
互
の
連
携

と
親
睦
に
よ
り
後
継
者
の
育
成
に
努
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が 、
定
期
的
な
練
習
の
集
ま
り

が
幅
広
い
年
齢
層
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
場
で
あ

り 、
地
元
住
民
の
親
睦
の
場
に
も
な
っ
て
い
る 。

伝
統
を
継
承
す
べ
く
地
域
の
人
達
と一
体
と
な

っ
て
協
力
し
て
い
く
こ
と
が 、
活
力
あ
る
ま
ち

づ
く
り
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
い
る 。松山市での県費補助による浄瑠璃練習風景
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宇宙の平和を願う町でありたい
• 字何.'"穆
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中町を守る会

実全小田

宇和町

j'、 r::コ
去貝

宇
和
町
の
歴
史(
町
並
み
の
形
成
へ)

宇
和
町
の
歴
史
は 、
古
墳
前
期
か
ら
脈
々
と

継
続
し
て
い
る
こ
と
が 、
近
年
の
発
掘
調
査
に

よ
っ
て
解
明
さ
れ
ま
し
た 。
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「

宇
和
評」
の
木

簡
に
よ
り
七
世
紀
律
令
時
代
よ
り
地
名
と
し
て

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
す 。
九
世

紀
中
頃
か
ら 、
藤
原
純
友
を
討
伐
し
た
橘
氏
が

数
代
に
亙
っ
て
宇
和
の
地
を
治
め
て
い
た
こ
と

が 、
「

宇
和
町
誌」
に
も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す 。

し
か
し 、
嘉
禎
二
年
(
二
=二
六)
西
国
寺
公

経
の
宇
和
荘
懇
望
を
幕
府
が
受
け
入
れ
て
以
来 、

西
園
寺
の
荘
園
と
な
り
ま
す 。
天
正
十
五
年(一

五
八
七)
最
後
の
領
主
公
贋
が
戸
田
勝
隆
に
謀

殺
さ
れ
る
ま
で 、
三
世
紀
半
に
亙
っ
て
そ
の
治

世
が
続
き
ま
す 。
そ
の
後
二
十
年
の
間
に
戸
田

勝
隆 、
藤
堂
高
虎 、
富
田
信
高
と
領
主
が
か
わ

り 、
藤
堂
高
虎
の
宇
和
島
入
城
以
来
宇
和
郡
の

中
心
は
板
島
(
宇
和
島)
に
移
り
ま
す 。

宇
和
島
藩
は 、
当
初
か
ら
財
政
が
逼
迫
し
困

難
を
極
め
て
い
た
た
め
に 、
領
内
の
開
拓
に
精

力
を
注
ぎ 、
宇
和
の
地
は
重
要
な
穀
倉
地
帯
と

な
っ
て
い
き
ま
す 。
同
時
に 、
卯
之
町
に
は
宇

和
盆
地
の
米
が
集
ま
り 、
造
り
酒
屋
数
軒
を
中

心
と
し
て
軒
を
並
べ
る
在
郷
町
と
し
て
栄
え 、

藩
内
随一
の
宿
場
町
を
形
成
し
て
ゆ
き
ま
す 。

今
日
の
「

中
町」
の
町
並
み
は 、
明
和
七
年(一

10 

黒瀬城から卯之町を望む

七
七
O)
創
建
の
建
物
が
最
も
古
く 、
大
半
が

十
九
世
紀
で 、
一
部
が
二
十
世
紀
初
頭
の
建
物

で
あ
り
ま
す 。

標
準
的
な
町
屋
の
構
造
は 、
土
聞
は
表
か
ら

裏
に
通
り

抜
け
る
通
り

土
問 、
居
室
は
土
間
に

沿
っ
て
配
置
さ
れ 、
店・
中
の
間・
座
敷
の
三

室
構
成
が一
般
的
で
す 。
し
か
し 、
店
と
中
の

間
が一
室
に
な
っ
た
も
の
も
相
当
数
あ
り 、
店

や
中
の
間
の
土
間
境
に
は
間
仕
切
り
の
建
具
が

な
い
も
の
も
見
ら
れ
ま
す 。
こ
れ
は
他
の
地
方

で
も
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず 、
卯
之
町
の
町

屋
の
特
徴
と
い
え
ま
す 。
こ
の
他 、
格
子
が
「

中

町」
を
中
心
に
比
較
的
良
く

残
っ
て
お
り 、
蔀

(
し
と
み
て
ひ
じ

(
持
送
り) 、
袖
壁
(
そ
で

か
べ
て
飾
り
瓦
な
ど
の
形
態
に
も
特
徴
が
あ



斗土 佐
寸オ *'ト歴史・ 文化を活かしたまちづくり

る
こ
と
を 、
「

伝
統
的
建
造
物
群
保
存
対
策
調

査
報
告
書」
は
指
摘
し
て
い
ま
す 。

平
成
五
年
度
か
ら
宇
和
町
は
伝
統
的
な
建
造

物
十
二
軒
の
修
復
事
業
を
実
施
さ
れ 、
よ
う
や

く
住
民
に
も
意
欲
が
湧
い
て
ま
い
り
ま
し
た 。

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
選
定へ
向
け
て
官
民一

体
と
な
っ
て
学
習
と
協
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
喜
び
に
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す 。

歴
史
の
流
れ
を
踏
ま
え
た

町
並
み
保
存
に

と
こ
ろ
で 、
町
並
み
保
存
に
つ
い
て
は 、
や

や
も
す
る
と
現
在
の
町
並
み
の
み
に
視
点
を
注

ぎ 、
歴
史
の
流
れ
を
疎
か
に
す
る
感
は
否
め
ま

せ
ん 。私

は 、
宇
和
の
発
祥
は
廃
寺
の
遺
跡
が
眠
る

と
思
わ
れ
る
石
城
(
い
わ
き

伊
波
岐)
又
は

石
野
(
い
わ
の

伊
波
乃)
に
あ
る
の
で
な
い

か
と
類
推
し
て
い
ま
す 。
「

倭
名
類
緊
抄」
(
わ

み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
よ
う)
に
は 、
宇
和
郡

の
地
名
は 、
上
記
の
他
に
は
三
間
(
美
寓)
と

立
間
(
多
知
寓)
し
か
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
で
す 。
石
城
又
は
石
野
地
区
を
中
心
に
し
て

古
墳
群
が
存
在
し 、
や
が
て
松
葉
城 、
黒
瀬
城

へ
と
町
の
中
心
を
移
し 、
最
終
的
に
は
今
日
の

町
並
み
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
充
分

に
踏
ま
え
た
町
並
み
保
存
で
あ
り
た
い
と
考
え

て
い
ま
す 。
地
中
に
眠
る
遺
構
は 、
当
面
そ
の
ま

ま
で
も
壊
れ
る
可
能
性
が
少
な
い
の
で 、
現
存

し
廃
棄
さ
れ
る
可
能
性
の
高
い
町
並
み
を
優
先

的
に
修
理
保
存
を
進
め 、
そ
の
過
程
に
お
い
て

住
民
の
意
識
が
高
揚
し
て
い
く
こ
と
を
望
ん
で

い
ま
す 。

歴
史
を
標
梼
し 、
文
化
を
標
梼
す
る
な
ら
ば 、

そ
の
歴
史
や
文
化
の
学
び
を
通
じ
て 、
保
存へ

の
意
欲
を
駆
り
立
て
て
ゆ
き
た
い
も
の
で
す 。

し
か
し 、
ど
の
町
並
み
に
も
歴
史
は
あ
り 、

文

化
も
あ
る
の
だ
か
ら 、
陳
腐
な
名
前
の
標
梼
を

右へ
倣
え
を
す
る
よ
り
も 、
宇
和
の
史
実
や
名

称
の
中
で
特
色
の
出
せ
る
も
の
を
標
梼
し
た
い

と
希
望
し
て
い
ま
す 。

今
日
の
町
並
み
の
形
成
は 、
も
ち
ろ
ん
江
戸

時
代
中
後
期
で
は
あ
り
ま
す
が 、
そ
の
原
点
は

何
と
言っ
て
も
西
国
寺
実
充
の
時
代
に
黒
瀬へ

居
城
を
移
し
た
時
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
ま
す 。

実
充
は 、
嫡
子
公
高
を
戦
で
失
っ
た
後 、
甥
の

公
贋
を
後
継
と
し
ま
し
た 。
そ
の
公
贋
は 、
召

し
上
げ
た
領
地
を
半
分
安
堵
す
る
と
い
う
「

朱

印
状」
の
受
け
渡
し
の
た
め
大
洲へ
出
向
く
に

あ
た
り 、
時
世
を
残
し
て
い
ま
す 。

「黒
瀬
山
峰の
嵐に
散
リに
し
と

他
人に
は
告
げ
よ
宇和の
里
人L

そ
の
大
意
は 、
私
は
十
二
月
十一
日
の
今
日 、

散
り
に
行
く
紅
葉
の
葉
の
よ
う
に
自
然
の
摂
理

の
名
で
散っ
て
行っ
た
の
だ
と
他
人
に
は
告
げ

な
さ
い 。
決
し
て
謀
殺
さ
れ
た
な
ど
と
は
言
う

で
は
な
い
ぞ 。
そ
の
思
い
を
受
け
止
め
て
み
ま

す
と 、
決
し
て
恨
み
を
抱
い
て
は
な
ら
な
い 。

恨
み
を
残
せ
ば
再
び
争
い
に
つ
な
が
り 、

幾
多

の
無
事
(
む
こ)
の
民
の
命
を
失
う
こ
と
に
な

る 。
残
さ
れ
た
住
民
の
行
く
末
を
思
い 、
戒
め

を
残
し
て
逝
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す 。
や
が
て

四
百
年
に
亙
っ
て
西
国
寺
神
社(
現
存
し
な
い)

や
町
並
み
の
山
手
に
あ
る
光
教
寺
境
内
の
御
廟

に
参
詣
し 、
願
い
事
を
掛
け
る
人
が
絶
え
な
か

っ
た
こ
と
と 、
幕
下
の
諸
将
た
ち
が
今
日
ま
で

毎
年
法
要
を
営
ん
で
き
た
こ
と
を
思
う
と
き 、

そ
の
人
徳
が
偲
ば
れ
ま
す 。
こ
の
よ
う
な
歴
史

の
流
れ
の
中
に
「

中
町」
の
町
並
み
も
形
成
さ

れ 、
私
塾
申
義
堂
も
開
明
学
校
の
建
設
も
な
り

得
た
こ
と
を 、
住
民
の
誇
り
と
し
て
守
り

伝
え 、

宇
宙
の
平
和
を
願
い 、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く

こ
と
の
で
き
る
人
材
を
輩
出
で
き
る
よ
う
な
町

並
み
保
存
で
あ
り
た
い
も
の
だ
と
願っ
て
い
ま

す 。

申義堂と光教寺

11 



論談ーまちづぐり-

まちづくりにとっての地域学

幸治讃岐愛媛大学教授

今
は
じ
め
に
|
近
年
の
地
域
学
ブ
l
ム

近
年、

山
形
学、

京
都
学、

対
馬
学、

遠
野

学
な
ど
「
地
域
学」

と
呼
ば
れ
る
活
動
や
グ
ラ

ン
ド
ワ
ー
ク
や
エ
コ
ミ
ュ
l
ジ
ア
ム
な
ど、

そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
を
ベ
l
ス
と
し
た
学
習
活
動
や

地
域
づ
く
り
活
動
が
全
国
各
地
で
盛
ん
に
な
っ

て
き
た
。
全
国
的
な
地
域
学
ブ
l
ム
の
中
で、

本
年
十
月
に
は
山
形
市
で
「
全
国
地
域
学
サ
ミ

ッ
トL

が
開
催
さ
れ
た
。

や
地
域
学
と
は

地
域
学
と
い
う
の
は、

地
元
の
お
宝
発
見
的

な
「
地
元
学」

で
は
な
い
し、

中
央
に
対
す
る

地
方
の
学
と
い
っ
た
「
地
方
(
ち
ほ
う)

学」

で
も
な
い
し、

ま
た
柳
田
国
男
が
都
市
対
田
舎

と
い
う
図
式
で
田
舎
や
僻
地
な
ど
に
埋
も
れ
て

い
る
民
俗
な
ど
を
と
ら
え
た
「
地
方
(
じ
か
た)

学」

と
も
違
う。

そ
れ
は、

慶
応
大
学
の
金
安
岩
男
教
授
の
言

葉
を
借
り
れ
ば、
「
地
域
を
(
情
緒
的
で
は
な
く、

客
観
的
に)

再
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、

そ

こ
に
含
ま
れ
る
特
色
や
潜
在
す
る
資
源
に
気
づ

き、

学
習
者
が
そ
れ
ら
を
再
構
成
す
る
こ
と
を

通
し
て、

学
術
的
発
展
と
地
域
の
再
創
造
・

活

性
化」

を
図
っ
て
い
く
活
動
で
あ
る
。
別
の
言

い

方
を
す
れ
ば
、

地
域
の
探
求
・

地
域
の
理

解
・

地
域
の
創
造
と
い
う
三
つ
の
構
造
か
ら
成

り
立
つ
科
学
と
運
動
を
統
合
し
た
活
動
だ
と
い

12 

っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う。

今
地
域
学"つ
く
り
の
始
ま
り

ど
の
地
域
に
し
て
も、

他
に
な
い
郷
土
料
理、

地
方
の
祭
り、

方
言
や
自
然
な
ど
が
あ
る
が、

そ
れ
ら
が
東
京
に
あ
る
も
の
に
劣
る
も
の
で
は

な
い
。
東
京
だ
け
が
文
化
的
に
優
位
で
あ
る
も

の
で
は
な
い
。

自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
を
見
直
し、

誇
り

と
自
信
の
持
て
る
個
性
的
で
魅
力
的
な
地
域
づ

く
り
を
す
る
こ
と
が
最
も
大
事
な
こ
と
だ
。

そ

の
た
め
に
は、

自
分
の
住
ん
で
い
る
地
域
の
歴

史、

文
化、

産
業、

資
源
等
の
価
値
の
再
発
見

を
通
し
て、

そ
れ
ら
の
特
性
に
磨
き
を
か
け、

そ
の
地
域
「
ら
し
さ」

づ
く
り
を
す
す
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
地
域
特
性
を
科
学
的
に
把
握

し
て
い
く
た
め
に、
「
地
域
学L

づ
く
り
が
始

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

や
地
域
学"つ
く
り
の
プ
ロ
セ
ス
と
成
果

地
域
学
は、

誰
も
が
参
加
で
き
る
活
動
で
あ

る
。
各
人
が
興
味
・

関
心
を
持
つ
こ
と
を
探
し、

調
べ
て
い
く。
地
域
の
マ
ン
ホ
ー
ル
の
数
や
川

に
住
む
生
き
物
を
調
べ
て
も
い
い
。
郷
土
料
理

や
歴
史
的
な
人
物
や
地
名
を
詳
し
く
調
べ
て
み

て
も
い
い
。

ど
ん
な
方
法
や
手
段
を
使
っ
て
も
い
い
。
タ

ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
の
手
法
で
も
聞
き
取
り
調



up--
査
で
も
い
い 。
文
献
研
究
で
も
質
問
紙
法
や
踏

査
法
で
も
い
い 。

地
域
の
誰
も
が
知
恵
袋
で
あ
り

物
知
り・

物

持
ち
で
あ
る
と
と
ら
え
な
お
し 、
そ
れ
ら
の
知

恵
や
知
識 、
体
験 、
事
物
な
ど
を
調べ
る
こ
と

に
な
る 。
そ
れ
ま
で
は
知
り
合
い
で
は
な
か
っ

た
人
と
知
り
合
う
こ
と
に
な
る 。

地
域
学
づ
く
り
は 、
各
人
の
課
題
発
見・
探

求
能
力
を
伸
ば
し
て
い
く
と
と
も
に 、
地
域
の

中
に
生
活
の
名
人 、
達
人 、
匠
を
発
見
し 、
知

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
運
動

と
し
て 、
地
域
づ
く
り
そ
の
も
の
だ
と
い
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う 。

ー〆
，.，1' 

ゃな
ぜ 、
い
ま
地
域
学
な
の
か

社
会
が
急
激
に
変
化
す
る
中
で 、
自
分
ら
し

い
生
き
方
を
し
て
い
く
た
め
に
は 、
確
か
な
自

分
を
確
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 。
「

自

分
は
あ
く
ま
で
自
分
で
あ
る 。」
と
い
う
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
て
い
く
た
め
に
は 、

何
よ
り
も
意
図
的
に
自
分
を
支
え
て
い
る
生
活

の
土
台
で
あ
る
地
域
を
見
つ
め 、
そ
れ
ら
に
支

え
ら
れ
生
き
て
い
る
自
分 、
自
分
が
生
き
て
い

る
こ
と
の
意
味
を
し
っ
か
り
と
確
認
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る 。
地
域
づ
く
り
の

理
論
的
根
拠
の
た
め
だ
け
で
な
く 、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ

の
確
立
の
上
か
ら
も 、
今
地
域
学 、づ

く
り
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る 。

や
愛
媛
学
l地
域
学の
先
駆
け
と
し
て
|

地
域
学
の
先
駆
け
と
し
て 、
平
成
四
年
十
月

十
五
日 、
愛
媛
県
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

を
会
場

に
し
て
「

愛
媛
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムL
が
開
催
さ

れ 、
愛
媛
学
の
構
築
に
向
け
て
多
様
な
研
究
活

動
が
行
わ
れ
て
い
た 。
し
か
し
全
国
各
地
で
地

域
学
づ
く
り
が
盛
ん
に
な
る
の
と
裏
腹
に
愛
媛

学
へ
の
関
心
が
こ
こ
数
年
薄
ら
い
で
き
て
い
る

と
い
う
の
が
現
状
だ 。
市
町
村
合
併
が
す
す
み 、

地
域
間
競
争
が
激
し
く
な
る
今
日 、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
の
将
来
像
を
探
る
た
め
に 、
も
う一
度

地
域
学へ
の
取
り

組
み
が
必
要
と
な
っ
て
き
て

い
る 。

愛媛学シ ン ポジウム (平成4年10月)

l3 
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長
い
友
好
の
歴
史
や
雨
森
芳
洲
の
「

あ
ざ
む
か

ず
争
わ
ず」
と
い
う
誠
心
外
交
の
教
え
に
学
び 、

ア
ジ
ア
に
向
け
た
窓
が
聞
か
れ
た
の
で
し
た 。

年)
と
い
う
優
れ
た
外
交
家
が
生
ま
れ
ま
し
た 。

小
さ
な
集
落
で
は 、
偉
大
な
先
人
の
善
隣
友
好

の
心
を
受
け
継
ぎ 、
美
し
い
村
づ
く
り
や 、
韓

国
と
の
交
流
な
ど
の
ま
ち
づ
く
り
が
続
い
て
き

土品
1レ
れ~ 。

*
琵
琶
湖
の
ほ
と
り
の
小
さ
な
集
落

滋
賀
県
は
中
央
に
琵
琶
湖
が
あ
り 、

周
囲
に

平
野
が
広
が
り 、

外
回
り
を
山
が
取
り
囲
ん
で

い
ま
す 。
琵
琶
湖
の
北
に
あ
る
高
月
町
は
人
口

一
万
人
の
小
さ
な
町
で
す 。
そ
の
中
に
三
十
二

の
集
落
が
あ
り 、

そ
の
う
ち
の一
つ

が
雨
森
区
で 、
戸

数
が
百
十
五
戸 、

人
口
四
百
九
十
人

ほ
ど
の
農
村
集
落

で
す 。雨

森
の
あ
た
り

の
地
域
は 、
北
陸

型
の
気
候
で
雪
が

よ
く
降
り
ま
す 。

戦
国
時
代
に
は
幾

度
と
な
く
戦
い
の

舞
台
と
な
り
ま
し

た 。
そ
ん
な
琵
琶

湖
の
北
の
村
か
ら 、

江
戸
時
代
朝
鮮
と

の
外
交
に
活
躍
し

た
雨
森
芳
洲
(
あ

め
の
も
り
ほ
う

し
ゅ、っ

一
六
六

八
!

一
七
五
五

*
鯉
と
水
車
と
花
飾
り
の
ま
ち

木
造
書
院
風
の
美
し
い
建
物
と
な
っ
た
雨
森

芳
洲
庵
に
調
和
す
る
美
し
い
ま
ち 、、つ
く
り
が
始

ま
り
ま
し
た 。

雨
森
集
落
に
は 、
大
き
な
木
が
そ
び
え 、
緑

の
生
垣
が
続
き 、
川
が
縦
横
に
巡
ら
さ
れ
て
い

ま
す 。
下
流
の
農
業
用
水
と
な
る
川
は 、
生
活

用
水
と
し
て
集
落
を
巡
り 、
冬
は
雪
を
消
す
た

め
に
も
使
わ
れ
る
川
で
す 。
こ
の
川
を
生
か
し

て 、
楽
し
み
な
が
ら
美
し
い
川
づ
く
り
活
動
が

長
続
き
す
る
た
め
鯉
を
放
し
て
い
ま
す 。
鯉
が

泳
ぐ
と
川へ
の
関
心
が
高
ま
り 、
手
づ
く
り
水

*
東
ア
ジ
ア
交
流
ハ
ウ
ス
の
建
設

滋
賀
県
で
は 、
二
十
五
年
ほ
ど
前
か
ら
「

草

の
根
ま
ち 、、つ
く
り」
と
し
て 、
自
治
会
単
位
の

ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た 。
住
民

の
創
意
と
工
夫
に
よ
る
自
主
的
な
活
動
が
活
発

化
し
ま
し
た 。
そ
の
中
の一
つ
が
雨
森
の
活
動

で
し
た 。

活
動
は 、
ス
ポ
ー

ツ
か
ら
始
ま
り 、
若
者
の

グ
ル
ー

プ
「

雨
森
野
球
部」
が
誕
生
し
て
静
か

だ
っ
た
村
に
活
気
が
戻っ
て
き
ま
し
た 。
途
絶

え
て
い
た
村
の
新
聞
「

区
報
あ
め

の
も
り」
が
復
刊
さ
れ
ま
し
た 。

そ
し
て 、
埋
も
れ
て
き
た
雨
森

芳
洲
を
賛
え
る
活
動
も
始
ま
り
ま

し
た 。
そ
の
頃
ま
で
芳
洲
の
こ
と

は
地
元
で
し
か
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
で
し
た 。
芳
洲
の
遺

し
た
資
料
を
集
め
た
顕
彰
記
念
館

の
建
設
を
町
や
県
に
お
願
い
し
て 、

一
九
八
四
年
に
東
ア
ジ
ア
交
流
ハ

ウ
ス
雨
森
芳
洲
庵
の
建
設
が
実
現

し
ま
し
た 。
江
戸
時
代
の
日
朝
の

滋賀県高月町

あめのもり
雨森まちづくり委員長平井 茂彦

「湖北の村から

アジアが見える」

鯉と水車と花の町並

キラ



車
が
い
く
つ
も
回
り 、
川
の
そ
ば
に
は
次
々
と

花
が
並
べ
ら
れ
ま
し
た 。

美
し
い
村
づ
く
り
は 、
「

ふ
る
さ
と
雨
森
の

風
景
を
守
り
育
て
る
協
定」
を
締
結
し
た
り 、

集
落
内
の
グ
ル
ー

プ
ご
と
に
「

ま
ち
か
ざ
り
コ

ン
テ
ス
ト」
を
開
い
た
り
し
な
が
ら
二
十
年
間

続
い
て
き
ま
し
た 。

こ
の
間 、
「

花
の
ま
ち
づ
く
り
コ
ン
ク
ー

ル」

や
「

手 、、つ
く
り

郷
土
賞」
等
数
々
の
全
国
表
彰

を
受
賞
し 、
多
い
年
に
は
年
間
三
万
人
の
視
察

が
あ
り
ま
し
た 。

*
広
報
紙
九
百
号
と

青
少
年
ま
ち "
つ
く
り

こ
の
よ
う
な
活
動
を
続
け
る
た
め
に
は 、
ま

ち εつ
く
り
の
情
報
を
み
ん
な
に
知
ら
せ 、
ま
ち

づ
く
り
ム
l
ド
を
高
め
る
た
め
広
報
活
動
も
欠

か
せ
な
い
も
の
で
す 。

雨
森
に
は 、
一
九
六
二
年
に
創
刊
さ
れ
た
広

報
紙
「

区
報
あ
め
の
も
り」
が
あ
り
ま
す 。
こ

の
ご
ろ
で
は
週
刊
と
な
り 、
発
行
回
数
は
九
百

号
を
超
え
ま
し
た 。
こ
の
広
報
紙
の
果
た
し
て

き
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す 。

ま
た 、
こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
は 、
そ
の

ま
ち
に一
番
長
く

住
む
若
者
の
夢
や
思
い
を
実

現
し
て 、
青
少
年
た
ち
に
ま
ち
づ
く
り
の
喜
び

を
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
と
思
わ
れ
ま

す 。
雨
森
で
は 、
青
少
年
た
ち
の
作っ
た
「

ま

ち
づ
く
り
ユ
l

ス 。フ
ラ
ン」
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す 。
こ
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
た
青
少
年
た

ち
の
提
言
を
実
現
し
て
き
ま
し
た 。
そ
の一
つ

に
バ
ス
ケ
ッ
ト
コ
l
ト

の
完
成
も
あ
り
ま
し
た 。

不
登
校
の
子
も
地
域
の
中
で
友
達
と
バ
ス
ケ
ッ

ト
を
楽
し
み 、
居
場
所
が
作
れ
た
の
で
し
た 。

*
世
界
史
的
ま
ち "
つ
く
り

芳
洲
庵
が
で
き
て
か
ら
は 、
韓
国
の
青
少
年

が
悶
森
を
訪
ね
て
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り 、

こ
れ
ま
で
千
五
百
人
を
超
え
る
人
た
ち
を
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
で
迎
え
て
き
ま
し
た 。
全
国
で
も
珍

し
い
自
治
会
の
交
流
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た 。

新
し
い
文
化
の
創
造
と
い
う
こ
と
か
ら 、
女
の

サムルノリを踊る地域の子供たち

子
た
ち
が
韓
国
の
民
族
芸
能
「

サ
ム
ル
ノ
リ」

を
習っ
て 、
国
際
交
流
の
舞
台
で
踊
っ
た
り 、

昨
年
は
韓
国へ
出
か
け
て
演
奏
し
た
り
し
な
が

ら 、
草
の
根
の
交
流
を
続
け
て
き
ま
し
た 。
今

年
の
夏
は 、
全
国
的
に
歴
史
教
科
書
問
題
で
日

韓
の
交
流
事
業
が
中
止
や
延
期
と
な
り
ま
し
た

が 、
そ
の
中
で
も
「

こ
ん
な
と
き
こ
そ
交
流
を

続
け
な
け
れ
ば」
と
中
学
生
た
ち
が
来
て
く
れ

幸品
lν
れ~ 。

グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
進
む
中
で 、
戦
国
時
代
な

ど
の
日
本
史
的
な
ま
ち
づ
く
り
か
ら 、
世
界
史

的
な
ま
ち
づ
く
り
を 、
小
さ
な
農
村
集
落
が「
湖

北
の
村
か
ら
ア
ジ
ア
が
見
え
る」
を
キ
ャ
ッ

チ

フ
レ
ー

ズ
に
し
て
ま
ち
づ
く
り
の
発
展
を
め
ざ

し
て
い
ま
す 。

の宙人通以+十α出店朝のh一Jhυ
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引
き

算
型
ま
ち
づ

く
り
の

事
始
め

さ
て、
引
き
算
型
ま
ち
づ
く
り
の
第
二
回
は、

少
し
具
体
的
な
事
例
の
紹
介
か
ら
入
り
ま
す。

職
場
の
中
で
は、
「
非
難」
「
批
判」
「
指
摘」

な
ど
お
よ
そ
タ
ブ
!
と
さ
れ
る
言
葉
が
時
に
交

わ
さ
れ
る。
い
ず
れ
も
こ
の
言
葉
を
受
け
る
側

か
ら
は
嫌
が
ら
れ、
仲
良
し
ク
ラ
ブ
的
な
職
域

環
境
に
風
波
が
立
つ。
挙
げ
句
の
果
て
に
は「
あ

い
つ
は
批
判
ば
か
り」
と
孤
立
化
が
進
む。
そ

れ
ぞ
れ
に
立
場
や
価
値
観
が
違
う
の
で
あ
る
か

ら、
こ
ん
な
こ
と
が
日
常
に
起
き
て
も
不
思
議

で
は
な
い。
ま
ち
づ
く
り
と
は
価
値
観
の
問
い

直
し
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
情
け
な
い
現
象

で
あ
る。

旺
文
杜
の
国
語
辞
典、
を
引
い
て
み
る
と
次
の

よ
う
な
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る。
「
非
難」
と
は、

欠
点
や
過
失
を
責
め
魯
め
る
こ
と。
「
批
判」

と
は、
事
物
の
善
し
悪
し
を
批
評
し、
そ
の
価

値
や
正
当
性
等
を
判
定
す
る
こ
と。
「
指
摘L

と
は、
取
り
上
げ
て
示
す
こ
と
と
あ
る。
に
も

か
か
わ
ら
ず、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
同
じ
配
下
の

も
の
か
ら
い
わ
れ
る
と
非
難
に
な
り、
上
司
か

ら
い
わ
れ
る
と
指
摘
に
な
る。
こ
の
言
葉
は、

時
に
は
研
究
を
積
ん
で
い
な
い
人
た
ち
が
学
ん

だ
成
果
に
対
し
て
使
わ
れ
る
場
合
も
少
な
く
は

な
い
の
で一
概
に
は
言
え
な
い。
多
数
決
民
主

主
義
の
落
と
し
穴
も
こ
の
辺
に
あ
る
の
だ
が、

こ
の
こ
と
は
常
識
や
非
常
識
と
い
っ
た
価
値
観

に
な
っ
て
現
れ
て
く
る。

不
思
議
な
社
会
も
ま
た
組
織
の
し
が
ら
み
な

f例検ヘ

�ー\、-・
‘・田園田・‘
、....-"

の
か。
課
や
係
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
は、
相
互

信
頼
の
も
と
で
批
判
や
指
摘
が
飛
び
交
う
と
こ

ろ
に
こ
そ
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が、
皆
さ
ん
の
職
域
や
地
域
で
は
い
か
が

で
し
ょ、っ。

引
き
算
型
ま
ち
づ
く
り
と
は、
私
な
り
に
は

気
付
い
た
も
の
が
発
す
る
批
判
で
あ
り、
指
摘

を
ベ
l
ス
に
し
て、
地
域
を
聞
い
直
そ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る。
既
存
の
価
値
に
と
ら
わ
れ、

慣
習
を
拠
り
所
と
し
て
い
た
の
で
は
地
域
づ
く

り
は
進
ま
な
い。
こ
と
を
急
ぎ
す
ぎ
る
の
か
も

し
れ
な
い
が、
こ
ん
な
思
い
で
考
え
発
言
し
て

き
た。
残
念
な
が
ら
こ
の
こ
と
自
体
が
受
け
入

れ
ら
れ
る
職
場
環
境
に
な
い
こ
と
か
ら、
孤
立

し、
浮
き
上
が
り、
結
果
は
運
動
の
空
回
り
に

な
り、
障
壁
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く

な
い。
妥
協
す
れ
ば
ど
うっ
て
こ
と
は
な
い
が、

妥
協
す
る
と
い
う
こ
と
は
運
動
を
進
め
る
上
で

は
「
下
方
に
修
正
す
るL
こ
と
で
あ
り、
前
向

き
に
は
な
り
え
な
い。

町
に
協
力
?
?
?

公
民
館
を
は
じ
め、
行
政
の
各
所
管
が
開
催

す
る
公
的
会
議
の
中
で、
あ
る
い
は
職
員
と
住

民
の
聞
で
交
わ
さ
れ
る
会
話
の
中
で
良
く
聞
か

れ
る
言
葉
に、
「
町
に
協
力
し
て
い
る」
と
い

う
こ
と
が
度
々
登
場
す
る。
時
に
は
行
政
職
員

の
方
か
ら
「
町
の
こ
と
で
す
か
ら
協
力
し
て
く

だ
さ
い」
と
の
声
も
聞
く。
こ
の
時
の
「
町」

と
は一
体
な
に
な
の
か。
行
政
が
考
え
る
町
と

住
民
が
考
え
る
そ
れ
と
の
聞
に
は、
余
り
に
も

大
き
い
隔
た
り
を
感
じ
て
な
ら
な
い。
住
民
の

声
を
聞
い
て
い
る
と、
そ
こ
に
は
「
町」
と
い

う
地
方
自
治
体
で
は
な
く、
「
O
O
町
(
村)

役
場」
を
指
し
て
語
ら
れ
て
い
る。
つ
ま
り
は

行
政
組
織
が
企
画
す
る
様
々
な
活
動
に
対
し
て

の
従
順
な
参J
加
と
協
力
に
対
し
て
の
意
味
に
聞

こ
え
て
な
ら
な
い。
言
葉
を
替
え
れ
ば、
こ
う

し
た
こ
と
を
企
画
す
る
公
務
員
で
あ
る
あ
な
た

た
ち
に
対
し
て
「
協
力
し
て
い
る
の
で
す
よ。」

と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る。
つ
ま
り
は
役

所
で
や
っ
て
い
る
こ
と
の
多
く
の
部
分
で、
住

民
の
た
め
と
す
る
企
画
や
事
業
が
ど
れ
だ
け
存

在
す
る
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る。

行
政
が
主
催
者
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど、
こ
の

協
力
と
い
う
姿
が
鮮
明
に
な
る。
住
民
に
は
評

価
さ
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

町
の
た
め、
地
域
の
た
め
に
と
付
き
合っ
て
い

た
だ
い
て
い
る
住
民
と
の
聞
に、
説
明
す
べ
き

責
任
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
結
果
か
も
知
れ
な

、‘ハVuv
 戦後
五
O
余
年
の
問、
復
興
か
ら
経
済
成
長

へ
と、
イ
ンフ
ラ
を
は
じ
め
住
民
に
と
っ
て
は

生
活、
教
育、
産
業、
福
祉、
医
療
な
ど、
あ

ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
行
政
か
ら
給
付
さ
れ
る

サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
今
日
が
築
か
れ
て
き
た
こ

と
を
考
え
る
と、
そ
の
恩
恵
?
に
対
す
る
謝
意

を
含
め
て
「
協
力」
と
い
う
考
え
方
が
定
着
し

� 
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た
の
か
も
知
れ
な
い。

行
政
が
住
民
と
語
離
し
た
姿
に
対
す
る
懸
念

の
声
が
聞
か
れ
て
久
し
い。
話
離
に
は
行
政
組

織
そ
の
も
の
の
拡
大
や
事
務
の
固
定
化、
定
期

的
な
人
事
異
動
な
ど
要
因
は
枚
挙
に
い
と
ま
な

い。
行
政
事
務
を
経
験
し
た
私
に
と
っ
て
も、

個
々
の
住
民
の
声、
さ
ら
に
は
住
民
組
織
の
声

と、
議
員
も
し
く
は
議
会
の
声
の
重
み
に
つ
い

て
は
明
ら
か
に
そ
の
差
異
が
窺
え
る。
議
会
制

民
主
主
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が、
近

年
の
地
方
自
治
体
が
抱
え
る
原
発、
ダ
ム、
産

廃
等
々
巨
大
な
公
共
事
業
に
関
し
て、
議
会
を

超
え
て
住
民
の
直
接
投
票
に
よ
っ
て
そ
の
賛
否

を
問
う
仕
組
み
が
日
常
化
し
つ
つ
あ
る。
事
の

真
偽
は
別
と
し
て、
こ
こ
ま
で
来
る
と、
最
早

「
町
へ
の
協
力」
と
い
っ
た
物
差
し
で
は
測
れ

な
い
危
機
感
な
の
か、
行
政
計
画
に
対
す
る
不

信
感
な
の
か、
黙
っ
て
は
居
ら
れ
な
い
と
い
っ

た
別
個
の
パ
ワ
ー
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く。
こ

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
良
し
と
す
る
か
悪
し
き
状
況

と
み
る
か
は
様
々
で
あ
る。

一
方
で、
一
九
七
0
年
代
か
ら
「
ま
ち
づ
く

り
と
称
す
る
新
し
い
動
き」
が
は
じ
ま
っ
た。

む
し
ろ
新
し
い
動
き
を
誘
引
す
る
先
進
的
な
地

域
づ
く
り
の
事
例
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
る

が:・。
今
ど
こ
の
自
治
体
で
も
こ
の
こ
と
が
重

視
さ
れ、
担
当
部
課
と
専
任
の
職
員
を
配
置
し

て
ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る。
住
民
の

側
に
は
官
製
の
組
織
が
作
ら
れ
る。
そ
し
て
補

助
金
が
給
付
さ
れ、
先
進
地
視
察
が
恒
例
化
し、

時
に
は
活
動
事
例
が
に
ぎ
に
ぎ
し
く
広
報
や
テ

レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
る。
こ
こ
で
も
地
域
住
民
の

ス
タ
ン
ス
と
し
て
は、
「
ま
ち
づ
く
り
に
協
力

す
る」
と
な
る
こ
と
が
多
い。
も
し
も
ま
ち
づ

く
り
が
行
政
へ
の
お
手
伝
い
と
す
れ
ば
な
に
を

か
い
わ
ん
や
で
あ
る。

視
察
研
修
に
要
す
る
時
間
は
九
O
分
か
ら一

二
O
分。
説
明
も
そ
こ
そ
こ
に
現
地
を
見
て、

道
後
温
泉へ
急
ぐ
団
体
に
ど
れ
ほ
ど
付
き
合っ

て
き
た
こ
と
か。
長
年
こ
う
し
た
視
察
の
人
た

ち
を
受
け
入
れ
て
き
て、
つ
く
づ
く
考
え
さ
せ

ら
れ
る。
こ
う
し
た
視
察
の
企
画
は、
多
く
が

担
当
課
の
職
員
に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
る
こ
と

は、
自
分
の
町
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に、
よ
そ

の
町
も
ま
た
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う。
予
算
の
消

化、
協
力
し
て
く
れ
る
住
民
に
対
す
る
研
修
と

い
う
名
の
慰
安
?
旅
行。
全
て
が
悪
い
も
の
ば

か
り
で
は
な
い。
一
方
で
ま
じ
め
な
地
域、
ま

じ
め
な
人
は、
私
費
も
あ
り
官
費
も
あ
ろ
う
が

事
前
に
訪
れ、
担
当
者
自
ら
が
学
び、
し
っ
か

り
と
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
る。
な
に
を
学、ぴ、

な
に
を
住
民
に
学
ば
せ
れ
ば
よ
い
か
を
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
と
し
て
纏
め、
先
方
に
打
診
し、
学
ぶ

効
果
を
追
求
す
る
姿
勢
に
出
会
う
こ
と
も
あ
る。

協
力
と
い
う
視
点
で
行
政
と
住
民
の
関
係
を
計

る
も
う一
つ
の
物
差
し
は
「
会
費」
に
み
ら
れ

る。
行
政
活
動
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に、
あ

る
い
は
住
民

参〆加
の
大
儀
の
た
め
に
組
織
さ
れ

府内
る
住
民
組
織
は、
ジ
ャ
ン
ル
毎
に
み
て
も
相
当

の
数
に
な
る。
こ
の
組
織
は、
官
製
と
い
わ
れ

る
だ
け
あ
っ
て、
会
則
と
補
助
金
が
セ
ッ
ト
で

用
意
さ
れ、
「
が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い」
と
組

織
活
動
が
ス
タ
ー
ト
す
る。
先
進
地
視
察
な
ど

は
そ
の
最
初
の
事
業
に
な
る。
ど
こ
か
を
み
な

い
こ
と
に
は
何
も
し
ょ
う
が
な
い
と
ば
か
り。

主
体
性
が
な
い
た
め
か、
会
費
が
徴
収
さ
れ
な

い
か、
あ
っ
た
と
し
て
も
言
い
訳
程
度
の
も
の

で
あ
る
場
合
が
多
い。

い
つ
の
間
に
か、
「
補
助
金
が
な
け
れ
ば
活

動
が
で
き
な
い」
と
の
声
が
強
く
な
る。
ま
ち

づ
く
り
だ
っ
て
町
へ
の
協
力
だ
か
ら
要
求
と
し

て
も
当
然
の
こ
と
と
は
い
え、
ど
こ
か
お
か
し

い。
自
分
の
こ
と、
自
ら
の
地
域
の
こ
と
に
対

し
て、
「
自
ら
が
協
力
す
る」
と
い
う
言
葉
が

存
在
す
る
こ
と
自
体
が
間
違っ
て
い
る
と
い
え

ば、
も
し
か
す
れ
ば
公
的
な
肩
書
き
を
持っ
て

い
る
人
た
ち
は、
即
座
に
職
を
退
く
の
で
あ
ろ

う
か。今、

ま
ち
づ
く
り
の
中
に
こ
そ
の
「
協
力」

が
災
い
し、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
混
乱
し
て
い
る。

役
員
の
な
り
手
が
な
い。
過
分
な
負
担
は
お
断

り
と
に
べ
も
な
い。
で
は
何
か
ら
手
を
つ
け
れ

ば
よ
い
の
か
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
な
い。
こ
の
こ

と
に
気
付
い
た
人
が、
次
の
人
に
気
付
か
せ
る。

そ
れ
し
か
方
法
は
無
い。

内
子
町

岡
田

文
淑
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自
然
は
在
る
が
ま
ま
で
パ
ー
フ
ェ
ク
ト
ー

八
幡
浜
市
と
大
洲
市、

長
浜
町
の
分
水
嶺
に

鎮
座
す
る
金
山
出
石
寺
を
戴
く
出
石
山
の
麓
に

生
ま
れ
た
私
は、

林
業
主
体
の
暮
ら
し
の
中
で、

子
供
の
頃
か
ら
野
鳥
や
昆
虫
や
植
物
な
ど
自
然

界
の
素
晴
ら
し
い
仲
間
た
ち
に
親
し
ん
で
き
ま

し
た
。

彼
ら
は
正
に
私
の
ベ
ス
ト
・

フ
レ
ン
ド

で
あ
り、

体
を
張
っ
た
地
球
環
境
保
全
活
動
の

パ
イ
オ
ニ
ア
と
し
て
『
お
師
匠
さ
ん』

と
呼
び、

敬
愛
し
て
い
ま
す。

そ
ん
な
私
の
メ
イ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド、

佐
田
岬

半
島
は、

古
来
よ
り
「
岬
十
三
里L

と
称
さ
れ、

ト ークナウ

表

八
幡
浜
さ
ん
き
ら
自
然
塾
/
佐
田
岬
半
島
生
物
研
究
舎

代

水
本

孝
志

Z〉]門口月開目的
日)一何回NHり閉山門、叶
〉∞円、叶目的

日
本
一

の
細
長
さ
(
五
十
五
加)

を
誇
る
半
島

で
あ
る
と
と
も
に、

豊
予
海
峡
を
挟
ん
で、

四

国
内
陸
部
と
九
州
を
最
短
距
離
で
結
ぶ
国
際
的

な
《
マ
イ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
リ
ド
l
一

渡
り

の
回
廊》

と
し
て
売
り
出
し
中
で
す。

ハ
チ
ク
マ
や
ハ
イ
タ
カ
・

ノ
ス
リ
・
コ
ム
ク

ド
リ
・

サ
ン
コ
ウ
チ
ョ
ウ
等
の
鳥
類
は
勿
論
の

こ
と、

オ
ヒ
キ
コ
ウ
モ
リ
等
の
晴
乳
類、

ア
サ

ギ
マ
ダ
ラ
や
ウ
ラ
ナ
ミ
シ
ジ
ミ
等
の
蝶
類、

ウ

ス
パ
キ
ト
ン、
ボ
や
ア
ジ
ア
イ
ト
ト
ン
ボ
等
の
崎

蛤
類、

パ
ル
1
ニ
ン
グ
(
流
し
糸)

に
よ
る
蜘

妹
類、

は
た
ま
た
動
物
た
ち
の
羽
や
脚
に、

ち

ゃ
っ
か
り
付
着
し
た
植
物
の
種
子
や
メ
ダ
カ
の

卵
等
々
、

実
に
多
く
の
生
き
物
が
行
き
交
っ
て

い
ま
す。

さ
て、

魅
力
あ
ふ
れ
る
自
然
の
宝
庫
一

佐
田

岬
半
島
も、

私
た
ち
「
万
物
の
霊
長」

と
や
ら

の
限
り
な
い
欲
望
と
者
り
に
よ
っ
て、

環
境
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
抜
き
の
乱
開
発、

昆
虫
コ
レ
ク
タ

ー
や
御
用
学
者
に
よ
る
残
酷
採
集、

山
野
草
マ

ニ
ア
の
巧
妙
な
根
こ
そ
ぎ
盗
堀
な
ど、

次
々
と

理
不
尽
な
ダ
メ
ー
ジ
を
被
り、

傷
付
き
青
息
吐

息
の
今
日
こ
の
頃
で
す。

こ
の
よ
う
な
自
然
生
態
系
の
見
事
さ
と
危
う

い
現
状
を
伝
え
る
べ
く、
一

九
八
八
年
に
設
立

し
た
『
佐
田
岬
半
島
生
物
研
究
会口』

を
発
展
さ

せ
、
一

九
九
八
年
に
『
さ
ん
き
ら
自
然
塾』

を

結
成。

以
来、

毎
月
第
四
日
曜
日
に
八
幡
浜
市

諏
訪
崎
の
自
然
休
養
林
を
舞
台
に
『
す
わ
ざ
き

自
然
感
察
会』

を
開
催
・
・
・

超
楽
し
い
ネ
イ

チ
ャ
l
ゲ
l
ム
や
伝
承
野
遊
び
に、

人
工
物
を

極
力
使
用
し
な
い
で
落
葉
や
枯
れ
枝
を
用
い
た

ク
ラ
フ
ト
も
採
り
入
れ、
《
自
然
に
優
し
い
人

づ
く
り
》

を
展
開
中
で
す。

参
加
無
料
の
気
軽

な
観
察
会
で
す。

現
地
駐
車
場
に
朝
九
時
集
合。

独
り
で、

フ
ァ
ミ
リ
ー
で
是
非
ど
う
ぞ。

愉
快

な
仲
間
が
待
っ
て
い
ま
す
よ
!

又、

毎
月
第
二
水
曜
日
開
講
の
『
さ
ん
き
ら

エ
コ
ロ
夜
間
塾』

で
は、

各
フ
ィ
ー
ル
ド
で
活

躍
す
る
骨
太
の
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ス
ト
や
本
物
の
エ

コ
ロ
ジ
ス
ト
を
結
集
し
て
研
鑓
を
重
ね、

エ
コ

ア
ク
シ
ョ
ン
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
い
ま

す。

各
界
の
特
別
ゲ
ス
ト
コ
ー
ナ
ー
や
動
植
物

種
名
同
定
タ
イ
ム
、
「
今
が
旬」

の
ス
ラ
イ
ド

上
映
会
な
ど
盛
り
沢
山
で
す
の
で、

お
誘
い
合

わ
せ
で
多
数
参
加
下
さ
い
。

尚、

二
O
O
一

年
か
ら
は、

撮
り
た
め
た
動

植
物
と
環
境
問
題
現
場
の
写
真
を
駆
使
し
た

『
出
張
ス
ラ
イ
ド
・

ネ
イ
チ
ャ
リ
ン
グ
講
座』

と、

バ
ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
や
昆
虫
・

山
野
草

ガ
イ
ド
な
ど、

専
門
指
導
者
派
遣
に
よ
る
『
出

張
自
然
観
察
会』

を、

各
学
校
や
役
場
・

公
民

館
・

団
体
研
修
会
等
で
開
催
し
好
評
を
得
て
い

ま
す。

自
然
界
の
《
声
無
き
声》

を
心
を
込
め

て
お
伝
え
し
ま
す
の
で
大
い
に
お
声
が
け
下
さ

、。iv
 
[
お
問
合
せ
は
0
8
9
4・
2
4・
4
9
6
1]

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん、
『
さ
ん
き
ら
』

っ
て
ご

存
知
で
す
か
?

全
体
が
「
薬
用
蔓
植
物」

と

し
て
有
名
な
ユ
リ
科
の
猿
捕
茨
(
サ
ル
ト
リ
イ

バ
ラ)

の
方
言
名
で、

山
に
棄
ら
れ
た
不
治
の

病
人
も、

こ
の
根
っ
こ
を
醤
っ
て
元
気
に
な
り

《
山
か
ら
帰
っ
て
来
た
》

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

か
ら、
『
山
帰
来
H
さ
ん
き
ら』

な
の
で
す。

※
E
メ
ー
ル
で
情
報
受
換
よ
ろ
し
く

ω
EH
E
S
@
Z
Z・。
2・
5
旨
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「
千
人
塚
(
潮
風
ふ
れ
あ
い
公
園
の
溜
池)

で
交
通
事
故
に
遭
っ
て
暴
れ
よ
る
か
ら 、
早
く

見
に
来
い」 。
電
話
を
取
る
な
り 、
怒
鳴
る
よ

う
な
大
声
が
耳
を
つ
ん
ざ
く 。
電
話
を
置
き
こ

れ
は
大
変
と
胸
の
高
鳴
り
を
抑
え
な
が
ら
車
を

走
ら
せ 、
言
わ
れ
た
現
場
に
行っ
て
み
る
と 、

何
と
こ
れ
が
人
の
交
通
事
故
で
は
な
く 、
災
難

に
遭
っ
た
の
は
池
で
飼って
い
る
カ
モ
の
こ
と

で
し
た 。

双
海
町
役
場
に
就
職
し
て 、
地
域
振
興
課
に

ト ーワナウ

私
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
×

双
海
町
役
場

メ
l

ジ
を
払
拭
す
る
に
余
り
あ
る
職
場
で
し
た 。

雨
の
日
に
は
雨
合
羽
と
長
靴
の
出
で
立
ち
で 、

広
い
公
園
内
の
側
溝
の
掃
除 、
夏
は
刈っ
て
も

刈っ
て
も
ス
ク
ス
ク
と
成
長
し
続
け
る
雑
草
と

の
闘
い 、
秋
は
食
欲
旺
盛
な
松
く
い
虫
の
被
害

木
伐
採
と 、
季
節
の
移
ろ
い
な
ど
感
じ
る
問
も

な
い
ほ
ど
の
作
業
量
が
待
ち
受
け
て
い
ま
す 。

そ
の
上 、
宿
泊
施
設
や
ス
ポ・
レ
ク
施
設
の
営

業
実
績
に
も
気
を
配
り
な
が
ら
の
毎
日
で
す 。

仕
事
中
に
か
か
っ
て
く
る
住
民
か
ら
の
電
話

地
域
振
興
課閏

木

浩
司

配
属
さ
れ 、
シ
ー

サ
イ
ド

公
園
と
並
ん
で
双
海

町
の
顔
と
な
っ
て
い
る
「

ふ
た
み
潮
騒
ふ
れ
あ

い
公
園」
の
管
理
を
担
当
し
て一一一
年
半
が
過
ぎ

宇品
lυ
h~ 。

大
学
時
代 、
私
の
役
場
職
員
の
イ
メ
ー

ジ
は 、

地
味
な
濃
紺
の
制
服 、
頭
は
七
三
分
け 、
黒
い

腕
抜
き
を
し
て
い
る
姿
で
し
た 。
し
か
し 、
こ

と
双
海
町
の
地
域
振
興
課
は 、
「

草
刈
機
と
地

下
足
袋
の
似
合
わ
な
い
職
員
は
要
ら
な
い」
と

若
松
課
長
が
い
つ
も
言
う
と
お
り 、
そ
ん
な
イ

は
相
変
わ
ら
ず
多
い
で
す
が 、
そ
う
し
た
電
話

の
殆
ど
は 、
毎
日
公
圏
内
の
道
路
を
通
っ
て
農

作
業
に
行
く
人
や
散
歩
を
す
る
人
た
ち
で
あ
り 、

圏
内
の
変
化
に
真っ
先
に
気
づ
き
連
絡
を
し
て

く
れ
る
の
は
公
園
を
愛
す
れ
ば
こ
そ
で 、
公
園

管
理
に
は
こ
う
し
た
地
元
住
民
と
の
よ
り
よ
い

関
係
が
不
可
欠
な
の
で
す 。

あ
る
日 、
家
に
帰っ
て
ふ
と
机
の
上
を
見
る

と 、
「

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

X」
と
い
う
本
が
置
い

て
あ
り
ま
し
た 。
多
分
父
親
が
置
き
忘
れ
た
の

で
し
ょ
う
が 、
何
気
な
く
聞
い
た
そ
の
本
の
中

に
は 、
自
動
車
会
社
マ
ツ
ダ
の
ロ
ー
タ
リ
ー

エ

ン
ジ
ン
開
発
に
携
わ
っ
た
リ
ー
ダ
ー

の
話
や 、

V
H
S
(
ビ
デ
オ
テ
ー

プ)
を
開
発
し
た
リ
ー

ダ
ー

の
話 、
大
島
町
役
場
の
助
役
が
島
民
全
員

を
安
全
に
避
難
さ
せ
た
話
な
ど
が
興
味
深
く

書

か
れ
て
い
ま
し
た 。

何
か
を
作
り
出
し
た
り
実
行
し
よ
う
と
す
る

時
に
は 、
周
辺
の
住
民
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ

り 、
そ
の
協
力
を
得
る
た
め
に
は 、
日
頃
か
ら

何
が
必
要
で
あ
る
か
を
考
え
て
行
動
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す 。
大
島
町
役
場
の
助

役
が
災
害
対
策
本
部
の
指
揮
官
と
し
て
全
島
民

を
避
難
さ
せ
た
話
の
中
の 、
「

役
場
に
勤
務
し 、

い
ろ
い
ろ
な
部
署
で
何
十
年
間
コ
ツ
コ
ツ
と
誠

実
に
職
務
を
遂
行
し
た
結
果
が 、
全
島
民
避
難

と
い
う一
瞬
に
発
揮
さ
れ
た」
と
い
う
下
り
は 、

感
動
す
る
言
葉
と
し
て
大
切
に
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す 。

就
職
し
て
三
年
半
の
未
熟
で
半
熟
卵
の
私
に

は 、
大
島
町
助
役
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ

は
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が 、
公
園
管
理
と

い
う
立
場
で 、
周
辺
住
民
の
協
力
が
得
ら
れ
る

よ
う
毎
日
誠
実
に
仕
事
を
こ
な
し 、

住
民
と
の

よ
り
良
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
大
切
に
し

て
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す 。
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「学校建築①」
岡崎議

近
代
化
遺
産
の
中
で 、
今
回
は
学
校
建
築
を

追
い
か
け
て
み
よ
う 。

江
戸
期
に 、
伊
予
八
藩
と
呼
ば
れ
た
愛
媛
に

は 、
当
然
多
く
の
藩
校
と
呼
ば
れ
た
学
舎
が
あ

っ
た 。
し
か
し 、
そ
れ
は
武
家
の
子
弟
に
限
ら

れ 、
大
洲
八
幡
神
社
の
私
塾
で
あっ
た
古
学
堂

な
ど
の
例
外
は
あ
る
も
の
の 、
庶
民
の
多
く
は

寺
子
屋
に
頼
る
他
は
無
か
っ
た 。
つ
ま
り 、

教

育
の
平
等
は 、
士
農
工
商
の
枠
組
み
が
崩
壊
す

る
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
の
幕
開
け
を
待っ

て
初
め
て
訪
れ
た 。

さ
て 、
現
存
す
る
貴
重
な
校
舎
が
宇
和
問
に

あ
る 。
一
八
六
九
(
明
治
二)
年
建
築
の
申
義

堂
(
写
真
①) 。
義
を
申
(
か
さ)
ね
る
と
い

う
ネ
ー
ミ
ン
グ
自
体 、
新
時
代
の
空
気
を
伝
え

て
い
る 。
ど
う
と
い
う
こ
と
の
な
い
平
屋
の
木

造
家
屋 。
さ
れ
ど 、
当
時
の
人
々
の
勉
学
へ
の

意
欲
は
相
当
な
も
の 。
儒
学
者
左
氏
朱
山
の
感

化
が
あ
っ
た
と
は一=一口
え 、
何
の
公
的
機
関
に
も

頼
ら
ず 、
た
っ
た一
ヶ
月
余
り
で
自
分
達
の
学

舎
を
建
て
て
し
ま
っ
た 。
老
朽
化
し
た
危
険
校

舎
を
補
助
事
業
(
税
金)
で
改
築
す
る
現
代
の

状
況
と
は 、
捉
え
方
が
根
底
か
ら
違
う 。

一
八
七
二
(
同
五)
年 、
学
制
改
革
の
時
を

迎
え 、
い
よ
い
よ
近
代
教
育
が
ス
タ
ー
ト

す
る 。

そ
し
て 、
こ
の
申
義
堂
が
そ
の
ま
ま
開
明
学
校

と
し
て
再
出
発
す
る 。
又
々
時
代
の
意
気
込
み

が
伝
わ
る
ネ
ー
ミ
ン
グ 。
余
程
名
付
け
に
熟
慮

20 

す
る
有
為
の
士
が
居
た
も
の
か 。

や
が
て
十
年
の
時
が
流
れ 、
校
舎
も
手
狭
と

な
り 、
新
築
の
気
運
が
高
ま
る 。
そ
う
し
て
誕

生
し
た
の
が
現
在
国
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い

る
開
明
学
校(
写
真
②) 、
一
八
八
二(
同
十
五)

年
築 。
そ
れ
ま
で
の
純
日
本
式
建
築
と
違
い 、

新
校
舎
の
様
相
は一
変
し
た 。
見
た
こ
と
も
な

い
ア
ー

チ
窓
が一

、
二
階
と
も
ズ
ラ
リ
と
並
び 、

そ
こ
に
は
ガ
ラ
ス
窓
が
新
時
代
の
光
を
反
射
さ

せ
て
い
た 。
そ
れ
は 、
教
育
の
近
代
化
が 、
も

っ
と
分
か
り
易
く
見
た
目
か
ら
入
っ
て
き
た
瞬

間
で
も
あ
っ
た 。



さ
て 、
時
代
は
下
が
り 、
一

九
三
四
(
昭
和
九)
年 、
一
万

一
千
坪
の
校
地
面
積
を
誇
る
宇

和
町
小
学
校
が
完
成
す
る 。
こ

の
内 、
現
在
隣
接
地
の
山
腹
に

移
築
保
存
さ
れ
て
い
る
建
物
が

三
棟
あ
る 。
日
本一
と
も
言
わ

れ
る
百
メ
ー
ト
ル
を
越
え
る
長

い
廊
下
を
持
つ
旧
第一
校
舎

(
現
在
米
博
物
館

写
真
③) 、

そ
し
て
講
堂
(
現
武
道
場

写

真
④)
と
旧
第
二
校
舎
(
写
真

⑤) 。
後
者
の
二
棟
は
元
一々

九一
五
(
大
正
四)
年
及
び一

九
二一
(
同
十)
年
に
町
内
坪

ヶ
谷
に
建っ
て
い
た
建
物
で 、

再
々
移
築
と
い
う
こ
と
に
な
る 。

特
に
講
堂
の
屋
根
裏
は
必
見

(
写
真
⑥) 。
大
木
造
ト
ラ

ス
構
造
の
空
間
迫
力
が
見
ら

れ
る
よ
う 、
移
築
後
に
仕
掛

け
が
設
備
さ
れ 、
見
学
申
し

込
み
に
応
じ
て
く
れ
る 。

こ
の
ト
ラ
ス
構
造
と
い
う

技
術
は 、
日
本
に
は
無
か
っ

た
も
の
で 、
西
洋
か
ら
こ
れ

が
入
っ
て
来
た
お
陰
で 、
明

治
期
以
降
木
造
建
築
の
形
態

が
革
命
的
に
変
わ
っ
た 。
ま

ず 、
講
堂
や
工
場 、
倉
庫
な

ど 、
広
い
空
間
を
必
要
と
す

る
場
面
で 、
邪
魔
と
な
る
柱

を
置
か
な
く
て
済
む 。
こ
の

工
法
を
用
い
た
も
の
と
し
て 、

⑤ 

道
後
温
泉
本
館
(
明
治
二
十
七
年
築)
が
知
ら

れ
て
い
る
が 、
建
築
の
変
遷
を
見
る
限
り 、
こ

の
技
術
と
の
出
会
い
は
画
期
的
で
あっ
た 。

い
ず
れ
に
し
て
も 、
明
治・
大
正・
昭
和・

平
成 、
四
代
に
わ
た
る
学
校
建
築
を
有
す
る
宇

和
町
は 、
〈全玉
国
で
も
類
ま
れ
な
町
だ
と号舌一

次
号
で
は 、
県
内
各
地
の
近
代
の
学
校
建
築
を

訪
ね
て
み
た
い 。
乞
う
ご
期
待 。

ト
ラ
ス
に
よ
り
柱
の
無
い
空
間
確
保
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た
い
も
の
で
す 。

ま
た 、
四
年
前
か
ら
真
珠
母
目(
の
産
地
を
P

R
し
よ
う
と
村
内
有
志
で
組
織
さ
れ
た
「

ほ
っ

と
計
画
委
員
会」
と
村
が
主
催
す
る
「

パ
1

ル

ジ
ユ
エ
リ
l・

デ
ザ
イ
ン
コ
ン
テ
ス
ト」

は 、

当
初 、
規
模
も
小
さ
く
地
元
志
向
の
こ
じ
ん
ま

り
と
し
た
も
の
で
し
た
が 、
今
で
は 、
全
国
各

地
そ
し
て
海
外
か
ら
も
個
性
的
な
デ
ザ
イ
ン
約

四
百
点
も
の
多
数
の
応
募
が
来
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た 。
入
賞
作
品
も
大
変
レ
ベ
ル
が
高
く
な

り 、
将
来
は 、
「

ジ
ユ
エ
リ
1

デ
ザ
イ
ナ
ー」

の
登
竜
門
に
な
れ
ば
い
い
な
あ
と
夢
見
て
い
ま

す 。
そ
し
て 、
私
達
も
全
国
レ
ベ
ル
の
コ
ン
テ

ス
ト
を
創
り
上
げ
る
こ
と
は 、
則 、
村
の
ま
ち

口問仁←曲貝入位上
)

h
漬

一以
想

P
配

ンイ
賞

ザ
秀
一プ
優

ト
田原

レノ
央

巴
仲
ユ日ソーν

風
お
こ
し
の
ち
か
い

小
さ
な
村
の
ま
ち
づ
く
り

え
ひ
め
地
域づ
く
り
研
究
会
議
運
営
委
員

浪
口

靖
宏

内
海
村

今 、
「

真
珠
貝
の
ふ
る
里」
内
海
村
が
危
機

的
状
況
に
あ
り
ま
す 。
こ
こ
数
年
の
ア
コ
ヤ
員

大
量
へ
い
死
に
よ
っ
て
生
産
高
が
急
激
に
減
少

し 、
真
珠
産
業
そ
の
も
の
の
存
立
が
危
ぶ
ま
れ

て
い
ま
す 。
こ
う
し
た
現
状
の
中
で 、
以
前
か

ら
地
道
に 、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
い
な
が
ら 、

地
域
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
る
グ
ル
ー

プ
が
い

く
つ
か
あ
り
ま
す 。

旧
へ
ん
ろ
道

H
柏
坂μ
を 、

人
達
が
歩
き
や
す
い
よ
う
に
と
急
な
坂
を
石
畳

に
し
て
道
の
流
出
を
防
ぎ 、
草
刈
り
も
年
数
回

実
施
し
て
ク
マ
ザ
サ
や
小
枝
を
き
れ
い
に
切
り

落
と
す
な
ど
の
奉
仕
作
業
を
行っ
て
い
る 、「
柏

(
か
し
わ)
を
育
て
る
会」
の
実
年
グ
ル
ー

プ

が
あ
り
ま
す 。
こ
の
活
動
は 、
十
七
年
前
よ
り

続
け
ら
れ
て
い
て 、
現
在
「
ト
レ
ッ
キ
ン
グ・

ザ・
空
海」
の
イ
ベ
ン
ト

の
仕
掛
人
と
な
っ
て

い
る
グ
ル
ー

プ
で
す 。
昨
年
は 、
「

四
国
へ
ん

ろ
道
文
化」
世
界
遺
産
化
の
会

の
方
々
も
参
加
し
て
い
た
だ
き 、

に
ぎ
や
か
な
イ
ベ
ン
ト
に
な
り

毎 γE
ま
し
た
が 、
昔
か
ら
引
き
継
が

ザ
れ
て
き
た
お
接
待
の
心
を
忘
れ

な
い
柏
地
域
の
人
々
の
お
か
げ

万
で 、
こ
の
イ
ベ
ン
ト

が
成
り
立

沖
っ
て
い
る
こ
と
を
強
く
感
じ
た

い…
次
第
で
す 。
こ
れ
か
ら
も
時
代

を
超
え
て
四
国へ
ん
ろ
道
を
旅

す
る
人
々
を
支
え
て
い
け
る
地

域
と
し
て
大
切
に
育
て
て
い
き

歩
き
へ
ん
ろ
の



づ
く
り
を
全
国
に
発
信
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

た
め 、
こ
れ
ま
で
以
上
に
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
く
る
も
の
と
思
い
ま

す 。ま
た 、
村
内
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
「

う
ち
う
み

夏
祭
り」
や
り開・
あ・
い
・

幻
を
中
心
と
し

た
「

七
夕
祭
り」 、
「

パ
l

ル
イ
ル
ミ
ネ
ー

シ
ョ

ン
5
口開・
あ・
い」
な
ど
の
主
た
る
企
画
運

営
を
行
う
わ
ず
か
十
数
名
足
ら
ず
の
商
工
会
青

年
部
員
達 、
仕
事
の
合
い
聞
に
村
内
唯一
の
交

流
施
設
ロ何・
あ・
い
-

n
に
寄
っ
て
は
こ
の

指
と
ま
れ
方
式
で
青
年
団
や
漁
業
青
年
同
志
会 、

若
者
夢
倶
楽
部
の
メ
ン
バ
ー

を
引
き
入
れ 、
は

じ
め
は
見
る
立
場
で
い
た
若
者
達
が 、
運
営
す

，‘、、、‘
OE あ い 七夕祭 り

る
立
場
の
大
変
さ 、
そ
し
て
楽
し
さ
を
徐
々
に

理
解
し
て
き
で 、
今
で
は 、
自
主
的
に
い
ろ
い

ろ
な
行
事
に
参
画
し
て
く
れ
て
い
ま
す 。
「

海

と
の
共
生」
を
目
指
す
ブ
ル
l

シ
l

作
戦
も
そ

の一
つ
で
す 。
少
子
高
齢
化
の
中 、
村
の
将
来

を
担
う
若
者
が 、
地
域
の
活
性
化
と
環
境
保
全

を
図
る
た
め 、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
い 、

そ
の
姿
を
子
ど
も
達
が
見
て
育
つ
こ
と
に
よ
り 、

「
海
と
共
生」
の
で
き
る
村
づ
く
り
が
将
来
に

わ
た
っ
て
でき
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
ま
す 。

と
こ
ろ
で 、
今
や
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村
が

ホ
l

ム
ペ
l

ジ
を
開
設
し
て
い
ま
す
が 、
業
者

委
託
の
自
治
体
が
多
い
中 、
先
の
メ
ン
バ
ー

が

中
心
と
な
り 、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
手
作
り

の
ホ
1

ム
ベ
l

ジ
が
運
営
さ
れ
て
い
ま
す o「
村

外
に
誇
れ
る
内
容
を
目
指
し
て」
と
昨
年
五
月

に
リ
ニ
ュ
l

ア
ル
を
し 、
業
者
委
託
に
は
な
い

斬
新
な
発
想
で 、
ま
た 、
常
に
見
る
側
の
視
点

に
立
っ
た
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す 。
特

に 、
県
外
に
住
む
村
内
出
身
者
の
要
望
に
応
え

て 、
四
季
折
々
の
写
真
を
毎
月
掲
載
し
た
り 、

村
内
の
特
産
品
の
試
食
レ
ポ
ー
ト

や
懐
か
し
い

今
昔
写
真
展
等
新
た
な
企
画
を
生
み
出
し
て
い

ま
す 。
既
に
百
数
十ペ
ー

ジ
と
な
り 、
ア
ク
セ

ス
件
数
も
六
万
件
近
く
に
な
っ
て
い
ま
す 。
今

日
も
ま
た 、
仕
事
を
終
え
た
メ
ン
バ
ー

が
三
々

五
々
集
ま
っ
て
き
て
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い 、

少
し
で
も
内
海
村
の
魅
力
を
村
内
外
に
発
信
す

J \ールイルミネーシ ョ ン in OE . あ ・ い

る
た
め
に 、

い
ま
す 。

今 、
本
村
は 、
経
済
的
に
大
変
苦
難
を
強
い

ら
れ
て
い
ま
す 。
し
か
し 、

彼
ら
の
よ
う
な
青

年
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し 、
楽
し
み
な
が

ら
ま
ち マつ
く
り
に
携
わ
る
姿
勢
が
あ
る
限
り 、

小
さ
な
村
の
ま
ち
づ
く
り
は
必
ず
花
開
く
時
期

(
と
き)
が
来
る
も
の
と
信
じ
て 、
彼
ら
と
と

も
に
「

歩
(
あ
ゆ
み)」
を
進
め
て
い
く
つ
も

り
で
す 。

ホ
ー

ム
ペ
l

ジ
の
作
成
を
行っ
て
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研究員 レポー ト

「谷口がっ こ そぱ」 で感 じ た こ と
一一生口、、，，森田研究員

刈つ村川ヘ .、 ， んい

グ
リ
ー
ン
ツ
l
リ
ズ
ム
が
植
わ
れ
る 。
新
し

い
農
村
の
生
き
方
と
言
う
人
が
い
る 。
農
村
を

救
う
手
段
だ
と
言
う
人
も
い
る 。
し
か
し
金
儲

け
の
手っ
取
り
早
い
方
法
と
勘
違
い
し
て
は
い

け
な
い 。
素
朴
さ
と
雑
さ
を
勘
違
い
し
て
は
い

け
な
い 。
娼
び
る
こ
と
と
お
も
て
な
し
を
混
同

し
て
は
い
け
な
い 。
由
布
院・
亀
の
井
別
荘
の

主
人 、
中
谷
健
太
郎
氏
は
「

旅
館
と
い
う
商
売

柄 、
自
分
の
世
界
の
端っ
こ
に
立
っ
て 、
お
客

様
と
い
う
別
世
界
か
ら
の
異
人
を
迎
え
る 。
異

人
か
ら
何
物
か
を
頂
き 、
替
わ
り
に
何
物
か
を

差
し
出
す
と
い
う
暮
ら
し
を
毎
日
続
け
て
へ
た

ば
ら
な
い
た
め
に
は
『

の
め
り
込
む
好
奇
心』

と
『

戦
う
血』
が
必
要
だ 。
ま
ち
が
っ
て
も
『

融

和
歓
迎』
な
ど
と
口
走っ
て
に
こ
に
こ
と
コ
ピ

を
売っ
て
は
な
ら
な
い 。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ

ば 、
自
分
の
領
域
が
境
界
の
辺
り
か
ら
溶
け
だ

し
て 、
つ
い
に
は
消
滅
し
て
し
ま
う 。」
と
い

わ
れ
る 。
昨
日
ま
で
農
作
業
を
し
て
い
た
農
家

が
明
日
か
ら
た
ち
ま
ち
旅
館
や
レ
ス
ト
ラ
ン
な

ど
で
き
よ
う
は
ず
も
な
い 。
そ
こ
を
勘
違
い
す

る
こ
と
な
く 、
「

地
域
で
自
信
と
誇
り
を
持
っ

て
生
さ
る
こ
と」
「

地
域
が
元
気
で
い
る
こ
と」

を
目
指
し
た
い 。
そ
う
考
え
て
い
る 。

「
谷
口
が
っ
こ
そ
ば」
を
訪
ね
た 。
山
形
県

最
上
郡
金
山
町 。
秋
田
県
境
に
近
い
金
山
町
の

北
西
の
山
あ
い
に
位
置
す
る
戸
数
三
十
六
戸
の

小
集
落

ぷ口
口
~

分
校
が
廃
校
に
な
る 。
戦
後
間
も
な
い
昭
和

26 

二
十
五
年 、
い
わ
ゆ
る
団
塊
の
世
代
が
就
学
す

る
と
き
に
新
築
し
た
校
舎
が
地
域
に
残
る 。
平

成
八
年
三
月
の
こ
と
だ 。
そ
こ
で
地
域
の
拠
り

所
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
分
校
の
建
物
を
何

と
か
残
し
て 、
使
お
う
と
い
う
こ
と
に
な
り 、

地
区
内
外
の
卒
業
生 、
町
の
有
志 、
県
外
か
ら

の
応
援
を
受
け
て 、
平
成
九
年
六
月
か
ら
農
村

体
験
学
校
「

四
季
の
学
校・
谷
口」 、
同
年
七

月
か
ら
「

谷
口
が
っ
こ
そ
ば」
を
始
め
る 。
い

わ
ゆ
る
グ
リ
ー
ン
ツ
l
リ
ズ
ム 。
交
流
拠
点
と

し
て
の
活
用
を
は
じ
め
た 。

「
農
村
体
験
学
校」
は 、
一
泊
二
日
の
日
程

で 、
年
に
四
回
開
校
さ
れ
る 。
四
季
そ
れ
ぞ
れ

に
あ
る
農
作
業
や
む
ら
行
事
を
体
験
し 、
学
校

に
泊
ま
り
交
流
を
図
る 。
そ
ば
打
ち 、
草
木
染



研
究
さ
れ
て
い
る
方
が
お
ら
れ 、
そ
の
方
の
勧

め
も
あ
り
そ
ば
打
ち
を
始
め
ら
れ
た 。
山
形
県

は
有
名
な
そ
ば
の
産
地・
消
費
地 。
当
然
そ
ば

が
好
き
で
始
め
た
の
か
と
思
い
き
や 、
そ
れ
ま

で
は
全
く

好
き
で
は
な
く 、
食
べ
る
こ
と
さ
え

ま
れ
だ
っ
た
ら
し
い 。
専
門
家
を
東
京
か
ら
呼

ん
で
教
わ
り 、

研
究
し 、
試
行
錯
誤
の
末 、
実

際
に
自
分
で
打つ
て
は
じ
め
て
そ
ば
を
お
い
し

い
と
感
じ
た
と
い
う 。
五
ヶ
月
間
研
究・
試
食

を
繰
り
返
し
て
い
た
が 、
い
つ
ま
で
も
練
習
ば

か
り
で
は
先へ
進
め
な
い
と 、
ま
だ
お
金
を
い

た
だ
い
て
食
べ
て
も
ら
え
る
味
か
ど
う
か
も
自

信
が
持
て
な
い
ま
ま
G
O--
そ
ん
な
お
母
さ
ん

た
ち
が 、
ど
ん
な
に
緊
張
し
て
そ
ば
屋
を
閉
店

し
た
か
は
想
像
に
難
く
な

い 。
し
か
し 、
も
の
珍
し

液

さ
も
あ
っ
て 、
各
地
か
ら

た

皆
が
応
援
団
の
よ
う
に
集

制

ま
っ
て
来
て
く
れ
た 。
都

し
用
会
か
ら
の
お
客
さ
ん
に
も

明切手白
七
十心
構
え
ず 、
臆
す
る
こ
と
な

lulu

二1

と
と

く
普
段
ど
お
り
に
話
す
こ

校
技
と
や 、
娼
び
る
こ
と
な
く

円子

向子

の
の
接
す
る
こ
と
の
難
し
さ
と

語一
大
切
さ
を
日
に
日
に
身
に

い
は

付
け
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う 。

赤ムフ ー今
は 、
私
た
ち
が
食
事
を

終
え
る
や
否
や 、
テ
l

ブ

め 、
餅
っ
き 、
雪
か
き
等 。
「

が
っ
こ
そ
ば」

は
通
常
土・
日
の
十一
時
か
ら
十
五
時
ま
で 、

学
校
の
中
に
そ
ば
屋
が
で
き
る 。
当
初
の
メ
ニ

ュ
ー

は
板
そ
ば
の
み 。
野
菜 、
山
菜 、
き
の
こ 、

納
豆
な
ど
地
域
の
素
材
を
つ
か
っ
た一
品
が
そ

ば
に
つ
く 。
そ
ば
が
お
い
し
い
こ
と
は
勿
論 、

こ
の
そ
ば
に
つ
く一
品
が
人
気
の
秘
密 。
地
元

の
方
を
は
じ
め 、
山
形
市
や
仙
台
市
か
ら
も
大

勢
訪
れ 、
一
年
目
か
ら
年
間一
万
食
の
そ
ば
を

売
り
上
げ 、
ス
タ
ッ
フ
に
ボ
ー

ナ
ス
ま
で
出
る

ほ
ど
に 。

と
ま
あ
私
の
っ
た
な
い
文
章
で
書
け
ば
そ
れ

だ
け
の
話
な
の
だ
が 、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
ス

タ
ッ
フ 、
つ
ま
り
地
区
の

H
お
母
さ
ん
た
ちμ

に
圧
倒
さ
れ 、
喜
ば
さ
れ 、

元
気
を
も
ら
っ
て
帰っ
て
き

た 。
そ
ば
屋
を
運
営
し
て
い

る
六
人
の
お
母
さ
ん
た
ち
だ 。

私
が
お
話
を
聞
か
せ
て
戴
い

た
の
は
「

加
藤
ト

キ
子」
さ

ん 。
思
師
の
先
生
に
そ
ば
を

加藤さんの 自 信 と
誇 り にみちた笑顔

ル
に
近
づ
き 、
自
分
の
言
葉
で
お
話
さ
れ
る

堂
々
と
し
た
姿
と
自
信
に
満
ち
た
顔
は 、
訪
れ

た
人
た
ち
に
勇
気
さ
え
与
え
て
く
れ
る 。
ま
た

来
よ
う
と
思
わ
せ
る 。
以
前
に
訪
問
す
る
機
会

の
あ
っ
た
長
野
県
浪
合
村
「
ト
ン
キ
ラ
農
園」

の
お
母
さ
ん
た
ち 、
内
子
町
の
「

石
畳
の
宿」

を
切
り
盛
り
す
る
主
婦
の
方
た
ち
と
姿
を
だ
ぶ

ら
せ
た 。

最
初
は
本
当
に
恥
ず
か
し
き
で
ま
ま
な
ら
ず 、

勇
気
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
外
か
ら
の
人
た
ち
を
受

け
入
れ
る 。
そ
の
経
験
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り 、

交
流
の
楽
し
き
ゃ
喜
び
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る 。

そ
こ
で
情
報
を
発
信
し 、
ま
た
情
報
を
も
ら
う 。

す
る
と
自
分
達
で
他
の
場
所
を
訪
ね 、
意
欲
的

に
学
び
あ
う 。
そ
し
て
自
分
た
ち
の
地
域
の「
ら

し
さ」
を
再
確
認
し
自
信
を
深
め
る 。
谷
口
で

は
そ
ん
な
好
循
環
が
生
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
た 。

ひ
と
つ
自
分
達
で
踏
み
込
む
こ
と
で
信
じ
ら
れ

な
い
よ
う
な
力
が
湧
い
て
く
る
こと
を
感
じ
さ

せ
ら
れ
た 。
裏
返
せ
ば
そ
れ
ま
で 、
彼
女
達
に

と
っ
て
外
の
地
域
の
人
た
ち
と
交
流
す
る
と
い

う
こ
と
が
ど
ん
な
に
特
別
な
こ
と
と
映
っ
て
き

た
こ
と
か 。
彼
女
達
が
今
ま
で
い
か
に
農
山
村

の
閉
ざ
さ
れ
た
社
会
の
小
さ
い
地
域
の
中
で
暮

ら
し
て
き
た
こ
と
か 。
こ
れ
か
ら
は
多
く
の
農

山
村
で 、
元
気
な
お
母
さ
ん
た
ち
に
会
え
る
場

所
が
ふ
え
は
じ
め
る
だ
ろ
う 。
本
物
の H
交
流H

が
で
き
る
場
所
が
期
待
さ
れ
て
い
る 。
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研究員 レポー ト

市民参加の

ま ち づ く り に ついて

大成

N同

山下

“ t 

主任研究員

げ'Ñ\ '、 ， 仰

平
成
十
三
年
十一
月
二
十一
日、
高
松
市
に

お
い
て
開
催
さ
れ
た
土
木
学
会
四
国
支
部
主
催

の
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
市
民
参
加
に
よ
る
社
会

資
本
整
備L
に
参ノ
加
し
た。
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
の
活
動
内
容
に
つ
い
て
発
表
の
依
頼
が
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
が、
p
I
(
パ
ブ
リ
ッ
ク・

イ
ン
ボ
ル
ブ
メ
ン
ト一
市
民
参
加
に
よ
る
公
共

事
業
実
施)
手
法
に
つ
い
て
考
え
る
良
い
機
会

と
な
っ
た。

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は、
国
や
各
県
に
お
け
る
P

I
導
入
の
事
例
報
告
や、
各
大
学
か
ら
P
I
手

法
の
研
究
成
果
の
発
表
が
な
さ
れ
た
が、
ど
こ

も
実
験
的
に
P
I
手
法
を
導
入
し
て
い
る
段
階

で
あ
り、
市
民
参
加
の
在
り
方
を
手
探
り
で
模

F、

索
し
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た。

し
か
し、
右
肩
上
が
り
に
経
済
が
成
長
し、

潤
沢
に
公
共
事
業
の
予
算
が
つ
い
て
い
た
時
代

と
違
っ
て、
国、
地
方
と
も
に
財
政
状
況
が
悪

化
し、
こ
れ
か
ら
少
子・
高
齢
化
が
進
展
す
る

状
況
下
に
あ
っ
て、
今
後、
限
ら
れ
た
予算
の

中
で、
本
当
に
地
元
が
必
要
と
し、
地
域
住
民

が
望
ん
で
い
る
社
会
資
本
整
備
を
行っ
て
い
く

た
め
に
は、
民
意
を
反
映
し
た
公
共
事
業
の
実

施
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
る。

ま
た、
公
共
事
業
に
対
す
る
市
民
の
関
心
の

高
ま
り
と、
行
政
に
お
け
る
情
報
公
開
の
流
れ

の
中
で、
計
画
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
や
公

平
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
も、
こ
う
し
た
取
り

組
み
が一
層
進
め
ら
れ
て
い
く
の
は
間
違
い
な

・ν
さ
ら
に、
公
共
事
業
の
実
施
に
限
ら
ず、
合

併
問
題
を
始
め
と
す
る
地
域
に
お
け
る
課
題
解

決
に
当
た
っ
て
は、
行
政
と
市
民
の
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
が
必
須
の
も
の
と
な
っ
て
い
る。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て、
p
I
の
手
法
の

よ
う
に、
行
政
側
か
ら、
市
民
の
関
心
を
高
め、

ま
ち
づ
く
りへ
の
市
民
参
加
を
促
す
よ
う
な
働

き
か
け
が
必
要
と
な
る
し、
市
民
側
か
ら
も、

ま
ち
づ
く
り
に
対
し
て、
積
極
的
に
参
画
(
単

な
る
参
加
に
と
ど
ま
ら
ず)
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る。

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
に
は、
一
人
ひ
と
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り
が
当
事
者
意
識
を
持っ
て
社
会
を
築
き
上
げ

て
い
く
と
い
う、
自
覚
と
責
任
を
持っ
た
市
民

社
会
の
形
成
が
時
代
的
な
要
請
と
な
っ
て
い
る

こ
と
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
も
発
言
さ
れ
て
い
た
と

お
り
だ。

そ
の
た
め
に
は、
行
政
と
市
民
が
協
働
で
き

る
仕
組
み
(
市
民
が
自
分
た
ち
の
地
域
を
ど
う

す
る
か
に
関
わ
れ
る
仕
組
み)
づ
く
り
が
必
要

で
あ
る
し、
同
時
に、
こ
の
仕
組
み
を
ど
う
運

営
し
て
い
く
か
と
い
う
ソ
フ
ト
の
研
究
も
大
切

に
な
っ
て
く
る
こ
と
を
今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で

実
感
し
た。

た
だ、
注
意
す
べ
き
は、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
若

竹
ま
ち
づ
く
り
研
究
所
の
畠
中
所
長
が
言
わ
れ

て
い
た
と
お
り、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
始
め
と

す
る
p
I
の
導
入
が
行
政
側
の
免
罪
符
と
な
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
点
で
あ
り、
一
時
の
流

行
(
ブ
l
ム)
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
終
わ
っ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う。

ま
た、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
と
し
て
も、

行
政
と
市
民
の
橋
渡
し
役、
行
政
と
市
民
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
な
る
よ
う
な
人
材
の
育

成
(
又
は
発
掘)
と
い
う
役
割
が
求
め
ら
れ
て

い
る
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た。
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I nformation ま ち セ ン か ら の お 知 ら せ

え ひ め 地域政策研究会議 フ ォ ー ラ ム2002

テ ー マ 「 ま ち づ く り と 市町村合併」

一今 、 地域づ く り に 求 め ら れ て い る も の-

2 1 世紀 を 迎 え 、 私 た ち の 住 む 地域 は 、 新 た な 意思表明 を 求 め ら れて い ま す 。

「合併」 問 題 で す 。 こ の 合併 問 題 は 、 「 む ら お こ し ・ ま ち づ く り 」 と い う 終 わ る こ と の な い息 の

長 い 活動 に 対 し て 、 一 つ の 内 省 的結論 を 求 め て い る よ う な 気が し て な り ま せ ん 。

そ れ は 、 い か に 足腰 の 強 い 地域づ く り ・ 人の 輝 く ま ち づ く り が行 わ れて き た か 、 住 ん で よ く ・ 訪

ね て よ い ま ち に な っ て き た か と い う こ と で あ り 、 大切 な こ と は 、 こ う い っ た 思 い や試みが 「イ可か」

を 機会 に 終 わ り を 告ける の で は な く 、 一 つ の 方 向 を 見 つ め な が ら 、 今 ま で も 、 そ し て こ れか ら も 歩

み 続 け る こ と がで き る か ど う か と い う こ と で は な い で し ょ う か。
そ ん な 時期 だ か ら こ そ 、 自 立 的 に 地域で暮 ら す こ と の 意味や価値 を 、 そ し て そ の た め の 「 し く み」

を 考 え て い く こ と が大 切 だ と 思 い ま す 。 そ の た め の 一助 と な る こ と を 願 い 、 こ の 会 を 開催 い た し ま

す 。

- と き

・ と こ ろ

.内 容

-参 加 費

・申し込み

平成1 4年 1 月 1 9 日 (土) 1 3 : 30-
え ひめ共済会館 (松山市三番町5- 13- 1 )

O基調講演 I
テ ー マ r地元学 の す す め」
講 師 : 吉本 哲郎氏 (水俣市農林水産課長)

O基調講演 E
テ ー マ r ま ち づ く り と 市 町村合併」
講 師 : 藤 田 節夫氏 (愛媛大学教授)

0 フ ロ アー討議 今 、 地域づ く り に 求め ら れ て い る も の
コ ー デ イ ネ ー タ ー 近藤 誠氏 (研究会議事務 局 長 )

フ ォ ー ラ ム 1 ， 000円 交流会5 ， 000円 ( 希望者)
え ひ め 地域づ く り 研究 会議事務局 ( え ひ め 地域政策研究セ ン タ ー 内 )
T E L 089-932-7750 F A X  089-932-7760 
E-mail :machicen @mail . netwave . o r . jp  
平成 1 4 年 1 月 1 1 日 ( 金 ) ま で に
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 -犬 も 歩 け ば赤岡町
風土社 1 ， 200円 (税別)

日 本で二番 目 に 小 さ い町高
知県赤 岡 町 で 、 町づ く り ワ ー
ク シ ョ ッ プ を 中心 と す る 町民
メ ン バー 「赤 岡 町 ま ち の ホ メ
残 し 隊」 が、 町の シ ン ボル と
し て 小 さ な風呂屋 を 残 す た め
に 本 を 出版。

か の 路 上 観 察 学 会 の メ ン
バ 一 四 人 を 含 む赤岡探偵団が、
赤 岡 の 町の観察 を 行 っ た模様
を 詳細 に収録 し た 、 実況感あ
ふ れ る 「町の探検手帳」。
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