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生安

大作内海村/池田

特
集

「
こ
ど
も
の
視
点
で

ま
ち
つ
く
りL

地
域
に
こ
ど
も
た
ち
の
発
想
・

意

見
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で 、

こ
ど
も

た
ち
の
地
域
へ
の
関
心
が
高
ま
り、

地
域
を
好
き
に
な
っ
て
い
く
と
思
い

ま
す 。

そ
し
て、

そ
の
こ
と
が
こ
れ

ま
で
と
は
違
っ
た
新
し
い
ま
ち
づ
く

り
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
か
も
し
れ

ま
せ
ん。

そ
こ
で
今
回
は 、

お
と
な
で
は
思

い
つ
か
な
い
柔
軟
で
意
外
な
発
想
を

持
っ
た
ご」
ど
も

」
に
ス
ポ
ッ
ト
を

当
て
て、
「

こ
ど
も
の
視
点
で
ま
ち

づ
く
り

」
を
テ
l

マ
に
特
集
を
組
み

士4F
lレ
ト~ 。

「
何
を
や
れ
ば
子
供
は
こ
こ
が
い

い
な
と
思
う
か
そ
れ
が
ま
ち εつ
く
り

の
理
念
で
あ
る 。
」

」
れ
は 、

有
名
な
作
詞
家
阿
久
悠

さ
ん
の
言
葉
で
す 。編

集
子

橋
岡)

表
紙
の
言
葉

太
陽
が
じ
り
じ
り
と
照
り

つ
け
る
砂
浜
で、
「

そ
う
れ
!

そ
う
れ
!」
と
掛
け
声
を
か

け
、

子
ど
も
達
と
一
緒
に
暑

さ
も
忘
れ 、

手
探
り
寄
せ
る

は
地
引
網。

ぐ
い
つ
ぐ
い
っ
と
重
さ
を

感
じ
る
の
は

、
海
の
幸
の
期

待
な
の
で
し
ょ
う
か。

い
や

、

重
か
っ
た
の
は

、
海
藻
の
多

さ
で
し
た。

そ
の
中
か
ら
タ

コ
、

カ
ニ 、
ベ
ラ 、

ホ
ゴ
な

ど
の
魚
を
見
つ
け
た
子
ど
も

達
の
嬉
し
そ
う
な
様
子 。

こ
れ
が
本
当
の
海
か
ら
の

直
行
便 。

越
智
郡
大
西
町
九
王
海
岸

柳
原
あ
や
子



子

ど

も

達

に

メ

ダ

カ

の

里

を

日
本
め
だ
か
ト
ラ
ス
ト
協
会
副
会
長
・

童
話
作
家

日
本
の
小
川
や
水
田に
す
む
代
表
的
な
魚。
私
た

ち
の
身近
にい
たメ
ダ
カ
が、
絶
滅
の
恐
れ
が
あ
る

と、
環
境
庁が
「
レッ
ド

デl
タ
ブッ
ク」
で
発
表

し
た
の
が
一九
九
九
年二
月
の
こ
と
で

し
た。

「
ま
さ
か、
メ
ダ
カ
ま
で
が」
と、
信
じ
かね
た

私
は、
春
を
待っ
て、
近
く
の
小
川
や
水
田
を
調べ

歩
き
ま

し
た。
す
る
と、
メ
ダ
カ
は
泳い
で
い
ま

し

た
が、
確か
に
減っ
て
い
た
の
で
す。

私
は、
安
堵す
る
と
同
時
に、
メ
ダ
カを
絶
滅さ

せて
はい
け
な
い
と
思っ
た
の
で、
全
国
のメ
ダ
カ

の
里
を
守っ
て
い
る
人
た
ち
と
共
に
「
日
本め
だ
か

トラス
ト

協
会」
をつ
く
り
ま

し
た。

そ
し
て、
メ
ダ
カ
の
里
を、
子
ど
も
た
ちに
残す

運
動
を
はじ
め
まし
た。
幸い、
全
国
各地
の
地
域

メ
ダ
カ
を
保
護

して
い
る
方
々
と、
手
をつ
な
ぎ
あ

う
こ
と
が
で
き
ま

し
た。

西
条
市でも
青
年
会
議
所が
創
立
三
十
周
年
記
念

事長未と
し
て、

市内
の
中
心
部
に、
ピ
オ
トl
プ
の

メ
ダ
カ
池
「

御
舟
池」
を
造っ
て、
「

自
然
観
察
探

西
条
市

大

西

伝
一

郎

検
隊」
を
発
足
さ
せ、
小
学生
を
中
心
にメ
ダ
カ
を

保
護す
る
活
動
を始め
ま

し
た。

県
下で
も、
各地
で、
子ど
も
を
中
心
に、
地
域

のメ
ダ
カ
を、
保
護す
る
運
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

が、
そ
れ
でもメ
ダ
カ
は
減り
続
け
て
い
ま
す。

今
年、
三
月に
発
表
さ
れ
た「
愛媛
県レッ
ド

デl

タ
ブッ
ク」
で
も、
メ
ダ
カ
は、
絶
滅
危
倶
種
に
な

っ
て
い
る
の
で
す。

私
は、
メ
ダ
カ
の
す
め
る
小
川
や
水
辺を、
子
ど

も
た
ち
に
ど
う

して
も
残し
た
い
と
思っ
て
い
ま
す。

身
近
に
生
きて
い
るメ
ダ
カ
を
失
う
こ
と
は、
人

聞の
優し
き
ゃ
命の
尊さ
を
感じ
る
心
を
奪う
こ
と

につ
な
がっ
て
い
く
と
考え
る
か
ら
で
す。

人
間
の
優し
き
ゃ
命の
尊さ
を
知
る
心
は、
幼
児

期にほ
と
ん
ど
培わ
れ
ま
す。
三
才こ
ろ
の
幼
児
は

豊
か
な
感
性
が
最
もよ
く
育
ち
ま
す。
こ
の
時
期か

ら
小
学生
の
時代
に、
小
川
や
水辺
で
遊び
な
が
ら

小
さ
な生
き
物に
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
が、
大
切
だと

思
う
の
で
す。

野
鳥で
さえ、
幼
鳥
は、
親
鳥
の
鳴
き
か
たや
行

動
を
ま
ね
る
と
い
い
ま
す。

刷り
込み
と
いっ
て、
親
鳥
の
鳴
き
声
を
覚え
た

ウ
グ
イス
は、
そ
の
親の
通
り
の
さ
え
ずり
を
生
涯

続
け
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す。

鳥
な
どと
ち
がっ
て、
わ
れ
わ
れ
人
間
は、
もつ

と
豊
か
な
感
性
をもっ
て
い
ま
す。

そ
の
人
間
に
とっ
て、
最も
大
切
な
子ど
も
のこ

ろ
に、
小
川
で
泳ぐメ
ダ
カ
に
ふ
れ
る
こ
と
は、
素

晴
ら

し
い
原
体
験
を
得た
こ
と
に
な
り
ま
す。

掌
の
上
で、
陽
光に
銀
鱗を
輝か
せ
るメ
ダ
カ
は

一
生
そ
の
人
の
心
の
中
で、
金
の
鈴
と
なっ
て、
美

し
い
音
色
を
鳴り
響
か
せる
と
思
う
の
です。

そ
の
こ
と
が、
自
然
と人
聞
が
共生
す
る
と
い
う

前
意
識と
なっ
て、
そ
の
人
の
生
き
方
に
も、
大き

く
か
か
わっ
て
く
る
と
考え
るの
で
す。

メ
ダ
カ
は、
緩
や
か
な
水
辺
が
な
け
れ
ば
子孫を

残す
こ
と
が
出

来ま
せん。

水
田
が
整
備さ
れ、
用
水
路
がコ
ン
ク
リー
ト
に

なっ
て、
メ
ダ
カ
の
す
め
る
場
所
が、
少
な
く
なっ

て
き
て
い
る
今こ
そ、
私た
ち
は、
自
然
を
大
切に

し、
メ
ダ
カ
が
す
む
こ
と
の
で
き
る、
小
川
や
水
辺

を、
二
十
一

世
紀に
生
き
る
子ど
も
に
残
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思っ
て
い
る
の
で
す。

2003 . 7  
'-: 

升たうんVOL 77 1 



=鳳

約原市

広島県

せきぜん子のむSづくり

下関前村関前村
関前村社会福祉協議会

ー'".F，F 

J

 
J/

 

義弘島崎事務局長

私
た
ち
が
住
む
関
前
村
は、
現
在
人
口
八
百

五
十
八
人
で
高
齢
化
率
五
十・
七
%
と
なっ
て

お
り、
ま
さ
に
二
人
に
一
人
が
高
齢者
と
い
う

超
高
齢
社
会
で
あ
り
ま
す。
主
要
産
業
は、
ミ

カ
ン
栽
培
と
漁
業
で
す。
昭
和
四
十
五
年
こ
ろ

ま
で
は、
小
大
下
島
の
石
灰
石
採
掘
な
ど
で
栄

え、
海
運
業
も
盛
ん
で
し
た
が、
石
灰
石
の
採

掘
が
中
止
と
な
り、
果
樹 、
漁
業
の
地
場
産
業

の
衰
退
に
伴
い、
過
疎
と
高
齢
化
が
急
速
に
す

す
み
ま
し
た。

自

分

史"
つ

く

り

で

世

代

間

交

流

且;s

こ
の
よ
う
な
超
高
齢
社
会
の
中
で、
岡
村
小

学
校
全
校
児
童二
十二
人
が
地
域
福
祉
活
動
や、

む
ら
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
の

で
紹
介
し
ま
す。

ま
ず 、
子
ど
も
達
が
お
年
寄
り
の
自
分
史 、‘つ

く
り
を
手
伝
う
事
業
を
行っ
て
い
ま
す。
昔
を

学
び
ふ
る
さ
と
を
知
る
作
業
を
通
じ
て、
子
ど

も
達
に
ふ
れ
あ
い
の
大
切
さ
を
伝
え、

世
代
を

超
え
た
地
域
の
結び

つ
き
を
再
構
築
す
る
試
み

で
す。
総
合
的
な
学
習
の
一
環
と
し
て
平
成
十

三
年
十
二
月
か
ら
始
め
ま
し
た。

児
童
は
六
班
に
分
か
れ、
六
人
の
高
齢
者
宅

を
訪
問
し、
生
い
立
ち
ゃ
戦
争
体
験
の
ほ
か、

昔
の
村
の
様
子 、
幼
少
時
の
遊
び
ゃ
祭
り
な
ど

を
聞
き
取
り、
地
域
紙
と
し
て
も
ま
と
め
ま
し

た。
ま
と
め
あ
がっ
た
自
分
史
は、
児
童 、
お

年
寄り、
先
生 、
関
係ス
タ
ッ
フ
が
集
ま
り、

自
分
史
発
表
会
と
し
て
披
露
し
て、
お
年
寄り

へ
プレ
ゼ
ン
ト
し
ま
し
た。

そ
の
お
返
し
に、
あ
る
お
年
寄り
は
「

ジ
ン

ゴ
マ」
と
呼
ば
れ
るコ
マ
を
披
露
し
て
く
れ
ま

し
た。
円
筒
状
の
ブ
リ
キ
の
胴
体
を
む
ち
打
ち

回
転
さ
せ
ま
す。
「

こ
う
い
う
遊
び
が
あっ
た

こ
と
も
伝
統。
子
ど
も
達
に
伝え
た
い」
と
語

っ
て
い
ま
し
た。
ま
た、
児
童
に
「

地
域
で
変

わっ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と」
と
質
問
さ
れ、
そ

れ
に
対
し
て、
児
童
は
「

人
の
輪み
ん
な
で
助

け
合
う
こ
と」
と
答え
て
い
ま
し
た。

市
町
村
合
併
が
視
野
に
入
り
地
域
の
特
色
や

連
帯
感
が
希
薄
化
す
る
と
の
懸
念
が
あ
る
中 、

児
童
が
成
長
す
る
過
程
で
ふ
る
さ
と
を
見つ
め

な
お
す
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す。

合

併

後

の

地

域、

未

来

を

考

え

よ

う

本
年二
月二
十
七
日 、
初
め
て
の
「ジュ

ニ

ア
シ
ン
ポ
ジ
ウム」
交
流
会
が
聞
か
れ、
今
治

市
日
吉
小
学
校
の
五
年
生
三
十
二
人
が
岡
村
小

を
訪
問 、
同
校
の
五
・

六
年
生
十
人
と
地
域
の

産
業
な
ど
を
お
互
い
に
紹
介
し、
交
流
を
深
め

ま
し
た。
関
前
村
は
平
成
十
七
年
一
月
に
今
治

市
と
合
併
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が、
そ
の
合

併
を
前
に
島
腕
部と
陸
地
部
相
互
の
地
域
を
理

解
し
よ
う
と、
両
校
と
両
自
治
体
の
社
会
福
祉

協
議
会
が
こ
の
交
流
会
を
企
画
し
ま
し
た。
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ニどt二の視点でまちづくり

自分史づく り で子ども達が地元の高齢者を訪問し。 生い立ちゃ昔の村の様子などを聞き取 り ながう

交流を深める。

日
吉
小
の
子
ど
も
達
は、

今
治
の
タ
オ
ル
産
業
や
校

区
内
の
商
店
な
ど
を
説
明 、

岡
村
小
の
子
ど
も
達
は
石

灰
石
採
石
で
栄
え
た
小
大

下
の
歴
史
や
村
基
幹
産
業

の
か
ん
きつ
栽
培 、
漁
業

につ
い
て
紹
介

し
ま

し
た。

最
後
に
「

いっ
しょ
につ

く
ろ
う
わ
た

し
た
ち
の
未

来」
と
題

し、
新
「

今
治

市」
の
ま
ち
づ
く
り
案
を

‘ 
ま
と
め
あ
が
っ
た
自
分
史

両
校
児
童
が
共
同
で
作
成。
「

今
治
を
日
本
の

首
都
に
す
る」
「

野
球
チ
l

ム
をつ
く
る」
「

激

安
遊
園
地
をつ
く
る」
な
ど
の
ア
イ
デ
ア
を
発

表
し
ま

し
た。
ま
た
七
月
に
交
流
会
と

し
て「
島

ご
と
丸
か
じ
り
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー

ク
体
験」
を

企
画

し
て
い
ま
す。

今
治
市
と
越
智
郡
十
一
町
村
の
合
併
に
お
い

て、
今
後こ
の
よ
う
な
異
なっ
た
文
化
を
持つ

地
域
が
ひ
とつ
の
行
政
区
域
に
なっ
て
い
く
中

で、
こ
う

し
た
子
ど
も
の
交
流 、
体
験
か
ら
得

ら
れ
る
も
の
は
大
き
い
事
で
は
ない
で

しょ
う

か。v 
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伝説を創った小さな監督たち

松山市
特定非営利活動法人

アジア・ フィルム・ネットワーク

平

成

十

四

年

八

月

二

目

昇

晴
れ
渡っ
た
土
曜
日、
「

まつ
や
ま
子
ど
も

映
画
塾」
は二
十
四
人
の
子
ど
も
達
と
松
山
城

イ
ン
フォ
メ
ー

ショ
ン
セ
ン
タ
ー

で
行
わ
れ
ま

し
た。
本
企
画
は
地
域
に
何
を
残
し
た
か
?

紙

面
を
借
り
て
ご
紹
介
し
ま
す。

泉谷

ア
ジ
ア
・
フ
ィ
ル
ム
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

事務局長

私
た
ち
は、
国
内
外
の
映
画・
映
像
撮
影
を

誘
致
支
援
す
る「
フィ
ルム・
コ
ミ
ッ
ショ
ンL

活
動
を
続
け
る
N
P
O
法
人
で
す。
活
動
を
通

し、
フ
ィ
ルム・
コ
ミ
ッ
ショ
ン
が
生
み
出
す

可
能
性
(
地
域
経
済
の
活
性
化
・

新
し
い
観
光

振
興・
物
語
性
豊
か
な
地
域
づ
く
り
・

芸
術
文

化
の
振
興)
を
体
感
で
き
る
よ
う 、
様
々
な
機

会
を
演
出
し
て
い
ま
す。

【
え
ひ
め
映
画
塾】
参
加
者
自
ら
が
愛
媛
と
映

画
の
接
点
を
考え
・

提
案
す
る
企
画。

【
こ
ど
も
映
画
塾}
子
ど
も
達
の
創
作
物
語
を

通
し、
地
域
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
企
画。

【
え
ひ
め
ド
ラ
マ
塾}
フ
ィ
ル
ム・
コ
ミ
ッ
シ

ョ
ン
活
動
の
体
験
と
し
て、
地
域
舞
台
の
ド
ラ

マ
を
創
作
す
る
企
画。

映
画
は
誰
で
も
楽
し
め
るエ
ン
タ
ー

テ
イ
メ

ン
ト

で
す。
子
ど
も
達
の
想
像
力
を
活
動
に
生

か
せ
な
い
か
?
と
思っ
た
の
が
きっ
か
け
と
な

り、
子
ど
も
映
画
塾
は
誕
生
し
ま
し
た。

二

十

四

人

の

小

さ

な

監

督

物
語
の
題
材
は
築
城
四
()
O
年
を
迎
え
た
松

山
城
と
し、
伝
わ
る
伝
説
を
参
考
に
「

新し
い

伝
説」
を
創
る
こ
と
に
し
ま
し
た。
創
作
に
あ

た
り、
伝
説
の
「

結び」
は
変え
ず 、
物
語
の

流
れ
(
起
↓

承
↓

転)
を
想
像
し、
「

結」
と

合
わ
せ、
「

四コ
マ
映
画」
と
し
て
発
表
し
て

も
ら
い
ま
し
た。

創
作
手
順
は
「テ
l

マ
検
討L
↓
「

構
成
検

討」
↓「
シ
ナ
ハ
ン(
取
材)
・ロ

ケ
ハ
ン(
撮

影
地
探
し)」
↓
「

撮
影」
↓
「

編
集」
と、

一
般
的
な
映
画
制
作
を
参
考
に
し
ま
し
た。

子
ど
も
達
は
四
人
一
グ
ルー
プ
に
な
り、
各

グ
ル
ー

プ
に
は
「

ナピL
と
称
し
た
相
談
や
引

率
の
担
当
者
を
配
置
し
ま
し
た。
ア
イ
ス
ブ

レ
ー

ク
で
会
場
を
和
や
か
に
し
た
後、
サ
ン
プ

ル
物
語
を
上
映
し、
創
作
開
始
で
す。
松
山
城

に
伝
わ
る
伝
説
(
毘
沙
門
狸 、
戸
無
門 、
鳴
か

な
い
蛙 、
長
者ヶ
原、
笑
い
の
聞
こ
え
る
池
な

ど)
が
発
表
さ
れ
ま
し
た。

印

象

的

だ
っ

た

こ

つ

の

演

出

「
ハ
サ
ミ
を
貸
し
て
下
さ
い」
と、
男
の
子

か
ら
お
願
い
さ
れ
ま
し
た。(
何
で
だ
ろう
?)

と
思
いつ

つ
渡
す
と、
物
語
に
竜
が

登
場
す
る

と
の
事
で
竜
の
形
を
器
用
に
切
り
抜
い
て
い
ま

し
た。
ま
た、
撮
影
時
は
竜
を
そ
の
ま
ま
使
用
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せ
ず 、
陽
に
か
ざ

し
て
地
面
に
映っ
た
「

影」

を
撮
影

し
た
と
聞
い
た
時
は、
そ
の
演
出
力
に

捻っ
て

し
ま
い
ま

し
た。

も
う
一つ。
熊
を
主
人
公
に
考
え
て
い
た
グ

ル
ー

プ
が
あ
り
ま

し
た
が、
手
持
ち
は
キ
ー

ホ

ル
ダ
ー

の
小
さ
な
熊
だ
け
で

し
た。
そ
こ
で
用

い
た
の
が
「

遠
近
法」
で、
撮
影
時
に
熊
を
手

前
に
配
置

し、
自
分
達
は
後
ろ
に
下
がっ
て
撮

影
す
る
事
で
熊
は
視
覚
の
ト
リッ
ク
で
大
き
く

見
え
る。
い
や
は
や、
想
像以
上
に
子
ど
も
達

は、
魅
せ
て
く
れ
ま

し
た。

い

よ

い

よ

発

表

各
グ
ル
ー

プ
は
知
恵
を
出

し
合
い、
シ
ー
ン

(
起
↓

承
↓

転
↓

結)
に
最
適
な
演
出
を

し
よ

う
と、
ア
ン
グ
ル
を
考え
た
り、
撮
り
直

し
を

し
た
り
と、
奮
闘ぶ
り
が
ナ
ピ
か
ら
続
々
と
報

告
さ
れ
ま

し
た。
撮
影
を
終
え、
編
集
と
発
表

練
習
の
頃
に
は、
物
語
を
見
ょ
う
と
保
護
者
な

ど
が

次
々
と
詰
め
寄
せ、
会
場
は
満
席
と
な
り

宇品
1レ
h~ 。

発
表
の
前
に、
ま
ず
創
作
の
健
闘
(
話

し
合

い
で
物
語
を
創
り、

撮
影

し
た
数
十
枚
の
写
真

か
ら
四
枚
を
選
び 、
発
表
方
法
ま
で
考
え
た
事

な
ど)
を
称
え
ま

し
た。
と、
言
う
の
も
発
表

自
体
は二
分
で
終
わ
る
短
い
も
の
で
す
が、
そ

の二
分
間
の
演
出
に
注
い
だエ
ネ
ル
ギ
ー

は
膨

大
だっ
た
事
を
紹
介

し
た
かっ
た
の
で
す。

配
役
が
あっ
た
り、
声
色
を
変
え
て
発
表
す

る
姿
は
既
に
映
画
人
で、
コ
メ
ディ
風
か
ら
ホ

ラ
l

風
ま
で
計
六
本
の
「

伝
説」
が
誕
生

し
ま

し
た。発

表
を
通

し、
子
ど
も
達
は
私
た
ち
が
思
う

以
上
に
「

地
域
を
見つ
め
て
い
る」
事
を
感
じ

ま
し
た。
発
表
後、
「

普
段
で
は
学べ
な
い
内

容
だっ
た」「
地
域
を
見
直
す
良
い
機
会
に
なっ

た」
な
ど、
多
く
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま

し
た。

終

わ

り

は

次
へ

の

序

章

「
楽

し
かっ
た
ね、
ま
た、
会え
た
ら
い
い

ね
--， ! 」つ

ん

物語の創作

面
白
かっ
た
!

今
度
は
いつ
す
る

達もど子るーしてlu
 

技演景風作A居

ん
?」半

日
を
一
緒
に
過
ご

し
た
一
体
感
は、
終
了

後
も
余
韻
を
残

し、
別
れ
を
惜

し
む
声
を
多
く

聞
き
ま

し
た。

振
り
返
る
と
本
企
画
は、
子
ど
も
達
に
「

想

像
力
や
発
想
力
の
機
会
\
地
域
に
「

魅
力
の

再
発
見
・

再
評
価
の
機
会」 、
私
た
ち
に
は「
自

信
と
活
動
の
意
義」
を
残

し
た
と
思
い
ま
す。

地
域
の
魅
力
を
もっ
と
発
見
す
る
為
に
も、
子

ど
も
達
を
主
人
公 、
地
域
を
舞
台
に

し
た
本
企

画
は
今
後
も
続
け
ま
す。

今

年

も

開

催

決

定

!

こ
の
原
稿
の
執
筆
最
中
に
「

こ
ど
も
映
画
塾

二
O
O一二」
の
開
催
が
決
ま
り
ま

し
た。

今
年
は
松
山
城
か
ら
道
後へ
と
舞
台
を
移

し、

狸
を
主
人
公
に

し
た
物
語
を
創
作

し
ま
す。
今

は、
子
ど
も
達
と
ま
た
創
れ
る
楽

し
み
と、
今

年
は
ど
ん
な
物
語
に
出
会え
る
の
か
の
期
待
感

で一
杯
で
す。

告グループの発表
『こ

ども
映画塾ニ
OO三』

日時
平成十五
年八
月二
日(土)

午後一
時l午後五
時

八
月三
日(日)

午前十
時l午後五
時

松山市立
子規記念博物館

会場
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至松山崎
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久万町
愛媛県立上浮穴高等学校農業クラブ

日
本
学
校

農
業
ク
ラ
ブ
連
盟
は、
昭
和二
十

五
年

農
業
に
関
す
る
学
科
を
置
く

高
等
学
校で

結
成
さ
れ
た
全
国
組
織で
す。

愛
媛
県
内
に
は、
現
在
十
四
校 、
約二
千
八

百
人
の
ク
ラ
ブ
員
が
所
属

し
て
い
ま
す。

「

久

万

大

亘
」

と

い

う

地

域

の
「

お

宝
」

私
た
ち
の
住
む
上
浮
穴
郡
は
かつ
て
は
松
山

藩
の
御
納
戸
と
呼
ば
れ
た

久
万
山
郷
で 、
江
戸

時
代
後
期
に
書
か
れ
た
「

松
山
往

来」
に
は、

久
万
山
大
豆
の
記
述
が
あ
り
ま
す。
私
た
ち
は、

郷
土
料
理
を
研
究
す
る
な
か
で 、
昭
和
三
十
一

年
に
愛
媛
県

農
業
試
験
場

久
万
分
場
が

久
万
山

大
豆
か
ら、
品
質
が
よ
く

風
味
が
あ
り
遺
伝
子

組み
替
え
が
な
く 、
低

農
薬
栽
培
が
可
能
な「

久

万
大一豆」
を
作
出

し
た
こ
と、
そ
の
後、
価
格

の
安
い
輸
入
大
豆
に
圧
倒
さ
れ
幻
の
大
豆
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た。
そ
の
絶
滅
寸

前
の
「

久
万
大
豆」
を
愛
媛
県

農
業
試
験
場
が

保
存 、
「

地
元
高
校で
も
保
存

し
て
ほ

し
い。」

と
種
を
わ
け
て
い
た
だ
き
ま

し
た。

「
久
万
大
豆」
の
栽
培
と
異
世
代
交
流

そ
の
年、
百
二
十
粒
の
「

久
万
大
豆」
で
試

験
栽
培
に
挑
戦 、
約
五
同
の
収
量
が
あ
り、「

久

万
大
豆」
を
使っ
た
特
産
品
開
発
に
取
り
組
み

ま
し
た。
特
に、「

久
万」
の
文
字
を
入
れ
た「
文

字
入
り
豆
腐」
は
大
変
な
反
響
を
呼
び 、
美
川

でハJ/\
 

づ腐直
古川
j
j

 

ん午l
」、f\

約
一hv
f
f

 

即
世

旧
異
l」
戸-

一
也

駅

一刀
園

U
育

ロノ
保

村
出
身
の
日
下
武
一
さ
ん
か
ら
は
竹
豆
腐
作
り

の
技
術
を
教
え
て
も
ら
い
ま

し
た。

翌
年、
試
験
場
か
ら
分
け
て
い
た
だ
い
た

二
同
の「

久
万
大
豆」
は
八
十
同
に
増
え 、「

久

万
大
豆」
百
%
の
竹
豆
腐
と

し
て
町
内
の
物
産

館
に
出
し
て
み
た
と
こ
ろ
大
変
好
評
で

し
た。

そ
こ
で 、
こ
の
竹
豆
腐
製
造
を
保
育
園
や
特
別

養
護
老
人
ホ
lム

で
実
演 、
異

世
代
交
流
活
動

を
行
う
こ
と
に
し
ま

し
た。

6 2003 . 7  
レ

チ干たうんVOL 77 

「
お
宝」

ま
だ
ま
だ
あ
っ
た
地
域
の

オオトウモロコ一J

地
域
に
は
「

大
玉
萄
黍」 、
八
列
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
「

イ
ラ
レ
コ」
の
他 、
絶
滅
危
倶
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
と

し
て、
ジ
l
ンパ
ン
ク
に
は

久
万
山

郷
か
ら
採
取

し
た
二
十
二
種
が
保
管
さ
れ、
そ

の
中
か
ら
五
種
の
ト
ウモ
ロ
コ
シ
の
配
布
を
受

け、
比
較
栽
培
を
実
施

し
ま

し
た。

地
域
の
反
応

私
た
ち
の
地
道
な
活
動
は
広
報
誌
に
掲
載、



ニどt二の視点、でまちづくり

W
E
B
公
開
も
さ
れ
ま

し
た。
地
域
の
み
な
さ

んへ
の
「

久
万
大
豆」
の
種
子
の
配
布
活
動、

農
業
後
継
者
協
議
会
で
の
発
表、
地
元
民
放
や

N
H
K
テ
レ
ビ
で
の
放
映 、
さ
ら
に
は、
地
元

新
聞
に
は

久
万
豆
腐
を
応
援
す
る
投
稿
記
事、

配
布

し
た
方
か
ら
の
お
札
や
励
ま

し
の
手
紙
や

問い
合
わ
せ
が
多
数
寄
せ
ら
れ
ま

し
た。

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
郷
土
料
理
を
次
世
代
へ

栽
培

し
た
「

イ
ラ
レコ」
は
「

は
な
粉」
し

てい
た
だ
き、
「
ト
ウ
キ
ビ
餅」
「
ト
ウ
キ
ビ
ご

飯」 、
「

は
な
粉
コ
ンニ
ャ
ク」
の
郷

土
料

理
を

地
域
の
人
た
ち
か
ら
伝
授

し
て
も
らい、
保
育

園
児
や
養
護
老
人ホ
l

ム
の
入
居
者
の
方
々
と

の
異

世
代
交
流
を
実
施

し
て
い
ま
す。
そ
の
後、

こ
の
活
動
を
機
に、
ニ
ッ
ポ
ン
東
京
ス
ロ
ー

プ
l
ド

協
会
を
通
じ
て、
イ
タ
リ
ア
の
本
部
に

同
北川

占

一
1
1

下

て 活 土 もい 動 料 登
ま と 理 録
す し を。 て 次 失

今世 わ
後 代 れ
も に つ
続 っつ
け な あ
て ぐ る
い 「在
き 久来
た 万農い の 作
と 方 空 物
考 舟右 と
え L �郎

放

置

さ

れ

る

間

伐

材

も

立

派

な
「

お

宝
」

ま
た、
当
地
は
四
国
山
地
の
山
間
部
に
あ
り、

総
面
積
約
七

万二
千M
の
約
九
十
%
が
森
林
で、

民
有
林
の
人
工
林
率
も
九
十
%
と
林
業
が
盛
ん

な
地
域
で
も
あ
り
ま
す。

し
か

し、
放
置
さ
れ

る
間
伐
材
も
多
く 、
こ
の
利
用
方
法
の
一つ
と

し
て、

0フ
ラ
ン
タ
1

カバ
ー

な
ど
の
立
体
装
飾

用
品
に
活
用

し、
地
域
交
流
に
役
立
て
れ
ば
立

派
な「
お
宝」
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
考え、
間
伐

材
の
有
効
利
用
プロ
ジェ
ク
ト
を
考
え
ま

し
た。

園
芸
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
利
用

間伐材をプランタ一力パーに

プロジ‘工クト発表会

間
伐
材
は
製
材

し
た

後、
子
供
か
ら
高
齢
者

ま
で
製
作
可
能
な
プ
ラ

ン
タ
l

カバ
l

作
り
の

た
め
に、
四つ
の
部
品

に
キ
ッ
ト

化
し、
さ
ら

に
ね
じ
釘
を
使っ
て
プ

ラ
ン
タ
1

カパ
l

に
組

み
立
て
る
方
法
を
採
用

し
ま

し
た。
そ
の
後、

プ
ラ
ン
タ
l

カバ
!

の

製
作
活
動
と
草
花
の
飾
り
付
け
を
行
う
園
芸ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を、
特
別
養
護
老
人
ホ
l

ム 、

地
域
の
生
活
改
善グ
ル
ー

プ、
久
万
町
観
光

農

園
女
性
部
会、
市
民

農
園
で
の
交
流
会、
大
連

か
ら
研
修
に

来
ら
れ
てい
る
中
国
女
性
の
方
々

と
の
国
際
交
流
会
で
実
施し
ま

し
た。

園
芸
療
法
的
活
動
へ
の
試
み

さ
ら
に、
こ
の
活
動
を
園
芸
療
法
的
活
動へ

発
展
さ
せ
る
こ
と
に

し、
愛
媛
園
芸
療
法
研
究

会
の
研
修
会
で
園
芸
療
法
を
学
習

し
ま

し
た。

そ
の
後、
養
護
学
校 、
医
療
機
関、
リ
ハ
ビ
リ

機
関
で、
プ
ラ
ン
タ
l

カパ
l

製
作
活
動
に
よ

る
園
芸
療
法
的
活
動
を
実
施

し
ま

し
た。
ま
た、

地
域
の
集
成
材
加
工
工
場
で
規
格
外
と

し
て
出

さ
れ
る
集
成
材
を
使っ
て、
車い
す
を
利
用
さ

れ
る
方
の
た
め
の
「

持
ち上
げ
式
花
壇」
を
製

作。
園
芸
療
法
を
実
践
し
てい
る
介
護
老
人
保

健
施
設
に
寄
贈

し
利
用

し
て
も
らい
ま

し
た。

こ
の
活
動
は、
日
本
学
校

農
業
ク
ラ
ブ
京
都

大
会
で
優
秀
賞
を
受
賞。
さ
ら
に、
「

元パ
ネ」

と
呼ぶ
間
伐
材
の
地
際
部
分
を
使っ
た
豆
腐
キ

ッ
ト
な
ど
も
考
案
す
る
な
ど、
研
究
主
題
「

間

伐
材
を
有
効
利
用

し
た
地
域
交
流
の
試
み」
と

し
て
平
成
十
五
年
度
か
ら二
年
間 、
愛
媛
県
の

研
究
指
定
を
受
け、
現

在
も
研
究
中
で
す。
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高校生の視点と話題性

ーー屯・大洲ltï.:...ノ
コ}�達郎

大洲市
株式会社おおす街なか再生館
取締役統括部長 河野

高

校

生

は

商

店

街

を

見

て

い

た

大
洲
市
を
始
め
周
辺
地
域
か
ら、
八
百
人
の

生
徒
達
が
通っ
て
く
る
愛
媛
県
立
大
洲
高
等
学

校。
そ
の
学
舎
は、
現
在
復
元
工
事
が
着
々
と

進
ん
で
い
る
大
洲
城
を
一
望
す
る
こ
と
の
で
き

る
小
高
い
丘
の
上
に
あ
る。
学
内
に
は
江
戸
時

代
の
陽
明
学
者
「

中
江
藤
樹」
も一
頃
を
過
ご

し
た
「

至
徳
堂」
が
あ
り、
歴
史
的
観
光
ポ
イ

ン
ト
と

し
て
も
見
逃
すこ
と
は
で
き
な
い。

今
を
さ
か
の
ぼ
るこ
と
五
年
前
の
九
月
一
日、

当
時
と

し
て
は
後
発
組
だっ
た
寸

T
M
O」
に

つ
い
て
の
研
究
特
別
委
員
会
が、
民
間
人
を
取

り
込
ん
で、
大
洲
商
工
会
議
所
の
中
に
設
置
さ

れ
た。
そ
れ
ま
で
の
数
年
間 、
私
を
含
め
た
民

間
人
と
当
時
の
行
政
の
若
手
連
中
が
集
まっ
て

結
成
さ
れ
た
「

大
洲
の
将

来
を
考
え
る
会」
に

お
い
て、
こ
の
街
に
対
す
る
思
い
を
い
ろ
い
ろ

と
暖
め
続
け
て
い
た。
こ
の
委
員
会
が、
そ
の

思
い
を
ぶ
つ
け
て
い
く
良
い
機
会
と
なっ
た。

大
洲
の
街
は、
肱
川
を
挟
ん
で、
北
側
を「
肱

北」
商
店
街 、
南
側
を
「

肱
南」
商
店
街
と
称

す
る。
肱
川
と
盆
地
と
い
う
地
形
の
織
り
な
す

自
然
現
象
(
肱
川
あ
ら

し)
や
古
い
町
並
み
な

ど
独
特
の
雰
囲
気
を
有
す
る
の
は
「

肱
南
商
店

街」
で
あ
る。
我
々
の
取
り
組
み
は
主
に
こ
の

商
店
街
を
中
心
に
考え
て
き
た
も
の
で
あっ
た

た
め、
委
員
会
に
お
い
て
は、
ま
ず
「

肱
北
商

店
街」
に
焦
点
を
当
て
た
活
動
を
始
め
た。

毎
月
二
回
程
度
商
店
街
の
メ
ン
バ
ー
と
話

し

合
い
を
重
ね
て
い
く
中
で、
「

高
校
生
は、
朝

は
右
側
を
歩
い
て
登
校
す
る
の
に、
なぜ
下
校

時
に
は
左
側
を
歩
く
の
か
?」
と
い
う
素
朴
な

疑
問
が
生
ま
れ
た。
原
因
は
車
の
流
れ
で、
高

校
生
は
毎
日
朝
と
夕 、
車
の
流
れ
の
少
な
い
商

店
街
を
歩
き、
街を
よ
く
見
て
い
た
の
で
あ
る。

すべ
て
の
きっ
か
け
はこ
れ
だっ
た。

以
来、
大
洲
高
等
学
校
も、
年
度
ご
と
に、

学
校
を
あ
げ
て
全
面
協
力
を

し
て
い
た
だ
くこ

と
に
なっ
た。
我
々
に
とっ
て
は
も
ち
ろ
ん、

学
校
に
とっ
て
も、
生
徒
達
の
課
外
授
業
の
場

と
し
て
有
効
活
用
で
き
る
と
い
う 、
い
い
相
互

関
係
が
生
ま
れ
た。

「

話

題

性
L

が

次

々

と

生

ま

れ

る

「
超
進
化
的
I
T
革
命
進
行
中」
と
い
う
状

況
の
中
で、
良
き
も
悪
き
も
劇
的
な
社
会
環
境

変
化
を
繰
り
返

し
続
け
て
い
る
昨
今。
「

デ
ジ

タ
ル」
「

イン
タ
ー

ネッ
ト」
「

携
帯」
等
の
主

役
は、
な
ん
と
言っ
て
も
「

情
報」
で
あ
る。

し
か

し、
進
化

し
続
けて
い
る
の
は
「

手
段」

で
あ
り、
「

情
報」
そ
の
も
の
は「ア
ナロ
グ」

が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る。
主
に

「
ア
ナロ
グ」
に

し
か
対
応
で
き
な
い
我
々
の

年
代
と
は
違っ
て、
今
の
子
ど
も
達
は
「

宮
本

武
蔵」
的
な
感
覚
を
兼
ね
備
え
て
い
る。
そ
こ
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ニどtの視点、でまちづくり

か
ら
飛
び
出
す
様
々
な
ア
イ
デ
ア
や
意
見
を
街

づ
く
り
の
中へ
取
り
込
ん
で
行
くこ
と
で、
新

し
い
「

話
題
性」
が

次
々
と
生ま
れ
て
く
る。

私
は、
こ
の
「

話
題
性」
こ
そ
「

街
の
元
気

の
源」
で
あ
る
と
考え
る。
そ

し
て、
生
徒
達

がこ
れ
ら
の
動
き
に
関
わ
り

続
け
て
く
れ
る
こ

と
に
よっ
て、
自
ら
の「
故
郷
を
思
う
気
持
ちL

が
高
揚
す
る
と
い
う
お
ま
け
付
き
だ。

平
成
十
一
年
に
実
施

し
た、
高
校
生
を
対
象

と
す
る
「

来
街
者
意
識
調
査」
と、
こ
れ
に
基

づ
く
「

交
通
流
量
調
査」
が
すべ
て
の
ス
タ
ー

ト
だっ
た。
以
後、
「

高
校
生
と
商
店
街
の
公

開
討
論
会」
を
平
成
十
二
年
か
ら
十
三
年
に
か

け
て
開
催

し、
昨
年
の
大
洲
ま
ち
の
駅
「

あ
さ新しい「郷土料理」高校生試食会

も
や」
の
オ
ー

プ
ン
時
に
は
高
校
生
手
作
り
の

「
肱
南
商
店
街
絵
図」
と
「

施
設マ
ス
コッ
ト

シ
ー

ル」
ま
で
生
ま
れ
た。

こ
れ
ら
の
動
き
は
「

話
題
性」
と

し
て
の
効

果
が
十
分
で、
関
わ
り
合っ
て
い
る
我
々
や
関

係
機
関
等
に
とっ
て
も、
街
な
か
再
生
に
向
け

た
連
携
を
強
化

し
てい
く
た
め
の
良い
クッ
シ

ョ
ン
的
な
役
目
を
果
た

し
て
く
れ
て
い
る。

本
年
は、
当
社
の
設立
意
義
で
も
あ
る
特
産

品
の
開
発
育
成
の
中
で、「
大
洲
城
高
虎シ
リ
ー

ズ
特
産
物」
の
開
発
・

発
売
を
行っ
て
い
る。

す
で
に
そ
の
中
で、
こ
れ
ら
の
特
産
物
な
ど
を

食
材
に

し
た
新

し
い
「

郷土
料

理」
高
校
生
試

食
会
も
開
催

し
た。
こ
れ
がこ
の
夏
の
「

話
題

の
目
玉」
と
な
り
そ
う
で、
シ
リ
ー

ズ
特
産
物

の
背
景
ス
ト
ー
リ
ー
も
制
作

し
て
く
れ
て
い
る。

街
づ
く
り
と圭一尽え
ば、
何
か
ハ
l
ド

的
な
機

能
を
そ
の
街
に
持
た
せ
れ
ば、
集
客
で
き
て
活

性
化
で
き
る
とい
うこ
と
を
誰

し
も
連
想
す
る。

し
か

し、
進
化

し
続
け
るこ
の
時
代、
あ
り
き

た
り
な
話
題
性
で
は
逆
に二
l

三
年
で
埋
没

し

て
し
ま
う。
だ
か
ら
こ
そ、
大
洲
とい
う
街
の

「ア
ナロ
グ」
な
雰
囲
気
を
生
か

し
た
「

情
報

発
信」
に、
高
校
生
の
視
点
は
不
可
欠
な
要
素

で
あ
る
と
考
え
る。
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論談ーまちづぐり
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一--1とる参WIIIのまち序τ

代表理事

安弘

NPO法人まちの縁側育くみ隊

延藤

愛知県名古屋市

親
密
な
柔
ら
か
い
場
所
へ
の

畏
敬
の
コ
コ
口
を
育
く
む

子
ど
も
が
自
ら
住
む
ま
ち
を
タ
ン
ケ
ン
を
し

て 、
自
ら

の
目
で
ま
ち
を
見
る
こ
と
は 、
五
体
・

五
感
を
通
し
て
見
る
こ
と
で 、

不
思
議
な
も

の

と
思
い
が
け
な
い
意
外
性
に
全
身
を
ひ
ら
き 、

ひ
ら
か
れ
て
い
く 。

そ
の
こ
と
を
通
し
て 、

わ

が
ま
ち
に
対
す
る
愛
着
心
や
身
近
な
環
境
に
能

動
的
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
セ
ン
ス
と
力
が
育

く
ま
れ
て
い
く 。

そ
の
際 、

子
ど
も
は 、

現
代
的
な
建
築
や
地

域
空
間
に
あ
り
が
ち
な
無
機
的
な
ハ
コ
モ
ノ
に

も
面
白
き
ゃ
大
人
が
気
が
つ
か
な
い
魅
力
を
発

見
す
る
が 、

自
分
の
ま
ち
の
一

部
に
古
い
伝
統

的
な
文
化
的
な
場
所
が
存
在
す
る
時 、

彼
ら

の

眼
差
し
は
い
っ
そ
う
そ
れ
に
異
常
に
吸
い
寄
せ

ら
れ
る

。

ま
る
で
な
つ
か
し
い
ふ
る
さ
と

の
記

憶
を
よ

み
が
え
ら
せ
る
よ
う
に 。

恐
ら
く 、

子

ど
も
た
ち
に
は
具
体
的
生
活
・

居
住
体
験
が
な

はら

く
て
も 、

人
間
に
と
っ
て 、

伝
統
空
間
が
苧
む

生
き
物
の
よ
う
に
親
密
な
柔
ら
か
い
場
所
へ
の

共
感
は 、

人
類
的
な
遺
伝
子
と
し
て
体
内
に
す

り
こ
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

有
用
性
と
効
率
の
数
量
化
を
め
ざ
す
現
代
社

会
に
あ
っ
て
は 、

こ
う
し
た
無
用
性
と
非
効
率

性
の
権
化
の
如
き
古
い
歴
史
的
空
間
は 、

不
要

な
も

の、

目
的
な
き
も

の
と
し
て
捨
て
去
ら
れ 、

現
代
的
な
も

の、

即
ち 、

カ
ネ
を
生
む
ハ
コ
モ

ノ
に
置
き
か
え
ら
れ
て
い
く 。

こ
う
し
た
状
況

に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
に
は 、

こ
の
地
域
に

住
み、

学
び 、

遊
ぶ
こ
と
に
生
涯
無
類
の
誇
り

を
感
じ
る
子
ど
も

の
育
く

み
が
重
要
で
あ
る

。

そ
の
こ
と
は 、

子
ど
も
が
自
分
の
住
む
地
域
に

あ
る
有
機
的
生
命
体
と
し
て
の
伝
統
的
場
所
へ

の
愛
情
を
高
め
る
こ
と
に
よ
る 、

広
い
意
味
で

の
イ
キ
モ
ノ
へ
の
畏
敬
の
コ
コ
ロ
を

育
く
む
と

い
う
生
き
る
こ
と

の
価
値
の
増
殖
を
も
た
ら
す

こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る

。

自
分
の
地
域
の
タ
カ
ラ
モ
ノ
と
し
て
の
歴
史

的
文
化
的
価
値
が
あ
る
建
築
・

町
並
み
を
守
り

育
く

み、

こ
の
こ
と
に
か
か
わ
る
子
ど
も
も
大

人
も
生
き
る
力
を
高
め
る
こ
と

の
両
面
が
同
時

進
行
す
る
こ
と
を
「

ま
ち

育
て
」
と
呼
ぼ
う 。
判

子
ど
も

の
生
活
・

教
育
現
場
と
地
域
の
ま
ち
並

み
の
保
全
・

育
成
現
場
の
両
方
を
「

ま
ち

育
て
」はら

の
視
点
か
ら
再
編
す
る
こ
と

こ
こ
に
生
命
苧

む
柔
ら
か
い
場
所
の
喪
失
が
急
速
に
進
む
現
代

の
ま
ち
の
変
容
過
程
に 、

子
ど
も
参
加
を
仕
掛

け
る
こ
と

の
重
要
な
意
義
が
あ
る

。

歓
待
の
心
に
ひ
た
さ
れ
た
歴
史
的
場
所

そ
ん
な
視
点
か
ら 、

子
ど
も
参
加
の
ま
ち

育

て
を
生
き
生
き
と
進
め
て
い
る
典
型
的
地
区
と

し
て 、

愛
媛
県
伊
予
市
灘
町
が
あ
る

。

伊
予
市

の
旧
市
街
地
は
戦
災
を
う
け
ず
に 、

ま
こ
と
に
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美
し
い
丹
精
な
古い
町
家
・

町
並
み
が
残
さ
れ

て
い
た。

し
か

し、
社
会
潮
流
の
急
速
な
る
変

動
に
よっ
て 、
街
の
中
心
部
の
灘
町
・

湊
町
で

は、
一
九
六
O
年
に
七 ，
三
八
五
人
の
人
口
が

二
O
O
O
年
は
二 ，
六
二
八
人へ
と
急
減

し
た。

建
物
の
老
朽
化
と
駐
車
場
やマ
ン
ショ
ン
な
ど

へ
の
転
換
が
進
む
と
と
も
に、
有
力
な
地
場
産

業
の
場
も
消
失

し
て
いっ
た。

こ
う

し
た
「

変
わ
り
ゆ
く
町」
の
過
程
に
あ

っ
て 、
一
九
九
八
年
十一
月 、
灘
町
を
拓い
た

宮
内
小
三
郎
家
と
町
並
み
を
保
存・
育
成
す
る

た
め
に、
「

灘
町・
宮
内
邸
を
守
る
会」
の
活

動
が
始
まっ
た。
そ
れ
は、
市
民
向
け
の
見
学

会、
文
化
活
動、
専
門
家
と
の
共
同
調
査 、
景

観
づ
く
り
の
基
本
計
画
・

条
例
づ
く
りへ
の
動

き
な
ど
を
お
こ

しつ
つ、
子
ど
も
参
加
の
ま
ち

育
て
の
視
点
か
ら、
松
山
建
築
楽
会、
愛
媛
大

学
曲
田
研
究
室
な
ど
と
協
働

し
て 、
地
元
の
郡

中
小
学
校
の
五 、
六
年生
の
参
加
の
も
と
に「
タ

ン
ケ
ン
・

ハ
ッ
ケ
ン
・

ホッ
ト
ケ
ン」
の
活
動

を
し
て
い
る。

筆者
も
こ
う

し
た
一
連
の
活
動
の
流
れ
の
中

で、
一
度、
地
域
の
子
ど
も
・

大
人
た
ち
と
灘

町・
湊
町
を
タ
ン
ケ
ン

し
たこ
と
が
あ
る。
そ

の
時、
宮
内
家
の
主
屋
の
建
築
年
代
が
元
文
三

年
(一
七
三
八)
で
あ
り、
二
百
六
十
数
年
に

わ
たっ
て
長
く
立
ち
続
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
と
と
も
に、
ひ
と
き
わ
高い
屋
根
に

は
千
鳥
が
飛
ん
で
い
る
かの
よ
う
な
千
鳥
破
風

が
あ
り、
敷
地
内
に
は
酒
造
り
に
使
わ
れ
て
い

た
井
戸
小
屋
や
蔵
が
残
さ
れ
て
お
り、
そ
の
囲

み
の
場
所
はこ
こ
ち
よい
も
の
につ

つ
ま
れ
る

よ
う
な
感
が

し
た。
新
旧
の
隠
居
家
の
う
ち
ふ

るい
も
の
の
「

外壁
に
使
わ
れ
て
い
る
栂
の
木

目 、
北
山
杉
の
小
丸
太 、
五
郎
太
石
に
すい

つ

く
板、
座
敷
に
は
柱
も
天
井
板
も
自
の
込
ん
だ

赤
味
の
柾
目 、
床
桓
の
黒
柿 、
軒
桁
に
使
わ
れ

た
赤
松 、
戸
袋
の
楓
の
一
枚
板
な
ど」向 、
建

物
の
内
部
は、
ま
さ
に
生
命
が
ひ
そ
ん
でい
る

有
機
的
感
触
の
ひ
た
さ
れ
た
場
所
で
あっ
た。

子
ど
も
た
ち
は、
そ
う

し
た
柔
ら
かい
場
所
に

ま
る
で
招
か
れ
た
よ
う
に
進
み
い
っ
た。
歴
史

的
空
間
が
も

っ
外
面
的
に
も
内
面
的
に
も
何
か

を
語
り
か
け
る
場
所
の
力
に
ふ
れ
て 、
子
ど
も

た
ち
は
「

お
はい
り
な
さい」
の
歓
待
を、つ
け

た。
子
ど
も
た
ち
ゃ
大
人
た
ち
が
そこ
に
居
る

こ
と
は、
有
機
的
イ
キ
モ
ノ
と

し
て
の
歴
史
的

建
造
物
と
人
々
の
聞
に
相
互
呼
吸
す
る
柔
ら
か

い
関
係
を
紡
ぎ
だ

し
て
いっ
た。
そ
のこ
と
が

束
の
間
のこ
と
で
は
な
く 、

持
続
的
な
も
の
で

ヘ

\今
・

‘
\
脅

子ども達のまちタンケン
(宮内邸にて)

あ
り
たい
と、
幾
重
に
もヒ
ダ
と
折
り
目
を
も

っ
そ
の
場
所
は
無
言
の
う
ち
に
語っ
て
い
る
よ

う
で
あっ
た。

後
日 、
子
ど
も
・

学
生
た
ち
は、
そ
の
時
の
感

動
を
絵マ
ッ
プ
に

し、
発
表
会
を
行
ない、
お

互
い
の
着
眼
点
や
考
察
力
を
ほ
め
あっ
た。
的

今
後
は、
「

タ
ン
ケ
ン・
ハ
ッ
ケ
ン
・

ホ
ッ
ト

ケ
ン」
の
活
動
を、
さ
ら
に
多
様
な
表
現・
制

作
活
動
(
例 .
カ
ル
夕 、づ
く
り、
布
絵
づ
く
り

な
ど)
に
よ
り、
学
校
で
の
総
合
的
学
習
と
の

連
携
や
商
店
街
・

地
域
の
住
民
と
の
相
互
交
流

を
高
め
て
い
く
と
よい。
加
え
て 、
空
き
蔵
や

空
き
町
家
を
「

ま
ち
育
て
活
動
拠
点」
に
改
造

し
活
用

し
「

ま
ち
の
縁
側」
的
場
所
に
育
く
ん

でい
く
と
よい。
そ
の
よ
う
な
持
続
的
活
動
展

開
に
よっ
て 、
子
ど
も
と
歴
史
的
場
所
は
歓
待

す
る
・
さ
れ
る
の
相
互
敬
愛
の
関
係
を
育
く
む

こ
と
に
な
ろ、っ。

〈
注〉判
延
藤
安
弘・・「
ま
ち
育
て」
を
育
く
む

ー
対
話
と
協
働
の
デ
ザ
イ
ン
東
京
大
学

出
版
会

叫
門
田
異
一・・
住
民
主
体
の
景
観
ま
ち
づ

く
り
を
考
え
る
環
境
学
習
と
「

ま
ち
育

て」

E
C
P
R
恥
8
二
O
O
二
年
十

一
月 、
え
ひ
め
地
域
政
策
研
究セ
ン
タ
ー

村
武
智
和
臣・・ワ
ー

ク
ショ
ッ
プ
「

現
代

の
町
家p
r
o
je
c
t」

松
山
建
築

楽
会
通
信
「

楽」
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り
ん
ご
並
木
誕
生

飯
田
美

し
き
町
山
近
く

水
に
の
ぞ
み

空
あ
か
る
く

風
に
お
や
か
な
る
町

(
中
略)

よ
そ
お
い
は
か
た
ち
に
あ
ら
ず

美
し

く
静
か
に
ゆ
か

し
く
ゆ
た
か
に

お
ん
み
の
心
をこ
そ

新
し

く
よ
そ
お
い
た
ま
え

昭
和
二
十
二
年
五
月
ま
で
飯
田
に
疎
開

し
て

〈に
お

い
た
岸
田
園
士
の
「

飯
田
の
町
に
寄
す」
と
題

し
た
詩
の
一
節
で
す。
旧
市
街
地
が
大
火
に
包

ま
れ
た
の
が
同
年
四
月
で

し
た。
あ
の
美

し
い

町
並
み
と
人
情
豊
か
な
町へ
の
思
い、
大
火
か

ら
の
復
興
を
願つ
て
の
賛
歌
と

し
て
寄
せ
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す。

X一一

流ん

!

長

野

県

飯
田

市

!

�‘ 
ι圃げ

並
木
五
十
年

長
野
県
飯
田
市
立
飯
田
東
中
学
校
教
頭

尾

曽

善

彦

町
を
ほ
と
ん
ど
焼
き
尽
く

し
た
大
火
を
二
度

と
起こ
す
ま
い
と、
幅
広
い
道
路
を
造
り
そ
の

中
央
を
防
火
帯
に
す
る
案
が
町
で
進
め
ら
れ
て

い
ま

し
た。
時
の
校
長
松
島
八
郎
先
生
は 、
出

張
で
行っ
た
札
幌
の
ポ
プ
ラ
並
木
の
美

し
さ
を

全
校
朝
会
で
生
徒
に
話

し
て
聞
か
せ
ま

し
た。

そ
し
て、
焼
け
跡
に
街
路
樹
が
必
要
なこ
と、

ヨ
ーロ
ッ
パ
に
あ
る
り
ん
ご
並
木
のこ
と
な
ど

昭和22年4 月 に起きた大火の焼け跡

を
語
り
ま

し
た。
そ
の
話
は
生
徒
の
心
に
感
動

を
呼
び 、
学
友
会
の
役
員
が
中
心
と
なっ
て、

自
分
た
ち
の
手
で
り
ん
ご
並
木
を
作
り
た
い
と

町へ
提
案

し
ま

し
た。
当
初 、
町
は
反
対

し
て

い
ま

し
た
が、
「
り
ん
ご
の
実
の
な
る
美

し
い

町
を」
「
り
ん
ご
の
実
を
盗
る
人
の
い
な
い
美

し
い
心
を
もっ
た
人
の
い
る
町
に」
と
い
う
生

徒
の
熱
意
を
受
け
入
れ
ま

し
た。
そ

し
て、
昭

和
二
十
八
年
十
一
月
四
十
七
本
の
樹
が
全
校
生

徒
の
手
に
よっ
て
植え
ら
れ、
り
ん
ご
並
木
が

誕
生

し
ま

し
た。

苦
難
を
乗
り
越
え

昭
和
三
十
年
六
月、
初
め
て
り
ん
ご
が
四
十

九
個
結
実
す
る
も、
盗
難
に
あ
い
収
穫
で
き
た

の
は
五
個
で

し
た。
市
民
か
ら
は
「

心
配

し
て

い
たこ
と
が
現
実
に
なっ
た」
な
ど、
厳し
い
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声
も
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
が、
新
聞
な
ど
で
報
道

さ
れ、
有
安
勇
さ
ん
な
ど
全
国
の
方
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
激
励
の
言
葉
に
励
ま
さ
れ、
生
徒
は
心

を
強
く

し
て
作
業
に
取
り
組
み
ま

し
た。
昭
和

四
十
三
年
に
は、
ヵ
l

ブ
l

ム
の
た
め
駐
車
場

が
不
足

し、
「
り
ん
ご
並
木
を
削っ
て
駐
車
場

を
造
れ」
と
い
う
声
が
一
部
市
民
の
聞
か
ら
出

ま
し
た。

し
か

し、
生
徒
はこ
の
問
題
を
よ
そ

に
毎
週

土
曜
日
の
午
後
に
な
る
と、
手
に
手
に

道
具
を
持
ち
学
校
か
ら
り
ん
ご
並
木
ま
で
歩い

て
行
き
黙
々
と
手
入
れ
を
続
け
ま

し
た。
い

つ

し
か、
駐
車
場
問
題
は
解
消
さ
れ、
り
ん
ご
並

木
は
多
く
の
市
民
か
ら
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た。

地
域
と
共
に
学
ぶ

平
成
四
年
か
ら、
人
が
集い
憩
え
る
並
木
に新しくなった並木通 り

し
よ
う
と
り
ん
ご
並
木
整
備
事
業
が
始
ま
り、

そ
の
構
想
会
議
に
東
中
の
生
徒
も
参
加

し、
平

成
十一
年
生
徒
の
意
見
や
ア
イ
デ
ア
を
取
り
入

れ
た
り
ん
ご
並
木
は
装い
を
新
た
に

し
ま

し
た。

そ
し
て、
二
十
六
本
十
一
種
類
の
り
ん
ご
の
樹

が
育つ
並
木
も
今
年、
五
十
周
年
を
迎
え
ま
す。

四
月
白い
花
が
咲
き、
五
月
小
さ
な
実
がい

くつ
も
で
き
る
頃 、
並
木
愛
護
週
間
が
始
ま
り

ま
す。
並
木
の
歴
史
や
意
義
を
学び 、
自
ら
の

取
り
組
み
を
振
り
返
り、
一
年
間
の
並
木
作
業

へ
の
決
意
を
新
た
に

し
ま
す。
ま
た、
専
門
家

の
指
導
を
受
け、
地
域
の
方
と
協
力

し
て
全
校

で
摘
果
作
業
を
行い
ま
す。
こ
の
時
期
か
ら、

十
一
月
下
旬
ま
で
各
ク
ラ
ス
四 、
五
人
が
並
木

当
番
に
な
り
毎
日
放
課
後、
除
草
作
業
等
を
交

代
で

し
ま
す。
六
月
に
は、
地
元
の

農
業
高
校

と
「

花い
っ
ぱ
い
交
流
会」
を
行い、
並
木
花

壇へ
花
の
苗
を
植
え
ま
す。
花
壇
が
並
木
を
美

し
く
飾
る
九
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
収
穫
作

業
を
行い
ま
す。
収
穫

し
た
り
ん
ご
は、
福
祉

施
設 、
公
共
機
関
な
ど
に
配
布

し
ま
す。
十
二

月、
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て、
有
機
堆
肥
を

手
で
撒
き、
樹
の
根
元
に
敷
き
藁
を

し
ま
す。

一
月
下
旬 、
豊
作
を
願っ
て、
専
門
家
の
方
と

共
に
努
定
作
業
を

し
ま
す。

生
徒
は、
こ
れ
ら
の
体
験
を
通

し
て、
い
の

ち
の
尊
さ
や
勤
労・
奉
仕
につ
い
て
な
ど
学び 、

並
木
作
業
が
で
き
る
こ
と
に
感
謝
す
る
心
と
ま

ち、、つ
く
り
に
参
加

し
て
い
る
東
中
生
と

し
て
の

誇
り
を
培っ
てい
き
ま
す。
ま
さ
に、
地
域
と

と
も
に
学ぶ
も
う一

つ
の
教
室
とい
っ
て
よ
い

で
しょ、っ 。

地
域
へ
の
発
信
を

飯
田
市
の
シン
ボ
ル
と
なっ
た
り
ん
ご
並
木
，/

 

は、
地
域
の
財
産
と

し
て、
市
民
に
よ
る
町
づ
・伊

く
り
の
シン
ボ
ル
と

し
て、
今
ま
で
以
上
に
地
向

域
の
方
と
共
に
守
り
育
て
てい
くべ
き
も
の
と
M

考
え
てい
ま
す。
そ

し
て、
作
業
だ
け
で
な
く 、
凶

り
ん
ご
並
木
で
行
う
新
た
な
活
動
を
創
造

し、

州

発
信

し
てい
くこ
と
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
仰

る
と
考
え
てい
ま
す。

hw

 

w

 

w

 

，，，

 

，J

 

nドhH

 

9 �1l 月 に行われる収穫作業
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引

き

算

型

ま

ち

づ

く

り

の

事

始

め

前
回
滋
賀
県
豊
郷
町
に
お
け
る
伝
統
的
な
校

舎
の
取
り
壊
し
に
ま
つ
わ
る
話
題
で
引
き
算
型

ま
ち
づ
く
り
を
論
じ、
手
本
に
な
る
ま
ち
づ
く

り
事
例
と
し
て
大
い
に
期
待
し
た
が、
リ
コ
ー

ル
を
成
功
さ
せ
た
後
の
選
挙
結
果
を
見
る
限
り、

リ
コ
ー
ル
運
動
を
推
進
し
た
住
民
組
織
が
破
れ

て
し
ま
い、
元
の
木
阿
弥
に
期
し
て
し
ま
っ
た

感
じ
で、
住
民
運
動
の
難
し
さ
を
痛
感
し
た。

こ
と
の
顛
末
は
何
も
分
か
ら
な
い
の
で
判
断

の
仕
様
が
な
い
が、
結
果
を
知
る
限
り
残
念
の

一
語
に
尽
き
る。
リ
コ
ー
ル
を
押
し
進
め
た
住

民
組
織
の
中
で
何
が
語
ら
れ、
ど
う
取
り
組
ま

れ
た
の
か
は
知
る
由
も
な
い。
が、
あ
そ
こ
ま

で
盛
り
上
が
っ
て
い
た
リ
コ
ー
ル
成
立
直
後
の

町
長
選
挙
で
あ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
と、
そ

の
裏
に
残
さ
れ
る
要
因
と
し
て
の
何
か
が
気
に

な
っ
て
仕
方
が
な
い。

選
挙
の
度
に
聞
か
れ
る
言
葉
に
雪
崩
現
象
と

い
う
の
が
あ
る。
意
味
の
違
い
は
あ
る
が、
私

の
町
に
も
よ
く
聞
か
れ
る
言
葉
に、
投
票
に
際

し
て
「
死
票」
は
投
じ
た
く
な
い
と、
下
馬
評

に
耳
を
貸
し
な
が
ら、
優
位
な
候
補
者
を
判
断

し、
投
票
す
る
類
の
有
権
者
は
少
な
く
な
い。

雪
崩
現
象
な
ど
は、
運
動
の
成
果
と
と
も
に
こ

ん
な
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
現
象
か
も
し
れ
な
い。

選
挙
の
度
に
不
愉
快
な
思
い
を
さ
せ
ら
れ
る

行
為
は
少
な
く
な
い
が、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形

成
に
悪
し
き
慣
習
と
し
て
今
も
根
付
い
て
い
る

も
の
に、
有
権
者
を
組
織
で
縛
る、
地
域
で
固

(1""'. 

(

八
)

め
る
な
ど、
旧
来
型
の
選
挙
戦
術
は
相
変
わ
ら

ず
常
套
手
段
と
し
て
健
在
で
あ
る。
こ
の
こ
と

が、
時
に
は
地
域
社
会
を
構
成
す
る
住
民
個
々

が
長
い
も
の
に
は
巻
か
れ
ろ
と、
「
私」
と
い

う一
番
大
切
な
も
の
を
他
人
に
委
ね
る
慣
習
か

ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
現
実
を
知
り、
正
し
て

い
く
運
動
も
ま
た
引
き
算
型
ま
ち
づ
く
り
の一

環
で
あ
ろ
う。
豊
郷
町
の
住
民
が
こ
ん
な
環
境

の
中
に
置
か
さ
れ
て
い
た
と
は
思
い
た
く
は
な

い
が、
真
撃
に
考
え
た
上
で
の
選
択
で
あ
る
と

す
れ
ば、
よ
そ
者
が
結
果
を
見
て
論
じ
て
も
仕

方
が
な
い。
・
・
・
。
行
政
へ
の
主
体
性
を
発

揮
す
る
住
民
と
は
何
な
の
か。

行
政
へ
の
住
民
参
加

住
民

参〆加
と
い
う一
言
葉
は、
こ
れ
ま
で
に
随

分
と
使
い
古
さ
れ
て
き
た
が、
ま
だ
ま
だ
健
在

で
あ
る。
そ
し
て
こ
の
言
葉
は
行
政
活
動
の
推

進
の
過
程
で
頻
繁
に
使
わ
れ
て
き
た
し、
こ
れ

か
ら
も
使
い
続
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る。

よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と、
住
民

参〆加
は
住

民
主
体
と
は
異
な
っ
て
い
る。
参
加
と
い
う
以

上
は
主
体
が
あ
っ
て
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り、

住
民
が
主
体
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば、
住
民
参
加

を
指
し
て
い
う
べ
き
言
葉
で
は
な
い。
住
民
の

行
政
参
加
で
あ
れ
ば
領
け
る
言
葉
で
あ
る。

こ
れ
ま
で
長
年
に
わ
た
っ
て
行
政
が一
人
歩

き
し
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い。
と
は
い
え
議

会
が
あ
り、
各
種
の
審
議
会
や
委
員
会
が
形
づ

く
ら
れ
て
い
る
以
上、
住
民
に
知
ら
し
め、
検

討
の
場
を
与
え、
協
議
に
参
加
し
た
形
に
は
な

っ
て
い
る。
引
き
算
型
と
し
て
考
え
た
い
の
は、

手
続
き
な
ど
形
式
が
整っ
て
お
れ
ば
そ
れ
で
よ

し
と
し
た
職
場
体
質
に
対
し
て、
矛
盾
を
感
じ

て
欲
し
い
し、
見
直
し
た
い
こ
と
で
あ
る。

戦
後
六
十
年
に
も
な
る
の
に、
「
行
政
は
御

上
で
あ
る」
と
思っ
て
い
る
住
民
が
未
だ
か
っ

て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る。
悲
し
い
こ
と
で

は
あ
る
が
そ
の
証
拠
に、
何
か
制
度
の
改
悪
等

当
事
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
こ
と
が
実
施
さ
れ

た
と
き
な
ど、
「
御
上
の
や
る
こ
と
だ
か
ら
仕

方
が
な
い」
と
い
う
言
葉
が
返っ
て
く
る。
行

政
と
住
民
の
聞
に
情
報
の
交
換
が
な
く、
真
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
形
づ
く
ら
れ
て
い
な

い
結
果
で
あ
ろ
う。

北
海
道
ニ
セ
コ
町
が
制
定
し
た
「
ニ
セ
コ
町

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例」
(
平
成
十
二
年
十
二

月
二
十
七
日
条
例
四
十
五
号)
は、
十
四
章
四

十
五
条
か
ら
な
っ
て
お
り、
各
条
毎
に
情
報
の

開
示
と
町
民
の
参
加
が
明
記
さ
れ
て
い
る。
さ

ら
に
そ
の
前
文
に、
『
ま
ち
づ
く
り
は、
町
民

一
人
ひ
と
り
が
自
ら
考
え、
行
動
す
る
こ
と
に

よ
る
「
自
治」
が
基
本
で
す。
私
た
ち
町
民
は

「
情
報
共
有」
の
実
践
に
よ
り、
こ
の
自
治
が

実
現
で
き
る
こ
と
を
学
ぴ
ま
し
た。』
(
中
略)

と
あ
る。
町
長
を
ト
ッ
プ
に
し
た
行
政
側
も、

四
千
五
百
余
人
の
町
民
も
「
ま
ち
づ
く
り」
を

(級勝、
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合
い
言
葉
に、
住
民
自
治
の
確
立
に
遁
進
し
て

い
る。
参
考
ま
で
に
そ
の一
条
を
紹
介
し
よ
う。

(
条
例
制
定
等
の
手
続
き)

第
四
十
二
条

町

は、

ま
ち"
つ
く
り
に
関
す
る
重
要
な
条
例
を
制

定
し、

又
は
改
廃
し
よ
う
と
す
る
と
き
は、

次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き、

町
民

の
参
加
を
図
り、

又
は
町
民
に
意
見
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

ご

関
係
法
令
及
び
条
例
等
の
制
定
改
廃

に
基
づ
く
も
の
で、

そ
の
条
例
の
制
定

改
廃
に
政
策
的
な
判
断
を
必
要
と
し
な

い
場
合

(
ニ
)

用
語
の
変
更
等
簡
易
な
改
正
で
そ
の

条
例
に
規
定
す
る
事
項
の
内
容
に
実
質

的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
場
合

(
三)

前
二
号
の
規
定
に
準
じ
て
条
例
の
制

定
改
廃
の
議
案
を
提
出
す
る
者
(
以
下

「
提
案
者」

と
い
う。)

が
不
要
と
認

め
た
場
合

こ
の
よ
う
な
条
文
を
読
み、
我
が
町
に
当
て

は
め
て
考
え
て
み
る
と、
議
会
議
員
が
ど
ん
な

反
応
を
示
す
の
か、
選
挙
で
選
ば
れ
た
町
民
の

代
表
と
し
て
の
存
在
が
暖
味
に
な
り、
引
い
て

は
議
会
軽
視
と
し
て
反
乱
が
起
き
そ
う
で
あ
る

が、
こ
こ
に
も
提
案
す
る
側
か
ら
の
ア
カ
ウ
ン

タ
ピ
リ
テ
ィ
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
証
が
窺
え

る。
羨
ま
し
い
と
い
う
よ
り
は、
見
習
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る。

さ
て、
住
民
が
主
体
的
に
行
政
に
参
画
で
き

る
場
づ
く
り
は
こ
と
の
ほ
か
重
要
で
あ
る
が、

ニ
セ
コ
町
の
よ
う
に
は
い
か
な
い。
引
き
算
型

ま
ち
づ
く
り
を
形
づ
く
る
上
で、
行
政
事
務へ

の
町
民
の
参J
加
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
見
直
し

は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が、
そ
の
取
り
組
み
は

容
易
で
は
な
い。

例
え
ば
市
町
村
に
は、
多
様
な
条
例
の
中
に

そ
れ
ぞ
れ
審
議
会
等
の
設
置
が
規
定
さ
れ
て
い

る。
法
的
に
設
置
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
性
格
の

も
の
か
ら、
任
意
に
設
置
さ
れ
る
も
の
ま
で
相

当
の
数
に
上
る。
都
市
計
画
審
議
会、
公
民
館

運
営
審
議
会、
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
な
ど、

数
え
れ
ば
五
つ
や
六
つ
の
審
議
会
が
存
在
す
る。

審
議
会
そ
の
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
が、
そ
の
設
置
目
的
や
効
果

に
対
し
て
疑
念
を
抱
き
た
い
事
例
は
少
な
く
な

い
で
あ
ろ
う。
審
議
会
と
は、
「
行
政
機
関
に

付
置
さ
れ、
特
定
の
事
項
に
つ
き
審
査
し
-評
議

す
る、
合
議
制
の
機
関。」(
日
本
国
語
大
辞
典・

小
学
館)
と
あ
る
が、
真
意
の
ほ
ど
は
よ
く
わ

か
ら
な
い。

私
が
町
役
場
で
行
政
事
務
に
携
わ
っ
た
拙
い

経
験
で
知っ
た
審
議
会
と
は、
質
的
に
は
名
前

ば
か
り
で
あ
り、
個
々
の
行
政
計
画
等
に
関
し

て
「
審
査
し、
評
議
す
る
合
議
制
の
機
関」
と

は
ほ
ど
遠
い
感
じ
が
し
て
な
ら
な
い。
構
成
メ

ン
バ
ー
の
選
任
は、
法
律、
条
例
等
で
特
定
さ

れ
る
も
の
を
除
い
て
は、
行
政
事
務
を
所
管
す

る
担
当
課
若
し
く
は
担
当
者
に
選
任
の
権
限
が

与
え
ら
れ
る
が、
そ
の
基
準
は
実
に
暖
昧
で
あ

る。
特
に
町
村
な
ど
小
規
模
な
自
治
体
の
場
合、

専
門
的
な
知
識
を
求
め
ら
れ
る
審
議
会
委
員
に

適
す
る
人
材
は
皆
無
に
近
い。
多
く
の
場
合
は

公
的
な
肩
書
き
を
拠
り
所
に
し
て
選
任
さ
れ
る

こ
と
が
多
い。
ま
た
任
意
に
選
任
す
る
場
合
は、

行
政
に
都
合
の
い
い
人
材
が
登
用
さ
れ
る
こ
と

で、
住
民
参
加
の
建
前
が
整
え
ら
れ
る。
い
わ

ゆ
る
行
政
計
画
の
追
認
機
関
と
し
て
機
能
す
る。

事
業
の
善
し
悪
し
を
審
議
す
る
機
関
に
は
ほ
ど

遠
い
人
選
に
な
る
実
例
は
少
な
く
な
い。

よ
く
専
門
的
な
知
識
を
持
つ
研
究
者
等
を
委

員
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
場
合、
な
ぜ
か
交
通

費
や
宿
泊
費、
委
員
報
酬
な
ど
の
負
担
が
ネ
ッ

ク
に
な
っ
て
ご
破
算
に
な
っ
て
し
ま
う。
こ
こ

に
も
本
音
よ
り
も
建
て
前
と
し
て
の
審
議
会
や

委
員
会
が
優
先
し
て
し
ま
う
と
な
る
と、
ま
ち

づ
く
り
に
は
ほ
ど
遠
い
行
政
体
質
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い。

進
ん
だ
ま
ち
づ
く
り
型
の
自
治
体
を
見
て
い

る
と、
こ
れ
ら
専
門
的
な
人
脈
と
し
て
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
確
立
し
て
お
り、
常
に
客
観
的
に

ま
ち
づ
く
り
を
評
価
す
る
仕
組
み
が
で
き
あ
が

っ
て
い
る
こ
と
を
知
り、
改
革
を
図
り
た
い
も

の
で
あ
る。

内
子
町

岡
田

文
淑
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私
は、
新
居
浜
市
で
生
ま
れ
育
ち
ま

し
た。

大
学
時
代
を
除い
て
十
九
年、
新
居
浜
で
過

ご
し
て
い
ま
す。

大
学
卒
業
後、
新
居
浜
市
内
に
あ
る
ケ
ー

ブ

ル
テ
レ
ビ
局
に
就
職

し、
学
生
時
代
と
は
違っ

た
視
点
でこ
の
町
を
見
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た。

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

今
の
会
社
で
働い
て
い
て、
よ
かっ
た
な
あ

と
思
うこ
と
は、
新
居
浜
に
は、
私
と
同
じ
よ

う
に
新
居
浜
を
愛
す
る人
が
た
く
さ
ん
い
るこ

と
を
発
見
で
き
たこ
と
で
す。

そ
の
上 、
そ
の
人
た
ち
はこ
の
町
を
愛
す
る

気
持
ち
を
形
に

し
よ
う
と
頑
張っ
てい
ま
す。

新
居
浜
に
は、
「

昭
和
通
り」
と
い
う
商
店

街
が
あ
り
ま
す
が、
今
は
お
店
を
畳
ん
でい
る

所
も
多
く 、
お

世
辞
に
も
賑
わっ
て
い
る
と
は

言
え
ま
せん。

し
か

し、
昔
な
が
ら
の
伝
統
や
技
術
を
守っ

て
営
業
を
続
け
て
い
る
お
店
も
あ
り
ま
す。

新
居
浜
市
商工
会
議
所
で
は、
商
店
街
の
中

に
あ
る
こ
ういっ
た
お
店
の
知
ら
れ
ざ
る
魅
力

を
引
き
出
そ
う
と、
一
般
の
人
が、
そ
の
店
主

さ
ん
に、
簡
単
な
講
習
の
よ
う
な
も
の
を
行っ

て
も
らっ
た
り、
実
際
に
伝
統
技
術
を
見
せ
て

も
らっ
た
り
で
き
る
よ
う
な
場
を
作
る
試
み
を

始
め
てい
ま
す。

ま
た、
太
鼓
祭
り
が
有
名
な
新
居
浜
に
は、

太
鼓
祭
り
を
和
太
鼓
で
表
現

し
て
い
る
「

勇
太

鼓」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す。

そ
の
「

勇
太
鼓」
を
若い
人
た
ち
に
受
け
継

ご
う
と、
「

勇
太
鼓
保
存
会」
が
和
太
鼓
教
室

を
聞
き、
指
導
を
行っ
てい
ま
す。

そ
の
他
に
は、
市
内
に
あ
る
巨
木
百
本
を「
わ

思いを形にする

株式会社
ハ ー ト ネ ッ ト ワ ー ク

水 田ひ と み

新居浜市

が
ま
ち
名
木
百
選」
と

し、
市
民
に
新
居
浜
に

残
る
自
然
を
知っ
て
も
ら
い、
共
に
大
事
に

し

てい
こ
う
と、
巨
木
百
本
の
写
真
や
説
明
な
ど

の
展
示
を

し
た
り
す
る
人
た
ち
も
い
ま
す。

思
い
を
行
動
に
す
るこ
と
は、
と
て
もエ
ネ

ル
ギ
ー

のい
る
こ
と
で、
ま

し
て
や
そ
れ
を
他

人
に
伝え
る
と
な
る
と、
様
々
な
苦
労
が
あ
る

と
思
い
ま
す。

そ
れ
で
も、
活
動
を
続
け
て
い
る
の
は
本
当

に
新
居
浜
が
好
き
だ
か
ら
なん
で

しょ
う
ね。

私
は
毎
日
の
仕
事
でこ
ん
な
素
敵
な
人
た
ち

に
出
会
うこ
と
が
で
き、
本
当
に
嬉

し
い
で
す。

私
に
で
き
るこ
と
は、
今
の
仕
事
を
通
じ
て、

こ
の
よ
う
な
素
敵
な
人
々
や
新
居
浜
の
魅
力
を

広
く

市
民
に
知っ
て
も
ら
うこ
と
だ
と
思い
ま

す。私
も、
み
ん
な
に
続い
て、
新
居
浜
を
好
き

な
気
持
ち
を
形
に

し
て
い
き
たい
と
思い
ま
す。

昭和通 り 商店街の梶田屋商店さんで雪駄の轟緒を
立てる と こ ろ を見せていただきま し た。
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市
町
村
合
併
に
よ
り
行
政
の
枠
組
み
や
呼
称

が
変
わ
る
こ
と
は、
想
像
以
上
に
地
域
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
ま
す。
地
名
に
は
そ
の

音
や
意
味
に
様
々
な
地
域
の
歴
史
や
文
化
が
刻

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す。
私
の
実
家
は
長
崎
県

の
島
原
市
と
い
う
所
に
あ
り
ま

し
た。
住
所
は

「
南
千
本
木
町」。
そ
の
名
の
通
り
山
の
麓
の

こ
の
町
に
は
多
く
の
木
々
が
あ
り
ま
す。
そ
こ

は
い
わ
ゆ
る
開
拓
地
で、
祖
父
の
代
に
切
り
拓

い
て
いっ
た
所
で

し
た。
小
字
を
「

開
拓」
と

い
い
ま

し
た。
た
か
だ
が
五
十
年
ほ
ど
前
の
話

で
す。
こ
の
名
前
が
意
味
の
な
い
も
の
に
置
き

換
え
ら
れ
た
と

し
ら、
亡
き
祖
父
の
悲

し
み
は

計
り
知
れ
な
い
も
の
と
思
い
ま
す。

今
新

し
く
生
ま
れ
る
ま
ち
の
名
前
に
対
す
る

異
論
が
続
出

し
て
い
ま
す。
そ
れ
は
新

し
い
名

前
に
歴
史
性
や
文
化、
地
域
を
感
じ
ら
れ
な
い

か
ら
に
他
な
り
ま
せん。
ま
た
漢
字
か
ら
仮
名

標
記
に

し
た
名
称
に
も
反
論
が
多
い
よ
う
で
す。

こ
ち
ら
は
わ
か
り
や
す
さ
の
名
の
下
に
漢
字
と

い
う
文
化
を
な
い
が

し
ろ
に

し
て
い
る
か
ら
で

し
ょ
う。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
物
議
を
醸

し
出
す

の
は
決
定
の
方
法
が
お
か

し
い
の
も
原
因
の
ひ

とつ
で
す。
一
見
民
主
的
で
あ
る
か
の
よ
う
な

方
法
で
決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が、
本
当

に
民
主
的
で
あ
る
な
ら
ば
こ
れ
ほ
ど
の
反
論が

出
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん。
地
名
は
文
化
財
だ

• • • • • • • • 

と
い
う
人
が
多
く
い
ま
す。
漢
字
も
ま
た
然
り

で
す。
今
回
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
地
名
(
文

化
財)
が
失
わ
れ
るの
な
ら
ば、
松
山
城
や
宇

和
の
開
明
学
校 、
先
日
国
の
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
た
新
居
浜
の
広
瀬
邸
だっ
て、
民
主
主

義
の
名
の
下
に
破
壊

し
て
も
い
い
と
い
う

理
屈

に
なっ
て

し
ま
い
ま
す。

遺
跡
の
発
掘
調
査
で
は、
一
片
の
土
器
が
地

歴史文化を

ま も り伝える と い う

仕事の社会的意義

邦宏

宇和町
教育委員会
高木

域
の
歴
史
解
明
に
重
要
な
意
味
を
持つ
場
合
が

あ
り
ま
す。
物
言
わぬ
語
り
部
か
ら
話
を
引
き

出
す
の
が
私
た
ち
の
仕
事
で
す
が、
そ
こ
に
は

様
々
な
考
え
方
や
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す。

平
た
く
い
う
と

理
念
と
方
法
で
す。

理
念
と
方

法
に
裏
付
け
ら
れ
た
資
料
は、
教
科
書以
上
に

地
域
の
歴
史
を
雄
弁
に
語
り
ま
す。
こ
れ
は
決

し
て
お
金
で
買
え
な
い、
よ
そ
の
も
の
と
は
換

え
ら
れ
な
い
地
域
固
有
の
財
産
で
す。
そ

し
て

そ
れ
を
ど
う
伝え
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
も

私
た
ち
は
知
恵
を
絞
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せん。

今
や
単
に
も
の
や
形
だ
け
を
残
す
今
ま
で
の
博

物
館
的
な
考え
に
と
ど
まっ
て
い
て
は
い
け
な

い
の
で
す。
周
囲
の
環
境
も
含め
て
ま
も
り
伝

え
て
い
くべ
き
時
代
で
す。
こ
こ
で
い
う
環
境

と
は
自
然
的
環
境
だ
け
で
な
く 、
そ
こ
に
住
む

人
間
や
景
観
な
ど
の
人
文
的
環
境
も
ひっ
く
る

め
た
も
の
で
す
(
そ
う
い
う
意
味
で
は
地
名
も

大
事
な
環
境
な
の
で
す
が)。
ガ
ラ
ス
ケ
ー

ス

の
中
だ
け
で
は
見
え
な
い、
本

来
あっ
た
環
境

の
中
で

し
か
得
ら
れ
な
い
も
の
は
多
い
は
ず
な

の
で
す。

文
化
や
歴
史
を
ま
も
る
と
は
ど
う
い
う
社
会

的
意
義が
あ
る
の
か。
こ
うい
う
時
代
だ
か
ら

こ
そ、
ゆっ
く
り
と
真
剣
に
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す。
そ
ん
な
わ
た

し
た
ち
に

とっ
て、
温
故
知
新
と
い
う
言
葉
は
示
唆
的
で

す。
確
固
た
る

理
念
と
方
法
を
もっ
て
地
域
の

歴
史
や
文
化
と
い
う
固
有
の
財
産
を
引
き
出

し

豊
か
に
物
語
る、
わ
た

し
た
ち
の
仕
事
に
は
そ

ん
な
意
義
と
喜
び
が
あ
り
ま
す。
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松
野
町
の
キ
ャ
ンペ
ー
ン
お
ば
さ
ん
(
お
姉

さ
ん
け)
の
毎
回
の
文
章
を
楽

し
み
に
「

舞
た

う
ん」
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま

し
た

ら、
な
ん
と
担
当
者
さ
ま
か
ら
の
白
羽
の
矢
が

こ
の
私
に

ぐっ
さ
り
と
刺
さっ
て

し
ま
い
ま

し

た。隅
田
さ
ん
のパ
ワ
ー

に
は
いつ
も
触
発
さ
れ

て
ば
か
り
な
の
で
す
が、
南
予
の
元
気パ
ワ
ー

の
次
は、
東
予
の
ご
ちゃ
混ぜ
パ
ワ
ー

を
ご
紹

介
す
る
の
も
味
が
変
わっ
て
よ
ろ

し
か
ろ
う
と

ペ
ン
な
らぬ
キ
ー

を
叩
くこ
と
に
あ
い
な
り
ま

し
た。
さ
て
さ
て
如
何
な
り
ま
すこ
と
や
ら。

変
化
す
る
新
居
浜

私
の
場
合
は、
新
居
浜
で
生
ま
れ
て
十
一
年

で
父
の
転
勤
が
決
ま
り、
以
後
何
回
か
転
勤
を

繰
り
返

し、
新
居
浜
に
戻っ
て
か
ら
十
八
年
間

と
い
う
月
日
が
流
れ
て
い
ま
す。
そ
の
問 、
い

ろ
い
ろ
な
方
と
め
ぐ
り
合
い、
「

ま
ち、、つ
く
り

活
動」
に
関
わ
り
だ

し
て
か
ら
も
す
で
に
十
年

余
り
の
年
月
が
流
れ
て
お
り
ま
す。

思
い
返
せ
ば、
特
に
「

ま
ちさつ
く
り」
と
い

う
意
識
を
持っ
て
行
動
し
て
き
た
訳
で
は
な
く 、

振
り
返
る
と
足
跡
と
道
が
出

来
て
い
る
よ
う
だ

と
い
う
の
が
正

し
い
表
現
だ
と
思
い
ま
す。

も
と
も
と
人
聞
大
好
き
の
性
格
故
か、
本
当

に
素
晴
ら

し
い
先
輩
や
仲
間
に
恵
ま
れ
ま

し
た。

新
居
浜
が
元
気
な
ま
ち
で
あっ
て
ほ

し
い
と
か、

新居浜太鼓祭 り ( 1 0月 1 6� 1 8 日 )

住
ん
で
て
よ
かっ
た
と
言
え
る
ま
ち
に

し
よ
う

と
か、
お
互
い
に
い
い
生
き
方
が
で
き
た
ら
い

い
ね
と
か。
そ
れ
が
紳
に
なっ
た
の
で
は
な
い

か
と
思っ
て
い
ま
す。
そ
の
舞
台
と
し
て
は、

新
居
浜
は
非
常
に
変
化
に
富ん
だ
ス
テ
ー

ジ
を

提
供

し
て
く
れ
ま
す。

今
ホ
ッ
ト
な
新
居
浜
の
情
報
と
い
え
ば、
ま

ず
愛
媛
県
で
初
め
て
の
合
併
と
い
う
ニュ
ー

ス

に
な
る
と
思
い
ま
す
が、
愛
媛
県
で二
番
目
に

大
き
な
街
と、
西
日
本
一
小
さ
な
村
がこ
の
四

月
一
日
に
合
併

し
ま

し
た。
別
子
山
村
は
新
居

浜
市
に
とっ
て
は、
生
み
の
親
と
も圭一
ヲん
る
村

で
あ
り、
歴
史
的つ
な
が
り
で
こ
の
合
併
が
最

良
の
選
択
だっ
た
とき中え
る
「

新
し
い
新
居
浜

づ
く
り」
を、
行
政
も
市
民
も一
体
と
なっ
て

進
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す。
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新
居
浜
の
魅
力
を
発
信

さ
て、
魅
力
度
大
幅ア
ッ
プ
の
新
居
浜
市
で

す
が、
これ
か
ら
が
知
恵
の
出

し
どこ
ろ。
い

ろ
い
ろ
な
動
き
が
始
まっ
て
い
る
よ
う
で
す。

合
併
を
記
念

し
た
イ
ベン
ト

は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と、
新
居
浜
の
魅
力
を
発
信
す
る
市
民ポ
l

タ
ル
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
よ
う
と

し
て
い
た
り、

昨
年、
国土
交
通
省
の
事
業
と

し
て
立
ち
上
が

り、
本
年
度
は
新
居
浜
市
及
び
間
新
居
浜
市
観

光
協
会
の
事
業
と

し
て
継
続
が
予
定
さ
れ
て
い

る
「

新
居
浜コ
ン
シェ
ル
ジェ」
と
い
う
ネッ

ト
の
中
で
の
新
居
浜
の
ご
案
内、
さ
ら
に
附
新

居
浜
市
観
光
協
会
の
ホ
l

ム
ペ
l

ジ
も
運
営
開

始
を
予
定し
て
お
り
ま
す。
観
光
面
で
の
施
策

も
新
規
・

継
続
も
含
め
てパ
ワ
1

ア
ッ
プ

し
て

い
る
よ
う
で
す。

と、
こ
こ
ま
で
キ
l

を
打っ
て、
私
の
現
職

を
ご
紹
介

し
て
い
な
い
こ
と
に
気
がつ
き
ま

し

た。
大
変
失
礼
致

し
ま

し
た。
実
は、
刷
新
居

旧別子 - 接待館跡の煉瓦塀

浜
市
観
光
協
会
の
事
務
局
長
に
就
任

し
て
今
年

で
四
年
目
に
入っ
た
と
こ
ろ
(

理
事
兼
任
で
は

三
年
目)
で、
観
光
振
興
の
奥
深
さ
に
あ
の
手

こ
の
手
と
攻
め
て
は
お
り
ま
す
が、
ま
だ
ま
だ

試
行
錯
誤
の
真っ
最
中 、
未
だ
出
口
の
見
え
な

い
状
況
に
お
り
ま
す。

新
居
浜
の
観
光
と
言
え
ば、
勇
壮
華
麗
な
太

鼓
祭
り
と、
産
業
遺
産
と

し
て
の
別
子
銅
山
に

まつ
わ
る
遺
跡
や
建
造
物
群
な
ど
が
中
心
と
な

り、
さ
ら
に
海
か
ら
別
子
山
の
大
自
然のロ
ケ

ー
ショ
ン
も
季
節
の
変
化
を
添
え
て、
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
展
開
さ
れ
ま
す。

今
年
は
特
に、
マ
ス
メ
デ
ィ

アへ
の

登
場
回

数
の
影
響
も
あっ
て、
早
春
か
ら
花
を
追
い
か

け
る
方
々
が
後
を
絶
た
ず 、
開
花
状
況
の
お
問

い
合
わ
せ
が
数
多
く

寄せ
ら
れ
ま

し
た。

桜
に
始
ま
り、
クマ
ガ
イ
草 、
ア
ケ
ボノ
ツ

ツ
ジ 、
ツ
ガ
ザ
ク
ラ、
ア
カ
モ
ノ 、
ア
ヤ
メ、

ショ
ウ
ブ、
シャ
ク
ヤ
ク、
ア
ジ
サ
イ
等

、々

俄
か
に
植
物
学
者
を
気
取
れ
る
ほ
ど
の
状
況
で

し
た。
確
か
に
標
高
差
を
切
り
口
と
す
る
な
ら、

桜
も一
ヶ
月
間
咲
き
続
け
て
い
るこ
と
に
な
り

ま
す

し、
大
自
然
を
背
景
に
す
る
と
山
野
草
の

存
在
感
が

ぐっ
と
増

し
ま
す。

こ
れ
ら
の
魅
力
を
外
側
に
向
かっ
て
広
く

発

信
す
る
仕
組み
と、
内
側
に
お
い
て
は、
お
も

て
な

し
の
メニ
ュ
ー

を
た
く
さ
ん
ご
用
意
す
る

必
要
が
で
て
き
ま
す。
さ
ら
に、
交
通
手
段
や

宿
泊
等
の
情
報
も
不
可
欠
で
す。

人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に

そ
れ
と
私
が
大
切
に

し
た
い
の
は、
や
は
り

人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
で
す。
ど
こへ
行っ
て

き
た
か
で
は
な
く 、
そこ
で
何
を

し
て
き
た
か

と
か、
ど
ん
な
人
に
あっ
た
か
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が、
人
の
記
憶
に
長
く

残る
思
い
出
と
な

る
と
思
い
ま
す。
そ

し
て、
ま
た
会
い
た
い
な

と
思
え
る
人
が
多
く

住
む
ま
ち
が
新
居
浜
で
あ

っ
て
ほ

し
い
と
思
い
ま
す。

お
蔭
様
で、
人
と
出
会
う
の
が
仕
事
の
よ
う

な
職
場
で
す
の
で、
新
居
浜
に
は
元
気
人
が
た

く
さ
ん
い
らっ

し
ゃ
る
の
が
ラ
イ
ブ
で
わ
か
り

ま
す。
さ
ら
に、
ボ
ラン
テ
ィ
ア
団
体
の
事
務

局
も
持
た
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で、

み
な
さ
ん
のパ
ワ
l

に
圧
倒
さ
れっ
ぱ
な

し
の

毎
日
で
す。

ま
た、
協
会
の
事
業
と

し
て
年
間
の
イ
ベン

ト
も
多
い
の
で
す
が、
こ
こ
で
も
素
敵
な
新
居

浜
人
に
め

ぐ
り
合
うこ
と
が
出

来
て、
嬉し
く

て
嬉

し
く
て、

しっ
ぽ
プン
プン
の
状
態
で
す。

こ
の
新
居
浜
人
の
魅
力
を
今
回
の
ご
依
頼
を

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て、
少

し
ご
紹
介
で
き

れ
ば
と
い
う
とこ
ろ
で、
残
念
な
が
ら

次
回
で

す。
せっ
か
く
キ
l

を
打つ
音
も
リズ
ム
に
乗

っ
て

来
た
の
で
す
が、
乞
う
ご
期
待と
い
うこ

と
に
致

し
ま
す。
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第 24 弾
近代化遺産 シ リ ー ズ

戦時遺産について

岡崎事
近
代
化
遺
産
の
中
に
は、
土
木、
産
業、
建

築
の
分
野
の
他
に、
戦
時
系
の
遺
産
が
あ
る。

二
十
世
紀
は
戦
争
の
世
紀
だっ
た
と
も
言
わ
れ

る。
県
内
で、
そ
れ
ら
の
い
くつ
か
を
拾っ
て

み
よ
う。

写
真
①
は、
江
戸
末
期
の
砲
台
跡。
元

、々

日
本
の
近
代
は、
国
防
意
識
の
目
覚
め
か
ら
始

まっ
た
と
言っ
て
も
過
言
で
は
な
い。
幕
末
期

(
嘉
永
六
年
・

一
八
五
三)
にペ
リ
ー

が
浦
賀

へ
やっ
て
き
て、
外
国
に
対
す
る
関
心
が
過
剰

な
ま
で
に
高
ま
る。
愛
媛 、
い
や
伊
予
の
場
合

は、
そ
れ
以
前
に
宇
和
島
藩
な
ど
で
は、
高
野

川口》々eレム肺'ト》

長
英
に
よ
り

久
良
砲
台
(
現
・

城
辺
町)
が
す

で
に
築
か
れ
て
い
た。
同
三
年
(一
八
五
O)

のこ
と
だっ
た。

以
後、
安
政二
年
(
一
八
五
五)
に
は、
同

藩
に
よ
り
樺
崎
砲
台
(
写
真
②)
が
設
置
さ
れ

る。
設
計
は
村
田
蔵
六
(
後
の
大
村
益

次
郎)

と
さ
れ、
宇
和
島
湾
口
を
臨み 、
洋
式工
法
に

よ
り
大
砲
が
五
門
置
か
れ
た。
同
年、
今
治
の

桜
井
海
岸
に
も
松
山
藩
の
手
で
お
台
場
が
築
か

れ、
今
も
か
ろ
う
じ
て
そ
の
土
盛
り
が
残っ
て

い
る。
外
国
の
脅
威
に
備え、
全
国
各
地
で
そ

の
よ
う
な
施
設
が
築
造
さ
れ
て
い
く 、
そ
れ
が

幕
末
と
い
う
時
代
で
あっ
た。

や
が
て
戊
辰
の
役
を
経
て、
大
政
奉
還
に
よ

り
明
治
と
な
り、
西
南
戦
争 、
日
清・
日
露
戦

争 、
第一

次
世
界
大
戦
な
ど、
近
代
国
家
と

し

て
い
くつ
も
の
戦
争
経
験
の
後
に、
時
代
は
あ

20 

4 復元整備された樺崎砲台
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ひ き よ し

久良砲台 ・ 台場下の石塁 砂

の
太
平
洋
戦
争
に
突
入
す
る。

写
真
③
は、
戦
時
迷
彩。
当
時、
全
国
各
地

で
もつ
ば
ら
に
見
ら
れ
た
も
の。
米
軍
機
に
よ

る
空
襲
に
際

し、
白壁
は
目
立つ
の
で
出

来
る

だ
け
黒
く
塗
るこ
と
が、
当
局
よ
り
通
達
さ
れ

る。
か
く

し
て
日
本
中
の
白壁
と
い
う
白
壁
は

全
て
墨
色
に
迷
彩
さ
れ
た。
県
庁
本
館
や
松
山

測
候
所
(
現
松
山
地
方
気
象
台・
持
田
町)
な



ど
も
塗
ら
れ
た
ら

し
い。

し
か

し、
こ
の
倉
は

の
式
典
に
は
必
ず
白
い
手
袋
を
は
め
た
校
長
先

八
幡
浜
市
千
丈
地
区
の
山
の
斜
面 、
郷
と
い
う

生
の
手
に
よっ
て
う
や
う
や

し
く
会
場
に
運
ば

集
落
に
あ
り、
松
山
市
の
よ
う
な

H
お
町H
で

れ、
み
な
最
敬
礼
で
迎
え
た。
従っ
て
生
徒
は、

は
な
い。
モ
チ
ロ
ン
空
襲
な
ど
な
かっ
た
の
だ

普
段
で
も
こ
の
奉
安
殿
の
前
を
通
る
と
き、
や

が、
周
囲
が
み
な
塗っ
て、
二戸
だ
け
塗
ら
な

は
り
最
敬
礼

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

い
わ
け
に
も
い
か
な
い。
非
国
民
扱
い
さ
れ
か

戦
後、
マ
ツ
カ
l

サ1
が
コ
l
ンパ
イ
プ
を

ね
な
い
時
代
風
潮
な
の
だ。
今
と
なっ
て
は、

く
わ
え
て
厚
木
飛
行
場
に
降
り
立っ
た
時
点
か

ア
l
ト
な
壁
に
見え
る
く
ら
い、
縦
横
無
尽
に

ら、
米
軍
G
H
Q
に
よ
る
日
本
統
治
が
始
ま
る

塗つ
で
あ
る。

が、
彼
が
ま
ず
やっ
た
こ
と
は、
軍
需
施
設
の

写
真
④
も、
そ
う

し
た
防
災
意
識
が
暮
ら

し

徹
底
破
壊
と
こ
の
奉
安
殿
の
撤
去
だっ
た。
軍

の
中
で
普
通
の
感
覚
と

し
で
あっ
た
時
代
の
証

国
主
義
教
育
の
象
徴
とみ
な
さ
れ、
そ
れ
は
そ

明。
西
条
市
氷
見
で
見つ
け
た
「

防
空
用
水」。

う
い
う
事
情
で
瞬
く
間
に
日
本
の
中
か
ら
消
え

防
火
で
は
な
く
防
空。

た
・
・
・

ハ
ズ
だっ
た。

そ
れ
か
ら、
先
ご
ろ
岡市
禎
瑞
地
区
で、
ト

し
か

し、
こ
こ
に
こ
う

し
て
ナマ
奉
安
殿が

ン
で
も
な
い
も
の
を
発
見

し
た。
い
や、
正
確

存
在

し
て
い
る。
こ
れ
がア
ノ 、
話
に
は
聞い

に
は
地
元
の
郷
土
史
家
三
木
秋
男
先
生
か
ら
教

て
い
た
奉
安
殿
な
の
か
!

私
は
チ
ト

興
奮

し
て

わっ
た。
そ
れ
が
写
真
⑤
の
ナ
ン
ト
「

奉
安

し
まっ
た。
無
い
は
ず
の
も
の
が
こ
こ
に
あ
る。

。、hω1

、強固司4勾

殿」
! 、

旧
禎
瑞
小
学
校
か
ら
移-
V

Y :

設
さ
れ
た
も
の
だっ
た0
・

4・

と
言っ
て
も、
若
い

世
代
に
は
ピ

一

ン
とこ
な
い
ハズ。
戦
前
期
に
は、

日
本
中
の
学
校
に
設
置
さ
れ
た
も

肘VE

の
で、
中
に
は「
御
真
影」
と「
教

11J

育
勅
語
謄
本」、
あ
る
い
は
国
旗

な
ど
が
納
め
ら
れ
で
あっ
た。
ゴ

シ
ンエ
イ
と
は、
い
や

し
く
も
か

し
こ
く
も
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
お

写
真
の
こ
と。
そ
れ
ら
は、
何
か

西
条
市
内
に
は、
ま
だ
調
査
中
だ
が
五
基
の
同

様
の
も
の
が
残っ
て
い
るこ
と
も
分
かっ
て
き

た。
ウ
l
ン、

し
ば
ら
く
西
条
か
ら
目
が
離
せ

な
く
な
り
そ
う
だ。
イ
ン
タ
ー

ネッ
ト

で
調べ

る
と、
国
内
で
は
沖
縄
や
平
塚
市、
水
沢
市
な

ど
に
も
存

在
す
る
が、
愛
媛
県
内
で
は
初
報
告

HH40
 
担wv

昭
和
二
十
年
に
敗
戦
を
迎
え、
あ
れ
か
ら
五

十
八
年。
戦
後
生
ま
れ
で
さ
え
還
暦
が
近
い
ほ

ど
の
年
月
が
過
ぎ
去っ
た
今、
そ
う

し
た
戦
時

遺
産
の
記
録
は、
時
間
的
に
聞
き
取
り
調
査
の

ギ
リ
ギ
リ
の
段
階
に
差

し
掛かっ
て
い
る。
情

報
を
お
持
ち
の
方
は
お
知
ら
せ
願
い
た
い。

干
七
九
九
l一二

一
一一一

伊
予
市
上
吾
川
二
二
|

五
岡
崎マ
デ

開!呂田-
Eo
EN
呉-
@己OE己OE
2
E
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ま

ち

づ

く

り

考

『

境

界

領

域

「
境
界
領
域」

と
い
う
空
間

現
在
も
活
躍
さ
れ
て
い
る
地
域
づ
く
り
活
動

家
の
方
々
に
よっ
て一
九
九
五
年
十
一
月
ま
で

四
O
号
に
わ
たっ
て
発
行
さ
れ
た
地
域
文
化
誌

『
ジ
・

ア
l

ス』
に
「

境
界
領
域」
と
い
う
言

葉
が
た
び
た
び

登
場

し
ま
す。
最
終
号
が
発
行

さ
れ
た
の
は
既
に
八
年
前
に
な
り
ま
す
が、
経

済
状
況
に
多
く
の
課
題
が
あ
り、
社
会
全
体
に

閉
塞
感
が
広
が
り、
グロ
ー

バ
ル
化
の
大
き
な

潮
流
の
中
で
地
域
が
改
め
て
注
目
さ
れつ

つ
あ

る
現

在、
こ
の
「

境
界
領
域」
は
あ
ら
た
め
て

考
え
て
み
る
価
値
を
持つ
言
葉
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す。

「
境
界」
と
い
う
概
念
は
と
て
も
厳
格
な
響

き
を
持っ
て
い
て、
互
い
に
接
す
る
異
な
る
主

体
の
聞
に
明
ら
か
な
線
が
引
か
れ
て
い
て、
両

者
が
対
立
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
印
象
を
受

け
ま
す。

し
か

し、
こ
こ
に
「

領
域」
と
い
う

言
葉
をつ
け
て
広
が
り
を
持
た
せ
る
と、
対
立

的
な
印
象
が
薄
れ、
空
間
の
イ
メ
ー

ジ
が
変
化

側
え
ひ
め
地
域
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー

』

を
考
え

る

し
ま
す。
そ
こ
で
は
両
者
を
分
け
る
境
界
線
が

暖
昧
に
な
り、
相
互
が
影
響

し
あ
う
場
が
準
備

さ
れ、
そ
れ
に
よっ
て
新

し
い
も
の
が
生
ま
れ

や
す
く 、

多様
性
に
富
む
空
間
に
な
り
ま
す。

自
然
の
中
に
も
そ
の
よ
う
な
空
間
の
例
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す。
例
え
ば、
川
の
岸
辺
や

海
の
波
打
ち
際
で
す。
水
と

土
の
接
す
る
と
こ

ろ、
川
の
流
れ
に
接

し、
あ
る
い
は
波
に
洗
わ

れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
空
間
は
水
の
動
き
の
微
妙

な
変
化
を
受
け、
驚
く
ほ
ど
多
様
性
の
あ
る
生

命
活
動
が
生
ま
れ
る
場
所
と
なっ
て
い
ま
す。

こ
の
よ
う
な
事
は
人
工
的
に
垂
直
に
立
て
ら
れ

た
コ
ン
ク
リ
ー
ト

護
岸
の
と
こ
ろ
で
は
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
す。
自
然
に
あ
る
生
命

体
は
周
辺
の
環
境
に
適
応
すべ
く 、
生
存
の
た

め
に
進
化

し
続
け
て
い
ま
す
が、
こ
れ
ら
の
空

間
は
正
に
そ
の
よ
う
な
生
命
現
象
の
宝
庫
で、

自
然
環
境
の
維
持
と
い
う
点
で
も
極
め
て
重
要

な
場
所
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す。

地
域
社
会
が
持
つ
「
境
界
領
域」

統
括
部
長

脇

安

生

地
域
と
い
う
人
間の
生
活
空
間
に
お
い
て
も

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考え
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
い
ま
す。
地
域
の
中
か
ら
見
て
外
の
地
域
と

の
交
流
が
行
わ
れ
る
空
間
と
い
う
よ
う
な
イ

メ
ー

ジ
で

しょ
う
か。
も
ち
ろ
ん
物

理
的
な
空

間
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く 、

観
念
的

な
も
の
で
も
い
い
の
で
す
が、
こ
の
よ
う
な
空

間
で
は
地
域
の
素
材
が
地
域
外
の
異
な
る
環
境

か
ら
の
刺
激
に
よっ
て
変
化

し、
あ
る
い
は
外

か
ら
入っ
て
く
る
素
材
が
地
域
内
の
環
境
に
よ

っ
て
新
た
な
も
の
に
変
容
す
る
と
い
う
創
生
の

プロ
セ
ス
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す。

た
だ、
他
の
地
域、
外
の
人
々
と
の
接
点
が

あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
こ
の
よ
う
な
「

境
界
領

域」
が
自
動
的
に
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

に
は
な
り
ま
せん。
そ
こ
に
は
幾つ
か
の
要
件

が
必
要
に
な
る
と
思
い
ま
す。
ま
ず 、
そ
こへ

の
参
加
者
が
地
域へ
の
問
題
意
識 、
課
題へ
の

気
付
き
を
持っ
て
い
る
こ
と
で
す。
同
じ
よ
う

に
新
聞
記
事
を
見
て
い
て
も
興
味
の
な
い
話
題

は
記
憶
に
残
ら
な
い
よ
う
に、
問
題
意
識
を
持
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戸時有

っ
て
い
な
け
れ
ば
的
確
な
情
報
に
触
れ
る
こ
と

は
難
し
く
な
り
ま
す。
二
つ
目
は
客
観
的
な
観

察、
角
度
を
変
え
て
見
る
と
い
う
視
点
の
ず
ら

し
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す。
周
り
の
情
報

に
対
す
る
謙
虚
さ
が
な
く
独
善
的
に
な
っ
て
い

て
は、
仮
に
有
益
な
情
報
に
接
し
て
い
て
も
適

切
な
判
断
が
で
き
な
く
な
り
ま
す。
そ
し
て、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
た
め
の
言
葉
の

能
力
も
大
切
で
す。
地
域
の
言
葉
だ
け
で
な
く

「
境
界
領
域」
に
お
い
て
使
わ
れ
る
言
葉
を
理

解
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。
情
報
を
正
し

く
認
識
し、
吸
収
し、
そ
し
て
地
域
内
に
伝
え

て
い
く
力
も
必
要
に
な
り
ま
す。

変

化
へ

の

適

応

に

お

け

る

「

境

界

領

域
」

現
在
の
情
報
技
術
の
進
展、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
拡
大、
人・
物
の
流
動
性
の
高
ま
り
は
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
「
境
界」
を
取
り
払
う
方
向
で

動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す。
そ
し
て
経
済

社
会
に
お
け
る
効
率
性
の
追
求
と
個
人
レ
ベ
ル

で
の
価
値
観
の
多
様
化
は
こ
れ
ま
で
地
域
が
持

っ
て
い
た
個
性
を
希
薄
な
も
の
に
し、
他
の
地

域
と
の
均
質
化、
同一
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

き
ま
す。
し
か
し、
個
性
あ
る
地
域
が
失
わ
れ

て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
方
向
と
は
思
え
ま
せ

ん。
社
会
の
豊
か
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
そ

の
独
自
性
を
維
持
し
な
が
ら
外
の
環
境
変
化
に

適
応
し
て
い
く
こ
と
で
生
ま
れ
ま
す。
そ
こ
で

は
外
の
地
域
か
ら
孤
立
す
る
の
で
も
な
く、
と

い
っ
て
外
の
地
域
と
同一
化
す
る
の
で
は
な
い

対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す。
独
自
性
の
確
保
が
孤

立
に
な
ら
な
い
よ
う
に、
そ
し
て
環
境へ
の
適

応
が
均一
化
に
な
ら
な
い
よ
う
に、
そ
の
間
で

上
手
く
舵
取
り
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。

こ
れ
は
完
全
に
組
織
化・
秩
序
化
さ
れ
た
安

定
的
な
状
態
で
も
な
く、
と
い
っ
て
カ
オ
ス
の

よ
う
な
混
乱
し
た
状
態
で
も
な
い
と
い
う
「
境

界
領
域」
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
で、
ち
ょ
う

ど
熱
力
学
の
理
論
か
ら
生
ま
れ
た
「
カ
オ
ス
の

縁」
と
い
う
概
念
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
思
え
ま
す。
「
カ
オ
ス
の
縁」
で
は

多
様
性
が
生
ま
れ、
小
さ
な
動
き
を
核
に
し
て、

新
た
な
も
の
が
「
創
発」
さ
れ、
自
己
組
織
化

が
お
こ
っ
て
く
る
と
さ
れ
て
い
ま
す。
社
会
に

お
け
る
不
確
定
要
素
が
増
加
し、
社
会
全
体
の

不
安
定
感
が
高
ま
っ
て
く
る
と、
小
さ
な
波
動

が
大
き
な
う
ね
り
に
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
り

ま
す。
現
在
の
よ
う
な
社
会
状
況
で
は、
一
人

一
人
の
動
き
の
そ
の
地
域
に
与
え
る
影
響
が
こ

れ
ま
で
以
上
に
大
き
く
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま

す。
小
さ
な
動
き
の
積
み
重
ね
が
ど
こ
か
の
時

点
で、
地
域
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
す。

「

境

界

領

域
」

に

お

け

る

観

点

進
化
と
い
う
の
は、
そ
れ
に
参
加
し
て
い
る

川1プ
レ
イ
ヤ
ー
た
ち
が、
全
速
力
で
自
ら
を
変
化

さ
せ
て
い
る
過
程
な
の
だ、
と
い
う
説
が
あ
り

ま
す。
環
境
に
適
応
し
つ
つ
変
化
し
て
い
く
こ

と
は
生
存
の
た
め
に
必
須
の
プ
ロ
セ
ス
で
す。

あ
る
状
態
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
生
存
不
適

格
者
に
な
る
こ
と
で
す。
し
か
し、
か
と
い
っ

て
た
だ
流
れ
の
ま
ま
に
む
や
み
に
変
化
す
る
と

い
う
の
で
は
混
乱
に
つ
な
が
り
ま
す。

環
境
変
化
に
適
応
で
き
な
い
地
域
は
停
滞
し

ま
す。
自
分
の
地
域
の
み
を
見
て
い
て
外
を
見

な
け
れ
ば、
地
域
に
遺
る
伝
統
を
守
る
と
い
う

意
味
で
は
良
い
よ
う
に
見
え
ま
す
が、
い
ず
れ

担
い
手
が
い
な
く
な
り、
結
局
地
域
聞
の
比
較

の
な
か
で
淘
汰
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
可
能

性
が
高
く
な
り
ま
す。
し
か
し、
逆
に
外
の
環

境
ば
か
り
気
に
し
て
そ
れ
に
同
調
す
る
こ
と
ば

か
り
考
え
て
い
た
の
で
は、
地
域
の
独
自
性
は

失
わ
れ、
地
域
の
魅
力
は
薄
れ
て
い
き
ま
す。

外へ
指
向
し
た
繋
が
り
を
持っ
て
い
る
か、
そ

の
繋
が
り
か
ら
生
ま
れ
る
影
響
を
地
域
に
引
き

込
む
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
加

え、
地
域
に
あ
る
既
存
の
風
土、
文
化、
産
業

等
の
独
自
性
を
十
分
に
意
識
し
な
が
ら
そ
の
変

化
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が

鍵
に
な
り
ま
す。
「
何
を
遣
し、
何
を
伝
え
て

い
く
か」
を
常
に
考
え
て
い
く
こ
と。
こ
れ
は

こ
の
「
境
界
領
域」
に
お
け
る
重
要
な
観
点
の

一
つ
だ
と
考
え
ま
す。
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!

一
年
で、
セ
ン
タ
ー
を
卒
業
?
!
卒
論
を
書

か
せ
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
光
栄

な
こ
と
?
と
は
思っ
て
い
る。
で
も
な
!
正
直

一
年
は
短
い。
と
り
あ
え
ず、
感
じ
た
こ
と、

こ
れ
か
ら
の
目
標
な
ど
を
綴
る
こ
と
に
し
よ
う

と
思
う。

今
、

自

分

は

何

が

で

き

る

?

平
成
十
四
年
四
月
か
ら一
年
間、
人
生
で
最

も
意
義
深
く、
お
そ
ら
く
二
度
と
経
験
す
る
こ

と
が
で
き
な
い一
年
間
を
送っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う。

自
分
が
い
か
に
地
元
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で

い
た
か
と
い
う
こ
と、
人
と
の
出
会
い
が
何
物

に
も
代
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
貴
重
で
大
切
だ
と
感

じ
た
こ
と、
物
事
の
本
質
を
見
る
目
を
養
う
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と、
挙
げ
れ
ば
き
り
が

、
尚
、.
nv

Jho

iv

 

地
域
づ
く
り
と
い
う
広
大
な
分
野へ
一
歩
足

を
踏
み
入
れ
た
訳
で
あ
る
が・
・
・
ま
だ
ま
だ

未
知
の
領
域
だ
ら
け
で
あ
る。
こ
れ
か
ら
の
自

分
な
り
の
目
標
は、
地
域
の
若
者
の
代
表
と
し

て
見
聞
を
広
め
る
こ
と、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
を

集
約
し
反
映
さ
せ
る
こ
と。
早
急
に
手
を
付
け

な
い
と
い
け
な
い
の
は、
み
ん
な
の
意
見
が
出

f初脇、

る
よ
う
な
場
所
づ
く
り
!一
人一
人
が
関
心
を

持
つ
よ
う
し
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し、
一

人一
人
が
地
域
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
自
覚
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

時
間
は
流
れ、
い
よ
い
よ
市
町
村
合
併
へ
突

入
し
て
い
く。
つ
く
づ
く
思っ
て
い
る
こ
と
は、

合
併
に
つ
い
て
協
議
す
る
場
に
何
故、
若
者
が

い
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
一
部
の
お

偉
い
さ
ん
が
話
し
合っ
て
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い

く。
い
ま
だ
に
不
思
議
で
な
ら
な
い。
合
併
後、

地
域
を
担
う
若
者
の
意
見
が
ま
る
で
反
映
さ
れ

て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?
逆
に、
若

者
に
も
聞
い
た
い。
こ
れ
か
ら
の
地
域
を
担
う

の
は
自
分
た
ち
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
の
か
?
他

人
事
と
思っ
て
い
な
い
か
?
人
の
意
見
に
流
さ

れ
す
ぎ
で
は
な
い
か
?
今一
度、
考
え
て
欲
し

、‘
《》
上V

損

得
・

・

・

寂
し
い
か
な、
長
期
に
百一
る
不
景
気
で、
地

域
づ
く
り
は
停
滞
し
て
い
る
と
思
う。
と
い
う

よ
り
先
程
も
述
べ
た
が、
何
ご
と
に
も
無
関
心

な
風
潮
が
強
い。
自
分
だ
け
良
け
れ
ば
全
て
良

し
と
思
う
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か。

地
域
を
良
く
し
よ
う
と
す
る
な
ら、
ま
ず
損
得

勘
定
と
い
う
考
え
を
消
去
し
よ
う
!

些

細

な

こ

と

か

ら

は

じ

め

よ

う

!

F凧
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自
分
も
含
め
て
で
あ
る
が、
少
し
振
り
返っ

て
み
よ
う。
当
た
り
前
に
し
てい
たこ
と
が
当

た
り
前
に
で
き
て
ない
の
で
は
ない
だ
ろ
う
か。

例
を
挙
げ
て
み
よ
う。

身
近
なこ
と
で
で
き
て
な
い
の
が
「

あい
さ

つ」
じ
ゃ
ない
だ
ろ
う
か
?

不
思
議
なこ
と
に

年
を
取
る
ほ
ど
あい
さつ
し
な
く
な
る。
特
に

都
会
で
は、
あ
ま
り
目
に
す
るこ
と
が
ない。

一
番
簡
単
にコ
ミュ
ニ
ケ
ー

ショ
ン
を
取
れ
る

方
法
な
ん
だ
け
ど。
誰
し
も
小
さい
頃
は
元
気

よ
く
あい
さ

っ
し
てい
た
は
ず。
些
細
なこ
と

で
あ
る。

誰
で
も
出

来
る
地
域守つ
く
り
の
第一
歩
!

お

互
い
を
知っ
て
い
く

一つ
の
手
段
で
あ
る。

最
後
に

昨
年
手
が
け
た
セ
ン
タ
ー

発
行
の
本
「

え
ひ

め
の
地
域
づ
く
り
人
一
O
O
人」
で
私
が
取

材
を
担
当
し、
発
行
前
に
亡
く
な
ら
れ、
掲
載

で
き
な
かっ
た
方
がい
る。
そ
の
方
の
地
域
づ

く
り
に
対
す
る
思い
を
綴
る。

平
成
十
四
年
十二
月
某
日。
え
ひ
め
地
域
づ

く
り
研
究
会
議
代
表
運
営
委
員
で
も
あっ
た、

建
築
家
の
青
木
光
利
氏
を
取
材
し
た。
約一
時

間 、
地
域
づ
く
り
に
対
す
る
思い
や、
こ
れ
か

ら
の
地
域
づ
く
り
につ
い
て
語っ
てい
た
だい

た。①
十
五パ
ー

セ
ン
ト

い
つ
の
時
代
で
も、
百パ
ー

セ
ン
ト

の
人
で

地
域
づ
く
り
は
で
き
てい
ない。
十
五パ
ー

セ

ン
ト

の
人
が
志
を
持っ
て
い
れ
ば
何
と
か
な
る。

地
域
づ
く
り
の
第一
歩
は
自
分
と
違
う
性
格

を
持っ
た
友
達
を
二
人つ
く
るこ
と
か
ら
で
あ

ヲ。。ま
ち
づ
く
り
で
成
功
し
て
い
る
と
こ
ろ
は、

個
性
の
違
う
人
が
三
人
以
上
集
まっ
て
い
る。

一
人
で
グ
イ
グ
イ
引っ
張っ
て
い
る
地
域
も
あ

る
か
も
し
れ
ない
が、
そ
の
人
の
意
見
に
染
ま

り
ゃ
すい。
ま
た、

世
代
を
超
え
て
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
り
良い
も
の
が
で
き
る。

②
小
さい
方
が
・

小
さ
い
グ
ル
ー

プ
の
方
が
何
か
と
動
き
や
す

く
活
動
も
活
発
に
な
り
や
すい。
ど
ん
ど
ん
地

域
に
出
向い
て
地
域
か
ら
学ぶ
こ
と
が
大
事
で

あ
る。

③
悩み

次
世
代
にパ
ト
ンパ
ス
す
る
た
め
に
きっ
か

け
を
作っ
て
い
る
の
だ
が
・・
・

後
継
者
が
い

ない
の
が
現
状
で
は
ない
だ
ろ
う
か。
ま
だ
ま

だ
リ
ー
ダ
ー

の
力
不
足。
現
状
を
維
持
す
る
こ

と
が
全
て
で
は
な
い
の
で
は
?

組
織
づ
く
り
も

少
し
ずつ
で
もい
い
か
ら
変え
な
が
ら
進
め
て

い
こ、っ。

青
木
さ
ん
は、
と
て
も
優
しい
目
で
語っ
て

く
れ
た。

所
信
表
明

い
ろ
い
ろ
な
方
と
出
会い、
た
く
さ
ん
のこ

と
を
学ん
だ。
こ
れ
か
ら、
実
践
に
入
ら
な
け

れ
ば
な
ら
ない。
セ
ン
タ
ー

にい
た
頃
以
上
に、

ど
ん
ど
ん
い
ろ
ん
な
地
域
に
赴
き
た
く
さ
ん
の

こ
と
を
吸
収
し、
地
元
の
地
域
づ
く
り
に
活
か

し
て
い
き
たい。

※ 

昨
年一
年
間 、
お
会い
し
た
方

、々
お

世
話

に
な
り
ま
し
た。
改
め
て、
こ
れ
か
ら
も
ご
迷

惑
を
お
か
け
す
るこ
と
が
あ
り
ま
す
が、

し
く
お
願い
い
た
し
ま
す。

※ 

よ
ろ須ノ川公園内海村
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【研究員 レ ポ ー トJ

z fこ
し
〈

研
究
員

梅
村

裕
治

四
月
か
ら
当
セ
ン
タ
ー

に
派
遣
さ
れ
地
域、、つ

く
り
活
動
部
門
の
一
員
と
な
り、
期
待
と
不
安

の
中、
も
う
三
か
月
が
過
ぎ
ま

し
た。
新

し
い

環
境
の
中、
自
分
が
何
を

し
た
い
の
か、
何
が

で
き
る
の
か、
手
探
り
で
目
標
を
探

し
て
い
ま

す。
ま
ず
は
地
域
に
出
か
け
てい
き
ま
す
の
で、

ご
指
導
お
願い

し
ま
す。

地
元
につ
いて

自
分
が
生
ま
れ
育っ
た
地
元
と
は
ど
ん
な
所

だ
ろ
う
か。
海
が
あ
り、
そ
の
直
ぐ
背
後
に
は

急
峻
な
山
が
迫
り、
そ
の
合
間
の
少
ない
平
地

に
道
路
と
民
家
そ

し
て
限
ら
れ
た
田
畑
と
小
さ

な
谷
川
が
あ
る。
た
だ
「

そ
れ
だ
け」
と
考
え

て
い
た
訳
で
は
ない
が、
地
元へ
の
関
心
が
薄

かっ
たこ
と
に
気
づ
く。
こ
れ
で
は
地
元
を
誇

り
に
思
え
る
訳
が
無い。
で
も
地
元
とい
う
視

点
を
持
た
ず
見
過
ご

し
て

し
ま
う
人
も
結
構い

る
の
で
は
ない
だ
ろ
う
か。

し
か

し、
地
域
づ

く
り
に
取
り
組
む
人
達
は
地
元へ
の
意
識
が
ま

る
で
違
う。
地
域
づ
く
り
に
参
加
す
る
上
で
地

域
(
地
元)
を
知
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
なこ

と
を、
セ
ン
タ
ー

に
来
て
感
じ
る
よ
う
に
なっ

た。
そ
れ
を
特
に
感
じ
た
の
は、
内
子
町
石
畳

地
区
で
行
わ
れ
て
い
る
地
元
学
に
参
加

し
て
か

ら
で
あ
る。

内子石
畳地区

石
畳
地
区
は、
内
子
町
城
廻
か
ら
県
道
内

子
・

双
海
線
を
車
で
少

し
走っ
た
と
こ
ろ
に
あ

る。
こ
こ
で
は、
昭
和
六
十
二
年
に
自
分
達
の

生
ま
れ
育っ
た
地
域
に
思い
を
寄
せ
る
人
達
で

「
石
畳
を
思
う
会」
が
結
成
さ
れ
地
域
づ
く
り

が
始
まっ
て
い
る。
地
域
の
歴
史・
景
観
・

文

化
を
守
り
な
が
ら
地
域
づ
く
り
が
進
め
ら
れ、

農
村
の
象
徴
で
あっ
た
水
車
小
屋
の
復
活
や
古

い
農
家
の
造
り
を
そ
の
ま
ま
生
か

し
た
「

石
畳

の
宿」
な
ど
大
変
好
評
で
あ
り、「
村
並
み
保
存」

の
代
表
的
な
地
域
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る。
こ

こ
で
昨
年
か
ら
取
り
組
ま
れ
て
い
る
の
が、
地

元
学
で
あ
る。

地
元
学に
参加して

地
域
づ
く
り
を
す
る
上
で
最
も
重
要
なこ
と

は
地
域
を
知っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り、
「

ない

も
の
ね
だ
り」
を
す
る
の
で
は
な
く 、
「

あ
る

も
の
を
活
か
す」
こ
と
を
地
域
の
み
ん
な
で
み

つ
め
直

し、
さ
ら
に
よい
地
域
に
す
る
た
め
の

地
元
学。
早
速
班
分
け
を

し
て、
あ
る
も
の
探

し
に
出
か
け
た。

あ
る
農
家
に
お
邪
魔

し
て、
庭
に
咲い
てい

る
花
や
野
菜、
手
作
り
の
ほ
う
き
や
腰
掛 、
倉

庫
の
軒
下で
見つ
け
た
鬼
瓦 、
風
圧
で
選
別
す

る
脱
穀
機、
そ

し
て
昭
和
初
期
に
当
時
の
お
庄

屋
か
ら
譲
り

受
け
た
とい
う
漆
塗
り
の
お
碗
や

大
皿
な
ど
を
見
せ
て
頂い
た。
そ
の
一つ
一つ

に
地
域
の
文
化
や
習
慣
が
あ
り、
な
く
な
りつ

つ
あ
る
も
のへ
の
思い
出
や
懐
か

し
き
が
あ
り、

こ
こ
に
し
か
ない
も
の
を
見つ
け
るこ
と
が
で

き
た。
そ
の
素
材
を
も
と
に
絵
地
図
や
資
源

カ
ー
ド
を
作
り
共
有
で
き
る
情
報
を
ま
と
め
た。

※

※

 

地
元
を
み
ん
な
で
調べ
探

し
整

理
す
る
こ
と

で、
地
元
に

し
か
ない
自
然
・

歴
史・文
化
・

生
活
を
再
発
見
で
き、
何
を
守
り
伝え
残

し
て

い
く
の
か、
課
題
も
見
え
て
く
る
の
で
は
ない

だ
ろ
う
か。
誇
れ
る
地
元
に
暮
ら
す
た
め
に、

ま
ず
自
分
の
足
元
に
何
が
あ
る
か、
み
ん
な
で

「
あ
る
も
の
探

し」
に
出
か
け
て
み
ま
せん
か。

新
し
い
地
元
に
遇
え
る
は
ず。

三中 品 さぷぢ の周 1)

加 崎 町 I.:õ
回
"'.1'J 

私の班で調べ ま と めた絵地図

jf 
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滅勝司

ペ

自

然
レ

会

活

か

し

た

地

域

つ

く

り

!

三

重

県

宮

川

村

i

研

究

員

橋
岡

勝

先
日、
当
セ
ン
タ
ー
の
研
修
会
に
遠
く
三
重

県
か
ら
何
度
も
来
て
い
た
だ
い
て
い
る
三
重
県

自
治
会
館
組
合
の
杉
谷
知
也
さ
ん
と
い
っ
し
ょ

に、
三
重
県
宮
川
村
に
伺
い
ま
し
た。

宮
川
村
は、
日
本
で一
番
雨
が
多
い
地
域
で、

原
生
林
が
多
く
残っ
て
い
る
大
台
ケ
原
の
自
然

に
恵
ま
れ
た、
三
重
県
の
中
西
部、
奈
良
県
と

の
県
境
に
あ
る
人
口
約
四
千
人
の
村
で
す。
村

の
総
面
積
約
三
万
h
の
う
ち
九
十
六
%
が
森
林

で、
主
な
産
業
は
林
業
と
建
設
業。
村
に
流
れ

る
宮
川
は
平
成
三
年
と
十
二
年
に
全
国一
級
河

川
の
水
質
調
査
で一
位
に
な
り
ま
し
た。

宮
川
村
で
は、
そ
の
「
森
林」
や
「
自
然
の

水」
と
い
う
地
域
資
源
を
活
か
し
た
地
域
づ
く

り
が、
行
政
や
民
間、
N
P
O
な
ど
に
よ
っ
て

し
っ
か
り
と
さ
れ
て
い
ま
す。

水

は

山

の

特

産

品

ナ

チ
ュ

ラ

ル

ウ

ォ

ー

タ

ー

「

森

の

番

人
」

平
成
三
年
に
日
本一
き
れ
い
な
川
に
選
ば
れ

た
こ
と
を
き
っ
か
け
に、
村
の
若
者
た
ち
で「
森

と
水
を
守
る
会
フ
ォ
レ
ス
ト
キ
l
パ
l
ズ」

を
結
成。
有
限
会
社
を
設
立
し、
「
水
は
山
の

特
産
品
で
あ
る」
と
考
え
て、
平
成
六
年
「
ナ

チ
ユ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー

森
の
番
人」
を
販
売

し
ま
し
た。
東
京
を
中
心
と
し
た
宅
配
と
イ
ベ

ン
ト
な
ど
の
行
事
販
売
で、
年
間
六
千
万
円
の

売
り
上
げ
を
あ
げ
て
い
ま
す。

取
締
役
の
保
田
さ
ん
は
「
販
売
時
に
村
の
情

報
を
流
す
こ
と
で、
お
客
さ
ん
も
村
に
来
て
く

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し、
自
分
た
ち
も
村
を
見

つ
め
直
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た」
と、
地
域
の

特
産
品
は
商
品
と
し
て
だ
け
で
な
く
地
域
も
P

R
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
性
を
話
さ
れ
ま
し
た。

側
森
と
水
を
守
る
会
で
は、
村
の
自
然
に
お

礼
を
し
な
け
れ
ば
と
売
り
上
げ
の一
部
で
合
併

浄
化
槽
を
つ
くっ
た
り、
現
在
は
海
岸
の
都
市

部
の
人
と
河
川
清
掃
や
植
林、
海
岸
清
掃
を
し

て
交
流
も
図
ら
れ
て
い
ま
す。

自
然
体
験
で
環
境
教
育

大
杉
谷
自
然
学
校

大
杉
谷
自
然
学
校
は、
平
成
十
三
年
に
自
然

体
験
型
環
境
教
育
に
よ
る
人
づ
く
り、
交
流
を

目
的
に
設
立
さ
れ
た
N
P
O
組
織
で、
子
供
向

け
の
自
然
体
験
活
動
や
大
人
向
け
の
登
山・
ハ

イ
キ
ン
グ
を
通
し
た
体
験
ツ
ア
l、
地
域
の
教

育
力・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
な
ど
を
行っ
て

い
ま
す。
昨
年
度
は
六
十
八
本
の
事
業
で
延
べ

二
千
八
十
五
人
の
参
加
者
数
で
し
た。

特
徴
の
あ
る
事
業
と
し
て、
月一
回
実
施
さ

威内

れ
て
い
る
「
孫
さ
ん
キ
ャ
ン
プ」
が
あ
り
ま
す。

十
l
二
十
名
の
都
会
の
子
供
た
ち
が
二
泊
三
日

で
田
舎
の
お
じ
い
さ
ん、
お
ば
あ
さ
ん
と
魚
釣

り
や
薪
風
呂
に
入
っ
た
り
と
田
舎
体
験
を
さ
れ

て
い
ま
す。
宿
泊
は
民
泊
で、
子
供
四
人
と
ス

タ
ッ
フ一
人
で
泊
ま
る
形
で、
二
十
軒
ほ
ど
受

け
入
れ
て
も
ら
え
る
家
が
あ
る
そ
う
で
す。
ス

タ
ッ
フ
は
名
古
屋
や
大
阪
の
大
学
生。

「
こ
れ
か
ら、
自
然
は
残
る
か
も
し
れ
な
い

け
ど、
田
舎
の
人
の
考
え
方、
生
活
は
消
滅
し

て
し
ま
う
の
で
は。
環
境
教
育
を
通
し
て、
世

代
交
代
の
場
を
つ
く
り、
田
舎
の
生
活
の
伝
承、

生
き
る
力
の
育
成、
新
し
い
価
値
観
の
提
案
を

し
て
い
き
た
い」
と
の
事
務
局
の
保
田
さ
ん
の

話
に、
伝
え
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
痛
感
し

宇品
Iレ
れ~。
※

※

 

こ
の
ほ
か
に、
森
林
の
維
持
管
理
の
た
め
に

設
立
さ
れ、
地
元
や
U
タ
l
ン・
I
タ
l
ン
の

若
者
の
雇
用
の
場
と
な
っ
て
い
る
第
三
セ
ク
タ

ー
の
側
フ
ォ
レ
ス
ト
フ
ア
イ
タ
l
ズ
や、
宿
泊

施
設
や
体
験
施
設
を
持
つ
奥
伊
勢
フ
ォ
レ
ス
ト

ピ
ア、
村
内
の
四
つ
の
旧
小
学
校
区
の
す
べ
て

に
設
置
さ
れ
た
高
齢
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス・
村
役

場
の
支
所・
図
書
館
等
が
あ
る
地
域
総
合
セ
ン

タ
ー
な
ど、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
づ
く
り
を
さ
れ

て
い
ま
す。
宮
川
村
に
伺っ
て、
こ
れ
か
ら
求

め
ら
れ
る
自
立
し
た
地
域
を
感
じ
ま
し
た。
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- 媛の〈にフラッシュ ・

い つ き な だ

斎j難 か ら の や さ し い 潮風が心地 い い 、 憩 い
の オ ア シ ス 道 の 駅 「風早 の 郷 風和 里 」 が 、
今年 3 月 北 条 市 ス ポ ー ツ セ ン タ ー の す ぐ そ ば
に オ ー プ ン し ま し た 。

木造の駅舎 に は 、 道路情報や地元観光 イ ベ ン ト の 案 内
掲示板 や お 菓子等 の 特 産 品 販売 コ ー ナ 一 、 地元の食材 を
生 か し た 食事 を 提供す る レ ス ト ラ ン があ り ま す。 と な り
に は特産品販売所があ り 、 特 に 目 の 前 の斎灘 で そ の 日 に
獲 れ た 新 鮮 な 魚 が大 人 気 ! 地 元 産 の 野 菜 や 果物 、 い り
こ ・ 豆腐等の加工品 も 好評です。

そ し て 、 後 ろ の 高 台 に あ る 展望広場か ら は 鹿 島や忽那
諸島が一望 で き 、 さ わ や か気分が味 わ え ま す。

ぜ ひ 、 お 立 ち 寄 り く だ さ い !

〈営 業 時 間〉 午前 9 時 一 午後 6 時 (冬季は午後 5 時 ま で )
〈休 業 日 〉 な し (年 中 無休)
〈問い合わせ〉 道 の 駅 「風早 の郷 風和里J T E L 0 8 9 - 9 1 1 - 7 7 0 0  

.笑 う 町 に は福来 た る
兵庫 ・ 加美町 み ん な が主役の ま ち づ く り

亀地 宏著 神戸新聞総合出版 セ ン タ ー 1 ，  3 0 0 円 (税別 )

コ ウ ゾ全戸 1 株運動 で和紙の代名詞 「杉原紙」 を よ み がえ ら せ、 岩
座神 地 区 で は棚 田 オ ー ナ ー 制 度 、 箸荷地 区 で は村芝居 を復活 さ せ る な
ど集落 ご と に特色 あ る ま ち づ く り を 展 開 し て い る 兵庫 県加美町。 町 の
総合計画策定の コ ン サ ル タ ン ト に 、 吉本興業 を 起用 し た り も し て い る 。

フ リ ー ジ ャ ー ナ リ ス ト の 亀地宏氏が、 そ の ユ ニ ー ク な 活動 を 「杉原
紙の章」 、 「加美ふ る さ と 塾の 章」 な ど 9 章 に 分 け て 紹介。 そ れ ぞれ の
テ ー マ ご と に 出 発点 か ら 現状 ま で詳細 に書かれて い る 。

住民一人 ひ と り が 自 立 し 、 地域 を 考 え 、 行動 し て い る 加美 町 の ま ち
づ く り の秘訣が こ の 本 で読み取れ る 。 旬開削

k. 、
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Informa tion セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ
8 �I::I:: � の ま 古 づ ぐ り活亘書を アシス 介 L ま す

「 ま ち づ く り 活動アシ ス 卜 事業」 申 し 込み受付中

自 分達が活動 し て い る 中 で 、 実践者か ら 話 を 聞 き た い
集会や シ ン ポ ジ ウ ム を 開催 し た い

け ど 、 ノ ウ ハ ウ や資金がな く て … と 悩 ん で お ら れ る あ な た !
ま ち づ く り 活動 ア シ ス 下 事業 があ り ま す

一度 セ ン タ ー に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。
問 い 合わ せ ・ 申 し 込み先

財 団法 人 え ひ め 地域政策研究セ ン タ ー
松 山 市三番IIIJ 四丁 目 1 0 - 1 愛媛県三 番 町 ビ‘ ル 2 階

TEL 089-932- 7750 FAX 089-932-7760 
E-mai l  info @巴cpr . or . j p

干 790-0003

女セ ン タ ー か ら の発行物

『 え ひ め の 地域づ く り グ ル ー プハ ン ド ブ ッ ク 」 、 『全園 地域づ く り 先進 地 デー タ ブ ッ ク 』 に
引 き 続 き 、 地域づ く り 活動 を 実践 さ れ て い る み な さ ん に 少 し で も お 役 に 立 て れ ば と 作 り ま し
た 。 ご希望 の 方 は 、 送料実費 に て お わ け し ま す 。

• 11 え ひ め の地域づ く り 人 1 0 0 人」

「地域づ く り は 人 づ く り 」 と よ く 言 わ れ ま すが、 今回 は 「 人」 に ス
ポ 1 ト を 当 て て 「 え ひ め の 地域づ く り 人 1 0 0 人』 を 作成 。 愛媛
県 内 の 地域づ く り 活動 者の ネ ッ ト ワ ー ク で あ る 「 え ひ め 地域づ く り
研究会議」 の 運営委員 の 方 々 な ど関係機 関 の ご推薦 を 受 け な が ら 人
選 し 、 取材 に ご協 力 い た だ い た " 地域づ く り 人 1 0 0 人 " を 掲 載。
巻末 に 「地域づ く り . N P O ・ ボ ラ ン テ ィ ア 団体代表者一 覧」 を 収
録。 B 5 版

'M) えひめ地域紋様研究セyター

B O O K  I N FOR MAT I O N  
・ 〈地域人〉 と ま ち づ く り

中 沢孝夫著 @MEa
-

巾
沢孝夫
れ・2
3
1
?
I
f
--・
21

7 0 0 円 (税別)

ま ち づ く り 、 地域活性化論 の 決定版 !
い ま 、 全 国 各地 で 個 人 に よ る ま ち づ く り が同 時発生的 に 始 ま っ て い

る 。 な ぜ行政主導 の 地域活性化 は失敗 し 、 彼 ら は 成功 し て い る の か。
そ の 秘密 を さ ぐ る 。

「 個 人 が主導す る ま ち の 活性イヒ」
「 多 く の 知 恵、 を 集 め る ー ア メ リ カ の 地域再生」
「地域 を 舞台 に ま ち お こ しー 11�Iヒ の 屋台』 の物語」
「 ま ち づ く り が人 も 育 て る ー 『黒壁』 の や っ た こ と 」
「都市 の 景観 と ま ち づ く り 」 な ど 8 章 に 分け て掲載。

講談社現代新書
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