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ー景観 、暮らし 、物語1

「
ま
ち
な
み
」

や
「
む
ら
な
み
」

は、

な
ぜ
美
し
い
と
感
じ
る
の
で
し

ょ、
つ
か
っ

先
人
の
暮
ら
し
ゃ
叡
智、

文
化
や

産
業
な
ど
の
ま
ち
の
息
づ
か
い
、

長

い
月
日
を
か
け
自
然
が
創
り
出
し
た

造
形
な
ど、

ぬ
く
も
り
あ
る
郷
愁
の

物
語
が、

今
な
お
綴
り
続
け
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
た、

時
代
の
大
き
な
潮
流
に
流

さ
れ
る
こ
と
な
く、
自
分
た
ち
の
「
ま

ち
な
み
」

や
「
む
ら
な
み
」

を
そ
れ

ぞ
れ
が
常
に
意
識
し
続
け
る
と
い
う

こ
と、

守
り
伝
え
て
い
く
が
た
め
に

行
動
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
が、

い

か
に
困
難
で
あ
る
か
想
像
に
難
く
な

い
か
ら
こ
そ、

羨
望
や
憧
慌
と
い
っ

た
レ
ン
ズ
を
通
し
て
「
ま
ち
な
み
」

や
「
む
ら
な
み
」

に
人
は
酔
う
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

か
つ
て
ど
の
地
域
に
も
「
ま
ち
な

み
」

や
「
む
ら
な
み
」

が
確
か
に
存

在
し
て
い
た
は
ず
:・
。

(
編
集
子

鵜
野)

表
紙
の
言
葉

久
し
振
り
に
三
津へ
立
ち

寄っ
た。
活
気
付
い
た
人
の

気
配
や
港
ら
し
い
面
白
さ
を

感
じ
る
事
も
な
く
静
か
で
薄

べ
っ
た
く
見
え
た。

港
に
出
た
ら
渡
し
船
か
ら

人
が
降
り
て
来
た。
ま
た
乗

っ
た
人
を
向こ
う
岸
ま
で
運

ん
で
行っ
た。

昔 、
自
転
車
と
共
に
乗
船

し
た
が 、
船
ま
で
の
段
が
高

く、
ゆ
ら
ゆ
ら
と
細
長
く
伸

び
て
い
た。
サ
ー
カ
ス
の
よ

う
な
恐
ろ
し
い
想
い
を
し
た

渡
し
船
は
姿
を
変
え
て
健
在。

柳
原
あ
や
子



飛
騨の
古
川町
は
昨
年
一
月
まで
は
一
万
六
千人

の
小
さ
な
町で
し
た
が、
今
は二
町二
村が
合
併
し 、

三
万
人
の
飛
騨
市にな
り
ま
し
た。

三
年前 、
古
川町
はN
H
K
朝
の
連
続ド
ラマ「
さ

く
ら」
の
舞
台で
あ
り 、
当
時
は
観
光
客で
大
変
賑

わ
う
町で
し
た。
毎
日
が
古
川
祭
り
の
よ
う
な
人
出

が
あ
り 、

古
い
町
並
み
は
車
の
通
行
も
ま
ま
な
ら
な

い
時
も
あ
り
ま
し
た。

し
か
し 、
お
蔭
様で
今
は
めっ
き
り

観
光
客
も
減

り 、
町
民
はこ
れ
で
古
川ら
し
い
静
け
さ
が
戻っ
て

き
て
ほっ
と
で
き 、
今おこ
し
に
なっ
て
い
らっ
し

ゃ
る
観
光
客
の
方
に
も
ちゃ
んと
し
た
お
もて
な
し

が
で
き
ると
喜ん
で
お
り
ま
す。

か
つ
て
古
川町
は
さ
し
た
る
特
徴
も
な
い
農
業と

商
業
の
町
で
し
た
が、
七
十
九
年
に
青
年
会
議
所
を

中
心と
する
若手
有
志
た
ち
が
古
川の
ま
ち
づ
く
り

の
基
本
研
究
を
始
め、
足
か
け三
年で
ま
ち
づ
く
り

の
V
T
R
「ふ

る
さと
に
愛
と
誇
り
を」
を
製
作
し

た
の
を
契
機
に、

彼等
が
各
種
団
体
の
リー
ダー
と

なっ
て、
観
光
協
会
の
盟
事
た
ち
に
働き
か
け
た
の ゆ

Bd
《
ゆき多d《
ゆ』
⑫伊

岐
阜
県
飛
騨
市
古
川
町

古
川
町
観
光
協
会

会
長

柴
田

駿

が
ま
ち
づ
く
り
の
始
ま
りで
あ
り
ま
す。

八
十
六
年
に
は、
観
光
協
会
に
お
い
て
古
川町
の

町
並
み
にマ
ッ
チ
し
た
新建
造
物に
贈
る
『

景
観デ

ザ
イン
桂昌
を
創
設。
以
後、
住
民
の
間で
町
並
み

を
守ろ
うと
い
う
意
識
が
すこ
し
ず
つ
高
まっ
て
く

る
ので
あ
り
ま
す。

八
十
七
年
に
は
町
長の
諮
問
を
受
け
た
観
光
協
会

が
道
路 、
文
化 、
農
林
業 、
ス
ポ
ー

ツ 、
市
街地
開

発
の
五
つ
の
部
会
か
ら
な
る
『

古
川未
来
策
定
委
員

会』
を
組
織
し
て、
ま
ち 手つ
く
りと

観
光
を
提
言し

た
「F

P
C
構
想」
を
まと
め
あ
げ 、
行政
もこ
の

提
言
を
積
極
的にと
り
い
れ、
古
川町
は
大
き
く
変

貌
し
て
い
く
わ
けで
す。

こ
れ
ら
の
事
業
を
通
じ
て、
誰
か
に
頼
る
ので
は

な
く、
自
主
自
立
の
精
神
を
持
つ
目
覚
め
た
住
民
を

つ
く
るこ
と
がハ
l
ド

以
前
の
問
題で
あ
る
事
を
確

信
し 、

観
光
協
会は
『

ひと
づ
く
り
まち
づ
く
り』

を
テ
lマ

に以
後活
動
し
て
い
き
ま
す。

こ
の
時
期 、
日
本
ナ
ショ
ナ
ル
ト
ラ
ス
ト

の
町
並

み
調
査
が
始
ま
り 、
こ
こ
で
様
々
な
評
価を
い
た
だ

き 、
古
川町で
は
地
元
の
人
た
ち
ゃ
専
門
家
の
ワー

ク
の
結
集
を
機
会
に、
大
工
や
住
民
の
町
並
み
や
建

築
様
式
に
関
す
る
関
心
が
一
気
に
高
ま
り
ま
し
た。

九
十二
年
に
は
地
元
が
中
心
と
な
り
『

景
観ガ
イド

ラ
イ
ン』
を
策定
し 、
九
十
四
年
に
は
『

景
観基
本

計
画』
を策
定
実
施、
九
十六
年
に
は
『

古
川町ふ

る
さと
景
観
条
例』
が制
定
施
行
さ
れ
ま
し
た。

し
か
し 、
重
要
なこ
と
は
条
例
の
制
定で
は
な
く、

住
民
の
皆
さん
が
相
場
を
崩
さ
ず 、
行
政
の
指導
だ

か
らで
も
な
く
積
極
的
に
古
川の
町
並
み
にあっ
た

家
を
造っ
て
いこ
う、
守っ
て
いこ
う
と
い、
?心
意

気で
あ
り 、

古
川に
は
そ
れ
が
あ
り
ま
し
た。
だか

らこ
そ 、
古
川の
美
し
さ
は
一
層
磨
き
が
か
かっ
て

き
た
の
だ
と
思
い
ま
す。

経
済
的
な
豊
か
さ
の
追
求で
は
な
く、
先
人
たち

が
命が
けで
残
し
て
く
れ
た
歴
史
伝
統
文
化
を
育
み

守
り

伝
え
て
い
く
作
業こ
そ
私
共
の
使
命で
あ
ると

観
光
協
会は考
え
て
お
り
ま
す。

こ
こ
か
ら、
こ
の
ま
ち
に
対
す
る
『

愛と
誇
り』

が
生
ま
れ
て
き 、
こ
のエ
ネ
ル
ギ
ー

が
さ
ら
に町
並

み
の
景
観
整
備と
い
う自

分
の
町
の
魅
力 ョつ
く
り
を

積
極
的
に
進
め
て
い
くと

い
う
素
晴
ら
し
い
「こ

こ

ろ
の
循
環」
がこ
の
古
川

町
に
は
今
も
脈
と々
息
づ

い
て
お
り
ま
す。
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むらなみ

にぎわいと和みの参道ヘ

四国中央市
伊予三島本町商店街

二郎篠永理事長

「
ま
ち
づ
く
り
に
は
最
低
二
人
の
パ
カ
が
要

る 。
一
人
は
も
ち
ろ
ん
商
店
街
に 。
あ
と一
人

は
行
政
に 。」

・・・
商
店
街
の
先
輩
に
そ
う
教
え
ら
れ
た
時 、

「
は
あ
l

そ
う
で
す
か 。」
内
心 、
少
な
く
と

も
俺
は
パ
カ
に
な
る
ほ
ど
パ
カ
じ
ゃ
な
い
し
役

所
に
も
そ
ん
な
人
い
な
い
で
し
ょ 、
と
聞
き
流

し
て
い
た
の
が
昨
日
の
よ
う
に
思
え
ま
す 。
い

つ
の
間
に
か
パ
カ
の
道
を
歩
み
始
め 、
気
が
つ

け
ば
も
う
六
年 。
今 、
私
達
の
住
む
本
町
商
店

街
が
半
世
紀
ぶ
り
の
大
改
修
で
生
ま
れ
変
わ
ろ

う
と
し
て
い
ま
す 。

本
町
商
店
街
の
歴
史
は
古
く 、

元
禄
の
頃 、

通
り
の
西
口
に
あ
っ
た
今
治
藩
の
代
官
所
と
東

口
に
あ
っ
た
庄
屋
と
三
島
神
社
を
つ
な
ぐ
通
り

と
し
て
発
展
し
た
そ
う
で
す 。
三
島
村
社
の
歴

史
は
さ
ら
に
古
く 、
奈
良
時
代
の
七
百
二
十
年

圃・・・・‘�...::-M"'正畳居=-・・・・・・・・・・・圃・・E盟 温.0::.... 三官
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に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す 。

た
だ
し 、
商
店
街
の
街
並
み
は
全
く

統一
感

の
な
い
も
の
で 、
歴
史・
文
化
を
感
じ
さ
せ
る

ど
こ
ろ
か
ほ
と
ん
ど
が
昭
和
四
十
年
代
に
建
て

ら
れ
た
和
洋
折
衷
の
店
舗
兼
住
宅 。
こ
れ
と
い

っ
て
特
徴
も
な
く 、
神
社
の
参
道
と
い
う
イ

メ
ー

ジ
も
皆
無
で
し
た 。

事
実 、
先
の
三
島
神
社
の
歴
史
は
図
書
館
で

調
べ
た
の
で
す
が 、
後
で
知
っ
た
と
こ
ろ 、
そ

の
歴
史
や
資
産
は
す
べ
て
神
社
の
入
り
口
の
門

に
大
き
く

書
か
れ
て
お
り
何
十
年
住
ん
で
い
て

も
全
く
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
く
ら
い
意
識
し
て

い
な
い
レ
ベ
ル
で
し
た 。

神
社
は
意
識
し
な
く
て
も
昔
か
ら
そ
こ
に
あ

る
と
い
う 、
あ
る
意
味 、
身
近
な
存
在
で
す
が 、

祭
り
と
な
る
と
話
は
別
で
す 。
三
島
の
各
地
区

に
は
自
慢
の
太
鼓
台
が
あ
り 、

秋
祭
り
に
は
百

人
以
上
の
担
手
に
担
が
れ

た
豪
華
な
太
鼓
台
が
本
町

台
商
店
街
を
通
っ
て
三
島
神

対
社
を
目
指
し
ま
す 。
こ
の

択
日
ば
か
り
は
皆 、
こ
こ
で

め
商
売
し
て
い
る
こ
と
に
誇

剖
り
を
感
じ
ま
す 。
現
在
の

臨
ま
ち
づ
く
り
を
ス
タ
ー
ト

商
さ
せ
て
以
来 、
そ
の
心
意

気
は
「

太
鼓
の
通
る
道
を

廃
れ
さ
せ
て
は
い
け
な

本町商店街に隣接する三島神社
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まちなみ・
回目

ぃ 。」
で
す。

く
も
の
巣
が
張っ
て
洞
穴
の
よ
う
に
暗
い
ア

ー
ケ
ー
ド
を
ま
ず
撤
去
し 、
参
道
に
ふ
さ
わ
し

い
通
り
と
な
る
た
め
に、
道
路
と
街
路
灯 、
そ

し
て
ゲ
l
トモニ
ユ
メ
ン
ト

の
整
備
を
す
る。

こ
れ
に
合
わ
せ
て、
商
店
街
の
各
店
舗
は
和
の

統
一
さ
れ
た
イ
メ
ー

ジ
にフ
ァ

サ
l
ド
を
改
修

す
る。こ

れ
が
現
在
進
ん
で
い
るハ
l
ド

事
業
で
す。

こ
こ
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は、
笑
い
話 、

恥
ず
か
し
い
話
の
連
続
で
し
た。
私
は
何
事
も

形
か
ら
入
ろ
う
と
す
る
タ
イ
プ
な
の
で
す
が、

今
回
も
同
様
で 、
最
初
の
勉
強
会
で
い
き
な
り

「
道
路
は
石
畳
が
良
い
が、
色
で
悩
ん
で
い
る。」

な
ど
と
発
言。
言、つ
方
が
言、つ
方
な
ら、
聞
く

方
も
同
械で
「

そ
り
ゃ
え
え
の
う。
色
は
次
固

ま
で
の
宿
題
に
し
ょ
や。」
と
答
え
る
始
末。

どこ
ま
で
本
気
か
わ
か
り
ま
せ
ん。
コ
ン
セ
ン

サ
ス
な
ど
と
い
う
言
葉
は
数
年
後
知
り
ま
し
た。

街
路
灯
は
こ
の
タ
イ
プ
で 、
入
口
に
は
でっ
か

い
鳥
居
を
建
て
よ
う。
八
人
の
理
事
で
こ
う
し

た
夢
の
よ
う
な
話
に
始
終
し、
翌
年
の
総
会
で

は
組
合
員
を
前
に
手
書
き
の
ス
ケッ
チ
を
見
せ

な
が
ら
自
信
満
々
に
事
業
説
明。
そ
の
反
応
は、

「
す
ご
い
ね
え。
大
変
じ
ゃ
ね
え。
頑
張っ
て

ね
え。」
と
い
う
あ
り
が
た
い
お
言
葉。

今
思
え
ば 、
こ
う
し
た
人
々
の
集
ま
り
だっ

た
か
ら
出
来
た
の
で
す。
そ
う 、
う
ち
の
商
店

街
の
人
々
は
と
に
か
く
皆
良
い
人
ば
か
り。
昔

か
ら
ずっ
と
こ
う
で 、
コ
ミュ
ニ
ケ
ー

ショ
ン

は
パッ
チ
リ。
見
た
目
は
古
臭
い
商
店
街
だ
け

ど、
住
ん
で
い
る
人
々
は
と
て
も
暖
か
く、
仲

良
く
助
け
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す。
ま
ち

cつ
く
り
を
進
め
て
い
く
上
で
一
番
大
切
な
も
の

は
最
初
か
ら
そ
ろっ
て
い
た
わ
け
で
す。
感
謝。

一
方
行
政
は
と
い
う
と、
パ
カ
ど
こ
ろ
か
担

当
部
署
の
人
々
は
ま
る
で
侍
の
よ
う
な
人
々
の

集
団で 、
と
に
か
く
熱
い。
自
分
た
ち
は
何
を

す
れ
ば
良
い
の
か
と
の
問
い
に
は
い
つ
も
「

専

門
的
な
こ
と
よ
り
も
み
ん
な
の
や
る
気
が
一
番。

いっ
しょ
に
頑
張っ
て
ま
ち ずつ
く
り
を
実
現
し

て
い
き
ま
しょ
う 。」
と
い
う
返
事。
ま
さ
に

信
頼
に
基
づ
く
共
同
の
事
業
で 、
そ
れ
は
そ
れ

は
気
持
ち
の
良
い
も
の
で
す。

ま
も
な
く
道
路
工
事
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
が、

実
は
本
町
商
店
街
は
県
道
で
す。
計
画
当
初 、

「こ
の
道
を
石
畳
に
し
よ
うと
思
い
ま
す」
な

ど
と
ぶ
ち
上

げ(
県
の
も

闘
の
な
の
に

晴・:) 、
「

そ
の

す
資
金
は、
商

舵
店
街
の
中
の

陀
銀
行
で
借
り

一
ま
す。」
と

寸
自
信
満
々
に

ア

語っ
て
い
た
(
見
積
り
も
自
分
た
ち
で
計
算
し

た
た
め、
まっ
た
く
は
ず
れ
て
い
ま
し
た。)

の
か
と
思
う
と
恥
ず
か
し
さ
で
いっ
ぱ
い
で
す。

確
か
に
純
粋
に
パ
カ
で
し
た。

そ
の
パ
カ
さ
で
もっ
て
進
め
て
き
た
整
備
事

業
は、
こ
の
夏
完
成
予
定
で
す。

各
店
の
改
装
も
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た。
ど
ん

な
セ
ミ
ナ
ー

に
出て
も
行
動
に
移
せな
か
っ
た

店
の
変
身
も、
ア
ー

ケ
ー
ド
と
い
う
屋
根
が
な

く
なっ
た
途
端
一
斉
に
始
ま
り
ま
し
た。
外
観

だ
け
で
な
く、
商
品
内
容
や
販
売
方
法
ま
で
変

え
よ
う
と
い
う
店
舗
も
出
て
き
ま
し
た。
形
か

ら
入
る
と
い
う
や
り
方
も
あ
る
意
味
間
違っ
て

い
な
かっ
た
と
思
い
ま
す。

た
だ
し
!

事
業
完
成
後
は、
こ
れ
以
前
か
ら

こ
つ
こ
つ
取
り

組
み
続
け
て
き
た
ソ
フ
ト

事
業

がハ
l
ド

事
業
以
上
に
大
切
に
なっ
て
く
る
と

い
う
こ
と
は
皆
わ
かっ
て
い
る
よ
う
で
す。
少

し
成
長
し
た
か
な
?

商
売
繁
盛
は
私
た
ち
の
使
命で
す。
個
々
の

店
が
頑
張
り 、
通
り
に
賑
わ
い
を
も
た
ら
せ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。
古
か
ら
皆
を
見

守っ
て
き
た
お
宮 、
そ
し
て
伝
統
あ
る
祭
り
を

守っ
て
い
る
人

、々
そ
れ
を
楽
し
み
に
し
て
い

る
人
々
の
た
め
に
も
私
た
ち
はこ
の
地
で
頑
張

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す。

今
回
の
事
業
の
コ
ン
セ
プ
ト

は「
に
ぎ
わ
い

と
和
み
の
西
参
道」
で
す。
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むらなみ

わがまち、三津浜の財産を生かして

賑わいを創造していく

義勲

松山市
平成船手組

秋山副会長

「
平
成
船
手
組」

の
船
出
l

中
世
の
時
代
に
は
伊
予
水
軍
と
し
て
活
躍
し

た
河
野
氏
の
軍
船
が
出
入
り
し 、
藩
政
時
代
に

は
松
山
藩
主
が
三
津
浜
を
水
軍
の
拠
点
に
定
め、

船
奉
行
所
が
設
置
さ
れ
ま
し
た。
我
々
「

平
成

船
手
組」
の
名
称
に
使
用
し
て
い
る
松
山
藩
の

御
船
手
組
(
お
ふ
な
て
ぐ
み)
が
組
織
化
さ
れ

た
の
もこ
の
頃
で
す。
松
山
藩
主
が
参
勤
交
代

す
る
際
に
は
三
津
浜
か
ら
江
戸
へ
向
か
う
な
ど、

三
津
浜
は
海
上
交
通
の
要
衝
と
し
て
発
展
し
て

き
ま
し
た。
明
治
に
は
正
岡
子
規
や
秋
山
好

古・
真
之
兄
弟
ら
多
く
の
先
人
達
を
送
り
出
し 、

文
豪
夏
目
激
石
は
三
津
浜
に
降
り
立
ち 、
三
津

駅
か
ら
陸
蒸
気
に
のっ
て
松
山
城
下
へ
向
かっ

て
い
ま
す。

戦
災
を
免
れ、
歴
史
を
偲
ぶ
ま
ち
並
み
や
建

物、
史
跡
が
数
々
残
さ
れ
て
い
る
三
津
浜
!

平

成
十二
年
に
は
松
山
市
が
描
く
「

坂
の
上
の
雲

の
ま
ち
づ
く
り

/フィ
ー

ル
ド
ミュ
l

ジ
アム
構

想」
の
サ
ブ
セ
ン
ター
ゾ
l
ン
と
な
り 、
新
し

い
ま
ち
づ
く
り
の
動
向
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す。

そ
の
よ
う
な
中
で、
「

平
成
船
手
組」
は、

三
津
浜
を
中
心
に
松
山
西
部
地
区
の
開
発
と
発

展
に
向
け
た
活
動
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
集
団と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す。
旗
揚
げ

し
た
の
は
平
成
六
年
十
一
月
で
す
が、
活
動
は

そ
の
前
年、
平
成
五
年
七
月
に
発
足
し
た
「ふ

る
さ
と
三
津
浜
を
考
え
る
会
/
青
年
部」
の
活

動
が
基
盤
と
なっ
て
い
ま
す。

青
年
部
の
発
足
は、
ま
ち
の
基
幹と
なっ
て

い
た
商
業
が
衰
退
し 、
三
津
浜
に
活
気
が
消
え

たこ
と
を
受
け、
平
成
に
入っ
て
活
性
化
に
向

け
た
動
き
が
進
行
し
た
事
が
契
機と
な
り
ま
し

た。
ま
ず 、
平
成
三
年
に
松
山
市
西
部
地
域の

活
性
化
と
再
開
発
を
検
討
す
る
「

松
山
西
部
地

域
開
発
協
議
会」
(
以
下、
協
議
会)
が
活
動
を

開
始
し
ま
し
た。
平
成
五
年
六
月
に
は
三
津
浜

在
住
の
町
内
会
世
話
役
ら
が
「ふ

る
さ
と
三
津

浜
を
考
え
る
会」
を
結
成
し 、
そ
の
翌
月、
「

地

元
で
生
活
し
て
い
る
次
代
を
担
う
若
者
が
参
画

し 、
主
体
的
に
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
必

要
が
あ
る」
と
の
考
え
か
ら、
「ふ

る
さ
と一一一

津
浜
を
考
え
る
会
/
青
年
部」
を
立
ち
上
げ
る

こ
と
に
なっ
た
の
で
す。
地
元
商
店
街
の
若
手

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
藤
岡
敏
明
氏

を
会
長
に、
二
十
歳
か
ら
五
十
歳
ま
で
の
三
津

浜
在
住
の
有
志
が
集
結
し 、
「

協
議
会」
が
主

催
す
る
活
性
化
の
事
業
の
実
行
部
隊と
し
て
活

動
が
始
ま
り
ま
し
た。

平
成
六
年
に
は、
「

協
議
会」
が
ふ
る
さ
と

三
津
浜
の
良
さ
を
再
発
見
し
て
も
ら
お
う
と
企

画
し
た
寸

み
つ
は
ま
暮
ら
し
と
町
並
み
博
物

帖」
の
作
成
を
サ
ポ
ー
ト

す
るこ
と
と
な
り 、

青
年
部
は、
調
査
や
資
料
集
め
な
ど
に
奔
走
し

ま
し
た。
ま
た
三
津
浜
の
夏
を
彩
る
風
物
詩「
三

津
浜
花
火
大
会」
の
企
画
運
営
に
も
積
極
的
に

参
画
し 、
運
営
に
全
面
協
力
し
て
い
ま
す。

そ
し
て
青
年
部
に
は、
今
は
三
津
浜
に
在
住

し
て
い
な
い
も
の
の、
ふ
る
さ
と
三
津
浜
の
再

4 2005.4 
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まちなみ・
回目

生
を
応
援
し
た
い
と
い
う
仲
間
が
集
ま
り
は
じ

め、
そ
れ
な
ら
ば
志
を
同
じ
く
す
る
人
た
ち
に

幅
広
く
協
力
を
求
め
て
いこ
う
と、
平
成
六
年

十
一
月
六
日 、
「

平
成
船
手
組」
と
し
て
新
た

な
船
出
を
す
るこ
と
に
なっ
た
の
で
す。

初
代
会
長
は、
藤
岡
敏
明
氏 。
設
立
趣
意
書

に
は
「こ

の
歴
史
あ
る
ま
ち
三
津
浜
をこ
れ
か

ら
ど
う
す
る
の
か
が、
こ
こ
に
住
む
一
人一
人

に
向
け
ら
れ
て
い
る。
た
だ
一
つ
明
確
な
の
は

若
者
が
こ
の
ま
ち
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
こ
と
で

あ
り、
そ
の
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
だ。
ま

ち
の
歴
史 、
先
人
の
努
力
に
敬
意
を
払
い
つ
つ、

今
私
た
ち
若
者
に
何
が
で
き
る
の
か・: 。
皆
で

考
え
行
動
し
た
い。
こ
の
港
と
暮
ら
し
の
向
上

を
願
う
心
を、
心
と
す
る
地
域
有
志
の
賛
同
を

得
て、
こ
こ
に
「

平
成
船
手
組」
を
設
立
し 、

ふ
る
さ
とさつ
く
り
の
支
援
活
動
を
し
て
い
く」

と
決
意
が
記
さ
れ
て
い
ま
す。

誇
り
に
思
う
ふ
る
さ
と、

三
津
浜
ヘ

「
平
成
船
手
組」
の
活
動
は
すべ
て
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で 、
何
事
も
自
主
性
を
大
切
に
し 、
活

動
の
強
制
は
し
な
い
と
い
う
の
が
ル
l

ル
で
す。

仕
事
を
終
え
て
か
ら
毎
週
定
期
的
に
会
合
を
聞

き 、
活
動
方
針
や
事
業
計
画 、
運
営
手
順 、
役

割
分
担
な
ど
を
議
論
し
ま
す。
正
副
会
長
と
事

務
局
は
い
る
も
の
の、
メ
ン
バ
ー

聞
に
上
下
関

係
は
な
く、
親
睦
を
図
り
な
が
ら
自
由
間
違
に

意
見
交
換
し
て
い
ま
す。

主
な
活
動
テ
l

マ
は、
三
津
浜
花
火
大
会
の

企
画
運
営、
秋
祭
り
の
サ
ポ
ー
ト、

地
域
学
習

会
の
企
画
運
営、
歴
史
の
こ
み
ち
事
業
の
参
加、

三
津
浜
地
区
の
歴
史
的
建
造
物
の
保
存
と
活
用

へ
の
参
画 、
三
津
浜
瓦
版
の
発
行
な
ど。

結
成
間
も
な
い
平
成
六
年
の
十
一
月
に
は

「
協
議
会」
主
催
の、
三
津
浜
の
ま
ち
全
体
を

博
物
館
と
捉
え
て、
歴
史
あ
る
建
造
物、
町
並

み、
史
跡
な
ど
を
自
由
に
散
策
し
て
も
ら
う「
み

つ
は
ま
生
活
博
物
館
を
歩こ
う」
の
イベ
ン
ト

に
運
営
部
隊
と
し
て
参
画
し
ま
し
た。
こ
れ
は、

ユ
ニ
ー

ク
な
取
り
組
み
と
し
て
多
方
面
か
ら
注

目
を
集
め
る
こ
と
と
な
り、
今
で
は
年二
回
開

催
の
名
物
行
事
と
し
て
定
着
し 、
「

平
成
船
手

組」
の
重
要
な
活
動
テ
l

マ
に
なっ
て
い
ま
す。

ま
た
平
成
八
年
三
月、
「

協
議
会」
が
主
催

し
た
「

港
山
の
清
掃
奉
仕」
で
は、
「

平
成
船

手
組」
の
働
き
か
け
で 、
地
元
三
津
浜
中
学
校

に
通
う
学
生
で
組
織
す
る
「

平
成
船
手
組
ジュ

ニ
ア」
が
旗
揚
げ
し
ま
し
た。「
平
成
船
手
組」

と
一
緒
に
活
動
に
参
画
し
て
も
ら
い、
将
来
の

三
津
浜
の
街
づ
く
り
を
担

う
若
者
を
育
成
し
た
い
と

い
う
の
が
ね
ら
い
で
す。

ジュ
ニア
は
花
火
大
会
や

生
活
博
物
館
の
イベ
ン
ト

で
は
欠
か
せ
な
い
貴
重
な

存
在
と
なっ
て
い
ま
す。

そ
の
ほ
か、
三
津
浜
港
で

打
ち
上
げ
ら
れ
たこ
0
0

0
年
の
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン

花
火
に
も
関
わ
り、
行
政
と
の
調
整
や
運
営
企

画
を
サ
ポ
ー
ト
し 、
大
成
功
を
納
め
て
い
ま
す。

こ
れ
か
ら
の
活
動
の
主
な
テ
l

マ
は、
「

生

活
博
物
館」
の
活
性
化 、
「

坂
の
上
の
雲
ま
ち

づ
く
り

構
想」
実
現
に
向
け
た
主
体
的
な
企
画

と
参
画 、
歴
史
的
建
築
物
の
保
存
と
活
用
の
企

画
と
参
画 、
三
津
の
朝
市
の
復
活、
フ
リ
l

ペ

ー
パ
ー

の
発
行 、
三
津
浜
花
火
大
会
の
活
性
化 、

二
O一
O
年メ
モ
リ
ア
ル
花
火
大
会
の
実
現
へ

の
取
り
組
み
な
ど。

三
津
浜
に
は、
歴
史
あ
る
建
造
物
や
ま
ち
な

み、
史
跡
な
ど
の
財
産
が
い
た
る
所
に
点
在
し

て
い
ま
す。
「

平
成
船
手
組」
は二
代
目
の
瀬

村
要二
郎
会
長
の
も
と
で
団
結
し 、
こ
れ
ら
の

財
産
を
生
か
し
て、
滞
留
し
回
遊
し
交
流
す
る

し
か
け
を
工
夫
し 、
賑
わ
い
を
創
造
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す。
そ
し
て
三
津
浜
に
生

ま
れ
た
人
々
が、
ふ
る
さ
と
三
津
浜
を
誇
り
に

思
う
!

そ
ん
な
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

き
ま
す。

平成船手組ジュ二ア

三津の渡しに集う平成船手組
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むらなみ

まちなみ歩きで再発見

八幡浜市
保内問観光ボランティアガイドの会、加

日百大上

は
じ
め
に

保
内
町
は、
佐
田
岬
半
島
の
付
け
根
に
位
置

し 、
県
都
松
山
か
ら
は、
一
時
間
あ
ま
り 。

温

暖
な
気
候
で 、
基
幹
産
業
は、
み
か
ん
な
ど
の

柑
橘
類 、
三
月二
十
八
日
に
隣
り
の
八
幡
浜
市

と
合
併
し
て、
こ
れ
か
ら
新
し
い
町
づ
く
り
に

励
も
う
と
し
て
い
る
人
口
一
万
人
あ
ま
り
の
町

で
す。時

代
背
景
と
町
並
み

歴
史
的
に
は、
江
戸
時
代
か
ら
海
運
業
な
ど

を
通
じ
て
大
阪
や
九
州
と
の
交
流
が
早
く
か
ら

行
わ
れ
て
お
り 、
ハ
ゼ
な
ど
の
木
蝋
産
業 、
明

治
期
の
銅
鉱
山
開
発、
紡
績工
場
の
創
業 、
蚕

種
業
な
ど
で
栄
え、
全
国
で
二
十
九
番
目
の
国

立
銀
行
の
設
立、
又 、
四
国で
最
初
に
電
灯
が

灯っ
た
町
で
も
あ
り
ま
す。

社
会
科
の
教
科
書に
掲
載
さ
れ
て
い
る
近
代

化
産
業
の
変
選
が
実
体
験
で
き
るユ
ニ
ー

ク
な

町
「

保
内」 。
又 、
国
の
有
形
文
化
財
の
指
定

物
件
も
三
点
あ
る。

明
治
か
ら
創
業
し
大
正
期
に
建
造
さ
れ
た、

和
洋
折
衷
で
ト
ラ
ス
ト

構
造
の
大
規
模
的
な
木

造
三
階
建
て、
現
在
も
操
業
さ
れ
て
い
る
「

愛

媛
蚕
種」 、
青
石
の
石
積
み
が
残
る
「二

宮
庄

屋
跡」 、
昭
和
期
に
建
造
さ
れ
洗
い
出
し
技
法

を
用
い
ら
れ
た
外
観
に
お
お
わ
れ、
玄
関
上
に

は
バ
ル
コニ
ー 、

又 、
太
平
洋
戦
争
時
の
米
軍

戦
闘
機
の
銃
弾
跡
が
生
々
し
く
残っ
て
い
る
柱

な
ど、
歴
史
の
証
人
で
あ
る「
内
之
浦
公
会
堂」 。

平
成
十
五
年
に
東
洋
紡
績
赤
レ
ン
ガ
倉
庫
横

の
道
路
を
改
修
し
た
約三
百
五
十m
の
木
製
遊

歩
道
「

もっ
き
ん
ろ
l
ど」
を
と
お
り 、
右
岸

の
青
石
護
岸
を
眺
め
な
が
ら
散
歩
を
す
れ
ば 、

気
分
も
リ
フ
レ
ッ
シュ
で
き
る
こ
と
で
しょ
う。

地
元
の
方
々
に
も
多
く
の
方
々
に
利
用
さ
れ
て

い
ま
す。
町並みボランティアガイドのきっかけ

「
ガ
イ
ド

の
養
成」
を
目
的
に
平
成
十
四
年

九
月
に
行
政
や
商
工
会
の
協
力
を
得
て、
三
十

五
名
の
受
講
生
に
よ
り
半
年
間
の
研
修
が
行
わ

れ
ま
し
た。
地
元
に
住
ん
で
い
な
が
ら
知
ら
な

い
事
ば
か
り
で 、
実
際
に
歩
い
て
み
る
と
再
発

見
が
至
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
し
た 。
こ
の
貴
重

な
体
験
が
平
成
十
五
年
四
月
に
「

保
内
町
ボ
ラ

ン
ティ
ア
ガ
イ
ド」
と
し
て
発
足
し 、

現
在
は

二
十二
名
の
会
員で
運
営
し
て
い
ま
す。
年
齢

も
職
業
も
多
様
で
す
が、
自
分
達
自
身
が
学
習

し
な
が
ら、
楽
し
み
な
が
ら
を
前
提
に
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た。

一
年
目
は
連
続
し
て
毎
週
の
よ
う
に
申
込
者

が
あ
り 、
計二
十一
回、
六
百二
十
七
名
の
案

内
を
し
ま
し
た。
参
加
者
の
内
訳
は、
地
元
の

小
中
学
生
の
課
外
授
業 、
職
員
研
修、
歩
く
こ

6 2005 . 4 
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まちなみ・
と
を
目
的
に、
カ
ル
チ
ャ
ー

講
座
で
保
内
の
事

を
学
習
さ
れ
て
興
味
を
持
ち
訪
れ
る
方
な
ど
多

種
多
様
で 、
地
元
か
ら
又 、
遠
く
は、
松
山 、

高
松、
大
阪 、
東
京
な
ど
か
ら
来
ら
れ、
案
内

し
な
が
ら
も
逆
に
勉
強
す
る
こ
と
も
多
々
あ
り

ま
し
た 。
炎
天
下
の
中、
又 、
雪
の
舞
う
真
冬

で
の
ガ
イ
ド
な
ど
は、
身
体
的
に
も
大
変
で
し

た 。
予
想
外
の
申
込
み
者
で 、
会
員
の
割
り

振

り
に
も
苦
労
し 、
テ
レ
ビ
や
新
聞、
雑
誌
等
の

マ
ス
コ
ミ 、
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
取
材
も
頻
繁
に

あ
り 、
充
電
す
る
間
も
な
く
放
電
ば
か
り
の
一

年
で
し
た 。

二
年
目
は、
会
員
の
質
を
あ
げ
る
た
め
に、

マ
ッ
プ
づ
く
り
に
取
り

組
む
こ
と
に
な
り
ま
し

弓.iF・1
1zl

-eE
白ヨ沼，，a
諭FFr・fJh

h『
-3J手

toy-E'h
4La
LE・ι

J
724
草刈

-F司、幅広同十

た 。
講
師
を
招
き 、
今
ま
で
あっ
た
も
の
と
は

違っ
た 、
ど
こ
に
も
な
いマ
ッ
プ
作
り
に
意
気

込
み・取
り

組
ん
だ
わ
け
で
す
が、
実
際
行っ
て

み
る
と、
予
想
外
に
難
行
し
実
地
研
修
を
重
ね

な
が
ら
やっ
と、
第一
弾
のマ
ッ
プ
が
十
月
に

完
成
し
ま
し
た 。
七
月
に
は、
五
ヶ

所
の
歴
史

的
建
造
物
を
ラ
イ
ト
アッ
プ
し 、
夕
方
か
ら
ガ

イ
ド
を
実
施。
約
五
十
名
の
参
加
者
が
あ
り
ま

し
た 。
今
年
度
に
つ
い
て
は、
一
月
末
ま
で
に

十
二
回、
百
六
十
七
名
と
昨
年
に
比べ 、
減
少

回
数
で
は
あ
り
ま
す
が、
数
に
関
係
な
く
楽
し

く
ガ
イ
ド
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す。

郷土の歴史を学J3ï地元小学生

定例役員会

今
後
の
課
題

今
後
の
問
題
と
し
て
は、
合
併
に
伴
う
環
境

の
変
化
に
よっ
て
ど
う
変わっ
て
い
く
か、
こ

れ
は、
他
の
市
町
村
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と

が
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す。
現
在
抱
え
る

駐
車
場
や
ト
イ
レ 、
食
事
や
土
産
物
の
問
題
な

ど
を
行
政
や
商
工
会、
地
元
の
業
者
の
方
々
の

協
力
を
得
な
が
ら、
又 、
元・
八
幡
浜
市
の
ガ

イ
ド

の
会
の
方
々
と
の
交
流
を
し 、
新
た
な
出

会
い
に
心
を
こ
め
て
今
後
も
活
動
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す。

是
非 、
魅
力
あ
ふ
れ
る
町
「

保
内」
に
一
度

足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
ま
せ 。

歩とう会(150名)をガイドして
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むらなみ

フォーラムUWAUMI
~宇和海地域の魅力を探る~

宇和島市
宇和島市立宇和海中学校

員年橋本教諭

は
じ
め
に

私
は
「一

期一
会」
が
大
好
き
な
松
山
出
身

の
教
職
歴
十一
年
の
教
師
で
す
(
愛
南
町一
年 、

宇
和
島
十
年
の
う
ち
本
校
四
年) 。

本
校
は
黒
潮
の
香
る
日
本
有
数
の
漁
場 、
宇

和
海
に
面
し
た
全
校
生
徒
百
三
十一
名
の
小
規

模
校
で
す 。
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
宇
和
海

に
は
真
珠 、
魚 、
段
畑
な
ど
た
く
さ
ん
の
宝
物

が
あ
り
ま
す 。

そ
の
よ
う
な
環
境
の
中 、
私
た
ち
宇
和
海
中

学
校
生
徒
会
は 、
毎
年
「

沖
の
島
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動」
を
行
っ
て
い
ま
す 。
昨
年
十一
月
に

善
行
青
少
年
内
閣

動平白

官
房
長
官
表
彰
さ

折

れ
ま
し
た 。
生
徒

ィ一ア

た
ち
は
こ
の
活
動

ン一フ

を
通
じ
て 、
郷
土

ポ

愛
や
奉
仕
の
精
神 、

明

環
境
保
護
活
動
へ

岬

の
参
加
意
欲
の
高

誇を

揚 、
ゴ
ミ
の
問
題

史

等 、
様
々
な
こ
と

歴の

を
考
え 、
学
ん
で

年「fr

い
ま
す 0

2

2.
フ
ォ
ー
ラ
ム
U
W
A
U
M
l
の
き
っ
か
け

教
師
は
自
分
な
り
の
個
性
を
発
揮
し
「

魅
力

の
あ
る
学
校 、、つ
く
り
に
貢
献
す
る
こ
と」
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す 。
私
は
初
任
者
の
と
き
に
愛

南
町
立
赤
水
小
学
校
で
「

ワ
ー

ル
ド・

パ
ー

テ

ィ
ー-

ラ
ン
ド」
と
い
う
子
供
も
大
人
も
参
加

し
て
楽
し
む
国
際
交
流
の
実
践
を
始
め
ま
し
た 。

毎
年
町
の
広
報
誌
や
新
聞
に
掲
載
さ
れ 、
こ
の

企
画
で
学
校
や
地
域
に
少
し
ず
つ
変
化
が
見
ら

れ
ま
し
た 。
こ
の
国
際
交
流
事
業
は
昨
年
で
十

周
年
を
迎
え
ま
し
た 。
私
は
今
も
事
務
局
の
世

話
人 、
司
会
と
し
て
学
校
と
地
域
と
を
融
合
し

た
こ
の
企
画
に
携
わ
っ
て
い
ま
す 。
十
年
目
研

修
の
本
庁
研
修
時
に
「

学
社
融
合」
の
講
義
が

あ
り 、
こ
の
よ
う
な
学
校
の
枠
を
超
え
た
取
組

が
こ
れ
か
ら
の
学
校
で
は
大
切
だ
と
改
め
て
感

いし
宇品
lν
れ~ 。

そ
こ
で 、
今
年
は
よ
り
文
化
度
の
高
い
文
化

祭
に
し
よ
う
と
い
う
生
徒
の
願
い
が
あ
っ
た
こ

と
か
ら 、
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
開
催
し
ま
し
た 。

寸
フ
ォ
ー

ラ
ム
U
W
A
U
M
I」
と
い
う
地

域
内
外
の
四
人
の
パ
ネ
ラ
ー

か
ら
宇
和
海
地
域

の
魅
力
に
つ
い
て
の
話
を
聞
き 、
共
に
考
え
る

企
画
に
し
ま
し
た
(
愛
媛
新
聞
十一
月
十
日
掲

載) 。
こ
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
通
し
て
日
本
農
村

百
選
に
選
ば
れ
て
い
る
段
畑
や
水
産
業
の
現
実

と
未
来
に
つ
い
て
生
徒
た
ち
に
意
欲
的
に
学
ん

で
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
あ
り
ま
し
た 。
ま
た 、

「
舞
た
う
ん
(
本
紙)」
に
も
執
筆
さ
れ
て
い

る
本
校
の
卒
業
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
聞
い

て 、
今
ま
で
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
宇
和
海
の

魅
力
に
つ
い
て
学
ん
で
ほ
し
い 。
卒
業
生
と
在

校
生
と
の
良
い
つ
な
が
り
も
作
っ
て
い
き
た
い

と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た 。

8 2005. 4 考たうん川84



国
まちなみ・

実
施
の
様
子

3 
フォ ラムUWAUMI

フ
ォ
ー

ラ
ム
は
た
く
さ
ん
の
保
護
者
や
地
域

の
方
々
に
御
参
加
い
た
だ
い
た
中
で 、
実
施
さ

れ
ま
し
た。
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
l

を
私
が
務
め

さ
せ
て
い
た
だ
き 、
内
容
は
次
の
通
り
で
す。

①
段
畑
に
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
が
あ
る
かっ

宇
和
海
中
学
校
教
諭
宮
本
春
樹

②
耕
作
者
と
し
て
段
畑
の
魅
力
を
語
る

段
畑
を
守ろ
う
会
松
田
行
雄
氏

③
漁
業
者
の
視
点で
宇
和
海
の
魅
力
を
語
る

前
遊
子
漁
協
組
合
長
古
谷
和
夫
氏

④
宇
和
海
の
魅
力

!
今
み
な
さ
ん
に
伝
え
た
いこ
と
l

早
稲
田
大
学
三
年
生
藤
田
圭
子
氏

代
読・・
遊
子
水
荷
浦
在
住
の
在
校
生
二
人

⑤
会
場
と
の
意
見
交
換

4 

フ
ォ
ー

ラ
ム
後

藤田圭子氏

松
山
か
ら
今
回
の
企
画
に
ぜ
ひ
参
加
し
た
い

と
い
う
方
々
も
い
らっ
し
ゃ
い
ま
し
た。
そ
の

後、
え
ひ
め
地
域
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー

で
生
徒

の
感
想
を
分
析
し
て
い
た
だ
き 、
九
枚
の
レ

ポ
ー
ト
に
ま
と
め
て
送っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た。

そ
の
分
析
に
よ
る
と、
九
十
四
%
の
生
徒
が
今

回
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
で
「

宇
和
海
地
域
の
魅
力」

に
つ
い
て
考
え
るこ
と
が
で
き
た
よ
う
で
す。

生
徒
の
感
想
を
紹
介
し
ま
す。

O
豊
か
な
未
来
を
築
く
た
め
に
は
過
去
を
考
え

直
すこ
と、
今
を
見
つ
め
直
すこ
と
が
と
て

も
重
要
だ
と
思
う
の
で 、
フ
ォ
ー

ラ
ム
を
開

催
す
る
こ
と
で
宇
和
海
地
域
の
未
来
に
貢
献

す
るこ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す。

O
藤
田
圭
子
さ
ん
が
故
郷
の
水ヶ
浦
の
段
畑
を

こ
ん
な
に
も
一
生
懸
命
に
考
え
て
く
れ
て
い

たこ
と
に
感
激
し
ま
し
た。
古
谷
さ
ん、
松

田
さ
ん、
宮
本
先
生
も
地
球
環
境
な
ど
を
交

え
て
段
畑
の
こ
と
を
今で
も
語
り
続
け
て
い

ま
す。
「こ

ん
な
人
た
ち
を
大
切
に
し
た
い。

自
分
もこ
ん
な
風
に
故
郷
を
思
い
や
れ
る
よ

う
に
な
り
た
い。」
と
思
い
ま
し
た。

撮影耕して天に至る段畑

5 

お
わ
り
に

今、
宇
和
海
地
域
は
最
大
の
チ
ャ
ン
ス。

宇
和
海
に
は
双
海
町
に
負
け
な
い
夕
日 、
内

子
町
の
町並
み
に
負
け
な
い
村
並
み
が
あ
り
ま

す。
宇
和
島
遊
子
(
段
畑)
が
文
化
庁モ
デ
ル

地
区
に
指
定
さ
れ
た
今、
段
畑
を
中
心
に
結

出・
遊
子・
蒋
淵
・

戸
島・
嘉
島・
日
振
島
を

含
め
た
総
合
型
の
町
づ
く
り
を
展
開し
て
い
く

こ
と
が
宇
和
海
み
ん
な
の
未
来
に
夢
を
広
げ
る

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す。

そ
の
た
め
に
は
地
域
の
み
ん
な
の
心
を
ひ
と

つ
に
し
て、
十
年
後
の
宇
和
海で
は
な
く 、
五

十
年
後、
百
年
後
の
宇
和
海
を
見
据
え
た
情
熱

と
ビ
ジョ
ン
を
もっ
て
企
画
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
い
ま
す。

夢
を
は
か
な
い
も
の
か
ら
実
現
す
る
も
の
に

し
た
い。
そ
の
た
め
に
は
宇
和
海
に
携
わ
る一

人
ひ
と
り
が、
プ
ラ
ス
面
もマ
イ
ナ
ス
面
も
考

え
た
上
で 、
一
歩一
歩
前
へ
前
へ
と
進
ん
で
い

く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す。
ハ
ー
ド

面
は

半
島
部
の
全
て
が
光フ
ァ
イ
バ
ー

で
整
備
さ
れ

る
ほ
ど
地
域
社
会
が
変
化
し
た
今、
大
切
な
の

は
人
と
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク。
家
族
の
料 、

地
域
と
の
紳 。
宇
和
海
の
子
供
た
ちに
豊
か
な

自
然
の
中
で
心
豊
か
に
た
く
ま
し
く
生
き
る
若

者
に
育っ
て
ほ
し
い。
そ
し
て、
藤
田
圭
子
さ

ん
の
よ
う
な
故
郷・
地
域
を
本
当
に
愛
す
る
若

者
た
ち
と
今
ま
で
の
歴
史
を
知
り 、

生
き
る
知

恵
を
もっ
た
古
老
た
ち
がつ
な
がっ
た
本
当
に

幸せ
な
地
域
に
な
る
こ
と
を
願っ
て
ま
す。
私

も
微
力
な
が
ら
未
来
の
架
け
橋
に
な
れ
る
よ
う

に
精
進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す。

宇
和
島
市
立
宇
和
海
中
学
校

HP一三℃一\\55=ヨミ・巾印コ巾寸包\]ち
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ま"!iáみ· i[}6なみ ~景観・暮らし ・物語~

愛媛県内には、 その地域独特ともいえる歴史、 風土・風習といった文化、 そして人の営みがあり、

その姿は一様ではありません。 そういったものを紐解くと、 地域の生き様そのものが「まちなみ」

や「むらなみ」となるのかなと思います。

ここでは、 最近おじゃました地域の「まちなみ」や「むらなみ」をご紹介します。

新居浜市 星越地区

四国中央市 新宮町の茶畑

海抜650メートルの山の中腹までにはヤマチャが自生し、

古くか5日干し番茶を作っていました。

昭和29年か5やぶきた種を定植し、 今ではまちぐるみで無

農薬茶に取り組む茶産地です。

別子銅山とともに工業都市として発展した新居浜市。

昭和 2年、 月IJ子鉱山鉄道下部線沿線の星越地区に会社幹部

用の生け垣で固まれた住宅を建設し、 今でもそのまちなみを

望むことができます。

東温市 井内の棚田

せんじよう
西条市 子町 の棚田

西条市か5高知県へ向かう国道194号沿いから千町に入る

と山間斜面に石垣で拓かれた棚田が広がります。

石を割った石積み、 急坂に細長く狭い水田を丹念lこ作り上

げたその姿に、 先人の苦労を垣間見ることができます。

国道11号線から県道210号線に入ると井内の棚田が見えて

きます。 かなりの広範囲にわたり斜面という制約を受け芯が

ら、 山間部独特の曲線を描く棚田をここ井内では堪能するこ

とができます。

砥部町 七折の梅園
「七折小梅」のブランドも定着し、 県内有数の小梅の産地

と知うれる砥部町七折。 地元農家が栽培する梅は一万本を越

え、 昧と品質に定評のある梅園では、 梅の花が山すそ一面を

染めます。

レ
チ千 た うん VOL 84 2005. 4 10 
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内子町 八日市・護園地区

伊予市 灘町・湊町

灘町 ・湊町界隈には、 「う芯ぎの寝床」とも言われる奥行

きのある伝統的町家が宮内邸を中心に多く残っており、 その

歴史を表す象徴的な町家たちが郡中のまちなみを語ってくれ

ます。

江戸後期かう明治にかけ、 木蝋生産で栄えた内子町。 その

蝋商たちが建てた建物はまちの歴史を物語り、 美しい白壁・

土蔵造りがゆるやかな坂道沿いに建ち並んでいます。

昭和57年に重要伝統的建造物群保存地区に選定。

内子問 泉谷の棚田

内子町 石畳地区

石畳のむら芯みとして象徴的な水車は「石畳を思う会」に

よって復元されました。 石畳地区全体には日本の原風景とも

言えるのどかな景観が色濃く残り、 その持つ意昧を深く伝え

ている地区です。

旧五十崎町にある泉奇の棚田は、 急峻な谷あいにあり、 100

枚余りの棚田は「日本の棚田百選」にも選ばれています。 ま

た、 数十メートルの石積みも見うれ、 往時の苦労が偲ばれま

す。

大洲市 肱川のナゲ

大洲市 肱南地区 (おはなはん通り)

伊予の小京都、 大洲。 中世か5城下町としての栄えた肱南

地区の象徴的芯町並として、 おはなはん通り(写真)があり

ます。 この肱南地区の町並は、 幾つもの時代の面影を残し、

時の流れを醸し出しています。

肱川の洪水により多くの被害に見舞われることを防ぐため、

「ナゲ」と呼ばれる石積みがつくられました。 水制により洪

水を制御するために作うれ、 古地図には沢山ありますが、 現

在残っている貴重なものです。

'-: 
坪 た うん VOL 84 2005. 4 



八幡浜市 保内町の近代化遺産

大洲市 臨川の瀬張り漁(アユ漁)

豊かな自然の恵みを与えてくれる肱川。 アユ漁のひとつで、

竹を割って川に打ち込み、 白いテープを川|底に流して落ちア

ユをとめて投げ網で捕る肱川|の風物詩です。

保内町にある明治のアンティークなまちなみ。 からみレン

ガや赤レンガがまちを彩。、 まちの象徴として残る多くの近

代化遺産が海運業、 鉱業、 紡績のまちとして栄えた保内町を

物語ります。

伊方町 名取の石垣集落

伊方町 蜜柑の段々畑と防風林

リアス式海岸の佐田岬半島。 君、傾斜に石垣を囲み、 畑の周

辺に杉やマキを防風のために植林した風景は、 伊方町特有の

風土とそこで暮うす人のいとなみや知恵と士夫を見る乙とが

できます。

旧三崎町の名取にひとつひとつと積み上げられたひな壇型

の石垣集落があります。 佐田岬半島の風土的個性そのものの

農村風景であり、 先人の偉大さを垣間見ることのできる集落

景観でもあります。

西予市 卯之町中町

伊方町 大佐田の船蔵群

旧三崎町の大佐田では、 台風の被害かう漁船を守るため、

船蔵群が海岸線に建て5れています。 船蔵は同一の様式で建

造され、 その景観は今も変わうない風土的特色とともに歩ん

だ当時の暮うしを街怖させます。

江戸中期かう昭和初期に建てうれた商家が軒を連ねる卯之

町の町並は、 白壁ゃうだつ、 出格子といった建築様式が踏襲

され、 在郷町として、 また宿場町として栄えた面影が宇和の

ゆかしい文化を薫らせます。

v. 
持 たうん VOL 84 2005. 4 12 
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西予市 城川町の茶堂

西予市 石城平野のわ5ぐろ

県内田指の穀倉地帯として知うれる 石城平野に愛らしく林

立するわらぐろ。 春のレンゲや菜の花、 たわわに実った稲穂

が一面に広がる秋、 そして冬には雪化粧でわらぐろを静かに

飾り、 四季折々の農村景観がここにはあります。

茶堂は南予地方を中心に残っていますが、 西予市城川町内
に特に多くの茶堂 (52ヶ所) があります。 昔かうお茶の接待
や地域の信仰の場として親しまれ、 地域の代表的な風景とし
て、 馴染み溶け込んでいます。

宇和島市 遊子水ヶ浦の段々畑

松野町 遊鶴羽の棚田

比較的大きな石材を利用した石積みが特徴的で、 急斜面に
連続して展開している遊鶴羽の棚田は「日本の棚田百選」に
選ばれています。

「耕して天に至るJ r宇和海のピラミッ ドJ r灰色の鎧」芯
どと形容され、 急峻な斜面一面を切り開き、 何段も石積みさ
れた圧倒的とも言える存在感の段々畑は地域の歴史といとな
みを色濃く残しています。

愛南町 外泊の石垣集落

津島町 岩松地区
津島町岩松地区にある古い酒蔵の西村酒造場を中心lこ、 ま

ちの軒先には、職人の技術を競うかの様に持送 (もちおくり)
と呼ばれる建築技法が凝らされた家々が点在し、 岩松の風情
を彩っています。

石垣の里として名を馳せる旧西海町外泊。 石垣がひな壇状
に広がり、 その要塞のような景観は重厚、 かつ芸術的です。
冬の強い季節風と潮害を防ぐため、 急勾配の坂道に築かれた
石の壁が地域の風土を表しています。

考たうん vω4 2005. 4 



一- );(一一
党

ー栃木県今市市小代!

ま
ち
の
木
造
駅
舎
を
窓
口
に

都
市
と
田
舎
の
交
流
を

我
が
町 、

小
代

栃
木
県
今
市
市
に
あ
る
小
代
は
世
帯
数
四
百

戸 、
人
口
千二
百
人
程
の
農
村
地
と
新
興
住
宅

地
の
混
在
す
る
地
域
で 、
世
界
遺
産
「
日
光
東

照
宮」
へ
と
続
く
日
光
杉
並
木
街
道
の
入
り
口

に
位
置
し
て
い
ま
す。
こ
こ
か
ら
日
光
へ
は
約

二
十
加。
そ
の
問 、
む
か
し
宿
場
で
あっ
たと

こ
ろ
を
除
い
て
巨
大
な
杉
の
大
木
が
立
ち
並
ん

で
い
ま
す。

東
京
か
ら
は
約
百
川
あ
り
ま
す
が、
東
武
日

光
線
を
使
え
ば
最
寄
り
の
「

下
小
代
駅」
ま
で

浅
草
か
ら二
時
間、
運
賃
も
千
円
程で
お
越
し

頂
け
る
交
通
の
便
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
す。

小
代
の
会
l

木
造
駅
舎
と
と
も
に
!

代
表

柴田
智子

木
造
駅
舎
が
解
体
さ
れ
る
l

一
昨
年
前
(
平
成
十
五
年)
の
暮
れ、
突
然

こ
の
「

下
小
代
駅」
の
木
造
駅
舎
が
解
体
さ
れ

る
と
い
う
事
実
が
判
明。
し
か
も、
解
体
は
十

日
程
先
の
話
だ
と
い
う。
通
学
で
慣
れ
親
し
み、

帰
郷
の
際
に
は
い
つ
も
変
わ
ら
な
い
姿で
迎
え

て
く
れ
た
木
造
駅
舎
が
無
く
なっ
て
し
ま
う
!

私
は
仕
事
そっ
ち
の
け
で
と
も
に
木
造
駅
舎
に

慣
れ
親
し
ん
だ
親
友
た
ち
に
連
絡
を
と
り
ま
し

た。「
生
ま
れ
育っ
た
地
域
の
思
い
出
の
場
所
が

無
く
な
る」
「

見
慣
れ
た
ふ
る
さ
と
の
景
観
が

変
わっ
て
いっ
て
し
ま
う」

そ
ん
な
危
機
感
や
喪
失
感
を
共
有
し
て二
十

初期の20代を中心としたメンパー

代
の
若
者
を
中
心
と
し
て
「

下
小
代
駅
を
活
か

す
会」
(
現
在
の
「

小
代
の
会」)
を
結
成。
下

小
代
駅
の
木
造
駅
舎
の
存
続
を
目
的
と
し
て
活

動
を
開
始
し
ま
し
た。
駅
舎
は
日
光
線
開
通
時

の
七
十
五
年
前
(
昭
和
四
年)
に
竣工
し 、
こ

の
地
域
が
今
市
市
と
な
る
前
の
落
合
村で
あっ

た
こ
ろ
か
ら
の
数
少
な
い
建
物。
ま
た
こ
の
地

域
出
身で
名
誉
市
民
第一
号
で
あ
る
加
藤
武
男

氏
に
ゆ
か
り
深
い
駅
で
あ
る
こ
と
な
ど、
駅
舎

の
価
値
が
分
かっ
て
き
ま
し
た。

乗
降
客
が
少
な
く
無
人
駅
で
あっ
た
こ
と
も

あ
り 、
は
じ
め
は
行
政
や
上
の
世
代
に
相
手
に

さ
れ
ず
途
方
に
く
れ
る
時
期
が
半
年
ほ
ど
続
き

ま
し
た
が、
地
道
な
署
名
活
動
や
周
知
運
動
の

結
果 、
徐
々
に
世
代
を
超
え
て
理
解
さ
れ
る
に

至
り 、
小
代
に
活
性
化
を
も
た
ら
す
も
のと
し

て
応
援
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。

有
り
難
いこ
と
に、
鉄
道
会
社
か
ら
も
地
域

住
民
の
中
で
意
見
を
ま
と
め
る
期
間
を
設
け
て

頂
き 、
宇
都
宮
大
学
の
協
力
や
全
国
町
並
み
保

14 2005. 4 
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存
連
盟
の
支
援
を
受
け
て、
地
域
の
活
性
化
を

見
越
し
た
駅
舎
保
存
の
可
能
性
に
つ
い
て
地
域

住
民
を
中
心
と
し
て
検
討
し
て
い
ま
す 。

故郷再発見

こ
う
し
た
活
動
を
通
し
て、
我々
は
あ
ら
た

め
て
自
分の
故
郷
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
機
会

を
得
ま
し
た 。
と
い
う
の
は、
木
造
駅
舎
を
残

す
た
め
に
は
乗
降
数
を
い
く
ら
か
で
も
増
や
す

こ
と
が
求
め
ら
れ、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に

駅
の
周
辺
環
境
に
つ
い
て
知
り 、

現
在
無
人
駅

と
なっ
て
い
る
駅
舎
を
有
効
活
用
し
た
地
域
活

性
化
を
実
現
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
す 。

地
域
を
活
性
化
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら

よ
い
か。

何
も
な
い、
た
だの
農
村
地
域
だ
と
思っ
て

い
た
自
分
の
故
郷。
し
か
し、
こ
う
した
眼
差

し
で
み
る
と、
交
通
の
便
が
よ
い
上
に、
都
会

と
は
違
う
魅
力
に
あ
ふ
れ
た
地
域
で
あ
る
こ
と

小代の風景かけがえのない故郷

に
気
付
い
て
き
ま
し
た 。
日
光
連
山の
雄
大
な

眺
望、
そ
こ
か
ら
集
ま
る
豊
富
な
水。
川の
思

恵
を
受
け
て
広
が
る
田
畑
の
景
観。
ゲ
ン
ジ
と

ヘ
イ
ケ
両
方
の
蛍
が
飛
び 、
絶
滅
危
倶
種の
珍

し
い
固
有
種
が
花
を
咲
か
せ
る。
ゆっ
た
り
と

し
た
大
木の
桜
や
ヤマ
ツ
ツ
ジ
な
ど
が
駅
前
を

彩
る。
当
た
り

前の
よ
う
に
見
て
き
た
そ
れ
ら

は
貴
重
な
存
在
で 、
そ
れ
ら
を
有
す
る
故
郷
は

決
し
て
何
も
な
い
田
舎
で
は
な
く、
景
観
資
源

に
あ
ふ
れ
る
故
郷
で
あっ
た
の
で
す 。

都
会
に
は
都
会
の
魅
力
が
あ
り 、
合
理
的
な

生
活
を
送
るこ
と
が
出
来
ま
す 。
し
か
し、
田

舎
が
都
会
の
真
似
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は

な
い
で
しょ
う
か。
田
舎
に
は
都
会
に
な
い
魅

力
が
あ
り
ま
す 。
第
一、
都
会
の
人
は
今 、
田

舎
を
求
め
る
よ
う
に
なっ
て
き
て
い
る
の
で
す

か
ら。グ

リ
ー

ン
ツ
l
リ
ズ
ム
の
可
能
性

小
代の
会
で
は
駅
舎の
保
存
の
た
め、
下
小

代
駅
を
窓
口
と
し
た
都
会
の
人
と
農
村の
人
が

交
流
す
る
グ
リ
ー
ン
ツ
l
リ
ズ
ム
事
業
を
展
開

し
た
いと
計
画
し
て
い
ま
す 。
様々
な
農
村
経

験
が
可
能
で
あ
り 、
交
通の
便
に
恵
ま
れ
た
小

代
は
グリ
ー
ン
ツl
リ
ズ
ム
に
最
適の
地
域で
す 。

小
代の
今あ
る
魅
力
を
多
くの
人
に
触
れ
て

頂
くこ
と
で 、
現
在の
小
代の
魅
力
を
下
げ
る

こ
と
な
く
地
域
を
活
性
化
し
て
い
く
こ
と
が
で

子様のグンキオウたし
一」マ

一
アをレハ
-ノ

き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す 。
そ
の
中
で 、
地
域
の

窓
口
に
な
り

顔
で
あ
る
木
造
駅
舎
を
保
存
し
て

い
き
た
い。

現
在、
グ
リ
ー

ン
ツ
1
リズ
ム
の
準
備
イベ

ン
ト
と
し
て、
日
光
線
開
通
を
記
念
し
て
植
樹

さ
れ
た
駅
前
に
あ
る
大
桜
の
花
に
合
わ
せ 、
四

月
十
七
日
(
日)
に
小
代の
魅
力
を
知っ
て
頂

け
る
企
画
を
交
え
た
花
見
会
を
準
備
中で
す 。

キ
ラ
リ
光
れ
ー

小
代

小
代
は
ま
だ
キ
ラ
リ
と
は
光っ
て
い
な
い
と

い
う
の
が
現
状で
す 。
し
か
し、
鈍
い
光
は
い

く
つ
も
あっ
て
磨
け
ば
キ
ラ
リ
と
光
る
原
石
で

あ
る
は
ず 。

住
民
が
地
域
に
目
を
向
け、
地
域
に
誇
り
を

持
ち 、
外
部
に
アピ
ー

ル
し
て
い
け
ば
小
代
は

近
い
将
来
キ
ラ
リ
光
る
ま
ち
に
な
る
と
信
じ
て

い
ま
す 。

詳
細
は
H
P
を
ご
覧
下
さ
い。

ザ〈
者
宅
【)一戸口
凶
円
。
」
【)
\
印
E
B
o
m
o
∞
E
「
0・
Z
B一

2005 . 4 
v. 

芹たうん VOL8415 



za談 ーま ち づ ぐ り一

を とタ 活かすか アíllJJR，互援/
一 中山 間地域活性化の具体策 ー

島根県立大学総合政策学部助教授

厚 史井 上

島
根
県
那
賀
郡
三
隅
町
(
人
口
七
千
六
百
五

むろだに

十
一
人、
二
O
O
五
年
一
月
末
現
在)
室
谷
地

区
は、
一
九
九
九
年
農
水
省
の
「

日
本
の
棚
田

百
選」
に
認
定
さ
れ
た
棚
田
が
広
が
る
島
根
県

西
部に
位
置
す
る
小
さ
な
農
村で
あ
る。
大
麻

やま

かみ
しも
しょだに

山
の
麓
に、
上
室
谷
・下

室
谷
・

諸
谷
の
三
つ

の
集
落
が
広
が
り 、
戸
数
六
十
八、
人
口
百
八

十
六
(二
O
O
五
年
一
月
末
現
在) 、
耕
地
面

積
約二
十
八ヘ
ク
タ
ー

ル、
か
つ
て
最
盛
期
に

は
四
千
五
百
枚
を
数
え
て
い
た
全
国
有
数
の
棚

田
地
区
で
あっ
た。

こ
の
地
区
は、
江
戸
時
代
に
砂
鉄
の
一
大
産

地
と
し
て、
ま
た
北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
有

名
で
あ
り 、
貴
重
な
歴
史
的
遺
産
を
保
有
し
て

い
る。
し
か
し、
こ
れ
ま
で
正
式
な
学
術
調
査

が
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
く、
地
域
の
歴
史
は
風

化
し
か
かっ
て
い
る。

「
棚
田
百
選」
に
認
定
さ
れ
たこ
と
を
受
け

て、
三
隅
町
は一
九
九
九
年
か
ら
棚
田
緊
急
対

策
事
業と
し
て
農
道
の
整
備
を
実
施
し、
二
O

O
二
年
か
ら
は
「

棚
固
ま
つ
り」
を
開
催
し
て

い
る。
し
か
し、
こ
う
し
た
努
力
に
も
か
か
わ

ら
ず 、
棚
田
は
減
少
し
続
け
て
お
り 、

現
在一

千
枚
を
切っ
た
と
ま
で
い
わ
れ
て
い
る。
と
く

に
近
年
の
冷
夏 、
日
照
り 、
度
重
な
る
台
風
被

害
は、
逆
に
耕
作
放
棄
地
の
拡
大
に一
層
の
拍

車
を
か
け
て
い
る。
棚
田
の
加
速
度
的
な
減
少

と
歴
史
の
風
化。
そ
れ
が
現
在
の
室
谷
地
区
の

「 日本の棚田百選」に選定されている
室谷の棚田風景

棚
田
を
取
り
巻
く

現
状
で
あ
る。

二
O
O
O
年
四
月
に
島
根
県
立
大
学
が
開
学

し
て
以
来、
私
はこ
の
地
区
に
関
心
を
抱
き 、

棚
田
の
変
遷
や
地
区
の
歴
史
を
調
査
し
て
き
た。

そ
し
て二
O
O二
年
に、
大
学
の
付
属
機
関
で

あ
る
「

北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー」

の

研
究
助
成
プ
ロ
ジェ
ク
ト
と
し
て、
「

内
発
的

発
展
論と
〈
補
完
ネッ
ト
ワ
ー

キ
ン
グ〉
に
よ

る
中
山
間
地
域
活
性
化
に
関
す
る
日
韓
比
較
研

究」
に
取
り

組
み、
現
在
そ
の
報
告
書
を
作
成

し
て
い
る
段
階
で
あ
る。

こ
の
室
谷
地
区で
実
践
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ

の
取
り

組
み
を、
こ
こ
で
簡
単
に
ご
紹
介
し
た

い。
ま
ず 、
私
が
室
谷
地
区
の
問
題と
し
て
考

え
た
の
は、
次
の
四
点
で
あっ
た。

1 .
高
齢
化
の
た
め
年
々
農
業
従
事
者
が
減つ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
地
元
で
後
継
者

が
育っ
て
い
な
い。
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ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
の
栽
培
や
棚
田
の
オ
ー

ナ
ー

制
の
実
施
な
ど、
い
く
つ
か
の
活
性
化

事
業
が
試
み
ら
れ
た
が、
い
ず
れ
も
失
敗
に

終
わっ
てい
る。

3.
周
辺
に
同
じ
様
な
棚
田
地
区
がい
く
つ
も

かきのき

あ
る
(
地
元
で
は、
柿
木
村
の
棚
田
の
ほ
う

が
有
名)
た
め、
市
民
の
注
目
が
集
ま
り
に

ノ、し 。

4.
貴
重
な
歴
史
的
遺
産
が
整
備
さ
れ
てい
な

い
た
め
に、
「

む
ら
お
こ
し」
に
活
用
で
き

る
資
産
が
ない 。

こ
れ
ら
四
つ
のマ
イ
ナ
ス
要
因
を
是
正
す
る

た
め
に
は、
(
A)
労
働
力
の
確
保
と(
B)
地
域

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
再
発
見
が
必
要
で
あ

る。
(
A)
労
働
力
の
確
保
に
つ
い
て
は 、
地
域

に
は
若
者
が
ほ
と
ん
ど
い
ない
こ
と
か
ら、
大

学
生
を
活
用
す
る
こ
と
に
し
た。
当
初は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
取
り
組
ん
でい
た
が、

田
植
え
や
稲
刈
り
を
楽
し
み
な
が
ら
行
う
学
生

が
多い
こ
と
か
ら、
二
O
O
四
年
度
か
ら
は
私

と
同
僚
(
林
秀
司)
のゼ
ミ
生
合
計
三
O
人
と

と
も
に、
授
業
の一
環と
し
て
取
り
組
む
こ
と

に
し
た。
い
ざ
始
め
て
見
る
と、
炎
天
下
の
草

刈
り
作
業
に
不
満
の
声
も
出
た
が、
大
学
か
ら

車
で
三
O
分と
い
う
近
距
離
に
あ
るこ
と
や、

西
瓜 、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ、
サ
ツ
マ
イモ 、
米
な

ど
の
収
穫
物
を
も
ら
え
る
こ
と
も
手
伝っ
て、

一
年
間
の
活
動
を
無
事
終
え、
学
生
が
自
主
的

2 

農作業をする学生 ( 1 )

に
ホ
l
ム
ペ

l

ジ

(
豆汁
℃・
\
\
当
者
名
円
。
。
円
ロ
コ
巾

」七\ tZ
E全
自\)
を
通
営
す
る
ま
で
に
盛
り
上

がっ
てい
る。

ま
た、
(
B)
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の

再
発
見
に
つい
て
は、
戦
前
に
栽
培
さ
れ
てい

た
「

亀
治」
と
い
う
米
に
注
目
し、
そ
の
復
活

栽
培
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た。
「

亀
治」
は 、

やす普
あらしまひろたかめじ

島
根
県
安
木
市
荒
島
の
属
国
亀
次
(
亀
治)
が

明
治
八
年
に
選
定
し
た
品
種
で
あ
り、
山
間
地

の
栽
培
に
適
し、
病
虫
害
に
強
く、
酒
米
に
も

な
る
と
い
う
特
性
を
持っ
てい
る。
戦
前
島
根

県
の
奨
励
品
種
に
認
定
さ
れ
広
く
栽
培
さ
れ
て

い
た
が、
単
位
面
積
当
た
り
の
収
量
が
少
ない

こ
と
か
ら
戦
後
コ
シ
ヒ
カ
リ
な
ど
に
駆
逐
さ
れ、

い
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
栽
培
す
る
者
がい
ない
状

態
で
あっ
た。
農
薬
を
使
わ
ない 、
化
学
肥
料

を
使
わ
ない 、
収
量
を
気
に
し
ない 、
収
穫
し

た
米
は
酒
造
り
に
使
用
す
る、
と
い
う
原
則
の

下
に
試
行
錯
誤
を
重
ね 、
昨
年
地
元
の
酒
造

メ
ー

カ
ー

で
純
米
吟
醸
酒
の
試
験
醸
造
(「
む

ろ
っ
こ」)
に
こ
ぎ
着
け
た。
杜
氏
に
よ
る
評

価
も
「

ま
ろ
や
か
で
後
切
れ
が
よ
い」
と
上々

で、
今
年
の
出
来
を
今
か
今
かと
一
同
待
ち
望

ん
でい
る
状
態
で
あ
る。

一
年
間
の
活
動
を
終
え
た
学
生
の
中
に
は 、

将
来
の
職
業
と
し
て
農
業
を
真
剣
に
考
え
る
者

も
お
り、
大
学
生
が
棚
田
の
活
性
化
に
取
り
組

む
意
義と
有
効
性
を
確
認
で
き
た
よ
う
に
思っ

てい
る。
農
業
は
地
元
の
協
力
な
く
し
て
は
不

可
能
で
あ
り、
多
く
のノ
ウハ
ウ
を
必
要
と
す

る。
今
後
も
地
元
と
協
力
し
な
が
ら、
大
学
生

が
将
来
の
職
業
と
し
て
選
択
で
き
る
よ
う
な
棚

田
の
有
効
活
用
を
模
索
し
てい
き
たい 。

農作業をする学生 ( 2 ) 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

大

学

生

と

ま

ち

づ

く

り
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

え
ひ
め
地
域"
つ
く
り
研
究
会
議

代
表
運
営
委
員

若

松

大
学
で
ま
ちい
つ
く
り
を
教
え
る

私
は
そ
れ
ま
で
三
十
三
年
間
勤
め
て
い
た
双

海
町
役
場
の
地
域
振
興
課
長
を
最
後
に
退
職
し 、

二
O
O
三
年
四
月
か
ら
双
海
町
教
育
長
に
就
任

し
た 。
思
え
ば
公
民
館
を
皮
切
り
に
社
会
教
育

謀 、
産
業
謀 、
企
画
調
整
室 、
地
域
振
興
謀
を

渡
り

歩
き 、
常
に
住
民
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
き
た
た
め 、
遣
り

残

し
た
仕
事
も
多
く
多
少
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
気

持
ち
も
あ
っ
た
が 、
教
育
と
い
う
新
し
い
分
野

へ
の
想
い
も
っ
て 、
悩
ん
だ
末
思
い
切
っ
て
転

職
し
た 。
同
時
に
か
ね
て
よ
り
誘
い
の
合
っ
た

大
学
教
育
を
非
常
勤
講
師
と
し
て
手
伝
う
こ
と

と
な
っ
た 。
そ
れ
は
将
来
を
担
う
大
学
生
に
ま

ち
づ
く
り
に
つ
い
て 、
現
場
サ
イ
ド

の
声
を
伝

え
た
か
っ
た
し 、
学
生
時
代
か
ら
ま
ち 苧つ
く
り

活
動
に
参
加
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
望
を

持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る 。

大
学
で
は
法
文
学
部
総
合
政
策
学
科
夜
間
主

進

の
学
生
に
仕
事
が
終っ
て
か
ら
出
掛
け 、
毎
週

水
曜
日
夜
六
時
か
ら
「

地
域
振
興
と
ま
ち cつ
く

り」
に
つ
い
て
年
間
六
十
時
間
も
の
講
義
を
す

る
の
だ 。
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー

ク
を
交
え
て
の
講

義
と
い
っ
て
も
授
業
の
組
立
て
や
資
料
作
り
な

ど
準
備
作
業
も
何
か
と
多
く 、
昨
年
四
月
か
ら

無
我
夢
中 、
自
己
流
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
始
ま
っ

た 。そ
れ
ぞ
れ
の
講
師
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
レ
ク
チ
ャ

ー
を
聞
か
せ
て
希
望
す
る
学
生
を
集
め
る
方
式

で
私
に
振
り
分
け
ら
れ
た
学
生
は
二
十一
人
だ

っ
た
が 、
彼
ら
学
生
は
大
学
の
外
で
漏
れ
聞
く

不
真
面
目
人
間
と
は
大
違
い
で 、
眠
っ
た
り
私

語
を
交
わ
す
よ
う
な
者
も
な
く
や
る
気
に
満
ち

た
学
生
ば
か
り
で
あ
っ
た 。

「
理
論L
と
「

論
理」
と
い
う
言
葉
が
あ
る

が 、
大
学
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
「

理
論」
先

行
で 、
書
物
を
基
に
教
え
て
行
く
の
が
普
通
で

あ
る 。
私
の
場
合
は
実
践
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

言
葉
で
あ
る
「

論
理」
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い

な
い
た
め 、
時
に
は
ボ
デ
イ
ラ
ン
ゲ
ー

ジ
と
も

な
る
が 、
学
生
に
と
っ
て
は
こ
の
教
え
方
が
新

鮮
に
写
る
ら
し
く 、
質
問
あ
り
笑
い
あ
り
の
何

か
と
元
気
な
教
室
で
あ
る 。
教
え
る
側
と
教
え

ら
れ
る
側
の
関
係
は
太
鼓
の
響
き
合
い
に
似
て

い
る 。
こ
ち
ら
の
音
が
小
さ
い
と
相
手
の
音
も

小
さ
い 。
逆
に
大
き
な
音
で
打
ち
鳴
ら
す
と
大

き
な
音
が
こ
だ
ま
と
な
っ
て
返
っ
て
来
る
の
だ 。

魅
力
の
な
い
教
室
は
勿
論
学
生
の
側
に
も
責
任

の一
端
は
あ
る
が 、
教
え
る
側
の
「

こ
う
あ
る

べ
き
だ」
と 、
ゃ
っ
た
こ
と
も
な
い
で
き
な
い

こ
と
を
口
先
で
諭
し 、
「

あ
る
べ
き
だ
論」
を

振
り
か
ざ
す
教
え
方
で
学
生
の
心
を
掴
む
こ
と

は
難
し
い 。

私
が
学
生
の
た
め
に
選
ん
だ
年
間
テ
l

マ
は

「
訪
ね
た
い
ま
ち
の
条
件」
「

住
ん
で
み
た
い

ま
ち
の
条
件」
で 、
七
回
の
講
義
で
予
備
知
識

を
得
な
が
ら
グ
ル
ー

プ
ワ
l
ク
で
議
論
し 、
設

定
し
た
訪
ね
た
い
ま
ち
四
つ
の
テ
1

マ
そ
れ
ぞ

れ
に
十
項
目 、
計
四
十
項
目 、
住
み
た
い
ま
ち

も
同
じ
よ
う
に
四
テ
ー

マ
十
項
目 、
計
四
十
項

目
を
セ
レ
ク
ト

す
る
作
業
を
行
っ
た 。
こ
れ
ら

の
項
目
は
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
で
出
掛
け
た
ま

ち
を
調
査
す
る
大
切
な
共
通
評
価
の
基
準
と
な

る
ば
か
り
で
な
く 、
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
後
に

作
り
上
げ
る
訪
ね
た
い
ま
ち
と
住
み
た
い
ま
ち

の
モ
デ
ル
ケ
ー

ス
を
つ
く
る
糸
口
と
な
る
重
要

な
作
業
で
あ
る 。
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愛媛大学での講義の様子

2 .
大学生の持つまち "つくりイメージ

と
こ
ろ
で
大
学
生
は
「

地
域
振
興
と
ま
ち 、、つ

く
り」
に
つい
て、
ど
ん
な
イ
メ
ー

ジ
を
持っ

てい
る
の
だ
ろ
う。
講
義
前
の
ま
ち
づ
く
り
論

と
は
まっ
た
く
無
縁
な
時
期
に、
最
初
の
宿
題

と
し
て
提
出
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
結
果
の
一

部
を
羅
列
的
に
紹
介
し
たい。

「
地
域
振
興
と
ま
ち"
つ
く
り」
と
聞
い
て

イ
メ
ー

ジ
す
る
ベ
ス
ト
3

商
店
街
の
活
性
化・
ゴ
ミ
の
落
ち
てい
ない

締
麗
な
ま
ち・
娯
楽
施
設
の
建
設・
地
元
住
民

の
参
加・
地
域
の
特
色
を
生
か
す・
あ
る
も
の

を
活
か
す・
地
域
イベ
ン
ト・

市
町
村
合
併・

Q
1

 

イ
ンタ
ー

ネッ
ト
に
よ
る
地
域
P
R・
特
産
品

の
生
産
販
売・
箱
も
の
行
政
・

観
光
開
発・
過

疎
化・
生
涯
教
育
・ふ

る
さ
と
創
生
資
金・
住

民
と
行
政
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
・
イ
メ
ー

ジ

アッ
プ・
交
通
の
利
便
性
を
整
え
る
工
事
・

治

安
の
維
持・
温
泉・
自
然・
景
観
・

開
発
か
自

然
保
護
か
・

安
全
の
ま
ち
づ
く
り・
小
さ
な
政

府・
地
域振
興
券
・

住
民
の
声
・

村
お
こ
し
・

観
光
地・
都
市
再
開
発
・

町
内
会
や
子
供
会
・

そ
の
他
(
ま
ち
な
み
博・
坂
の
上
の
雲
の
ま
ち

づ
く
り
・

昇
る
夕
日
で
ま
ち
づ
く
り)

こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
を
見
る
と
若
者
の

ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
は 、
ハ
ー
ド

か
ら
ソ
フ
ト
に
至
る
ま
で
幅
広
く、
断
片
的
で

は
あ
る
が
意
識
的
に
は
ま
ち εつ
く
り
の
芽
生
え

が
感
じ
ら
れ
る。
要
はこ
の
蚊帳
の
外
的
意
識

を
い
か
に、
ま
ち 手つ
く
り
で
最
も
大
切
な
参

加・
参
画
・

協
働
に
誘
導
す
る
か
で
あ
る。

フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
目
的
地
は
個
性
あ
る

ま
ち 苧つ
く
り
を
長
年
に
わ
たっ
て
進
め
そ
れ
な

り
の
成
果
を
得
て、
長
年
に
わ
たっ
て
内
外
に

情
報
発
信
し
てい
る
東・
中
・

南
予
の
中
規
模

な
町
を
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
ず
つ
選
ぴ 、
特
別
地

区
と
し
て
私
の
町
も
加
え
て
四
箇
所
と
し
た。

学
生
の
出
身
地
は
主
に
中
四
国
や
九
州
が
中
心

で
あ
る
が、
一
部
を
除い
て
交
通
手
段
を
持
た

ない
学
生
に
とっ
て
県
内
の
市
町
村
を
訪
ね
る

機
会
は
そ
ん
な
に
多
く
は
ない。
ま
し
て
や
調

査
と
い
う
目
的
を
持っ
て
訪
ね
るこ
と
な
ど
殆

ど
ない
か
ら、
班
毎
に
用
意
し
た
車
に
分
乗
し

て
訪
ね
る
姿は
ま
る
で
小
旅
行
気
分
で
あっ
た。

し
か
し
研修
が
深
ま
る
に
つ
れ
て、
そ
れ
ぞ
れ

の
町
で
ま
ち
づ
く
り
に
深
く
関
わっ
て
き
た
ま

ち
づ
く
り
人
の
裏
も
表
も
見せ
て
語
る
苦
労
話

に一
種
の
カ
ル
チ
ャ
ー

ショ
ッ
ク
を
受
け 、
測

か
ら
涼
み
へ
と
入っ
て
行
く
姿
が
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
なっ
た。

町
を
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
で
採
点
す
る
と
意
外

な
結
果
が
出
始
め
た。
そ
れ
ま
で
訪
ね
るこ
と

だ
け
に
集
中
し
てい
た
目
が
住
む
こ
と
の
意
味

へ
と
移
り
始
め
た
の
で
あ
る。
ま
さ
に
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー

ク
の
成
果と
い
え
よ
う。

(
次
号
に
つ
づ
く)フ ィ ール ド ワ ー ク の調査結果発表風景
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「
え
ひ
め
町
並
博二
O
O
四」。
こ
れ
は、「
十

町
十
色。
南
予
の
町
の
物
語。」
を
キ
ャ
ッ

チ

フ
レ
ー

ズ
に、
懐
か
しい
古い
町
並
み
や
豊
か

な
自
然
を
有
す
る
南
予
地
域
を
舞
台と
し
て
開

催
さ
れ
た
博
覧
会
で
す。
平
成
十
六
年
四
月二

十
九
日
か
ら
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
百
九
十
七

日
問 、
各
地
で
多
彩
な
催
し
が
繰
り
広
げ
ら
れ、

百
七
十
万
人
を
超
え
る
多
く
の
方々
に
ご
来
場

い
た
だ
き
ま
し
た。

私
はこ
の
「

町
並
博」
に
平
成
十
五
年
四
月

か
ら
関
わ
り、
イベ
ン
ト

の
準
備・
運
営
に
当

た
り
ま
し
た。
そ
れ
は、
華
や
か
な「
博
覧
会」

と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹
に
地
道
な
活
動
で
し
た

が、
事
務
処
理
か
ら
肉
体
労
働
ま
で
様々
なこ

と
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き、
自
分
自
身
に
と

っ
て
も
非
常
に
有
意
義
な
イベ
ン
ト
で
し
た。

町
並
博
は、
「

パ
ピ
リ
オ
ン
の
ない
博
覧
会」

と
い
う
呼
び
名
が
示
す
と
お
り、
い
わ
ゆ
る「
箱

物」
は
作
ら
ず 、
既
存
の
資
源
を
掘
り
起こ
し、

さ
ら
に
魅
力
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
イベ
ン
ト

を
作
り
上
げ
る
手
法
を
と
り
ま
し
た。
そ
の
中

で
最
も
基
本
で
あ
り、
か
つ
重
要
で
あっ
た
と

私
が
感
じ
てい
る
こ
と
は、
人
と
出
会い 、
語

り、
協
力
し
てい
た
だ
く 、
あ
るい
は
参
加
し

て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す。
こ
れ
は
町
並

博
を
一
過
性
の
イベ
ン
ト
に
終
わ
ら
せ
ない
た

め
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
し
た。

• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

町
並
博
で
は、
「

コ
ア
イベ
ン
ト」
と
呼
ば

れ
る
集
客
力
の
高い
イベ
ン
ト
を
大
洲・
内
子

・
宇
和
の
三
地
区
で
実
施
し
ま
し
た。
こ
れ
は

三
地
区
に
残
る
「

町
並」
を
中
核
と
し
て、
南

予
を
周
遊
す
る
旅
を
提
案
す
る
こ
と
を
意
図
し

た
も
ので
あ
り、
県
実
行
委
員
会
が
主
体
と
な

っ
て
実
施
し
ま
し
た。
こ
の
コ
ア
イベ
ン
ト
に

つい
て
も、
地
域
住
民
の
方々
の
協
力
な
し
で

は
成
り
立
た
ない
も
の
で
し
た
が、
町
並
博
の

イベ
ン
ト

の
中
に
は、
住
民
が
自
ら
企
画
し、

準
備・
運
営
す
る
「

自
主
企
画
イベ
ン
ト」
と

い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た。

「まちづく り 」
と しての町並博

愛媛県経済労働部町並博推進課

イ ベ ン 卜 推進室 石丸 隆雄

「
自
主
企
画
イベ
ン
ト」
は
イベ
ン
ト
と
呼

ん
で
はい
ま
す
が、
そ
の
本
質
は、
事
業と
し

て
継
続
的
に
実
施
し
てい
くこ
と
を
目
指
す
も

の
で
す。
住
民
の
方々
の
「

や
り
たい
こ
と」

を
事
業と
し
て
形
に
す
る
た
め、
設
備・
器
具 、

能
力
開
発
等
の
初
期
投
資
に
対
し
て
助
成
す
る

と
と
も
に、
専
門
家
に
よ
る
支
援
を
実
施
し、

プロ
グ
ラ
ム
を
練
りこ
ん
でい
き
ま
し
た。
皆

さ
ん
生
業
を
持
た
れ
てい
る
中 、
熱
心
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
き、
期
間
中
に
八
十二
の
プロ

グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
ま
し
た。
一
つ
ひ
と
つ
の

規
模
は
大
き
く
ない
も
の
の、
「

町
づ
く
り
型

博
覧
会」
を
標
梼
し
た
町
並
博と
し
て
は、
こ

の
「

自
主
企
画
イベ
ン
ト」

が
主
役で
あっ
た

と
い
っ
て
も
過
言で
は
あ
り
ま
せ
ん。

こ
の
よ
う
な
活
動
が
評
価
さ
れ、
「

南
予
地

域」
は、
国
土
交
通
省
の
「

観
光
交
流
空
間
づ

く
りモ
デ
ル
事
業」
のモ
デ
ル
地
域
に
選
定
さ

れ
ま
し
た。
町
並
博
は
終
了
し
ま
し
た
が、
今

後
は、
地
域
づ
く
り
の
活
動
と
観
光
交
流
の
事

業
を
う
ま
く
融
合
し、
南
予
の
魅
力
を
恒
常
的

に
情
報
発
信
し
てい
く
活
動
が
続い
てい
き
ま

す。
町
並
博
の
イベ
ン
ト
を
担っ
た
人々

、
ま

ち
づ
く
り
の
熱
意
を
持っ
た
人
々
が
中
心
と
な

り、
「

南
予」
が
ま
す
ま
す
魅
力
説
れ
る
地
域

に
なっ
てい
く
と
信
じ
てい
ま
す。
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♂一回O-
〉〈円Oコご
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク」
(
以
下

ちょ
い
こ
み)
は、
松
山
の
商
店
街
を
若い
力

で
元
気
に
し
たい
と
い
う
想い
を
持っ
て
活
動

し
てい
る
団
体
で
す。実
は
僕
達
の
団
体
は、

商
工
会
や
大
学
のゼ
ミ
と
い
っ
た
後ろ
盾
は
何

も
あ
り
ま
せ
ん。
僕
は、
柳
井
町
商
店
街
と
い

う
松
山
の
南
銀
天
街
を
抜
け
た
と
こ
ろ
に
あ
る

小
さ
な
商
店
街
の
入
口
に
面
し
たマ
ン
ショ
ン

で
一
人
暮
ら
し
を
し
てい
ま
す。
そ
も
そ
も、

こ
の
団
体
が
立
ち
上
がっ
た
の
は、
「

自
分
の

家
の
近
く
に
ある
商
店
街
の
人
達
と
仲
良
く
な

り
た
い」
そ
ん
な
些
細
な
事
が
きっ
か
け
で
し

た。
そ
れ
が、
い
つ
し
か
同
じ
よ
う
な
想い
を

持っ
た
学
生
が
一
人
ま
た一
人
と
集
ま
り、
二

O
O
四
年
の
初
夏
に
ちょ
い
こ
み
と
い
う
団
体

が
成
立
す
る
に
至
り
ま
し
た。

そ
ん
な
「

ま
ち
づ
く
り」
の
「

ま」
の
字
も

知
ら
ない
よ
う
な
学
生
ばか
り
が
集
まっ
て
結

成
し
た
団
体
で
す
の
で 、
ま
ず 、ま
ち
づ
く
り

の
事
を
勉
強
し、
自
分
達
の
考
え
方
に
賛
同
し

て
く
れ
る
仲
間
を
集
め
る
事
を
目
的
と
し
て

「
ま
ち
づ
く
り
講
座」
を
開
く
事
に
し
ま
し
た。

講
座
は、
実
際
に
商
店
街
に
出
て
の
グ
ル
ー

プ
活
動
形
式
で 、
そ
の
中
で
ま
ち ￡つ
く
り
と
は

H
そ
の
ま
ち
が
持っ
てい
る
資
源
を
大
切
に
す

る
事H
を
学
び
ま
し
た。

次
に
僕
達
は、
商
店
街
を
対
象
に
し
たヒ
ア

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

“ま ち" が
好きだか ら

ち ょ い × こ み ネ ッ ト ワ ー ク

白 石 昌弘

そのリ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
ま
し
た。
こ
れ
は、
単

な
る
調
査
で
は
な
く、
商
店
街
に
携
わっ
て
い

る
方々
一
人
ひ
と
り
に
イ
ン
タ
ビュ
ー

を
す
る

事
に
よっ
て、
数
値
面
だ
け
で
は
な
く
そ
れ
ぞ

れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
商
店
街
の
現
状
を
知っ
て
も

ら
う
事
を
目
的
と
し
てい
ま
し
た。

イ
ン
タ
ビュ
ー

を
さ
せ
て
頂
いた
店
主
の

方々
と
は、
時々
買い
物
に
行つ
て
は
世
間
話

を
し
た
り、
ちょ
っ
と
し
た
オマ
ケ
を
し
て
も

らっ
た
り
と、
今
で
も
大
変
お
世
話
に
なっ
て

い
ま
す。

こ
れ
は、
普
通
に
大
学
生
活
を
送っ
てい
て

は
味
わ
え
ない
体
験
だ
と
感
じ
ま
し
た
し、ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
を
す
る
事
に
よっ
て、
何
よ
り

も
自
分
達
が
商
店
街
の
事
を
以
前
よ
り
も
もっ

と
好
き
に
なっ
て
し
まい
ま
し
た。

そ
う
やっ
て
活
動
を
し
てい
っ
た
ちょ
い
こ

み
で
す
が、
順
風
満
帆で
あ
る
と
は
言
え
ま
せ

ん
で
し
た。
活
動
の
期
聞
が
台
風
の
時
期
と
重

な
り、
イベ
ン
ト
自
体
が
連
続
し
て
順
延
し
て

し
まっ
た
事
を
初
め
と
し、
自
分
達
の
行
なっ

てい
る
活
動
と
周
囲の
反
応
の
ギャ
ッ
プ
に
も

ぶ
つ
か
り
ま
し
た。『
そ
も
そ
も、
ま
ち
づ
く
り

と
は
元
来
そ
の
土
地
に
住ん
で
い
る
人
達
が
長

い
時
間
を
か
け
て
行
なっ
てい
く
も
の
で
あ
り、

た
か
が
学
生
の
ちょ
っ
と
し
た
力
で
何
を
変
え

てい
け
る
の
だ
ろ
う
か
?』
と
い
う
疑
問
は、

今で
も
消
え
ない
ま
ま
活
動
を
続
け
てい
ま
す。

僕
は
福
岡
出
身
で 、
今
年
は
就
職
活
動と
い

う
人
生
の
岐
路
に
立っ
てい
ま
す。
県
外
か
ら

来
てい
る
学
生
の
殆
ど
が、
松
山
に
滞
在
す
る

の
は、
ほ
ん
の
数
年
と
い
う
短
さ
で
す。
た
だ、

初
め
て
一
人
暮
ら
し
を
始
め
た
僕
達
を
暖
か
く

迎
え
て
く
れ、
共
に
生
活
し
てい
っ
た
松
山
と

い
う
土
地
は、
も
し
か
す
る
と
本
来
の
地
元
よ

り
も
愛
着
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん。
H

松

山
と
い
う
ま
ち
が
好
き
で
あ
るμ
そ
の
想い
を

大
切
に
し、
学
生
が
持っ
てい
る
「

行
動
力」

と
「

ネッ
ト
ワ
ー

ク」
を
武
器
に
も
う
一
度
商

店
街
や
松
山
の
魅
力
を
再
発
見
し、
周
囲
の

方
々
に
伝
え
てい
け
た
ら
と
思っ
てい
ま
す。
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シ
l 、ボ

ル
ト
の
故
郷 、
ド
イ
ツ・
ピ
ユ
ル
ツ

ブ
ル
ク
市
誕
生
千
三
百
年
記
念
ミ
ュ
ー

ジ
カ
ル

「
シ
l

ボ
ル
ト

の
娘・
イ
ネ」
は 、
応
援
委
員

会
発
足
と
共
に
資
金
集
め
が
本
格
的
に
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た 。
二
O
O
四
年
三
月
頃
か
ら 、
委

員
会
の
吉
田
委
員
長
は
じ
め 、
数
人
の
リ
ー

ダ
ー

が
中
心
と
な
り 、
週一
回
の
会
議
を
行
い

な
が
ら
進
め
て
い
き
ま
し
た 。

一
方 、
舞
台
作
り
も
具
体
的
に
な
り
始
め
た

三
月
二
十一
日 、
舞
台
監
督
の
日
之
西
さ
ん
が 、

以
前
か
ら
の
病
気
が
悪
化
し
亡
く
な
り
ま
し
た 。

み
か
ん一
座
の
裏
を
支
え
続
け
て
く
れ
た
要
の

人
で
し
た 。
悲
し
み
の
中
で 、
舞
台
監
督
を
引

き
継
い
で
く
れ
た
の
は 、
日
之
西
さ
ん
の
片
腕

と
し
て
協
力
し
て
く
れ
て
い
た
土
居
町
の
児
童

劇
団
団
長 、
林
さ
ん
で
し
た 。
日
之
西
さ
ん
が

残
し
て
く
れ
た
設
計
図
を
元
に
舞
台
装
置
の
具

体
化
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
す 。

し
か
し 、
公
演
を
行
う
マ
イ
ン
フ
ラ
ン
ケ
ン

劇
場
の
様
子
が
わ
か
ら
な
い
の
で
な
か
な
か
時

が
あ
か
ず 、
六
月
末 、
林
さ
ん
を
は
じ
め 、
音

響・
照
明
の
チ
l

フ
ら
と
共
に
視
察
に
行
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た 。
出
発
の
日 、
運
悪
く
台
風

の
直
撃
で
飛
行
機
の
乗
り
継
ぎ
な
ど
に
四
苦
八

苦
し 、

松
山
か
ら
ピ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
ま
で 、
何

と 、
五
十
時
間
か
か
っ
て
し
ま
い 、
み
ん
な
ク

タ
ク
タ
で
し
た 。
よ
っ
て
滞
在
は 、
一
日
し
か

で
き
ず 、
急
ピ
ッ

チ
で
劇
場
の
見
学
や 、
打
ち

合
わ
せ
を
行
い
ま
し
た 。

林
さ
ん
は 、
初
め
て
の
海
外
だ
っ
た
こ
と
も

あ
り 、
美
し
い
ピ
ユ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
町
に
感
激

し 、
公
演
の
時
は 、
手
伝
い
に
奥
さ
ん
も
連
れ

て
来
る
と
意
気
込
ん
で
い
ま
し
た 。

し
か
し 、
予
期
せ
ぬ
出
来
事
が
起
こ
り
ま
し

た 。
七
月 、
林
さ
ん
が
突
然 、
交
通
事
故
で
亡

く
な
り
ま
し
た 。
私
は
目
の
前
が
真っ
暗
に
な

り
ま
し
た 。
「

ど
う
し
て 、
ど
う
し
て
こ
ん
な

こ
と
が・
・
。」

二
人
も
大
切
な
人
を
亡
く
し 、

み
ん
な 、
不
安
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た 。

吉
田
委
員
長
が
言
い
ま
し
た
「

お
二
人
の
ご
冥

福
を
祈
り 、
二
日
間 、
ド
イ
ツ
へ
の
活
動
を
停

止
し 、
ま
た
新
た
に
出
発
し
ま
し
ょ
う 。」 。

そ
の
後 、
私
は
長
崎
に
あ
る 、
お
イ
ネ
さ
ん

の
お
墓
参
り
に
出
か
け
ま
し
た 。「
お
イ
ネ
さ
ん 、

ど
う
か
私
達
を
見
守っ
て
下
さ
い 。
お
父
さ
ん

の
故
郷
に
無
事
に
導
い
て
下
さ
い 。」
手
を
合

わ
せ
な
が
ら
何
度
も
何
度
も
つ
ぶ
や
き
ま
し
た 。

何
が
あ
っ
て
も 、
日
独
文
化
国
際
交
流
の
こ
の

事
業
を 、
も
う
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん 。
二
人
の
舞
台
監
督
の
意
志
を
継
い
で 、

音
響
チ
1

フ
の
中
村
さ
ん
が
舞
台
監
督
を
引
き

受
け
て
く
れ
ま
し
た 。
こ
う
し
て 、
ド
イ
ツ
へ

向
か
っ
て
再
び
動
き
出
し
た
の
で
す 。

八
月 、
ド
イ
ツ
側
の
主
催
者
で
あ
る 、
シ
ー

ボ
ル
ト

協
会
の
ク
ラ
イ
ン
・

ラ
ン
グ
ナ
l

理
事

長
が
来
日
し
ま
し
た 。
ス
タ
ッ
フ
会
議
の
席
上
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せ
で 、
理
事
長
は
言

ムロ

「

打
い
ま
し
た 。
一
ト

印
イ
ツ
で
は 、
こ
の

鞍
よ
う
な
日
本
の
ミ

理
ユ
l

ジ
カ
ル
が
上

司
一

J
7
-

1
ナ
演
さ
れ
る
の
は
初

切
め
て
で
す 。
歴
史

h
ン
の一
歩
を
記
す
事

刷
ィ

に
な
る
で
し
ょ
う 0

・
ラ

-
ク

苦
難
は
多
く
あ
る

で
し
ょ
う
が 、
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い 。
私
達
は 、

出
来
る
限
り
の
協
力
を
し
ま
す 。L

そ
の
後 、
何
度
も
ド
イ
ツ
の
新
聞
が
送
ら
れ

て
き
ま
し
た 。
「

み
か
ん一
座
が
ド
イ
ツ
公
演

を
行
うL
と
い
う
記
事
で
す 。
こ
ん
な
に
期
待

さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
と 、
責
任
と
緊
張
が

増
し
て
き
ま
し
た 。

心
配
し
て
い
た
資
金
は 、
西
予
市
の
特
別
協
賛 、

国
や
県 、
松
山
市
の
助
成
金 、
県
内
の
多
く
の

企
業
の
協
賛 、
個
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
募
金 、

そ
し
て
み
か
ん一
座
の
自
己
負
担
な
ど
で 、
公

演
真
近
に
何
と
か
目
途
が
つ
い
て
き
ま
し
た 。

子
供
達
は 、
夏
の
暑
い
盛
り 、
何
度
も
街
頭
募

金
に
立
ち 、
道
行
く
人
達
に
大
声
で
支
援
の
お

願
い
を
し
ま
し
た 。
こ
れ
は 、
お
母
さ
ん
達
か

ら
の
提
案
で
し
た 。
「

委
員
会
の
方
達
は 、
私

達
の
た
め
に
身
を
粉
に
し
て
資
金
集
め
を
し
て

下
さ
っ
て
い
る 。
そ
の
御
苦
労
を
少
し
で
も
子

供
達
に
わ
か
っ
て 

欲
し
い 。
大
事
な

甜
お
金
を
募
金
し
て

金
い
た
だ
く

事
の
難

甥
し
き
ゃ
あ
り
が
た

杭
さ
を
身
を
も
っ
て

液
感
じ
さ
せ
た
い 。」

訂
そ
ん
な
お
母
さ
ん

達
の
思
い
を
大
切

に
し
た
い
と
思
い

ま
し
た 。
子
供
達
の
「

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た 。」
と
深
々
と
頭
を
何
度
も
下
げ
て
い
る

姿
は
ま
ぶ
し
く
さ
え
感
じ
ま
し
た 。

資
金
集
め
と
並
行
し
て 、
芝
居
の
稽
古
は 、

休
日
返
上
で
行
い
ま
し
た 。
大
人
は
仕
事
が
終

っ
て
か
ら
夜
遅
く
ま
で
の
練
習 。
子
供
は 、
土

曜
日
の
昼 。
合
同
練
習
は
休
日
し
か
で
き
な
い

の
で
す 。

。フ
ロ
の
劇
団
な
ら 、
短
期
間
で
出
来

て
し
ま
う
だ
ろ
う
事
も
時
間
が
か
か
り
ま
す 。

仕
事
や
学
校
や
家
庭
を
抱
え
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ

が
必
死
で
取
り

組
ん
で
い
き
ま
し
た 。
特
に
印

象
的
だ
っ
た
の
は 、
小
さ
な
男
の
子
達
に
相
撲

を
と
る
シ
l
ン
を
与
え
た
こ
と
で
す 。
日
本
ら

し
い
も
の
を
多
く

取
り
入
れ
よ
う
と
試
み
た
事

だ
っ
た
の
で
す
が 、
い
ざ
始
め
て
み
る
と 、
相

撲
の
取
り
方
を
知
ら
な
い
の
で
す 。
大
人
組
の

男
性
陣
が 、
昔
と
っ
た
杵
柄
で
汗
を
か
き
な
が

ら
教
え
る
姿
は
何
と
も
微
笑
ま
し
く 、
そ
の
結

古
果 、
ド
イ
ツ
で
は

措
赤
フ
ン
の
小
さ
な

引
力
士
達
に
拍
手
喝

似
釆
で
し
た 。

捕

ま
た 、
み
ん
な

剛
で
取
り

組
ん
だ
事

一」潤
の
中
に
ド
イ
ツ
語

地
の
勉
強
が
あ
り
ま

イ
し
た 。
ド
イ
ツ
に

い卜
行
っ
た
ら 、
ド
イ

ツ
語
で
挨
拶
で
き
る
よ
う
に 、
そ
し
て 、
カ
ー

テ
ン
コ
l

ル
は
ド
イ
ツ
語
で
歌
お
う
と
挑
戦
し

た
の
で
す 。
大
人
達
は
四
苦
八
苦
し
ま
し
た
が 、

子
供
達
の
何
と
覚
え
の
早
い
事・: 。
驚
き
ま
し

た 。役
者
の
中
で
も 、
予
期
せ
ぬ
こ
と
が
起
こ
り

ま
し
た 。
重
要
な
役
に
付
い
て
い
た
二
人
の
女

性
が
入
院 。
楽
し
み
に
し
て
い
た
ド
イ
ツ
へ
は

行
け
な
く
な
り
ま
し
た 。
「

ど
う
し
よ
う・
-

」

私
は 、
ま
た
ま
た
頭
を
抱
え
ま
し
た 。
思
案
の

末 、
脚
本
を一
部
変
更
し
た
り 、

役
者
の
配
置

換
え
を
し
た
り 、
パ
タ
パ
タ
と
と
に
か
く
本
番

に
間
に
合
わ
せ
ま
し
た 。
右
往
左
往
の
数
ヶ
月 。

語
り
尽
く

せ
な
い
ほ
ど
色
ん
な
事
が
あ
っ
た

日
々 。
み
か
ん一
座
の
メ
ン
バ
ー

は
「

ど
ん
な

時
も
希
望
を
捨
て
ず・
・
。」

と
繰
り
返
し
叫

び
な
が
ら 、
ド
イ
ツ
公
演
に
向
か
っ
て
い
っ
た

の
で
す 。
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西条モ ダニズム建築
見て歩 き

ま ち な み探偵団

岡崎 直司

第 31 弾

議

西
条
市
は
面
白い
町
で
あ
る。
と
言っ
て
も、

こ
こ
で
言
う
西
条
のエ
リ
ア
は、
旧
西
条
藩
三

万
石
の
陣
屋
が
あっ
た
旧
市
街。
実
は
昨
年
十

一
月
か
ら
平
成
の
大
合
併
で、
西
条
市、
東
予

市、
周
桑
郡
小
松
町
・

丹
原
町
が
一
緒
に
な
り、

人
口
も
十
一
万
人
台
に
倍
増。
市
の
概
念
が
ま

だ
イメ
ー

ジ
定
着
し
てい
ない。
余
談
な
が
ら、

歴
史
的
に
も
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
西
条
藩
・

小
松

藩・
松
山
藩
だっ
た
り
し
て
や
や
こ
し
い。

そ
れ
は
と
も
か
く、
今
号
で
は、
知
ら
れ
ざ

る
西条
の
魅
力
と
し
て、
陣
屋
堀
界
隈
の
近
現

代
建
築
を
探
訪
す
る。

ま
ず
は
こ
こ
か
ら。
愛
媛
民
芸
館。
西
条
陣

屋
の
大
手
門
を
校
門
に
持
つ
西
条
高
校
(
今
選

抜
甲
子
園
出
場)
の
左
隣
に、
堀
と
柳
の
似
合

う
現
代
建
築
が
建っ
てい
る。
昭
和
四
十二
年

の
建
築、
倉
敷

で
活
躍
し
た
浦

辺
鎮
太
郎
氏
の

設
計
作
品
で
あ

る。
こ
の
デ
ザ

イン
は、
浦
辺

調
と
も
倉
敷
調

と
も
呼
ば
れ
た

浦
辺
独
特
の
民

芸
調
ネ
オ
ク
ラ

シ
ズ
ム
で、
堀

端
の
景
観
に
よ
くマ
ッ

チ
し
てい
る。

実
は、
も
う
一
つ
二
つ
彼
の
作
品
が
近
く
に

存
在
す
る。
今
度
は
西
条
高
校
の
右
隣 、
栄
光

教
会
と
栄
光
幼
稚
園
で
あ
る。
教
会
と
牧
師
館

の
方
は、
民
芸
館
よ
り
も
少
し
早
く、
昭
和二

十
六
年
の
建
築。
彼
が
ク
ラ
レ
営
繕
時
代
の
も

の
で、
良
質
な
初
期
作
品
と
言
え
る。
残
念
な

が
ら
教
会
の
入
り
口
が
サッ
シユ
ド
ア
に
なっ

て
し
まっ
た
が、
そ
れ
で
も
中
に
入
る
と、
会

堂
建
築
と
し
て
の
静
説
さ
気
品
が、
今
も
少
し

も
損
な
わ
れ
てい
な
い。
足
元
を
木
煉
瓦
敷
き

と
し
て、
程
よい
採
光
の
た
め
の
縦
長
窓
が
絶

妙
なバ
ラ
ン
ス
で
配
置
さ
れ、
頭
上
に
は
構
造

上
の
補
強
鉄
筋
(
タ
イ
パ
1)

を
利
用
し
た
当

時
の
ま
ま
の
シッ
ク
な
照
明
具
が
今
も
健
在。

人
が
癒
し
を
求
め
て
集
う
宗
教
建
築
に
は、
こ

う
し
た
優
し
さ
と
身
を
正し
た
く
な
る
空
間
構

24 

成
が
と
て
も
大
切
だ。
そ
ん
な
具
合
だ
か
ら、

一
方
の
牧
師
館
だっ
て
小
さ
な
建
物
だ
け
ど、

捨
て
が
たい
魅
力
に
あふ
れ
でい
る。
伝
統と

モ
ダニ
ズ
ム
が
調
和
し
た
佳
品
の
仕
上
が
り。
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愛媛民芸館

栄光教会牧師館

そ
し
て、
幼
稚
園
舎
の
方
は、
取
材
時
に
同

行
の
W
氏
が
気
づ
く。
か
の
松
村
正
恒
氏
の
戦

後
モ
ダニ
ズ
ム
の
傑
作
日
土
小
に
似
て
い
る

カ
ー

テ
ン
ウ
オ
ー

ル
形
式
の
部
分
を
発
見。
い

や
待
て
よ、
こ
ち
ら
の
方
が
先
に
建
て
ら
れ
て

る
か
ら、
ひょ
っ
と
し
て。
両
人
と
も
戦
後
の

日
本
に
お
け
るモ
ダニ
ズ
ム
建
築
家
と
し
て、

気
を
吐い
た
方々
な
の
で、
影
響
し
あっ
た
こ

と
が
果
た
し
て
有
り
や
無
し
ゃ。
な
ど
と
勝
手

な
想
像
を
巡
ら
す
の
も
実
に
楽
しい。

さ
て、
浦
辺
と
西
条
と
の
関
わ
り
に
つい
て

は、
倉
敷
紡
績
の
総
帥
大
原
孫
三
郎
が、
戦
前



期
に
こ
の
地
に
進
出
を
み
た
旧
倉
敷
絹
職
(
現

倉
敷レ
ー
ヨ
ン
西
条
工
場)
の
こ
と
が
あ
る。

そ
れ
を
引
き
継
い
だ
惣
一
郎
に
よ
り、
戦
後、

ク
ラ
レ
営
繕
時
代
の
浦
辺
を
西
条
に
派
遣
し
た。

大
原
惣
一
郎
は、
民
芸
運
動
な
ど、
企
業
家
と

し
て
だ
け
で
な
く 、

芸
術
的
パ
ト
ロ
l

ネ
と
し

て
の
幅
広
い
素
養
の
人
で
あっ
た
が、
倉
敷
に

似
た
西
条
を
こ
よ
な
く愛
し
た
と
さ
れ
る。
確

か
に、
陣
屋
堀
の
界
隈
は、
柳
に
掘
割
と
土
塁 、

加
え
て
か
つ
て
は
武
家
屋
敷
も
近
く
の
慈
巷

(
し
げ
る
こ
う
じ)
な
ど
にズ
ラ
リ
と
並
ん
で

い
て、
あ
た
か
も
そ
の
歴
史
空
間
は
倉
敷
を
努

露
(
ほ
う
ふ
つ)
と
さ
せ
る。
今
と
なっ
て
は、

武
家
住
宅
と
呼べ
る
も
の
は
絶
滅
状
態
で、一、

二
あ
る
か
な
い
か。
・
・
・
・

残
念っ
!

そ
の
代
わ
り、
そ
の
旧
倉
敷
絹
織
に
は、
今

も
戦
前
期
の
建
築
が
現
役
で
残
る。
昭
和
十一

年、
大
林
組
の
施
工
で
完
成
し
た
食
堂 、
講
堂

な
ど
で
あ
る。
構
内
に
は、
旧
工
場
の
廃
材
で

造っ
た
煉
瓦
塀
や、
当
時
の
若
い
寄
宿
女
子
工

員
の
寂
し
さ
を
和
ら
げ
る
た
め
に
植
え
ら
れ
た

と
言
わ
れ
る
桜
並
木
も
あ
り、
福
利
厚
生
の
行

き
届
い
た
大
工
場
だっ
た
こ
と
が
わ
か
る。
丁

度
今、
年
に
一
度
の
花
見
の
頃
に
は、
市
民
に

も
開
放
さ
れ
喜
ば
れ
て
い
る。

他
に
も
西
条
に
は、
特
筆
すべ
き
戦
後モ
ダ

ニ
ズ
ム
建
築
が
ま
だ
あ
る。
そ
れ
は
市
内
腐
丸

に
あ
る
昭
和
三
十
六
年
に
建
築
の
旧
西
条
市
民

体
育
館。
設
計
者
は
坂
倉
準
三。
氏
は、
か
つ

て
フ
ラ
ン
ス
へ
渡
り、
今ブ
l

ム
と
なっ
て
い

る
建
築
界
の
巨匠
ル
・

コ
ル
ピ
ジェ
に
直
接
師

事
し
た
経
験
を
持
つ
建
築
家。
そ
の
R
C
打
ち

つ
放
し
の
大
胆
な
フ
ォ
ル
ム
は、
建
築
が
持
つ

H
形u
の
力
を

感
じ
さ
せ
る。

曲
面
構
成
の
あ

ま
り
に
複
雑
な

屋
根
形
状
の
た

め
か、
当
初
か

ら
雨
漏
り
に
悩

ま
さ
れ
た
建
物

で
は
あっ
た
ら

し
い
が、
そ
の

チ
ャ
レ
ン
ジ
フ
ル
な
姿
は、
建
築
を
学
ぶ
上
で

は
得
が
た
い
魅
力
が
あ
る。
ま
た、
打
ちつ
放

し
コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
言
え
ば 、
今
を
と
き
め
く

建
築
家
安
藤
忠
雄
で
あ
る
が、
そ
の
作
品
も
偶

然
こ
の
近
く
に
あ
り、

紹
介
し
て
お
こ
う。

坂
倉
の
体
育
館
か
ら
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
光

明
寺
で
あ
る。

7
a

i-

水
の
都
西
条

h

詣場1園調遡

を
意
識
し
た

h・聞いH困塁

建
物
で、
集

h・・開閉齢附肱幽.，

成
材
と
の
シ

ら・・・柵州酬酬酬
酬幽圃圃

ン
プ
ル
で
大
乱

4・・圃剛川川酬酬剛山圃・
寺

田FRia----E冊目HHHHHHHHM品川閉山田E・E・-rt

胆
な
構
成
力照U，.圃剛酬川
棚附酬幽・圃
光

は
観
て
い
て
司

A--m州側側幽圃司

気
持
ち
が
イ

瀬\一4・酬酬酬酬酬幽軍一

ィ 。
こ
ち
ら止
肘
紅W4・E4酌劃幽哩一 IJ聞

は
平
成
十二

TE四

羽畑慎一

年
の
作。

i--E

「IEE

こ
う
し
て
眺
め
て
み
る
と、
西
条
に
は
名
の

あ
る
建
築
家
の
作
品
が
沢
山
存
在
す
る。
そ
う

し
た
地
力
と
も
言
うべ
き
パ
ワ
ー

が
力
の
あ
る

館
人
を
呼
び
寄
せ
る
の
か、
は
た
ま
た
偶
然
か。

精
藩
政
時
代
の
町
並
は
か
な
り
やせ
て
し
まっ
た

時
が、
そ
れ
で
も
こ
れ
だ
け
の
建
築
的
魅
力
が
群

操
と
し
て
ア
チ
コ
チ
点
在
す
る
町
は
あ
ま
り
な
い。

日
他
に
も
ご
紹
介
し
た
い
が、
紙
面
の
都
合
で
割

愛、
ナ
ゾ
と
魅
力
は
紙一
重 、
こ
れ
か
ら
も
目

が
離
せ
な
い
西
条
で
あ
る。
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本
当
に
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
早
い
も
の
で 、
二

年
間
と
い
う
貴
重
な
派
遣
期
間
を
残
す
と
こ
ろ

数
週
間
と
な
り 、
卒
業
レ
ポ
ー
ト
を
書
き
な
が

ら 、
『
ま
ち
セ
ン
卒
業』
を
実
感
し
て
い
ま
す 。

卒
業
と
言
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
で
す
が 、
ま
ち

づ
く
り
の
実
践
に
向
け
て 、
基
礎
体
力
作
り
か

ら
や
っ
と
ス
タ
ー
ト

地
点
に
向
か
う
と
こ
ろ
で

す 。
以
前 、
あ
る
先
輩
か
ら
「

ま
ち
づ
く
り
は

ス
ポ
ー

ツ
で
言
え
ば
フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
み
た
い
な

も
の
で 、
ス
タ
ー
ト
に
立
つ
ま
で
に
は
相
当
の

訓
練
が
必
要 、
そ
の
訓
練
も
し
な
い
ま
ま
ス
タ

ー
ト

地
点
に
立
っ
て
い
な

いだ
ろ
う
か 。」
と

の
言
葉
を
思
い
出
す
と
「

本
当
に
大
丈
夫
?」

と
い
う
不
安
も
あ
り
ま
す
が 、
勇
気
を
持
っ
て

ス
タ
ー
ト

地
点
に
立
ち
た
い
と
思
い
ま
す 。

地
域
へ
の
視
点

ま
ち aつ
く
り
活
動
部
門
は 、
ま
ち
づ
く
り

情

報
の
収
集・
発
信
が
事
業
の
柱
に
あ
り 、
県
内

外
の
数
多
く
の
実
践
者 、
活
動
者
の
方
に
会
う

機
会
が
あ
り
ま
し
た 。
そ
の
中
で
皆
さ
ん
に
共

通
し
て
感
じ
た
こ
と
が
地
域
の
自
然 、
文
化 、

歴
史 、
産
業 、
地
域
性
な
ど
を
熱
く

語
り 、
『

自

分
の
ま
ち』
を
愛
し 、
誇
り
を
も
っ
て
い
る
こ

と
で
し
た 。
話
を
伺
っ
て
い
る
と
取
材
の
予
定

時
間
を
大
幅
に
超
え 、
二
i

三
時
間
は
あ
っ
と

い
う
聞
に
過
ぎ
て
行
く 、
「

な
か
な
か
大
変
な

ん
だ
け
ど」
と
言
い
な
が
ら
ま
ち
づ
く
り

へ
注

ぐ
パ
ワ
l

に
圧
倒
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で

し
た 。
で
は
自
分
に
そ
の
勢
い
が
あ
る
の
か
と

言
え
ば 、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
す
が 、
ま
ず

は
自
分
の
ま
ち
の
地
域
自
慢
と
い
う
か 、
地
域

の
P
R
や
情
報
発
信
が
で
き
る
よ
う
に
地
域
の

個
性
を
探
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す 。
セ
ン

タ
ー

に
来
て
多
く
の
地
域
を
見
て
き
た
中
で 、

改
め
て
自
分
の
ま
ち
の
良
さ
を
探
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す 。

危
機
意
識

地
域
は
今 、
と
て
も
厳
し
い
時
代
を
迎
え 、

地
域
の
課
題
が
複
雑
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
を

セ
ン
タ
ー

に
来
て
強
く
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た 。
環
境
で
は 、
自
然
に
や
さ
し
い
生
活 、

環
境
を
守
ろ
う
と
す
る
意
識
が
必
要
で
あ
り 、

福
祉
に
し
て
も
国
の
介
護
保
険
制
度
だ
け
に
頼

っ
て
い
て
も
財
源
問
題
も
あ
り 、
地
域
で
助
け

合
う
仕
組
み
も
必
要
で
す 。
農
林
水
産
業
に
つ

い
て
も
商
品
価
格
の
低
迷
や
後
継
者
不
足
な
ど 、

き
び
し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す 。
市
町
村
合

併
に
つ
い
て
も
住
民
の
参
画
や
協
働
が
深
く

議

論
さ
れ
な
い
ま
ま 、
行
政
区
域
が
広
く
な
る
不

安
や 、
園 、
県 、
市
町
村
と
も
に
財
政
状
況
が

厳
し
く 、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
公
共
事
業
に
は

期
待
で
き
な
い
状
況
で
す 。
家
庭
環
境
に
つ
い
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帰勲、

て
も
核
家
族
化
が
進
み、

三
世
代
同
居
世
帯
が

減
少
し、

高
齢
者
世
帯
の
増
加
な
ど、

家
庭
で

の
助
け
合
い
が
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す。

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
も、

住
民
の

価
値
観
は
多
様
化
し
て
人
間
関
係
が
希
薄
に
な

り、

人
口
の
減
少
も
進
み、

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
と
れ
な
く
な
っ
て
い
る
な
ど、

地
域
の

課
題
は
と
て
も
多
く
「
ま
ち
づ
く
り」

活
動
の

必
要
性、

地
域
に
あ
る
た
く
さ
ん
の
課
題
に
ど

の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
の
か、

地
域
の
力
が

試
さ
れ
て
い
ま
す。

ど
れ
も
地
域
の
中
で
複
雑

に
か
ら
み
あ
い
簡
単
に
解
決
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
で
す
が、

危
機
意
識
を
持
ち
な
が
ら
「
地

域
を
な
ん
と
か
し
た
い
」

と
い
う
思
い
か
ら
ま

ち
づ
く
り
が
ス
タ
ー
ト
し、

地
域
で
支
え
あ
い

頑
張
っ
て
い
る
ま
ち苧
つ
く
り
の
先
進
地
が
多
か

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す。

危
機
意
識
を
持
ち、

地
域
が
一

つ
に
な
っ
て、

地
域
を
考
え
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
て
い
ま
す。

自
立
と
交
流

が
ん
ば
っ
て
い
る
地
域
で
の
先
進
的
な
取
り

組
み
ゃ
活
動
を
見
聞
き
す
る
な
か
で、

地
域
は

こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
?
と
考
え
た

と
き
に、
「
住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り」

が
必

要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
し
た。

行
政

が
広
域
化
す
る
な
か、

地
域
は
ど
の
よ
う
に
自

立
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か、

地
域
の
中
で
行
政

任
せ
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も、
一

度
地
域
に
戻

し
て、

住
民
が
主
体
と
な
り、

地
域
で
で
き
る

こ
と
は
地
域
で
行
い
、

ど
う
し
て
も
出
来
な
い

こ
と
を
住
民
と
行
政
と
が
協
働
し
て、

地
域
を

作
っ
て
い
く
べ
き
で
す。

ま
ち
づ
く
り
携
わ
り、

本
当
に
地
域
を
良
く
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る

の
は、

そ
こ
に
暮
ら
す
住
民
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

そ
し
て、

地
域
を
元
気
に
し
て
い
く
に
は、

外
と
の
交
流
も
大
き
な
テ
l
マ
で
す。

地
域
の

情
報
を
発
信
し
な
が
ら、

地
域
の
応
援
団
づ
く

り
を
ど
の
よ
う
に
し
て
行
う
か。

地
域
は
外
か

ら
の
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
変
わ
っ
て
き

ま
す。

地
域
に
足
を
運
ん
で
も
ら
え
る、

行
っ

て
み
た
く
な
る
仕
組
み
づ
く
り、

言
葉
で
は
簡

単
に一
言
え
ま
す
が、

魅
力
あ
る
『
い
い
地
域』

へ
向
け
て
何
が
で
き
る
の
か
考
え
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す。

※
『
い
い
地
域』

と
は、

①
海、

山、

川
な
ど
い

い
自
然
が
あ
る
こ
と。

②
い
い
習
慣
が
あ
る
こ

と。

③
い
い
仕
事
が
あ
る
こ
と。

④
少
し
の
お

金
で
も
笑
っ
て
暮
ら
せ
る
生
活
技
術
を
教
え
て

く
れ
る
学
び
の
場
が
あ
る
こ
と。

⑤

住
ん
で

い
て
気
持
ち
が
い
い
こ
と。

〈
宮
城
県
仙
台
市
で
地
元
学
を
実
践
す
る
結
城
登

美
雄
さ
ん
の
言
葉
よ
り〉

内

※ 

※ 

※ 

※ 

「
ま
ち
づ
く
り
は
育
自
で
あ
る
。
」

と
の
先

輩
研
究
員
の
卒
業
レ
ポ
ー
ト
に
書
か
れ
て
い
た

言
葉。

自
分
は
こ
の
二
年
間
で
ま
ち
づ
く
り
の

中
で
育
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま

す。

地
域
へ
の
視
点
や
環
境
へ
の
視
点
が
も
て

た
こ
と、

地
域
の
個
性
で
あ
る
伝
統
や
文
化
の

習
慣
な
ど
の
大
切
さ
に
気
づ
け
て
こ
と
な
ど、

自
分
の
視
野
を
広
げ
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
で

す。

こ
れ
か
ら
も
ま
ち
づ
く
り
の
ア
ン
テ
ナ
を

伸
ば
し
な
が
ら、

こ
の
二
年
間
学
ん
で
き
た
こ

と
を
今
後、

掘
り
下
げ
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て

い
ま
す。

最
後
に
な
り
ま
す
が、

こ
の
二
年
間
み
な
さ

ん
に
助
け
て
い
た
だ
き
な
が
ら、

楽
し
く
『
ま

ち
づ
く
り』

に
携
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た。

本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た。

セ
ン
タ
ー
は

離
れ
ま
す
が、

こ
れ
か
ら
も
厳
し
く
ご
指
導
下

さ
い
。

お
願
い
致
し
ま
す。
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地域づ く り ホ ー ムペー ジ作成講習会

受講生募集

平成1 7年度

当 セ ン タ ー で は 、 愛媛県の委託 を 受 け て 、 地域づ く り 団体 を 対 象 と し て 「 ホ ー ム ペ ー ジ作成
講習会」 を 開 催 し ま す。

そ こ で 、 地域づ く り 団 体の 中 で 、 今後 自 分た ち の ホ ー ム ペ ー ジ を 開設 し て 、 地域か ら 情報発
信 を し よ う と 考 え て い る 方 々 の 参加 を お 待 ち し て お り ま す。
.開催時期

0 7 月 の土曜 日 と 日 曜 日 の 2 日 間 (予定)
0松 山市内 (昨年 は愛媛県生 涯学習 セ ン タ ー パ ソ コ ン 演習 質 で 開催)

.内容
0パ ソ コ ン が苦手 な 方で も 2 日 間 の 講習 で、 H P 制作 ソ フ ト を 使 っ て 、 所属す る 地域づ く り

活動 の H P が開設で き る 実践 的 な 講習 会です。
.募集人数及び応募資格

0県内 の 地域づ く り 団 体関係者 (5団 体程度)
0 1 - 2 団体 2 - 3 名程度の参加 と し ま す。
O受講料は 無料です。

・応募方法 と 締切
0直接 ま た は市町、 関係者 を 通 じ て 、 必要事項 を 記入 (様式 自 由) の 上 、 申 し 込み く だ さ い 。
0 6 月 1 7 日 (金)

(お問い合わせ ・ 申 込先)
財 団 法 人 え ひ め地域政策研究セ ン タ ー
〒 7 9 0 - 0 0 0 3 1� LLi 市三番町4丁 目 10番地 l 愛媛県三番 町 ピ ル2階

TEL 089 -932 - 7750 F A X  089 -932 - 7760 
E-mai l : in fo @ecpr . or . j p  

愛媛八幡浜民俗誌
大本 敬久 著 創風社出版 1 ， 365円 (税込)

県歴史文化博物館学芸員 の 大本敬久学芸員 が民俗の宝庫 ・ 八幡浜地方、 そ こ で学ぶ伝承文化
の 知 恵 を 紹介。

亥 の 子 ・ 柱祭 り 、 神 楽 、 鹿踊等 々 の 祭事か ら 何気 な い風習 ・ 文化 ・
風俗 ま で 、 八幡浜 を フ ィ ー ル ド に 、 そ こ で伝承 さ れて き た様 々 な 見聞
を 出 発点 と し て 、 そ の 歴 史性、 地域性、 社会性 を 考 え て い ま す。

地域 の民俗 を 学ぶ こ と に よ り 、 郷土の良 さ を 再認識で き る 一冊 です。

大本敬久-523

-民俗の知恵

民俗 と は何かー 序 に か え て ー
人 の 一生
年 中 行事
祭 り と 芸 能
口 頭伝承
俗信 ・ 信仰 ・ 祈願
暮 ら し
お わ り に

-EENVM四四 「民俗」 の現在 ・ 未来ー に睡!!þ
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Information セ ン タ ー か ら の お 知 ら せ

平成1 7年度 地域づ く り コ ー デ ィ ネ ー タ ー 育成研修会

受講生募集

大県内各地か ら 地域づ く り リ ー ダ一 等 の 受講生 を 募 り 、 コ ー デ イ ネ ー タ ー と し て の ス キ ル 向上
を 図 る た め の 実践的 な 研修 を 通 じ て 、 行政 と 住民の橋渡 し 役 を 担 う 人材 を 育成 し ま す 。

大研修生 同士 は も と よ り 、 講 師 、 セ ン タ 一 関係者等 を 含 め 、 将来 に わ た る 幅広 い ネ ッ ト ワ ー ク
の構築 を 目 指 し ま す 。

・研修期間
平成 1 7 年 6 月 か ら 平成 1 8 年 1 月 ま で の 間 で 、 年 間 6 回 程 度 の 開 講 を 予定 し て い ま す 0

.内容
ワ ー ク シ ョ ッ プ講座 や 地域づ く り 実践者の ア ド バ イ ザー を 招 い た 講習 、 H P 作成講習 (希

望者のみ) 、 現地研修 な ど実践的 な 研修 に す る 予定です。
.募集人数及び応募資格

0 2  0 名 程度
O地域づ く り 団体の リ ー ダ 一 等

.応募方法 と 締切
0直接 ま た は市町、 関 係者 を 通 じ て 、 当 セ ン タ ー ま でお 申 込下 さ い 。
0 5 月 1 9 日 (木)
0受講料は 無料ですが、 研修会場 ま で の 旅費 は 自 己負 担 と な り ま す。

(お問い合わせ ・ 申 込先)
財 団 法 人 え ひ め 地域政策制 究 セ ン タ ー
干 7 9 0 - 0 0 0 3 松 山 市三番町4丁 目 10番地 l 愛媛県三 番 町 ピ ル2階

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

BOOK I N F O R MATI O N  
・ え ひめ地名 の秘密 ~地名 で わ か る 愛媛の 自 然 と 合併の歴史~

土井中 照 著 ア ト ラ ス 出版 1 ， 200円 (税別)
地 名 は 人 々 の営み の 中 、 長 い 時 間 を か け て 育 っ た平成の大合併 に よ り 、 多 く の 地 名 が失 わ れ、

慣れ親 し ん だ地 名 が消 え て し ま っ て い ま す。 地名 を 紐解 く と 、 そ こ に は 地域独特 の 歴 史 や 文化
が溢れ 出 し ま す。

地 名 の 語源 だ け で な く 、 人 の暮 ら し や 文化、 歴 史 な ど を 交 え な
が ら 地 名 に ま つ わ る 意味 を こ こ で は紹 介 し て い ま す。

「平成の大合併」 を は じ め と す る 市町村ー の 合併の 歴 史か ら 、 地
名 に 関 す る 歴 史 、 地域の語源 ま で愛媛の地名 の 歴 史 を コ ン パ ク ト
に凝縮 し て い ま す。
第 l 章/市町村合 併 の 経緯

明 治 か ら 平成 に か け て の 「大合併」 の事例
第 2 章/愛媛の歴 史 と 地名

古代 ・ 中世 ・ 近世 ・ 近 代 に お け る 地名 成立 の 歴 史
第 3 章/ 地名 ・ 町名 ア ラ カ jレ ト

山 ・ 川 ・ 水 ・ 海 ・ 平野 ・ 動物 ・ 数字 な ど地名 の 語源
第 4 章/愛媛の地名小事典

自 治体別 に 紹 介す る 地名 の 語源や伝承

秘
識
寵

!き
iめ

，，ScコJSL
"のf一山広W嶋わ川静到う戸』・まる島か崎町品川隆明い引U岨品町ベ 一ztすト切でアー冊のー

岨鳩札日こ町
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j 亀 ヶ 池温泉 (仮設施設) � 
; 伊 方 町 j

平成16年 1 1 月 4 日 に オ ー プ ン し た 伊
方町二見の 亀 ヶ 池温泉仮設施設。

愛媛県最大の潟湖 ( ラ グ ー ン ) で あ
る 同 町亀 ヶ 池周辺の観光開発の 目 玉 と
し て 、 15年1 1 月 、 掘削 に 成功。 現在の
仮設施設で は 、 石 鹸等 の 使用 は で き な
い も の の 、 酒樽 を 湯 船 に 利 用 し た 露天
風目 や足湯があ り ま す 。

平成18年秋完成予定の 本格施設 に は 、
一般風自 の ほ か 、 家族風 呂 、 岩盤風目 、
健康パー デ プ ー ル 、 サ ウ ナ があ り 、 1
階 に は物産館 を 併設 し 、 2 階 に は レ ス
ト ラ ン と リ ラ ク ゼ、 ー シ ョ ン ル ー ム な ど

がで き る 予定です。
伊方町へお越 し の 際 に は 、 ぜひ亀 ヶ 池温泉 を ご

満喫下 さ い 。
営業時間 : 午前10 : 00 - 午 後8 : 00 (年中 無休)
利用料金 : 仮設浴場 町民100 円 、 町外者200 円

足湯 無料
温泉 ス タ ン ド 100円 (100 リ ッ ト ル )

問い合わせ : 亀 ヶ 池温泉 fi 0894-39-1 160 
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? 晴橋京子 浦野泰彦 謀長投資銀行) 議F いた し ま す。 i
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( ムつ を す の へ 築き お た の こ や よ 村鵜 よ る に 行 こ ー か の 11日 自り が
野 日 り ア な く あ な 抹 分 こ と 消

こ 小 ン ら の げ つ の か と な 治 ぇ

* http://www.ecpr.or.jp 会 E-mail: info @ecpr.or.jp
本紙は、 側愛媛県市町 振興協会の委託を受けて発行 し て い ま す。
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