
122008.7

　

宇
和
島
市
で
開
催
す
る
第
７
分
科
会
は
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
「
段
畑
を
守
ろ
う
会
」
と
宇
和
島
市

生
活
文
化
若
者
塾
「
拓
己
塾
」
が
連
携
し
て
「
地

愛
地
育
の
ま
ち
づ
く
り
」
と
題
し
て
分
科
会
を

開
催
し
ま
す
。

　「
段
畑
」
の
位
置　

宇
和
島
市
の
半
島
部
に

あ
る
遊ゆ

子す

水み
ず

荷が

浦う
ら

地
区
は
、

戸
数
40
戸
１
６
０
人
余
り

の
集
落
で
す
。

　

遊
子
に
は
、
国
の
重
要

文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ

た
「
遊
子
水
荷
浦
の
段
畑
」

が
あ
り
、
１
日
目
の
会
場

と
な
り
ま
す
。

　

リ
ア
ス
式
の
沿
岸
部
に

は
、
30
～
40
度
の
急
斜
面

を
「
段
畑
」
と
し
て
利
用
す

る
独
特
の
風
景
が
広
が
り
、

地
域
の
人
達
は
馬
鈴
薯
を

作
り
そ
の
保
全
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
段
畑
の
前

に
あ
る
紺
碧
の
海
に

は
、
幾
何
学
模
様
の

養
殖
い
か
だ
が
無

数
に
点
在
し
、
四
季

折
々
の
美
し
さ
、
海

と
山
に
懸
命
に
働
く

人
々
の
姿
は
、
今
日

多
く
の
人
達
の
心
に

残
る
風
景
で
す
。

　
段
畑
を
守
ろ
う
会

　
「
段
畑
を
守
ろ
う
会
」
は
、
地
元
耕
作
者
等
を

中
心
に
平
成
12
年
に
設
立
し
、
平
成
19
年
に
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
の
認
証
を
受
け
、
会
員
80
人
・
賛
助

会
員
１
０
０
人
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

　

主
な
活
動
と
し
て
は
、「
ふ
る
里
だ
ん
だ
ん

祭
」
等
の
各
種
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
地
元
特
産

品
の
販
売
（
馬
鈴
薯
で
作
っ
た
焼
酎
「
段
酌
」

と
食
品
、
鯛
、
貝
柱
、
ひ
じ
き
）、
来

訪
者
へ
の
ガ
イ
ド
、
景
観
の
保
全
活

動
、
段
畑
オ
ー
ナ
ー
制
度
の
実
施
等

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
活
動
の
中
、
少
し
ず

つ
共
感
し
て
い
た
だ
け
る
人
達
が

増
え
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
が
、

国
の
重
要
文
化
的
景
観
の
選
定
を

得
た
今
、
景
観
の
保
全
と
存
続
を
強

く
意
識
し
活
動
し
て
い
ま
す
。

　「
守
ろ
う
会
」
活
動
基
本
方
針

●
だ
ん
だ
ん
（
方
言
で
「
あ
り
が
と
う
」
）

　
→�

行
政･

来
訪
者･

地
元
の
人
々
・
会
員
・

賛
助
会
員
に
感
謝

●
耕
し
て
天
に
至
る
（
先
人
達
の
遺
産
）

　
→
保
全
と
存
続

●
地
愛
地
育

　
→�

地
元
を
知
り
、
地
元
に
学
び
、
地
元
に
生

き
る
（
山
の
幸
・
海
の
幸
を
利
用
し
た
食

品
の
開
発
と
販
売
）

NPO法人段畑を守ろう会
副理事長

松田　鎮昭
（宇和島市）

宇和島市生活文化若者塾
「拓己塾」　塾長

西本　陽平
（宇和島市）

特集５

地
愛
地
育
の
ま
ち
づ
く
り

重要文化的景観に選定された
「遊子水荷浦の段畑」

馬鈴薯の収穫後
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現
在
の
組
織
力
で
は
多
く
は
望
め
ま
せ
ん

が
、
地
道
で
地
に
足
を
つ
け
た
活
動
を
継
続
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
若
者
流
ま
ち
お
こ
し

　｢
拓
己
塾
的
ま
ち
お
こ
し｣

　
「
守
ろ
う
会
」
と
一
緒
に
分
科
会
を
実
施
す

る
「
拓
己
塾
」
は
、
町
お
こ
し
を
し
よ
う
と
集

ま
っ
た
20
人
程
度
の
宇
和
島
市
在
住
の
若
者
グ

ル
ー
プ
で
、
自
己
研
鑽
の
意
味
を
込
め
、「
己
を

拓
く
」
＝
拓
己
と
い
う
名
前
に
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
主
な
活
動
は
、
作
家
片
山
恭

一
氏
の
大
ヒ
ッ
ト
小
説
「
世
界
の
中
心
で
、
愛

を
さ
け
ぶ
」
の
原
作
風
景
を
紹
介
す
る
「
セ
カ

チ
ュ
ー
マ
ッ
プ
」
や
、
お
遍
路
さ
ん
と
市
民
と

が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た
め
、
あ
え

て
不
親
切
に
つ
く
っ
た
「
ふ
し
ん
せ
つ
お
遍
路

マ
ッ
プ
」
と
い
っ
た
各
種
マ
ッ
プ
の
作
成
、
そ

し
て
四
国
初
の
ご
当
地
検
定
で
あ
る
宇
和
島

「
通
」
歴
史
・
文
化
検
定
の
実
施
な
ど
、
塾
生
の

ア
イ
デ
ア
で
、
町
お
こ
し
に
な
り
そ
う
な
も
の

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
ま
す
。

　
「
拓
己
塾
」
の
事
業
の
多
く
に
一
貫
し
て
い

る
の
は
、
宇
和
島
に
あ
る
も
の
の
再
発
見
、
そ

し
て
そ
の
魅
力
に
気
づ
く
と
い
う
「
掘
り
お
こ

し
」
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
郷
土
を
知
り
、
そ

れ
を
活
か
す
。
町
お
こ
し
の
根
底
と
は
、
こ
う

い
う
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
段
畑
を
取
り
巻
く
課
題

　

国
の
重
要
文
化

的
景
観
の
選
定

に
よ
り
、
昨
年
は

１
万
２
千
人
を

超
え
る
人
が
「
段

畑
」
を
訪
れ
ま
し

た
。
訪
れ
る
人
は

増
加
傾
向
で
、
耕

作
地
も
平
成
12
年

の
２
ha
か
ら
４
ha

に
広
が
り
、
今
後
更
な
る
開
拓
が
決
定
し
て
い

ま
す
。
全
体
的
に
は
向
上
の
一
途
で
す
が
、
後

継
者
の
育
成
が
急
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

耕
作
者
は
平
均
70
才
を
超
え
、
耕
作
作
業
等

は
非
常
に
重
労
働
で
す
。
年
々
馬
鈴
薯
の
要
求

も
高
ま
る
な
ど
、
地
域
団
体
商
標
（
ブ
ラ
ン
ド
）

へ
の
要
求
も
有
り
、
い
か
に
生
産
、
品
質
、
広

告
に
お
け
る
責
任
を
向
上
さ
せ
る
の
か
、
耕
作

者
の
意
識
改
革
も
重
要
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

守
ろ
う
会
も
男
性
の
活
動
は
限
定
的
で
あ

り
、
日
常
活
動
も
十
分
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
ど

の
よ
う
に
若
い
力
を
導
入
す
べ
き
か
、
難
し
い

問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
愛
媛
大
会
を
迎
え
る
に
あ
た
り

　

一
方
の
「
拓
己
塾
」
も
「
継
続
的
な
活
動
を
ど

う
行
う
の
か
」と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

各
々
の
活
動
を
継
続
す
る
た
め
に
、
複
数
の

団
体
が
連
携
し
な
が
ら
、
郷
土
を
愛
す
る
人
材

を
育
み
、
仲
間
の
輪
を
広
げ
た
い
と
考
え
ま
す
。

　

大
会
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、「
拓
己
塾
」
と
し

て
は
、
自
分
達
が
行
っ
て
き
た
事
業
が
ど
れ
だ

け
通
じ
る
か
、
あ
る
意
味
「
実
験
」
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
全
国
か
ら
集
っ
た
町
お
こ
し
の
エ

キ
ス
パ
ー
ト
の
意
見
を
吸
収
し
、
こ
れ
か
ら
に

役
立
て
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
大
き
な
研
修
交
流
会
へ
の
参
加

は
初
め
て
で
す
が
、「
当
た
っ
て
砕
け
ろ
」
の
精

神
で
が
ん
ば
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
大
会
が
、
互
い
が
抱
え
て
い

る
様
々
な
課
題
を
解
決
す
る
糸
口
に
な
り
、
将

来
に
希
望
を
抱
け
る
い
い
意
見
交
換
の
場
に
な

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

早掘り馬鈴薯

拓己塾生がだんだん祭りに参加しました（水荷浦にて）

第26回地域づくり団体全国研修交流会 愛媛大会

■宇和島市生活文化若者塾「拓己塾」ＨＰ　http://takumijuku.hp.infoseek.co.jp/


