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パン屋Paysan三世代（大島　吉海町） 樹齢約100年。人々を見守り続ける、無量寺のしだれ桜（朝倉）
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共 に 創 る今 治 の 未 来



私
た
ち
は
普
段
、
た
く
さ
ん
の
物
や
人
に

囲
ま
れ
て
暮
ら
し
て
い
ま
す
。

社
会
の
つ
な
が
り
の
中
で

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
時
か
ら
、

目
の
前
に
広
が
る
景
色
は
、

変
わ
っ
て
ゆ
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
治
ス
タ
イ
ル
v
o
l.
５
の
テ
ー
マ
は

「
共
に
創
る
今
治
の
未
来
」

共
に
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、

あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
な
た
も
、
ど
こ
か
で
誰
か
を
支
え
て
い
ま
す
。

自
然
と
、
町
と
、
人
と
、

つ
な
が
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
未
来
を
、

一
緒
に
見
て
み
ま
せ
ん
か
。
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vol.5 笠松山から今治市街地を望む

朝倉のシンボルでもある笠松山は

標高357ｍ。頂上からは、朝倉の

田園風景から今治市街地、さらに

来島海峡大橋と芸予諸島の島々

が見渡せる。

今治スタイルVol .1で取材をさせていただいた

Paysanの求さんご一家。大島に移住した当初は

幼稚園児だった息子さんたちもすっかり大人に。長

男大地さんは結婚し子供も生まれ、現在、三世代

で大島に暮らしている。愛犬サザエは二代目番犬。

C o v e r  P h o t o
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南北朝時代、笠松山は世田山と共に合戦場となった。笠松山は伊予の豪族河野

一族が居城としていたというが、まさに自然の要害としての条件を備えている。

左上：頂上にある笠松観音堂は、笠松城主篠塚伊賀守が笠松城を脱出する際に、一寸八分の黄金の千手観

音を麓の寺に安置したことに由来している。火災の際、間近まで火の手は迫ったが懸命の消火活動により

焼失は免れたそうだ。　左下：頂上の観音堂に「笠松山ふれあいノート」という思い出帳が置かれており、多

くの登頂者がメッセージを寄せている。　右上：斜面に植樹した木が少しずつ育ってきている。　右下：多く

のボランティアが植栽に協力をした。写真は越智さんがリーダーを務める「あ・さくらの会」のメンバー。

　
笠
松
山
は
、朝
倉
平
野
の
中
に
そ
び
え

る
町
の
シ
ン
ボ
ル
。一
時
間
ほ
ど
で
頂
上
に

着
く
人
気
の
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
に
も

な
っ
て
い
る
。頂
上
か
ら
は
、朝
倉
の
田
園

風
景
か
ら
今
治
市
街
地
、さ
ら
に
来
島
海

峡
大
橋
と
芸
予
諸
島
の
島
々
が
見
渡
せ
、

天
気
の
良
い
日
に
は
石
鎚
連
峰
や
高
縄
山

系
ま
で
大
パ
ノ
ラ
マ
が
堪
能
で
き
る
。標
高

三
五
七
ｍ
な
が
ら
そ
の
山
容
は
堂
々
と
し

て
お
り
、今
治
市
街
地
か
ら
も
よ
く
見
え

る
。し
か
し
、今
、山
を
見
上
げ
る
と
、と
こ

ろ
ど
こ
ろ
緑
が
な
く
、山
肌
が
透
け
て
見

え
る
箇
所
が
あ
る
。こ
れ
は
、約
十
年
前
に

発
生
し
た
山
火
事
に
よ
る
も
の
だ
。

　
二
〇
〇
八
年
八
月
に
発
生
し
た
笠
松
山

の
火
災
は
、地
元
の
人
に
と
っ
て
忘
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
出
来
事
だ
。火
の
勢
い
は
凄

ま
じ
く
、山
全
体
が
燃
え
る
よ
う
な
勢
い

で
延
焼
し
続
け
、発
生
か
ら
数
日
間
燃
え

続
け
た
。当
時
の
ニ
ュ
ー
ス
映
像
に
は
、夜

の
闇
を
メ
ラ
メ
ラ
と
焦
が
す
炎
が
山
肌
を

舐
め
て
ゆ
く
光
景
が
映
し
出
さ
れ
て
い

た
。六
日
後
に
鎮
火
さ
れ
た
が
、約
一
〇
七

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
焼
失
。黒
く
焼
け
焦
げ
た
山

の
姿
は
痛
々
し
く
、
笠
松
山
を
見
上
げ
る

た
び
に
胸
が
痛
ん
だ
。

  

あ
れ
か
ら
十
年
の
歳
月
が
流
れ
、笠
松
山

の
緑
は
少
し
づ
つ
回
復
し
つ
つ
あ
る
。そ
れ

は
、自
然
の
持
つ
回
復
力
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
多
く
の
人
々
の
努
力
の
結
晶
と
い
え

る
。火
災
か
ら
数
か
月
後
に
は
、復
旧
計
画

が
立
案
さ
れ
、国
、県
、地
元
が
一
丸
と
な

り
動
き
出
し
た
。そ
の
中
で
も
地
元
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ

た
。行
政
と
役
割
を
分
担
し
、互
い
に
協
力

し
な
が
ら
、
地
道
に
植
栽
を
行
な
っ
て
き

た
。こ
れ
ま
で
笠
松
山
復
旧
に
関
わ
っ
て
き

た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
は
三
十
近
く
も
あ

る
そ
う
だ
。そ
の
中
で
も
十
年
間
積
極
的

に
活
動
し
て
き
た
の
が
、朝
倉
で
造
園
業
を

営
ん
で
い
る
庭
師
の
越
智
将
人
さ
ん
だ
。

　「
子
ど
も
の
頃
か
ら
笠
松
山
は
ず
っ
と
自

分
の
近
く
に
あ
っ
た
の
で
火
災
は
シ
ョ
ッ
ク

で
し
た
。
毎
日
眺
め
て
い
る
笠
松
山
を
何

と
か
し
た
い
と
思
っ
て
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

植
樹
し
た
い
と
市
の
方
に
相
談
し
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
す
。」と
越
智
さ
ん
は
語
る
。

そ
し
て
、
せ
っ
か
く
植
林
す
る
の
で
あ
れ

ば
、奈
良
の
吉
野
山
の
よ
う
に
桜
を
植
え

た
い
と
考
え
た
。庭
木
に
関
し
て
は
プ
ロ
の

越
智
さ
ん
、火
災
跡
地
の
土
を
持
っ
て
、桜

守
の
十
六
代
佐
野
藤
右
衛
門
氏
を
訪
ね
て

京
都
ま
で
行
き
、こ
の
土
で
桜
が
育
つ
か
ど

う
か
相
談
し
た
そ
う
だ
。最
終
的
に
越
智

さ
ん
が
植
栽
に
選
ん
だ
桜
は
、園
芸
種
の
ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
で
は
な
く
、ヤ
マ
ザ
ク
ラ
。ソ

メ
イ
ヨ
シ
ノ
の
よ
う
な
派
手
さ
は
な
い
が
、

可
憐
で
さ
ま
ざ
ま
な
色
を
つ
け
、寿
命
も

長
い
。や
る
か
ら
に
は
十
年
は
続
け
る
と
宣

言
し
、自
費
で
少
し
づ
つ
苗
を
購
入
、植
栽

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
り
毎
年
約
三
十
名
ほ

ど
が
桜
な
ど
の
植
林
活
動
を
行
っ
て
き
た
。

こ
れ
ま
で
に
越
智
さ
ん
ら
の
グ
ル
ー
プ
が

植
林
し
た
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
は
、二
千
本
を
越

え
る
。十
年
前
に
植
え
た
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
は
、

小
さ
い
な
が
ら
も
花
を
咲
か
せ
は
じ
め
た

と
い
う
。

　
こ
れ
ら
の
木
々
が
成
長
し
、緑
で
山
を
覆

い
尽
く
す
に
は
、
ま
だ
し
ば
ら
く
の
歳
月

が
か
か
る
だ
ろ
う
。し
か
し
、何
年
か
、何

十
年
か
先
に
は
、
し
っ
か
り
と
山
に
根
差

す
。ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が
咲
き
誇
る
笠
松
山
の
風

景
を
、未
来
の
子
ど
も
た
ち
に
遺
し
た
い
。

世
代
を
越
え
、地
域
を
越
え
、多
く
の
人
の

力
で
、想
い
の
リ
レ
ー
は
続
い
て
い
く
。

美しき里山　
よみがえる緑
朝 倉 　 笠松 山

越智将人さん

Trip

1
ふるさと探 訪

F u r u s a t o
T a n b o
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　日
本
三
大
急
潮
の
ひ
と
つ
、
来
島
海
峡

に
浮
か
ぶ
小
島
。
周
囲
三
キ
ロ
ほ
ど
の
小

さ
な
離
島
に
、明
治
時
代
に
造
ら
れ
た
巨

大
な
要
塞
が
今
も
な
お
そ
の
姿
を
残
し
て

い
る
。

　波
止
浜
港
か
ら
、来
島
、小
島
、馬
島
の

三
島
を
結
ぶ
一
日
十
便
の
定
期
船
が
出
て

い
る
。小
島
ま
で
十
分
ほ
ど
の
短
い
船
旅
だ

が
、造
船
中
の
巨
大
な
船
を
海
上
か
ら
間

近
で
見
た
り
、大
迫
力
の
来
島
海
峡
大
橋

を
真
下
か
ら
見
上
げ
た
り
、普
段
味
わ
う

こ
と
の
で
き
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
体
験
が
で

き
る
の
も
面
白
い
。激
し
い
潮
流
を
掻
き
分

け
る
よ
う
に
船
は
進
む
。中
世
、来
島
海
賊

が
城
を
築
い
た
と
伝
わ
る
来
島
で
数
名
の

乗
客
を
降
ろ
し
た
後
、五
分
ほ
ど
で
小
島

に
到
着
し
た
。

　観
光
案
内
の
看
板
に
は
、港
周
辺
の
小

さ
な
集
落
以
外
は
全
島
が
要
塞
、と
い
う

驚
く
べ
き
島
の
姿
が
あ
っ
た
。島
内
に
は
遊

歩
道
が
整
備
さ
れ
、案
内
標
識
を
頼
り
に

要
塞
を
巡
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
に
向

か
っ
た
の
は
、島
の
南
西
端
に
あ
る
探
照
灯

跡
。夜
間
に
海
峡
を
往
来
す
る
船
舶
を
確

認
す
る
た
め
の
照
明
で
、遠
方
ま
で
照
ら

す
こ
と
が
で
き
た
そ
う
だ
が
、現
在
は
台

座
を
残
す
の
み
。
海
か
ら
の
砲
撃
か
ら
身

を
守
る
よ
う
に
、山
を
く
り
ぬ
き
、石
で
固

め
た
堅
牢
な
造
り
の
地
下
室
跡
が
残
っ
て

い
た
。

　赤
煉
瓦
の
発
電
所
跡
は
、長
年
の
風
雨

に
晒
さ
れ
、内
壁
は
剥
が
れ
傷
ん
で
い
る
。

し
か
し
、百
年
以
上
前
の
建
造
物
と
は
思

え
な
い
保
存
状
態
に
驚
か
さ
れ
る
。こ
こ
で

発
電
し
、探
照
灯
に
電
気
を
供
給
し
て
お

り
、要
塞
の
中
だ
け
で
は
あ
る
が
、小
島
に

電
気
が
点
い
た
の
は
今
治
や
松
山
よ
り
も

早
か
っ
た
そ
う
だ
。

　ロ
シ
ア
と
の
緊
張
が
高
ま
り
、日
露
戦
争

開
戦
の
暗
雲
が
立
ち
込
め
て
き
た
十
九
世

紀
末
期
、
当
時
の
日
本
政
府
は
ロ
シ
ア
海

軍
の
瀬
戸
内
海
へ
の
進
攻
に
備
え
、広
島
県

の
大
久
野
島
と
小
島
に
砲
台
要
塞
の
建
築

を
開
始
し
た
。こ
こ
小
島
に
は
、中
部
、北

部
、南
部
砲
台
を
構
築
し
、司
令
塔
、弾
薬

庫
、火
力
発
電
所
、地
下
兵
舎
な
ど
の
設
備

が
造
ら
れ
、一
九
〇
二
年
に
完
成
し
た
。現

在
の
価
値
に
換
算
す
る
と
百
億
円
と
も
い

わ
れ
る
巨
費
を
投
じ
た
工
事
は
、無
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
曲
面
天
井
や
、煉
瓦
造
り
の

ア
ー
チ
な
ど
当
時
の
最
新
技
術
が
導
入
さ

れ
た
。し
か
し
、対
馬
沖
に
て
バ
ル
チ
ッ
ク

艦
隊
を
撃
破
し
、ロ
シ
ア
軍
侵
攻
の
可
能
性

が
な
く
な
っ
た
た
め
、こ
の
要
塞
は
実
戦
に

使
わ
れ
る
こ
と
な
く
、役
割
を
終
え
た
。

　芸
予
諸
島
の
小
さ
な
島
に
築
か
れ
た
巨

大
な
要
塞
は
、百
年
の
時
を
経
て
そ
の
面

影
を
残
し
な
が
ら
静
か
に
佇
む
。生
い
茂

る
緑
に
囲
ま
れ
、凛
と
建
つ
さ
ま
は
、異
次

元
の
世
界
へ
誘
う
か
の
よ
う
な
幻
想
的
な

雰
囲
気
に
満
ち
て
い
る
。ラ
ピ
ュ
タ
の
世
界

感
、
と
巷
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
な

が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　明
治
、大
正
、昭
和
、幾
度
の
戦
争
を
乗

り
越
え
、
よ
う
や
く
平
和
な
国
と
な
っ
た

日
本
。司
令
塔
跡
か
ら
は
、今
治
市
街
地
か

ら
来
島
海
峡
大
橋
、
芸
予
諸
島
の
島
々
ま

で
を
一
望
す
る
こ
と
が
で
き
る
。眼
下
に
広

が
る
来
島
海
峡
を
今
日
も
多
く
の
船
が
行

き
来
す
る
。吹
き
抜
け
る
潮
風
は
や
さ
し

く
、
心
を
解
き
放
つ
よ
う
な
大
ら
か
さ
に

満
ち
て
い
る
。

左上：探照灯跡。石の階段と赤煉瓦で築かれている。　右上：中部砲台跡に残る地下兵舎跡　　

左下：弾薬庫跡。現在は屋根が落ち煉瓦造りの壁面が残るのみ　下中：海岸から来島海峡大橋が見える。　右下：北部砲台跡には爆撃演習による爆破跡が残る。

百年の時を刻む要塞で
世界平和を願う
小島 　  芸予 要 塞  小島 砲 台 跡

2
ふるさと探 訪

F u r u s a t o
T a n b o

お

し

ま

お

し

ま

く
る
し
ま

う
ま
し
ま

北部砲台跡の発電所跡

Trip



神が鎮まる山
天空の絶景
大 三 島 　 鷲ヶ頭 山

わ し  が  と う  さ ん
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瀬
戸
内
海
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
大

三
島
は
、日
本
総
鎮
守「
大
山
　
神
社
」が

鎮
座
す
る
神
の
島
と
し
て
古
来
よ
り
崇
め

ら
れ
て
き
た
。海
の
神
、山
の
神
、そ
し
て

戦
い
の
神
と
し
て
、
歴
代
の
朝
廷
や
名
だ

た
る
武
将
か
ら
崇
敬
を
集
め
、武
具
甲
冑

を
は
じ
め
と
し
た
多
数
の
宝
物
が
収
め
ら

れ
た
こ
と
か
ら
、「
国
宝
の
島
」と
も
呼
ば

れ
る
。

　
大
山
　
神
社
の
ご
神
体
山
の
う
ち
の
二

つ
が
、神
社
の
背
後
に
聳
え
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

型
の
安
神
山
と
、
大
三
島
最
高
峰
の
鷲
ヶ

頭
山
だ
。

　
安
神
山
は
、麓
で
赤
土
を
採
取
す
る
神

事
が
行
わ
れ
る
な
ど
、今
な
お
大
山
　
神

社
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
山
で
あ
る
。
大

山
　
神
社
を
現
在
地
へ
遷
宮
し
た
際
に
五

龍
王
が
祀
ら
れ
た
と
伝
わ
り
、龍
神
の
祠

が
あ
る
山
頂
は
、
戦
前
、
雨
乞
い
祈
祷
の

場
所
と
も
な
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
ま
た
石

鎚
大
神
の
碑
も
あ
り
、鎖
場
も
存
在
す
る
。

麓
の
安
神
山
わ
く
わ
く
パ
ー
ク
か
ら
始
ま

る
鷲
ケ
頭
山
自
然
研
究
路
が
メ
イ
ン
の
登

山
道
で
、
愛
好
家
に
は
人
気
の
コ
ー
ス
で

も
あ
る
。

　
鷲
ヶ
頭
山
は
古
く
は
「
神
野
山
（
神
ノ

山
）」と
呼
ば
れ
た
霊
峰
。神
野
山
が
な
ぜ
、

鷲
ヶ
頭
山
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
は
諸
説
あ
る
が
、南
北
朝
末
期
に
編
纂

さ
れ
た
と
さ
れ
る
神
道
集「
三
島
大
明
神

事
」に
、鷲
に
攫
わ
れ
た
子
が
万
民
の
王
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、鷲
に
も
神
明
の
法
を
授

け
、伊
予
の
国
一
宮
の
御
殿
前
に
社
を
立
て

鷲
大
明
神
と
し
て
大
切
に
敬
っ
た
、と
い
う

内
容
の
記
述
が
あ
り
、こ
れ
に
由
来
し
て
い

る
と
い
う
説
が
有
力
の
よ
う
だ
。

　
そ
ん
な
歴
史
あ
る
鷲
ヶ
頭
山
は
、
標
高

四
三
六
・
五
ｍ
。大
山
　
神
社
か
ら
安
神
山

を
経
由
し
、鷲
ヶ
頭
山
の
山
頂
ま
で
は
約

五
キ
ロ
の
コ
ー
ス
。頂
上
手
前
は
か
な
り
の

急
斜
面
で
息
が
上
が
る
が
、
振
り
返
る
と

海
と
島
々
、こ
れ
ま
で
歩
い
て
き
た
稜
線
が

ゆ
る
や
か
な
曲
線
を
描
き
、そ
の
素
晴
ら

し
い
景
色
に
疲
れ
も
吹
き
飛
ぶ
。山
頂
か

ら
は
、生
口
島
や
伯
方
島
な
ど
、芸
予
諸
島

の
多
島
美
が
堪
能
で
き
る
。
遠
く
に
来
島

海
峡
大
橋
を
望
み
、天
気
の
良
い
日
は
石

鎚
山
脈
ま
で
見
渡
せ
る
と
い
う
絶
景
ス

ポ
ッ
ト
。　

　
ち
な
み
に
、山
頂
近
く
ま
で
車
で
も
行

く
こ
と
が
で
き
る
。た
だ
し
、尾
根
伝
い
に

続
く
道
路
は
細
く
、離
合
が
で
き
な
い
場

所
が
多
い
た
め
運
転
に
は
十
分
注
意
が
必

要
だ
。徒
歩
で
も
自
転
車
で
も
車
で
も
、大

三
島
の
最
高
峰
を
制
覇
し
た
達
成
感
は
な

か
な
か
の
も
の
。
機
会
が
あ
れ
ば
是
非
訪

れ
て
み
て
ほ
し
い
。

左：安神山、鷲ケ頭山にはいくつも威厳ある巨石が点在している。　右：登山道を振り返ると美しい景色が広がる。

大山祇神社拝殿麓から見る安神山（右）と鷲ケ頭山（左）

3
ふるさと探 訪

F u r u s a t o
T a n b o

Trip

山頂からの絶景

あ
ん
じ
ん
さ
ん

わ
し 

が

と
う
さ
ん

さ
ら

お
お
や
ま
づ
み
じ
ん
じ
ゃ
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　「
鎮
守
の
杜
」と
名
付
け
ら
れ
た
そ
の
場

所
は
、十
年
ほ
ど
前
ま
で
保
育
所
と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
と
い
う
。木
造
の
廊
下
、木
の

窓
枠
、時
が
止
ま
っ
た
よ
う
な
こ
の
レ
ト
ロ

な
空
間
を
拠
点
に
、ア
ー
ト
を
テ
ー
マ
に
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
を
し
て
い
る
有
吉
か
な
子

さ
ん
。出
身
は
埼
玉
県
、二
〇
一
七
年
に
京

都
市
立
芸
術
大
学
を
卒
業
後
、地
域
お
こ

し
協
力
隊
と
し
て
伯
方
島
に
赴
任
し
た
。

　鎮
守
の
杜
に
は
、
カ
ラ
フ
ル
な
天
井
画

が
描
か
れ
て
い
る
。風
景
や
動
物
、植
物
、

人
の
顔
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
て
、

眺
め
て
い
る
だ
け
で
楽
し
い
気
分
に
な
る
。

も
と
も
と
シ
ン
プ
ル
な
白
い
天
井
だ
っ
た

が
、島
の
人
達
が
描
い
た
絵
に
貼
り
換
え
、

天
井
画
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
有
吉
さ
ん
が

計
画
し
た
。京
都
芸
大
の
学
生
を
講
師
に

迎
え
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
、子
ど
も

か
ら
お
年
寄
り
ま
で
幅
広
い
年
代
の
方
が

参
加
し
て
思
い
思
い
に
描
い
た
。「
ア
ー
ト

を
通
し
て
島
の
人
た
ち
に
特
別
な
つ
な
が

り
を
感
じ
て
ほ
し
か
っ
た
。」と
話
す
有
吉

さ
ん
。ほ
か
に
も
、岐
阜
の
友
人
か
ら
譲
り

受
け
た
タ
イ
ル
を
使
い
、手
洗
い
場
を
島
の

子
ど
も
た
ち
と
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
り
、島
の

高
校
で
ア
ー
ト
ゼ
ミ
を
開
催
し
た
り
、島

民
を
ま
る
ご
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
し
て
し

ま
う
ユ
ニ
ー
ク
な
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
る
。

　大
学
時
代
、
周
囲
が
卒
業
後
の
進
路

を
決
め
て
い
く
中
、
い
わ
ゆ
る
〝
シ
ュ
ー

カ
ツ
＂
に
違
和
感
を
抱
い
て
い
た
と
い
う

有
吉
さ
ん
。「
リ
ク
ル
ー
ト
ス
ー
ツ
を
着
て

企
業
訪
問
を
す
る
の
は
苦
手
で
・・・
。都
会

よ
り
も
地
方
で
働
き
た
い
な
と
漠
然
と

思
っ
て
は
い
た
ん
で
す
け
ど
。
」
と
笑
う
。

そ
ん
な
時
、〝
地
域
お
こ
し
協
力
隊
〞の
こ

と
を
知
る
。大
阪
で
開
催
さ
れ
た
愛
媛
県

の
説
明
会
に
参
加
し
て
、面
白
そ
う
！
と

興
味
を
持
っ
た
そ
う
だ
。協
力
隊
の
先
輩
方

の
生
の
声
を
聞
け
た
こ
と
も
よ
か
っ
た
と

い
う
。と
ん
と
ん
拍
子
に
話
は
進
み
、大
学

卒
業
後
、
伯
方
島
に
赴
任
し
た
。「
実
は
、

引
っ
越
し
し
て
き
た
日
が
伯
方
島
初
上
陸

日
だ
っ
た
ん
で
す
。事
前
の
下
見
も
せ
ず
、

予
備
知
識
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
ん
で
す

よ
。
」
こ
の
大
胆
な
決
断
に
は
驚
か
さ
れ

た
。「
で
も
、
来
て
本
当
に
よ
か
っ
た
で

す
！
」笑
顔
が
は
じ
け
た
。

　子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
絵
を
描
く
の
が
好

き
、
も
の
を
作
る
の
が
好
き
だ
っ
た
と
い

う
。高
校
は
美
術
科
に
進
学
、大
学
で
は
木

版
画
を
専
攻
し
、ア
ー
ト
は
い
つ
も
一
番
近

い
存
在
だ
っ
た
。普
段
は
伯
方
支
所
に
勤
務

し
、ち
ら
し
の
デ
ザ
イ
ン
を
し
た
り
、地
域

活
性
化
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
準
備
な
ど
を
し

た
り
し
て
い
る
。伯
方
島
の
桜
の
名
所「
開

山
」の
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
も
有
吉
さ
ん
の
デ
ザ

イ
ン
。
昨
年
は
大
三
島
美
術
館
か
ら
声
が

か
か
り
、
木
版
画
の
展
示
会
を
開
い
た
そ

う
だ
。

  

自
分
の
好
き
な
場
所
で
、自
分
を
好
き
で

い
ら
れ
る
働
き
方
を
す
る
、
そ
れ
が
有
吉

さ
ん
の
ス
タ
イ
ル
。
そ
の
根
本
に
あ
る
の

は
、伯
方
島
が
大
好
き
で
、も
っ
と
た
く
さ

ん
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
、も
っ
と
い
い
場

所
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
ま
っ
す
ぐ
な
思

い
。島
の
人
た
ち
と
共
に
つ
く
り
、育
ん
で

き
た
ア
ー
ト
な
秘
密
基
地
は
、地
域
の
人
々

を
つ
な
ぐ
大
切
な
宝
物
に
な
っ
た
。有
吉
さ

ん
の
も
う
ひ
と
つ
の
故
郷
が
こ
こ
に
あ
る
。

好

き

な

こ

と

を

や

り

続

け

た

い

島

の

秘

密

基

地

Case.01

島とアート

今治市地域おこし協力隊

有吉かな子さん

Case.02

ブックカフェを
つくりたい

こりおり珈琲＆文庫

千々木大介さん　涼子さん

Case.03

この町には
かねとがある

かねと食堂

Case.04

町の日常に溶け込む

達川ベーカリー

有吉さん。保育所として使われてきた施設を「鎮守の杜」

としてコミュニティスペースとして使用している。
左上：有吉さんが地元の子どもたちとタイルを張ってリノベーションした手洗い場。　右上：天井絵。カラフルでポップな

作品が展示されている。　左下：普段絵を描くことのない地元の人も参加して天井絵が描かれた。　右下：地元の高校

で講師としてアートの授業を行っている。

島 とアート
今治市地域おこし協力隊

有吉かな子さん

T H E M E  2

島
で暮

らす若者を訪ねて
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本と珈琲の店を
つくりたい

上：移動販売は基本的に大介さん一人で行なっているが、イベント出店時は

涼子さんもお手伝い。涼子さんは接客担当。　中：2020年春のオープンを目

指す。古民家がどんな風に生まれ変わるのか楽しみ。　右下：梯子にのぼり

プロ顔負けの手つきで壁を塗る涼子さん。　左下：大工仕事の経験はなかっ

たという二人だが古民家を自分たちの手でリノベーションしている。

　大
介
さ
ん
は
大
阪
府
出
身
、涼
子
さ
ん

は
北
海
道
出
身
。共
に
大
手
の
書
店
に
勤

務
し
て
い
て
、
大
介
さ
ん
が
函
館
店
に
転

勤
に
な
っ
た
際
に
、
涼
子
さ
ん
と
出
会
っ

た
。コ
ー
ヒ
ー
が
好
き
だ
っ
た
大
介
さ
ん
は

い
つ
か
お
店
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
た

と
い
う
。「
で
も
僕
に
は
接
客
や
飲
食
店
勤

務
の
経
験
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。だ
か
ら
独

立
支
援
を
し
て
い
る
カ
フ
ェ
で
働
き
な
が

ら
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ば
せ
て
も
ら
う
こ
と
に

し
ま
し
た
。
」
そ
の
カ
フ
ェ
は
栃
木
県
に

あ
っ
た
。二
人
は
書
店
を
退
職
、北
海
道
か

ら
栃
木
県
へ
移
住
す
る
。一
年
半
ほ
ど
そ
こ

で
経
験
を
積
み
、開
業
に
向
け
本
格
的
に

場
所
探
し
を
始
め
た
。

　「
温
暖
な
気
候
や
海
が
近
く
に
あ
る
こ

と
、
災
害
が
少
な
い
な
ど
の
自
分
達
の
希

望
条
件
を
考
え
た
ら
、瀬
戸
内
地
方
が
い

い
な
と
思
っ
て
探
し
て
い
ま
し
た
。」東
京

で
開
催
さ
れ
た
移
住
者
フ
ェ
ア
に
参
加
し

た
際
、大
三
島
で
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と

し
て
活
躍
し
て
い
た
小
松
さ
ん（
ま
る
ま

ど
）の
話
を
聞
い
た
。〝
島
に
移
住
〞と
い
う

と
不
便
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、こ
の
地
域

は
瀬
戸
内
し
ま
な
み
海
道
で
四
国
に
も
本

州
に
も
つ
な
が
っ
て
お
り
生
活
に
不
便
は

な
く
、商
圏
も
十
分
に
あ
る
こ
と
を
知
る
。

ま
た
、今
治
市
に
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊

　「
し
ま
な
み
海
道
随
一
の
絶
景
を
誇
る
亀

老
山
展
望
公
園
。そ
の
駐
車
場
の
片
隅
に

紺
色
の
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
が
一
台
止
ま
っ
て
い

る
。車
内
で
静
か
に
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
い

る
の
は
、こ
り
お
り
珈
琲
の
店
主
、千
々
木

大
介
さ
ん
。二
〇
一
七
年
四
月
に
妻
の
涼
子

さ
ん
と
、し
ま
な
み
海
道
、大
島
の
吉
海
町

に
移
住
し
た
。

の
先
輩
が
た
く
さ
ん
い
て
、
任
期
修
了
後

も
定
住
し
て
い
る
人
が
多
い
こ
と
も
決
め

手
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
い
う
。

　こ
う
し
て
、ふ
た
り
は
大
島
に
や
っ
て
き

た
。涼
子
さ
ん
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と

し
て
採
用
さ
れ
、三
年
の
任
期
で
吉
海
支

所
に
勤
務
し
て
い
る
。

　移
住
後
、
大
介
さ
ん
は
開
業
の
た
め
の

準
備
を
は
じ
め
る
。涼
子
さ
ん
は
吉
海
支

所
に
勤
務
し
な
が
ら
少
し
ず
つ
住
民
と
の

つ
な
が
り
を
広
げ
て
い
っ
た
。小
さ
な
島
の

こ
と
、珈
琲
屋
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
若
い

移
住
者
の
噂
は
す
ぐ
に
広
ま
り
、
協
力
者

が
現
れ
始
め
る
。
当
初
は
軒
下
に
テ
ン
ト

を
張
っ
て
営
業
し
て
い
た
が
、そ
の
後
軽
バ

ン
を
購
入
、塗
装
し
て
キ
ッ
チ
ン
カ
ー
に
仕

立
て
た
。「
自
分
た
ち
だ
け
で
は
何
も
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
島
の
皆
さ
ん
が
助
け
て

く
れ
て
本
当
に
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
。」

と
振
り
返
る
。

　キ
ッ
チ
ン
カ
ー
営
業
で
着
実
に
知
名
度

を
上
げ
て
い
っ
た
二
人
の
次
の
目
標
は
、実

店
舗
の
開
業
。二
〇
二
〇
年
春
オ
ー
プ
ン

を
目
指
し
島
内
の
古
民
家
を
購
入
し
、自

分
た
ち
の
手
で
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
中
だ
。

　本
が
縁
で
知
り
合
っ
た
ふ
た
り
。つ
く
ろ

う
と
し
て
い
る
の
は
、
本
と
コ
ー
ヒ
ー
が

楽
し
め
る
お
店
。島
内
に
は
図
書
館
が
な

く
、書
店
も
一
軒
も
な
い
こ
と
か
ら
、「
観
光

客
向
け
と
い
う
よ
り
も
、島
の
人
が
気
軽

に
立
ち
寄
れ
る
店
に
し
た
い
。」と
ふ
た
り

は
語
る
。地
元
の
人
が
た
く
さ
ん
応
援
し

て
く
れ
た
か
ら
恩
返
し
が
し
た
い
の
だ
と

い
う
。

　人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
、こ
こ
で

の
暮
ら
し
を
丁
寧
に
育
ん
で
き
た
ふ
た
り

だ
か
ら
こ
そ
、多
く
の
人
が
支
え
て
く
れ

た
の
だ
ろ
う
。
島
の
豊
か
な
自
然
と
温
か

い
人
た
ち
に
囲
ま
れ
て
、ふ
た
り
の
物
語

は
新
し
い
ペ
ー
ジ
を
紡
い
で
い
く
。

導

か

れ

、

移

り

住

ん

だ

瀬

戸

内

の

島

一

歩

ず

つ

、

着

実

に

。

こりおり珈琲＆文庫　

千々木大介さん　涼子さん

本と珈琲の店を
つくりたい

1杯ずつハンドドリップで丁寧に

コーヒーを淹れる大介さん
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島
で暮

らす若者を訪ねて

ち

ぢ

き
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　親
子
三
世
代
に
わ
た
っ
て
通
い
続
け
る

常
連
客
が
い
る
。帰
省
し
た
ら
必
ず
食
べ
に

行
く
と
い
う
若
者
が
い
る
。
創
業
は
明
治

二
十
七
年
頃
。以
来
百
二
十
五
年
、今
治
の

人
々
の
胃
袋
を
満
た
し
て
き
た
。

　「
か
ね
と
食
堂
」の
名
前
の
由
来
は
、創

業
者
の
名
前
に
あ
る
そ
う
だ
。桑
原
兼
吉

さ
ん
と
息
子
の
友
吉
さ
ん
が
始
め
た
お

店
、
二
人
の
名
前
か
ら
「
か
ね
」「
と
」
を

と
っ
て「
か
ね
と
」な
の
だ
と
い
う
。初
め
て

聞
い
た
店
名
の
由
来
に
驚
い
て
い
る
と「
聞

か
れ
た
ら
答
え
る
け
ど
、滅
多
に
聞
か
れ

ん
け
ん
、
あ
ん
ま
り
話
し
た
こ
と
な
い
ん

よ
」
と
五
代
目
店
主 

桑
原
孝
さ
ん
が
笑

う
。そ
の
く
ら
い
地
元
の
人
に
と
っ
て「
か

ね
と
」が「
か
ね
と
」で
あ
る
こ
と
は
当
た

り
前
の
存
在
な
の
だ
。

　創
業
以
来
、店
は
幾
度
の
戦
火
を
乗
り

越
え
て
き
た
。先
の
大
戦
で
は
今
治
空
襲

に
よ
っ
て
焼
野
原
と
化
し
た
市
街
地
に
、

終
戦
後
ま
も
な
く
掘
っ
立
て
小
屋
で
営
業

を
再
開
。
食
べ
物
の
無
い
時
代
だ
っ
た
の

で
、つ
く
っ
た
そ
ば
か
ら
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ

た
そ
う
だ
。今
の
店
構
え
に
な
っ
た
の
は
昭

和
二
十
七
年
頃
の
こ
と
。「
今
で
こ
そ
、周

り
に
銀
行
や
ビ
ル
や
大
き
な
建
物
が
あ
る

け
ど
、当
時
は
何
も
な
か
っ
た
け
ん
、も
の

す
ご
く
大
き
な
店
が
建
っ
た
と
い
う
印
象

や
っ
た
ら
し
い
で
す
よ
」先
代
の
妻
、智
恵

子
さ
ん
が
今
は
亡
き
先
代
か
ら
伝
え
聞
い

た
と
い
う
話
を
し
て
く
れ
た
。

　昭
和
四
十
年
代
、今
治
港
界
隈
は
大
い

に
賑
わ
っ
た
。大
洋
デ
パ
ー
ト
が
あ
り
、今

治
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
今
治
大
丸
が
あ
っ

た
。映
画
館
も
数
軒
あ
っ
た
そ
う
だ
。「
商

店
街
は
人
だ
ら
け
で
、す
れ
違
う
人
と
肩

が
ぶ
つ
か
る
く
ら
い
だ
っ
た
」と
孝
さ
ん
。

そ
の
中
心
部
に
あ
っ
た
か
ね
と
食
堂
も
ま

た
た
く
さ
ん
お
客
で
大
賑
わ
い
だ
っ
た
と

い
う
。
店
員
が
各
テ
ー
ブ
ル
ま
で
注
文
を

き
き
に
行
く
暇
が
な
か
っ
た
の
で
、前
金
制

度
に
し
た
そ
う
だ
。お
客
さ
ん
は
、入
店
後

番
台
で
注
文
を
し
て
代
金
を
払
っ
て
か
ら

席
に
つ
く
。食
べ
終
わ
る
と
す
ぐ
に
出
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
忙
し
い
客
側
に

と
っ
て
も
前
金
制
度
は
喜
ば
れ
た
そ
う

だ
。
今
は
前
払
い
で
も
後
払
い
で
も
ど
ち

ら
で
も
い
い
ら
し
い
。当
時
の
名
残
で
今
で

も
先
に
支
払
い
を
済
ま
す
お
客
さ
ん
と
、

食
べ
終
わ
っ
て
か
ら
払
っ
て
出
て
い
く
お
客

さ
ん
が
い
る
。よ
く
把
握
で
き
て
い
る
な
と

感
心
し
て
い
る
と
「
も
ら
い
忘
れ
と
る
こ

と
も
あ
る
か
も
し
れ
ん
ね
え（
笑
）」と
お

お
ら
か
だ
。店
と
お
客
さ
ん
と
の
信
頼
関

係
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

　か
ね
と
食
堂
は
、う
ど
ん
と
日
本
そ
ば

か
ら
始
め
た
お
店
、智
恵
子
さ
ん
が
嫁
い

で
き
た
あ
と
で
中
華
そ
ば
が
増
え
た
そ
う

だ
。そ
の
後
、カ
レ
ー
や
オ
ム
ラ
イ
ス
、カ
ツ

ラ
イ
ス
な
ど
の
メ
ニ
ュ
ー
は
増
え
た
が
、四

代
目
以
降
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

孝
さ
ん
は
跡
を
継
い
だ
時
に「
変
え
な
い
」

こ
と
を
決
め
た
と
い
う
。新
し
い
メ
ニ
ュ
ー

を
つ
く
る
な
ら
、流
行
り
を
追
い
か
け
て
ど

ん
ど
ん
変
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、そ
れ
は
キ
リ
が
な
い
。な
ら
ば
、

変
え
な
い
。孝
さ
ん
の
ゆ
る
ぎ
な
い
決
断
が

今
の
か
ね
と
の
信
条
だ
。

　テ
レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
で
も
紹
介
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
、ま
た
芸
能
人
が
訪
れ
る
こ

と
も
あ
る
そ
う
だ
が
、騒
が
ず
、知
ら
ん
顔

を
し
て
い
る
と
い
う
。サ
イ
ン
も
も
ら
わ
な

い
し
写
真
も
撮
ら
な
い
。関
心
が
な
い
わ
け

で
は
な
く
、「
普
通
に
食
べ
て
ほ
し
い
か

ら
」。誰
も
が
ふ
ら
り
と
立
ち
寄
れ
て
、日

常
的
で
気
取
ら
な
い
食
堂
で
あ
り
続
け
る

こ
と
が
最
高
の
も
て
な
し
だ
と
信
じ
て
い

る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　「
今
の
時
代
、選
択
肢
は
い
く
ら
で
も
あ

る
。流
行
り
は
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
い

く
し
、人
は
目
新
し
い
も
の
に
飛
び
つ
く
け

ど
、す
ぐ
に
飽
き
る
。残
る
も
の
だ
け
本
物

や
と
思
う
ん
よ
ね
。」孝
さ
ん
の
言
葉
が
胸

に
染
み
た
。

かねと食堂
創業５０年以上の店を訪ねて

左上：今も現役のうどんを打つ機械。これで毎日うどんとそばを手打ちしている。　上中：変わらないメニュー表　右上：昔ながらのうどんはいりこだしの風味豊かなやさしい味。奥

はいなり寿司。　左下：番台のようなところに座って注文を聞き代金を受け取る智恵子さん。　下中：今の店構えになったのは昭和27年頃。当時はかなり目立つ建物だったという。

右下：だしの決め手となる、うるめいりこ。　

先

払

い

か

、

後

払

い

か

。

敢

え

て

、

変

え

な

い

。

昔ながらの雰囲気が残るかねと食堂
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か
ね
き
ち

と
も
き
ち

こ
の
町
に
は
、
か
ね
と
が
あ
る
。



達川ベーカリー
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や
っ
て
く
る
。驚
い
た
の
は
、食
パ
ン
の
予

約
。名
前
を
貼
ら
れ
た
袋
が
棚
に
ず
ら
り

と
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。す
ぐ
売
り
切
れ

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
た
め
、
確
実
に
手

に
入
れ
た
い
お
客
さ
ん
は
事
前
に
予
約
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
。電
話
で
の
予
約
と
来

店
時
に
予
約
を
し
て
い
く
人
、そ
し
て
パ
ン

を
買
い
に
や
っ
て
く
る
人
。レ
ジ
を
打
つ
奥

さ
ん
も
大
忙
し
だ
が
、「
今
日
は
そ
ん
な
に

忙
し
い
方
で
は
な
い
で
す
よ
。暇
な
く
ら
い

（
笑
）」と
余
裕
の
笑
顔
。こ
れ
が
達
川
ベ
ー

カ
リ
ー
の
日
常
な
の
だ
。

　　達
川
ベ
ー
カ
リ
ー
は
、謙
次
さ
ん
の
祖
父

が
一
九
六
九
年
頃
に
創
業
し
た
。以
来
五
十

年
以
上
の
長
き
に
わ
た
り
、地
元
の
人
達
に

愛
さ
れ
続
け
て
い
る
。店
頭
に
並
ぶ
パ
ン
は

日
に
よ
っ
て
変
わ
る
が
、五
十
種
類
以
上
は

あ
る
と
い
う
。一
番
人
気
は
、「
フ
ラ
ン
ス
ク

リ
ー
ム
」。ソ
フ
ト
フ
ラ
ン
ス
の
生
地
に
ふ

わ
ふ
わ
の
バ
タ
ー
ク
リ
ー
ム
を
た
っ
ぷ
り

は
さ
ん
だ
パ
ン
で
、も
っ
ち
り
し
た
生
地
の

旨
味
と
ク
リ
ー
ム
の
甘
さ
が
絶
妙
。大
量

買
い
す
る
お
客
さ
ん
も
多
い
そ
う
だ
。
砂

糖
を
た
っ
ぷ
り
ま
ぶ
し
た
昔
な
が
ら
の

ド
ー
ナ
ツ
や
、揚
げ
パ
ン
、カ
レ
ー
パ
ン
も

人
気
。幻
の
パ
ン
と
噂
さ
れ
る「
シ
ャ
ノ
ン
」

は
、甘
い
バ
タ
ー
を
た
っ
ぷ
り
練
り
込
ん
だ

デ
ニ
ッ
シ
ュ
風
の
パ
ン
で
、濃
厚
な
味
わ
い

　店
主
達
川
謙
次
さ
ん
の
朝
は
早
い
。い

や
、朝
、で
は
な
い
。深
夜
十
二
時
半
、皆
が

眠
り
に
つ
く
頃
に
起
き
、パ
ン
作
り
を
始
め

る
。朝
七
時
の
開
店
に
向
け
粛
々
と
作
業
は

続
く
。焼
き
上
が
っ
た
パ
ン
は
、ア
ル
ミ
ト

レ
イ
に
行
儀
よ
く
並
べ
ら
れ
、朝
日
と
と
も

に
お
客
さ
ん
を
出
迎
え
る
。

　「
お
目
当
て
の
パ
ン
が
あ
る
と
き
は
、午

前
中
が
勝
負
よ
。午
後
か
ら
行
っ
て
も
売
り

切
れ
と
る
け
ん
ね
」常
連
客
か
ら
そ
ん
な

話
を
聞
い
た
。そ
の
通
り
、開
店
か
ら
ひ
っ

き
り
な
し
に
お
客
さ
ん
が
訪
れ
、途
切
れ

る
こ
と
が
な
い
。近
所
の
人
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
遠
方
か
ら
も
お
客
さ
ん
が
買
い
に

は
や
み
つ
き
に
な
る
。ど
の
パ
ン
も
懐
か
し

く
ほ
っ
と
す
る
よ
う
な
味
わ
い
で
、ひ
と
口

ほ
お
ば
る
と
子
ど
も
の
頃
の
記
憶
が
ふ
と

甦
る
。

　客
足
が
少
し
落
ち
着
い
た
午
後
、妻
の

政
江
さ
ん
は
一
度
自
宅
に
戻
り
、代
わ
っ
て

息
子
の
兼
太
郎
さ
ん
が
店
頭
に
立
っ
て
い

た
。県
外
の
大
学
に
通
っ
て
い
る
が
、長
期

の
帰
省
中
は
店
を
手
伝
っ
て
い
る
の
だ
と

い
う
。明
る
く
、人
懐
こ
い
笑
顔
で
お
客
さ

ん
と
話
を
す
る
姿
が
頼
も
し
い
。
跡
を
継

ぐ
の
か
と
聞
か
れ
る
こ
と
も
多
い
よ
う
だ

が
、「
じ
い
ち
ゃ
ん
は
継
い
で
く
れ
っ
て
言

う
ん
で
す
け
ど
、
父
は
何
も
言
わ
な
い
ん

で
す
よ
。」と
笑
う
。隣
で
謙
次
さ
ん
が
照

れ
く
さ
そ
う
に
目
を
細
め
て
い
た
。

　気
負
わ
ず
、時
代
の
流
れ
に
逆
ら
わ
ず
、

し
か
し
決
し
て
媚
び
ず
、ぶ
れ
な
い
。達
川

ベ
ー
カ
リ
ー
の
パ
ン
は
そ
う
い
う
パ
ン
だ
。

毎
日
食
べ
た
い
、家
の
近
く
に
あ
っ
た
ら
い

い
な
と
思
え
る
町
の
パ
ン
屋
さ
ん
は
、今
日

も
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ん
の
笑
顔
で
あ
ふ

れ
て
い
る
。

T H E M E  2

達川ベーカリー

町
の
日
常
に
溶
け
込
む

午

前

中

で

売

り

切

れ

る

パ

ン

も

左上：香り高い食パン　右上：棚の上には引き取りを待つ予約済みの食パンが並ぶ

左下：3代目達川謙次さん（右）と息子の兼太郎さん（左）

もっちりふんわり食感の昔なつかしいドーナツ

こ

の

味

、

あ

の

記

憶

。

創業５０年以上の店を訪ねて
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に
出
る
こ
と
を
面
白
い
と
思
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
な
体
験
を
提
供
し
て
い
る
。

　様
々
な
事
情
で
高
校
に
通
え
な
く
な
っ

た
子
ど
も
た
ち
だ
が
、自
分
の
好
き
な
こ

と
を
大
切
に
し
な
が
ら
学
び
、高
校
卒
業

資
格
を
取
得
し
て
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
進
ん

で
い
く
。英
検
準
2
級
に
合
格
し
、こ
の
春

か
ら
大
学
へ
進
学
す
る
と
い
う
女
子
学
生

も
い
る
。こ
れ
ま
で
に
八
十
名
を
超
え
る

生
徒
が
こ
の
学
校
か
ら
社
会
に
飛
び
立
っ

て
い
っ
た
。今
も
十
六
名
が
こ
の
学
び
舎
で

か
け
が
え
の
な
い
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
。

　豊
島
さ
ん
は
こ
の
春
、
新
し
い
事
業
を

ス
タ
ー
ト
さ
せ
、さ
ら
に
肩
書
が
増
え
た
。

そ
れ
が
、障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
を
預

か
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス「
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

　ア
マ
カ
ラ
研
究
室
」
だ
。「
ア
マ
カ

ラ
」は
、ア
ソ
ビ
・
マ
ナ
ビ
・
カ
ラ
ダ
の
頭
文

字
。
ど
れ
も
が
成
長
に
欠
か
せ
な
い
も
の

で
、自
由
に
遊
び
、創
作
し
、学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
環
境
で
子
供
の
持
つ
力
を
伸
ば
し

て
い
こ
う
、と
い
う
の
が
の
モ
ッ
ト
ー
。「
ハ

ズ
ミ
ズ
ム
」や「
今
治
ホ
ホ
ホ
座
」な
ど
の

活
動
を
通
じ
て
豊
島
さ
ん
が
知
り
合
っ
た

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
も
時
々
遊
び
に
来
て
子
ど

も
た
ち
と
時
間
を
過
ご
す
。「
支
援
す
る
側

と
さ
れ
る
側
、と
い
う
構
図
は
な
ん
か
違

う
と
思
う
ん
で
す
。」と
豊
島
さ
ん
。今
治

高
等
学
院
も
ア
マ
カ
ラ
研
究
室
も
共
通
す

る
の
は
、誰
も
が
教
え
る
側
に
な
る
し
、教

わ
る
側
に
な
れ
る
こ
と
。人
と
違
っ
て
い
る

　豊
島
吾
一
さ
ん
は
多
才
な
人
だ
。ま
ず
、

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。「
今

治
高
等
学
院
の
学
院
長
」で
あ
り
つ
つ
、ス

テ
ィ
ー
ル
パ
ン
バ
ン
ド
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ

り
演
奏
者
、野
外
音
楽
フ
ェ
ス「
ハ
ズ
ミ
ズ

ム
」の
主
催
者
、雑
貨
店「
う
お
駒
」の
経
営

者
、「
今
治
ホ
ホ
ホ
座
」の
代
表
と
し
て
今

治
市
の
中
心
市
街
地
活
性
化
の
た
め
に
活

動
を
し
て
い
る
。肩
書
が
多
す
ぎ
る
。

　豊
島
さ
ん
は
今
治
市
生
ま
れ
。東
京
の

大
学
に
進
学
し
、卒
業
後
は
都
内
の
眼
鏡

店
で
勤
務
、二
十
六
歳
の
時
に
今
治
に
U

タ
ー
ン
し
た
。そ
の
後
、塾
を
経
営
す
る
父

親
と
共
に
、「
今
治
高
等
学
院
」を
設
立
す

る
。今
治
高
等
学
院
は
生
徒
数
二
十
人
ほ

ど
の
小
さ
な
高
校
。通
っ
て
く
る
の
は
、学

校
に
な
じ
め
な
か
っ
た
り
、障
が
い
が
あ
っ

た
り
、学
校
が
す
こ
し
苦
手
な
子
ど
も
た

ち
だ
。
そ
の
中
で
豊
島
さ
ん
は
学
校
で
の

勉
強
だ
け
で
な
く
、イ
ベ
ン
ト
の
手
伝
い
を

し
て
も
ら
っ
た
り
、音
楽
に
触
れ
さ
せ
た
り

し
な
が
ら
、大
人
と
接
す
る
こ
と
や
社
会

こ
と
は
個
性
。そ
れ
を
体
現
す
る
大
人
た

ち
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
、子
ど
も
た
ち

は
他
人
と
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、自
分

の
中
の
ワ
ク
ワ
ク
す
る
こ
と
や
好
き
な
こ

と
を
大
切
に
し
て
生
き
て
い
く
姿
勢
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　「
福
祉
」と
い
う
言
葉
に
距
離
を
感
じ
る

人
も
い
る
だ
ろ
う
。し
か
し
、自
分
ご
と
と

し
て
考
え
る
と
、そ
れ
は
身
近
な
存
在
に

な
る
。自
分
も
障
が
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
、そ
う
で
な
く
て
も
病
気
に

な
っ
た
り
怪
我
を
し
た
り
し
た
と
き
、
生

活
を
す
る
上
で
困
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
出

て
く
る
。「
困
っ
て
い
る
か
ら
ち
ょ
っ
と
手

伝
っ
て
く
れ
な
い
？
」そ
ん
な
風
に
声
を
か

け
た
り
、気
軽
に
手
を
差
し
伸
べ
た
り
、互

い
が
自
然
に
助
け
合
い
、繋
が
る
こ
と
の
で

き
る
社
会
で
あ
り
た
い
。マ
ル
チ
な
才
能
を

発
揮
し
つ
つ
、型
に
は
ま
ら
な
い
豊
島
さ
ん

の
幅
広
い
活
動
の
目
的
は
、究
極
的
に
は
、

誰
も
が
等
し
く
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
社
会
を

つ
く
る
こ
と
、な
の
か
も
し
れ
な
い
。

今治高等学院　学院長　豊島吾一さん

子どもたちに、
多様で独創的な体験を。

共に育む
今治市には、50近い数の保育園や幼稚園、小学校は26

校、中学校は16校ある。県立高校、私立高校、短大、四年

制大学もあり、教育機関の多さも特徴にあげられる。

穏やかな気候、豊かな自然と、優しく見守ってく

れる人々に囲まれ、子どもたちはこの町

で心豊かに成長している。

THEME 3

生徒たちによる音楽ライブ

野外音楽フェスハズミズム（写真上）：「ハズミズム」は2013年よりスタートした“大人も子どもも一緒になって音楽を楽しむ”を

　　　　　　　　　　　　　　　　　コンセプトにした、子連れでも気軽に参加できる音楽フェスティバル。

知 らなかったこんなキ
ャン

パ
スラ

イ
フ
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始
め
て
学
友
や
多
く
の
人
と
関
わ
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
だ
そ
う
だ
。
今
の
生
活
は

す
っ
か
り「
今
治
弁
」。彼
女
の
口
か
ら
出
る

「
○
○
や
け
ん
」と
い
う
今
治
弁
に
驚
く
人

も
多
い
。

　獣
医
を
目
指
し
た
の
は
、動
物
好
き
の

両
親
の
影
響
だ
と
い
う
。「
両
親
は
弱
っ
た

犬
が
い
る
と
最
期
く
ら
い
は
幸
せ
な
時
間

を
過
ご
さ
せ
て
や
り
た
い
と
自
宅
に
引
き

取
り
世
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
姿

を
み
て
い
る
う
ち
に
、自
分
も
大
き
く
な
っ

た
ら
獣
医
に
な
っ
て
病
気
の
動
物
を
治
し

て
あ
げ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。」そ
し
て
、第
一
期
生
と
し
て
、岡
山
理

科
大
学
獣
医
学
部
に
入
学
。大
学
の
勉
強

は
専
門
性
が
高
く
、授
業
に
つ
い
て
い
く
こ

と
に
必
死
で
余
裕
が
な
い
と
苦
笑
い
す
る
。

そ
ん
な
大
変
な
勉
強
の
合
間
に
大
切
に
し

て
い
る
の
が
、ラ
グ
ビ
ー
で
仲
間
と
と
も
に

汗
を
流
す
時
間
だ
。

　ル
ー
シ
ー
さ
ん
の
ラ
グ
ビ
ー
歴
は
十
二

年
以
上
。
八
歳
の
頃
に
父
親
の
知
人
が

コ
ー
チ
を
務
め
る
ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
の
体
験

会
に
行
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
。一
緒
に

行
っ
た
友
達
は
辞
め
て
し
ま
っ
た
が
、ル
ー

シ
ー
さ
ん
は
そ
の
ま
ま
ク
ラ
ブ
に
入
部
。

す
っ
か
り
ラ
グ
ビ
ー
の
楽
し
さ
に
魅
せ
ら

れ
た
そ
う
だ
。そ
の
実
力
は
折
り
紙
つ
き
。

女
子
ラ
グ
ビ
ー
の
香
港
代
表
選
手
と
し
て

活
躍
し
、来
日
し
て
か
ら
も
国
体
に
出
場

し
て
、好
成
績
を
残
し
て
い
る
。大
学
入
学

  

「
両
手
で
し
っ
か
り
！
」「
も
っ
と
腰
を
落

と
し
て
！
」大
き
な
声
を
出
し
な
が
ら
、先

頭
に
立
っ
て
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
走
り
回
る
女

性
。
体
当
た
り
の
タ
ッ
ク
ル
な
ど
男
子
学

生
顔
負
け
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
軽
々
と
こ

な
す
パ
ワ
フ
ル
な
彼
女
が
、
開
学
し
た
ば

か
り
の
大
学
に
い
ち
早
く
ラ
グ
ビ
ー
部
を

つ
く
っ
た
ロ
ス
・
ル
ー
シ
ー
・
桃
子
さ
ん
だ
。

　ル
ー
シ
ー
さ
ん
は
、東
京
都
生
ま
れ
。イ

ギ
リ
ス
人
の
父
と
日
本
人
の
母
の
も
と
、

五
歳
か
ら
香
港
で
暮
ら
す
。香
港
の
高
校

を
卒
業
後
、
祖
母
の
介
護
の
た
め
母
親
の

実
家
の
あ
る
今
治
に
帰
郷
し
た
。

　香
港
で
は
英
語
中
心
の
生
活
。小
学
生

の
頃
か
ら
、毎
年
夏
休
み
に
今
治
に
来
て
一

カ
月
ほ
ど
地
元
の
学
校
に
通
っ
て
い
た
た

め
、
あ
る
程
度
の
日
本
語
は
理
解
で
き
て

い
た
が
、
上
達
し
た
の
は
今
治
で
暮
ら
し

後
は
今
治
で
も
ラ
グ
ビ
ー
を
広
め
た
い

と
、積
極
的
に
部
員
を
勧
誘
し
て
創
部
に

漕
ぎ
つ
け
た
。

　現
在
部
員
は
男
女
合
わ
せ
て
九
名
。初

心
者
が
多
い
の
で
、
ま
ず
は
ラ
グ
ビ
ー
の

楽
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
自
ら
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
メ
ニ
ュ
ー
を
つ
く
り
、部
員
た

ち
を
丁
寧
に
指
導
し
て
い
る
。
短
い
休
憩

を
は
さ
み
な
が
ら
お
よ
そ
一
時
間
半
、
動

き
っ
ぱ
な
し
、走
り
っ
ぱ
な
し
の
練
習
は
、

か
な
り
ハ
ー
ド
だ
。そ
れ
で
も
、グ
ラ
ウ
ン

ド
に
は
笑
い
声
が
響
く
。
ラ
グ
ビ
ー
は

チ
ー
ム
で
戦
う
ス
ポ
ー
ツ
。体
が
大
き
く
て

も
小
さ
く
て
も
、足
が
速
く
て
も
遅
く
て

も
、そ
れ
ぞ
れ
活
躍
で
き
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が

あ
る
と
い
う
。高
い
精
神
性
や
、仲
間
と
の

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
い
っ
た
一
生
の
財
産
を

得
る
こ
と
も
で
き
る
。今
治
の
小
さ
な
キ
ャ

ン
パ
ス
で
、ひ
と
り
の
女
子
大
生
が
生
み
出

し
た
小
さ
な
輪
は
、今
、た
く
さ
ん
の
仲
間

を
集
め
、笑
顔
の
大
き
な
輪
を
広
げ
て
い

る
。

岡山理科大学　獣医学部　獣医学科
ロス・ルーシー・桃子さん

新しい大学で
ラグビー部をつくる

ルーシーさんのノート。

トレーニングメニューも

彼女が考えている。

タックルやパスの

指導をするルーシーさん。

知 らなかったこんなキ
ャン

パ
スラ

イ
フ

共に育む
THEME 3
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今、今治が面白くてたまらない。

サイクリストの聖地として名を馳せるしまなみ海道、日本遺産の村上海賊、名物・今治

焼鳥や瀬戸内海の海産物、農産物に美味しいスイーツ、目の離せないFC今治、「日本一

美しい島・大三島で暮らすプロジェクト」の展開、大人気のバリィさんに、JAPANブラ

ンドとして進化を続ける今治タオル、、、今治には面白いモノ、コトがあり、それをつくっ

ている面白い人がたくさんいて、なんとも魅力的なパワーを発しています。

「I’m into Imabar i !」は、「私は、今治に夢中です」「私は、今治にハマっています」と

いう意味。知れば知るほど、触れれば触れるほど今治にハマる、、、僕自身も感じている

そんな思いを、この言葉に託しました。

今治には、今治を愛する人、ここから面白いことを発信する人、そんな今治に惹かれて

訪れる人など、多くの「I’m into Imabari !」な人が集まっています。この今治のパワー

を全国に発信しよう！と、ロゴは、元気で明るく勢いを感じるポップなデザイン。セン

ターは、今治の人、今治に夢中になっている人をイメージしつつ、今治を面白くしている

個々のコンテンツの弾むような楽しさや、共創から生まれる新しいアイディアのひら

めき、そして今治市民のまつりである「おんまく」で空高く上がる花火を表現していま

す。今治に関わるすべての人が発案者であり、発信者であり、担い手である「共創型今治

モデル」のシンボルとして、「I’m into Imabar i !」が輪のようにめぐって大きなムーブ

メントとなるようにという願いも込めています。

佐藤 可士和　

アイアイ今治キャンペーンって!?

I'm into Imabar i ！（私は今治に夢中です）がキャッチコピーのアイアイ

今治キャンペーンは、みんなで今治市を盛り上げ、つい夢中になってしま

うような今治の魅力を広く世界に発信しよう！という活動です。

キーワードは「共創」。業種間、企業間、地域間いろんな垣根を越えて、みん

なが知恵を出し合い行動を起こすことで、新たな人の流れやおもしろい化

学変化を起こし、今治をもっと元気な町にしていこう！というもの。

共創の第1弾は、タオル×農×食のコラボとして「今治タオルカフェ」が

OPEN。第2弾はサイクリング×スイーツ＝今治新名物スイーツ、その名も

今治ブレスト（バリブレスト）の誕生！今治ブレストは、世界最古のサイクリ

ングイベントパリブレストパリにちなんだ自転車の車輪リング状のフラン

ス銘菓パリブレストに着想を得て、今治産食材などを使用し、今治市とか

かわりのあるお店で販売するリング状のスイーツです。他にも今治を盛り

上げるためのアイデアを広く募集する「アイアイ今治ブランプリ」の開催な

ど、続々と新しい取り組みがはじまっています！

インパクト抜群のキャンペーンロゴは、

「i.i. imabar i!」の「i」と「i」が互いに弾け合っているよ

うなデザイン。人と人のアイデアやひらめきの「共創」

を表現していて、さらに今治の祭り「おんまく」で勢い

よく打ち上げられる花火のイメージを重ねています。

1965年東京生まれ。多摩美術大学グラフィックデザ

イン科卒業。クリエイティブスタジオ「SAMURAI」

代表。慶應義塾大学特別招聘教授。企業、商品、空

間、地域再生など多岐にわたる領域でトータルプロ

デューサーとして活躍。 文化庁文化交流として日本

の優れた文化、技術、コンテンツを広く海外に発信

することにも注力している。 著書に『佐藤可士和の

超整理術』（日経ビジネス人文庫）、『佐藤可士和の

打ち合わせ』（ダイアモンド社）など。

佐藤 可士和 氏

I’m into 今治タオル I’m into しまなみリズム＆自転車リズム I’m into KAIZOKU I’m into 今治食材

I’m into スタイリングカウンセラー I’m into 製菓

I’m into 野球 I’m into 子育て I’m into 釣り I’m into 絵手紙

I’m into バレエ I’m into 農業

アイアイ今治キャンペーンロゴマーク

あなたの　I’m into　をおしえてください！
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