
　
平
成
17
年
１
月
１
日
に
旧
内

子
・
五
十
崎
・
小
田
の
３
町
が
合

併
し
て
、
今
年
で
20
年
の
節
目
を

迎
え
ま
し
た
。
合
併
当
時
も
人
口

減
少
対
策
や
産
業
振
興
な
ど
多
く

の
課
題
が
あ
る
中
、
内
子
町
は
ま

ち
づ
く
り
の
指
針
と
な
る
10
年
間

の
計
画「
内
子
町
総
合
計
画
」
を

策
定
し
、
未
来
に
向
け
て
ま
ち
の

魅
力
を
磨
き
続
け
て
き
ま
し
た
。

現
在
、
第
３
期
総
合
計
画
の
策
定

が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
７
年
４
月

か
ら
は
新
し
い
計
画
に
基
づ
く
ま

ち
づ
く
り
が
始
ま
り
ま
す
。

　
今
回
は
合
併
20
周
年
を
記
念
し

て
２
月
８
日
に
開
か
れ
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

開
催
に
あ
た
り
、
改
め
て
ま
ち
を

振
り
返
り
未
来
へ
の
課
題
解
決
の

ヒ
ン
ト
に
す
る
た
め「
内
子
町
に

住
ん
ど
っ
て
よ
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
」
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
募
集
。

寄
せ
ら
れ
た
体
験
談
を
元
に
、
幅

広
い
世
代
の
町
民
代
表
者
が
、
内

子
町
の
良
さ
を
語
り
合
い
ま
し

た
。
何
気
な
い
日
常
に
た
く
さ
ん

の
魅
力
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら

が
ま
ち
づ
く
り
の
根
底
に
あ
る

こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。
皆
さ
ん

も
、自
分
の「
住
ん
ど
っ
て
よ
か
っ

た
」を
振
り
返
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
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第
３
期
内
子
町
総
合
計
画
の
策
定

に
関
わ
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一

町
民
の
気
持
ち
で
、
ま
ち
づ
く
り
の

指
針
と
な
る
計
画
の
、
私
な
り
の
解

釈
を
伝
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

目
指
す
将
来
像

　

本
計
画
で
内
子
町
が
目
指
す
将
来

像
は「
町
並
み
、村
並
み
、山
並
み
が

美
し
い
持
続
的
に
発
展
す
る
ま
ち
」。

平
成
17
年
の
合
併
時
か
ら
掲
げ
続
け

た
、
住
民
に
は
な
じ
み
の
言
葉
で
す

が
、
外
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
ほ
ど
心
に

響
く
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
町
並

み
、村
並
み
、山
並
み
」と
は
、暮
ら
し

と
産
業
が
連
な
り
作
り
出
す
景
色
。

「
美
し
い
」と
は
、
好
ま
し
さ
や
誇
り

で
あ
り
、
私
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
で
す
。
人
々
が
生
き
た
証
で
あ

る
文
化
を
大
切
に
し
、
残
し
て
い
く

と
い
う
町
の
姿
勢
と
住
民
の
願
い
が
、

こ
の
将
来
像
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

土
地
の
資
源
を
生
か
し
た
手
漉す

き

和
紙
や
酒
な
ど
の
産
物
、
暮
ら
し
か

ら
育
ま
れ
る
祭
礼
・
神
事
・
民
俗

風
習
、
田
畑
を
耕
し
農
作
物
を
植
え

五
穀
豊
穣
を
祝
っ
た
生
業
―
―
。
そ

の
よ
う
な
営
み
が
、
美
し
い
景
観
を

形
作
っ
て
き
ま
し
た
。
手
間
が
か
か

る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
郷
土
愛
が
生

ま
れ
ま
す
。
愛
情
を
持
っ
て
誰
か
が

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
て
く
れ
た
お
か
げ

で
、
今
も
続
い
て
い
る
の
で
す
。

「
歴
史
に
の
ぞ
み
、
未
来
を
ひ
ら
く
」

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ「
歴
史
に

の
ぞ
み
、
未
来
を
ひ
ら
く
」
は
、
私

た
ち
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
行

動
理
念
で
す
。
歴
史
と
は
、
先
人
た

ち
が
今
の
内
子
町
を
形
作
っ
て
き
た

行
動
の
積
み
重
ね
で
あ
り
、
懸
命
に

生
き
て
き
た
証
。「
の
ぞ
む
」
に
は
、

①
敬
意
を
表
し
て
振
り
返
る「
望

む
」、
②
向
き
合
い
、
時
に
挑
戦
す

る「
臨
む
」、
③
未
来
へ
の
道
し
る
べ

を
見
い
だ
す「
希
む
」
―
―
の
３
つ

の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
内

子
町
の
歴
史
は
、
多
く
の
町
民
が
誇

る
、
受
け
継
ぐ
べ
き
ま
ち
づ
く
り
の

根
幹
。
幅
広
い
世
代
が
そ
れ
ぞ
れ
考

え
、
工
夫
し
、
追
求
し
続
け
る
姿
勢

が
必
要
で
す
。

　
「
未
来
を
ひ
ら
く
」と
い
う
言
葉
に

は
、
未
来
に
向
け
て
こ
れ
ま
で
の
ま

ち
づ
く
り
の
質
を
さ
ら
に
高
め
、
切

り
拓
い
て
い
く
と
い
う
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
多
様
な
人
々
が
協

力
し
、
柔
軟
に
可
能
性
を
広
げ
、
世

界
に
視
野
を
向
け
、
挑
戦
し
続
け
る

こ
と
。私
た
ち
が
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ

す
こ
と
が
未
来
を
守
り
、
選
択
肢
を

残
す
こ
と
に
つ
な
が
る
は
ず
で
す
。

小
さ
く
て
も
輝
く「
縮
充
社
会
」
へ

　

人
口
減
少
は
避
け
ら
れ
な
い

課
題
で
す
。
同
計
画
で
内
子
町
は

２
０
４
５
年
時
点
で
人
口
１
万
人
を

目
指
す
と
し
、「
地
域
の
担
い
手
が
支

え
合
う
こ
と
で
、
豊
か
な
暮
ら
し
や

地
域
活
動
の
維
持
の
可
能
性
が
高
ま

る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
人
口
が
減

少
す
る
中
で
も
幸
福
で
充
実
し
た
社

会
を「
縮
充
社
会
」と
い
い
ま
す
。
縮

小
を
た
だ
悲
観
す
る
の
で
は
な
く
、

充
実
し
た
社
会
を
目
指
し
地
域
を
継

続
で
き
る
仕
組
み
を
考
え
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
人
口
が
増
え
る
時
代
と

は
違
う
価
値
が
必
ず
あ
る
は
ず
。
何

が
幸
せ
か
、
そ
の
地
域
の
も
の
さ
し

を
作
る
必
要
性
が
あ
り
ま
す
。

　

ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
皆
さ
ん
が

語
り
合
う
姿
に
感
動
し
ま
し
た
。「
内

子
ら
し
さ
」
と
は
何
か
、
地
域
の
魅

力
を
語
り
合
い
実
感
す
る
こ
と
が
、

歴
史
を
受
け
継
ぐ
力
に
な
り
ま
す
。

高
齢
者
は
若
い
世
代
に
ま
ち
の
本
当

の
魅
力
を
伝
え
、
子
ど
も
は
大
人
た

ち
に
こ
こ
で
頑
張
る
原
動
力
を
く
れ

る
―
―
ど
の
世
代
も
社
会
を
守
る
存

在
で
す
。
み
ん
な
が
活
躍
し
、
笑
い

合
え
る
ま
ち
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

第二部　講演第二部　講演

第一部　トークセッション第一部　トークセッション

シンポジウムでは町民代表者によるトークセッションを実
施。「住んどってよかったエピソード」を元に、愛媛大学教
授の井口梓

あずさ

さん、小野植正
まさひさ

久町長とともに、まちの魅力を
語り合いました。井口先生の講演と併せて紹介します。

愛
媛
大
学
学
長
特
別
補
佐

未
来
価
値
創
造
機
構
副
機
構
長

　
　

教
授　

井
口　
梓あ

ず
さ

さ
ん

巻頭　内子町合併20周年記念シンポジウム「歴史にのぞみ、未来をひらく」

地
域
の
意
志
と
い
う
バ
ト
ン

　

先
人
た
ち
が
築
い
た「
文
化
」は
、

ま
ち
の
歴
史
を
表
し
、
ず
っ
と
残
り

刻
ま
れ
て
い
く
も
の
。
町
外
に
い
る

人
に
も
ふ
る
さ
と
を
忘
れ
さ
せ
な

い
、
大
き
な
力
を
持
ち
ま
す
。
い
つ

か
皆
さ
ん
も
先
人
と
し
て
振
り
返

ら
れ
る
日
が
必
ず
や
っ
て
き
ま
す
。

「
地
域
の
意
志
」と
い
う
バ
ト
ン
を
私

た
ち
は
握
っ
て
い
て
、
い
つ
か
誰
か

に
渡
し
て
い
く
の
で
す
。

　

合
併
20
周
年
は
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ

ン
ト
。
総
合
計
画
に
基
づ
く
行
動

は
、
こ
の
ま
ち
で
私
た
ち
が
幸
せ
に

生
き
て
い
く
た
め
の
大
き
な
種
ま

き
で
す
。
内
子
町
に
し
か
で
き
な
い

ま
ち
の
追
求
が
続
い
て
い
く
よ
う
、

「
歴
史
に
の
ぞ
み
、
未
来
を
ひ
ら
く
」

と
い
う
言
葉
に
、
願
い
を
込
め
た
い

と
思
い
ま
す
。

歴
史
に
の
ぞ
み
、
未
来
を
ひ
ら
く

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て

合併した平成17年１月生まれで、今年20
歳を迎えた。本シンポジウムの司会を担当

森山　翼
つばさ

さん＝下立山＝

寄せられたエピソードは、ホー
ムページで公開しています。
　１４２４６９

室岡　愛
まな

さん
＝上川中央＝

徳田　幸
こ う じ

治さん
＝内子10 ＝

19歳の時、青年団で演劇に触
れました。その後、町民劇団
を結成して内子座の舞台を踏
み、演劇を通じて人とつなが
り、とうとう芝居をしにアラ
スカまで行ってしまいました。
内子座というすばらしい劇場
で、生の舞台を気軽に楽しめ
る環境が、内子の演劇文化を
広げているのだと思います。

内子座から広がる演劇文化

和氣　巧
た く ま

磨さん
＝福岡＝

大程奈
な な え

々絵さん
＝程内＝

大西優
ゆ う た ろ う

太朗さん
＝内子４＝

西岡千
ち よ こ

代子さん
＝小田下＝

ＩＤ

道の駅からりへ農産物を出荷
しています。農繁期の駅は生
産者とお客さんで活気に満ち、
季節ごとのおいしい野菜や果
物がたくさん。農業を通じて
多くの出会いがあります。ま
たデッキから眺める川のせせ
らぎと季節の花々は心の癒し。
ゆったり過ごせる、かけがえの
ないお気に入りの場所です。

「農」を通じた多くの出会い

結婚を機に、東京から旦那の
地元・上川地区へ。彼に「絶対
に帰る」と言わせた内子で子育
てをして感じるのは、地域との
距離の近さ。祭りがあったり、
おばあちゃんに「芋掘りしよ
う」と誘われたり、都会ではで
きない経験がいっぱい。「戻っ
てきたい」と言える子どもが育
つまちって、すてきですね。

内子ならではの子育てを

小学生の時、ＪＲ内子駅前に
広がる田んぼの風景が好きで
した。住宅街になった今では
地域の子どたちが登校する姿
に、昔を懐かしみながら元気
をもらっています。大学を卒
業したら、大好きな内子町の
まちづくりのために、皆さん
に習いながら自分のできるこ
とを探したいと思っています。

何気ない風景が僕の活力源

周りの人の優しさに「住んでい
てよかった」と感じます。中学
の時の凧作りでは、和紙に竹
をつけ文字を描く難しい作業
を、地域の人が丁寧に教えて
くれました。今、打ち込んでい
るサッカーでも、部の先輩のサ
ポートや周りの応援が温かい
です。将来はそんな優しさいっ
ぱいの地元で働きたいです。

ずっと心に残る人の優しさ

町外から内子高校小田分校に
来てくれた寮生に、「おばちゃ
ん食堂」で食事を提供していま
す。話を聞いた人が「これ使っ
て」と野菜を持ってきてくれた
り、遠くの幼馴染が手伝いに
帰ってくれたり――。生徒た
ちが喜ぶのが、みんなうれしい
んです。私にとっても、地域の
愛情に触れる瞬間です。

地域愛にあふれたまち
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