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特 

集「
願 
い
」

「願い」は叶えるためにあります。
叶えようとする「思い」といっても良いかもしれません。
叶えない願いは「妄想」と言います。
叶えようとする主体性があってはじめて「願い」にな
るわけです。

「願い」は強く思うこと。
9.11 テロの後 "I Love New York" の気持ちが高まっ
た人がたくさんいました。
その時にある人が教えてくださいました。
より思いが強い表現は "I Heart New York" なのだと。
なるほど "I ♥ NY" は "I Heart New York" とも読めま
すね。

まちづくりはまちを強く思うことからはじまります。
"I Heart My Town"
わがまちへの主体的で強い思い。
まちづくりは「願い」からはじまるのです。

編集委員会
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平
成
23
年
９
月
の
台
風
12
号
の
大
雨
に

よ
る
紀
伊
半
島
大
水
害
、
平
成
28
年
４

月
の
最
大
震
度
７
が
２
回
発
生
し
た
熊

本
地
震
。
度
重
な
る
大
災
害
に
よ
る
被

災
者
及
び
関
係
者
の
方
々
の
深
い
悲
し

み
は
癒
や
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
地

元
の
人
々
の
復
興
に
向
け
た
様
々
な
願

い
を
込
め
た
、
地
域
づ
く
り
を
お
手
伝

い
し
て
い
ま
す
。

■
１
億
立
方
メ
ー
ト
ル
の
土
石
流
が
発

生
し
た
紀
伊
半
島
大
水
害
か
ら
の
復
興

　
「
深
層
崩
壊
」
と
い
う
言
葉
が
連
日

メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
た
紀
伊
半
島
大

水
害
。
国
内
の
観

測
記
録
最
大
と
い

う
大
雨
に
よ
り
大

規
模
な
斜
面
崩
壊

が
多
数
発
生
し
、

崩
壊
土
砂
が
河
川

を
せ
き
止
め
る

「
河
道
閉
塞
」
が
生

じ
ま
し
た
。
そ
の

結
果
多
く
の
道
路

や
橋
梁
が
閉
鎖
さ

れ
、
山
間
部
に
多
数
の
孤
立
集
落
が
発

生
し
、
新
た
な
集
落
づ
く
り
が
求
め
ら

れ
ま
し
た
。

　

住
宅
や
暮
ら
し
に
関
す
る
復
旧
復

興
に
つ
い
て
は
、
木
造
を
含
む
応
急

仮
設
住
宅
の
建
設
、
安
全
な
集
落
で

の
風
景
に
配
慮
し
た
木
造
復
興
公
営

住
宅
の
建
設
、
小
規
模
住
宅
地
区
改

良
事
業
や
み
ん
な
で
話
し
合
い
活
動

す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
ソ
フ
ト
施
策
を

活
用
し
た
集
落
再
生
等
が
、
地
域
の

方
々
と
様
々
な
専
門
家
、
行
政
職
員
、

設
計
者
、
大
学
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
等
の
協
力
・
連
携
の
も
と

実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

特
に
、
十
津
川
村
に
お
け
る
地
域
の

資
源
で
あ
る
森
林
の
活
用
や
役
場
内
の

部
局
間
の
壁
を
越
え
た
委
員
会
の
開
催

と
事
業
の
実
施
。
同
村
の
谷
瀬
集
落
に

お
け
る
自
主
自
立
の
精
神
に
基
づ
く
や

り
が
い
・
生
き
が
い
が
得
ら
れ
る
新
た

な
集
落
づ
く
り
へ
の
協
働
活
動
や
修
復

型
の
ハ
ー
ド
整
備
等
は
、
山
間
部
の
豊

か
な
暮
ら
し
を
継
承
・
発
展
し
て
い
く

今
後
の
モ
デ
ル
に
な
る
取
組
と
し
て
、

我
々
の
事
務
所
メ
ン
バ
ー
も
多
く
の
学

び
が
あ
り
ま
し
た
。

■
連
鎖
し
て
２
つ
の
断
層
が
動
い
た
熊

本
地
震
か
ら
の
復
興

　

熊
本
地
震
は
２
つ
の
「
断
層
」
に
よ

る
連
鎖
型
地
震
で
あ
り
、
既
成
市
街
地

中塚一
副社長兼大阪事務所長

か
ら
中
山
間
部
の
集
落
ま
で
、
最
多
避

難
者
約
１
８
４
千
人
と
い
う
甚
大
な
被

害
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
人
的
被
害
、
住

宅
被
害
、
社
会
基
盤
施
設
（
道
路
や
橋

梁
等
）
被
害
、
土
砂
災
害
に
加
え
、
田

畑
等
の
農
業
基
盤
へ
の
被
害
や
宅
地
や

擁
壁
等
へ
の
被
害
を
ど
の
よ
う
に
復
旧

し
て
い
く
の
か
が
大
き
な
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

現
在
、
震
災
か
ら
約
11
ヶ
月
が
経
過

し
、
各
地
で
地
域
住
民
に
よ
る
勉
強
会

や
協
議
会
が
立
ち
上
が
っ
て
き
た
段
階

で
す
。
復
旧
復
興
を
お
手
伝
い
し
て
い

る
東
部
の
中
山
間
の
集
落
で
は
、
今
後
、

住
ま
い
の
復
興
か
ら
集
落
の
復
興
、
地

域
産
業
の
復
興
へ
と
総
合
的
な
暮
ら
し

の
復
興
を
支
援
し
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

復
興
へ
の
願
い
を
込
め
て

「
強
さ
と
し
な
や
か
さ
」
を
備
え
た

地
域
づ
く
り
を
目
指
し
て

谷瀬地区の風景に馴染む木造の復興公営住宅

谷瀬地区のゆっくり散歩道と新たな展望台の整備

南阿蘇村黒川地区
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嶋崎雅嘉
地域再生デザイングループ

まちの歴史や文化を次世代に
引き継ぐことが地域の願いです。

先
日
、
柑
橘
栽
培
や
漁
業
が
活
発
な
ま

ち
と
し
て
有
名
な
愛
媛
県
八
幡
浜
市
を

訪
れ
ま
し
た
。
ま
ち
を
歩
く
と
交
易
拠

点
と
し
て
発
展
し
た
明
治
期
の
雰
囲
気

を
感
じ
さ
せ
る
町
家
が
点
在
し
て
い
ま

す
が
、
空
き
家
と
な
り
老
朽
化
に
ま
か

せ
て
い
る
建
物
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　

ま
ち
で
出
会
っ
た
伝
統
工
芸
士
の
若

松
さ
ん
の
お
話
を
聞
く
と
、
時
の
経
過

と
と
も
に
古
い
建
物
は
ど
ん
ど
ん
な
く

な
っ
て
し
ま
う
、
ま
ち
の
歴
史
に
と
っ

て
重
要
な
建
物
で
も
朽
ち
果
て
て
い
く

こ
と
を
心
配
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

若
松
さ
ん
ご
自
身
の
住
居
兼
仕
事
場

で
あ
る
建
物
も
古
い
建
築
物
で
あ
り
、

大
切
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
土

壁
が
下
が
っ
て
き
た
り
、
壁
の
外
側
を

ト
タ
ン
板
で
養
生
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
で
す
。
こ
の
修
繕
に
は
、
莫
大
な
費

用
が
か
か
る
た
め
修
繕
が
で
き
な
い
現

状
を
悩
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。

 

■
価
値
観
の
共
有
と
修
繕
費
を
生
み
出

す
仕
組
み
が
必
要

　

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
１
８
４
号
な
ど
で

も
紹
介
し
て
い
る
「
樫
原
町
家
灯
篭
会
」

で
も
古
い
町
家
が
ど
ん
ど
ん
つ
ぶ
さ
れ

町
並
み
が
変
化
し
て
き
て
い
る
中
、
同

じ
よ
う
な
課
題
認
識
を
も
っ
て
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

昨
年
、
行
わ
れ
た
「
の
き
さ
き
市
」
で

は
、
町
家
の
軒
先
を
借
り
た
お
店
が
出
さ

れ
ま
し
た
。
出
店
に
あ
た
っ
て
は
出
店
料

を
設
定
し
、
軒
先
を
お
借
り
し
た
町
家
居

住
者
の
方
に
場
所
代
を
支
払
う
仕
組
み
が

導
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
将
来
的
に
、

空
き
家
と
な
っ
て
い
る
町
家
な
ど
を
活
用

し
て
、賃
貸
料
な
ど
の
資
金
を
得
な
が
ら
、

修
繕
や
維
持
管
理
に
お
金
を
回
す
仕
組
み

を
目
指
し
た
第
一
歩
と
し
て
取
り
組
ま
れ

た
も
の
で
す
。

　
「
の
き
さ
き
市
」
の
開
催
に
よ
り
往
時

の
に
ぎ
わ
い
風
景
が
復
活
し
、
町
家
が

立
ち
並
ぶ
ま
ち
の
原
風
景
の
良
さ
を
、

多
く
の
ま
ち
の
人
た
ち
が
再
確
認
し
た

と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
自

ら
が
住
む
ま
ち
に
対
す
る
誇
り
を
高
め

て
も
ら
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
町
並

み
や
建
物
を
残
す
こ
と
の
大
切
さ
や
価

値
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
の

一
つ
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

■
建
物
だ
け
が
保
存
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
ま
ち
の
中
で
ど
の
よ
う
に
引
き
継

ぐ
か
を
考
え
る

　

一
方
、
京
都
市
都
心
部
な
ど
で
は
イ

ン
バ
ウ
ン
ド
な
ど
の
効
果
も
あ
り
一
棟

貨
し
の
簡
易
宿
所
と
し
て
町
家
や
長

屋
の
活
用
が
進
ん
で
い
ま
す
。
宿
屋

の
運
営
に
よ
り
改
修
資
金
が
生
み
出
さ

れ
、
京
町
家
の
保
全
は
進
ん
で
い
る
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
キ
ー

ボ
ッ
ク
ス
や
ネ
ッ
ト
予
約
だ
け
で
運
営

さ
れ
る
宿
屋
は
、
ま
ち
に
対
し
て
閉
鎖

的
で
ま
ち
の
中
で
そ
の
存
在
が
浮
い
て

し
ま
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
地
域
の
住

環
境
を
脅
か
す
存
在
に
も
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。
地
域
の
文
化
や
歴
史
を
引
き
継

ぎ
た
い
と
い
う
願
い
を
叶
え
る
た
め
に

は
、
建
物
単
体
が
残
る
だ
け
で
は
な
く
、

地
域
に
開
き
、
地
域
の
暮
ら
し
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
貢
献
で
き
る
場
と
し
て

の
活
用
が
望
ま
れ
ま
す
。

　

町
家
な
ど
の
歴
史
的
な
建
築
物
は
、

そ
の
ま
ち
の
歴
史
や
文
化
の
積
み
重
ね

の
中
で
そ
の
場
所
に
存
在
し
て
い
ま

す
。
古
い
建
物
や
町
並
み
を
次
世
代
に

引
き
継
ぐ
う
え
で
、
将
来
の
ま
ち
に
何

を
引
き
継
ぐ
の
か
、
そ
の
中
で
古
い
建

物
が
ど
の
よ
う
な
存
在
と
な
り
え
る
の

か
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
活
用
の
手
法
を

考
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

 

■
八
幡
浜
で
描
く
夢

　

若
松
さ
ん
の
お
話
に
よ
る
と
、
八
幡

浜
市
で
は
５
月
初
旬
〜
中
旬
に
な
る

と
、
み
か
ん
の
花
が
一
斉
に
咲
き
、
街

な
か
が
み
か
ん
の
花
の
甘
い
香
り
で

い
っ
ぱ
い
に
な
る
そ
う
で
す
。
い
つ
か
、

古
い
町
家
を
活
か
し
た
宿
屋
に
泊
り
、

地
域
の
方
の
お
話
を
聞
き
な
が
ら
み
か

ん
の
花
の
香
り
に
充
た
さ
れ
た
、
の

ん
び
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
し
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

地
細
工
紺
屋 

若
松
旗
店

http://iyokannet.jp/corporate/

spot/detail/place_id/3544/
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平成の氏子駈・氏子狩復活事業
～古
いにしえ

からの人の繋がりを活かした地域づくり～

と
ち
・
ぶ
な
・
け
や
き
な
ど
か
ら
轆ろ

く
ろ轤

と
呼
ば
れ
る
工
具
で
、
椀
や
盆
な
ど
の

木
地
を
つ
く
る
職
人
の
こ
と
を
木き

じ

し
地
師

と
言
い
ま
す
（
轆
轤
師
や
木
地
屋
と
も

呼
ば
れ
ま
す
）。

　

木
地
師
の
多
く
は
、
諸
国
の
深
山
に

入
り
作
業
を
し
、
良
材
が
無
く
な
る
と
、

新
し
い
山
へ
移
住
す
る
暮
ら
し
を
送
っ

て
い
ま
し
た
。

　

２
０
１
３
年
に
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
が

製
作
し
た
「
か
ぐ
や
姫
の
物
語
」
に
、

木
地
師
が
登
場
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
も

木
地
師
が
移
住
生
活
者
で
あ
っ
た
こ
と

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

■
「
木
地
師
の
ふ
る
さ
と
」
永
源
寺

　

全
国
各
地
を
移
住
し
な
が
ら
活
動
す

る
木
地
師
を
、
保
護
・
統
括
す
る
支
配

所
が
、
滋
賀
県
東
近
江
市
の
永
源
寺
地

区
に
あ
り
ま
し
た
。

　

滋
賀
県
と
三
重
県
の
県
境
の
山
間
部

に
あ
る
、
小お

ぐ
ら
た
に

椋
谷
と
呼
ば
れ
る
蛭ひ

る
た
に谷

町

に
「
筒
井
公
文
所
」、
君き

み
が
は
た

ヶ
畑
町
に
「
高

松
御
所
」
と
い
う
２
カ
所
の
支
配
所
が

あ
り
、
支
配
所
の
役
人
が
、
全
国
各
地

の
木
地
師
を
訪
ね
歩
く
「
氏
子
か
り
」

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　

支
配
所
の
役
人
が
、
全
国
各
地
の
木

地
師
を
訪
ね
歩
き
、
氏
子
料
や
初
穂
料

を
徴
収
し
、
そ
の
代
わ
り
に
神
札
や
鑑

札
（
営
業
許
可
書
）
な
ど
を
渡
し
て
身

分
を
保
証
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
「
氏
子
か
り
」
に
お
け
る
金

銭
授
受
の
記
録
が
「
氏う

じ
こ
か
け
ち
ょ
う

子
駈
帳
」
と

「
氏う

じ
こ子

狩か
り
ち
ょ
う

帳
」
と
呼
ば
れ
、
江
戸
期
か

ら
明
治
期
の
も
の
が
、
現
在
も
永
源
寺

地
区
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
氏
子
駈
帳
」
と
「
氏
子
狩
帳
」
に
は
、

移
動
生
活
を
送
る
木
地
師
の
身
元
を
改
め

る
人
別
帳
の
類
も
含
ま
れ
、
全
国
の
木
地

師
は
、
古
く
か
ら
永
源
寺
地
区
を
中
心
に

三木健治
地域再生デザイングループ

お椀の製作工程

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

■
惟
嵩
親
王
伝
説

　

な
ぜ
、
山
深
い
永
源
寺
地
区
が
、
全

国
の
木
地
師
と
つ
な
が
っ
て
い
た
の
か
、

一
つ
の
伝
説
が
語
り
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
初
期
に
、
文
徳
天
皇
の
第

一
皇
子
で
あ
っ
た
小
野
宮
惟こ

れ
た
か
し
ん
の
う

嵩
親
王

が
、
永
源
寺
地
区
に
隠
棲
し
、
轆
轤
を

発
明
し
、
周
辺
の
杣
人
に
、
そ
の
技
術

を
伝
授
し
、
全
国
各
地
に
伝
わ
っ
た
と

い
う
伝
説
で
す
。

　

惟
嵩
親
王
を
祀
る
神
社
と
し
て
、
蛭

谷
町
に
は
「
筒
井
神
社
」、
君
ヶ
畑
町

に
は
「
大
皇
器
地
祖
神
社
」
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
が
筒
井
公
文
所
、
高
松
御
所

と
呼
ば
れ
る
支
配
所
の
一
翼
を
担
っ
て

い
ま
し
た
。

　

毎
年
蛭
谷
地
区
で
開
催
さ
れ
る
「
惟

嵩
親
王
祭
」
に
は
、
全
国
各
地
の
木
地

師
が
集
ま
る
な
ど
、
現
在
も
、
永
源
寺

地
区
は
、
全
国
の
木
地
師
に
と
っ
て
大

大皇器地祖神社（君ヶ畑町）

筒井神社（蛭谷町）

地元木地師の作業の様子

切
な
聖
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
平
成
の
氏
子
駈
・
氏
子
狩
復
活
事
業

　

現
在
、
東
近
江
市
で
は
「
森
の
仕
事

創
出
」
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
そ
の
一

つ
と
し
て
「
平
成
の
氏
子
駈
・
氏
子
狩

復
活
事
業
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

全
国
各
地
で
活
躍
す
る
木
地
師
の
方

（
や
、
そ
の
ゆ
か
り
の
地
域
）
を
訪
ね

歩
き
、
永
源
寺
地
区
と
の
関
係
性
や
、

地
区
へ
の
願
い
に
つ
い
て
お
伺
い
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
木
地
師
ゆ
か
り
の
姓
と
言
わ

れ
る
全
国
の「
小
椋
」「
大
蔵
」姓
の
方
々

に
、
自
身
の
祖
先
の
事
や
地
区
へ
の
願

い
な
ど
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
地
域
に
ル
ー
ツ
を
持
つ

全
国
の
方
々
と
繋
が
り
な
が
ら
、
地
域

を
見
直
し
て
い
く
こ
と
は
、
人
口
減
少

時
代
に
お
け
る
地
域
づ
く
り
の
一
つ
の

モ
デ
ル
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

※
本
業
務
は
、
地
域
産
業
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
グ
ル
ー
プ
の
高
田
剛
司
、
山
部

健
介
、
公
共
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
グ
ル
ー
プ

の
石
井
敏
史
、
渡
邊
美
穂
も
担
当
し
て

い
ま
す
。
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富田林の「えびいも」ファンを増やしたい！
Let's Everybody（エビバディ）！エビイモ！

片山麻衣：
地域産業イノベーショングループ

み
な
さ
ん
は
、「
え
び
い
も
（
海
老

芋
）」
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
食
べ

た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

　
「
え
び
い
も
（
海
老
芋
）」
は
、
サ

ト
イ
モ
の
品
種
の
一
つ
で
、
粘
り
気

に
冨
み
、
よ
く
締
ま
っ
た
肉
質
、
優

れ
た
風
味
と
ほ
の
か
な
甘
み
が
特
徴

で
す
。
反
り
返
っ
た
形
状
と
表
面
の

横
縞
が
エ
ビ
に
似
て
い
る
こ
と
が
名

前
の
由
来
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

大
阪
府
富
田
林
市
の
特
産
品
で
あ

る
え
び
い
も
は
、
そ
の
品
質
の
高
さ

か
ら
京
都
を
は
じ
め
高
級
料
亭
の
人

気
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
市
民
に
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
す
。

　

２
月
に
、
市
民
や
事
業
者
の
方
に

富
田
林
の
え
び
い
も
の
魅
力
を
知
っ

て
も
ら
い
、
使
っ
て
も
ら
う
た
め
、

「
え
び
い
も
大
試
食
会
〜
富
田
林
が

誇
る
え
び
い
も
を
み
ん
な
で
食
べ
よ

う
！
〜
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

市
内
の
飲
食
店
、
和
洋
菓
子
店
等

に
協
力
い
た
だ
き
、
え
び
い
も
コ

ロ
ッ
ケ
、
え
び
い
も
の
す
い
と
ん
汁
、

え
び
い
も
の
焼
き
芋
カ
ナ
ッ
ペ
な

ど
、
全
10
品
試
食
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

参
加
者

か
ら
は
「
え

び
い
も
を

初
め
て
食

べ
た
が
、

味
に
く
せ

が
な
く
、
色
々
な
料
理
に
使
え
る

こ
と
が
分
か
っ
た
」、「
え
び
い
も
を

使
っ
た
料
理
を
も
っ
と
知
り
た
い
」

な
ど
の
お
声
や
「
家
庭
料
理
で
試
し

た
い
」
と
喜
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
も
初
め
て
「
え
び
い
も
」
料
理

を
食
べ
ま
し
た
が
、
食
感
は
ね
っ
と

り
で
し
た
が
、
味
は
あ
っ
さ
り
！
ス

イ
ー
ツ
に
も
よ
く
合
っ
て
い
て
、
と

て
も
美
味
し
か
っ
た
で
す
。

　

今
後
は
富
田
林
の
え
び
い
も
を
市

内
外
の
飲

食
店
、
市

民
の
方
に

使
っ
て
も

ら
う
た
め

に
、
流
通

の
仕
組
み

や
加
工
品

開
発
等
を

検
討
し
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
業
務
は
富
田
林
市
か

ら
受
託
し
、地
域
産
業
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
グ
ル
ー
プ
の
原
田
弘
之
、
武
藤
健

司
、
公
共
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
グ
ル
ー
プ

の
渡
邊
美
穂
が
担
当
し
て
い
ま
す
。

えびいも大試食会の様子えびいも大試食会のチラシ

えびいも料理「えびいもの
黒ごま風味すいーとぽてと」

生
き
た
建
築
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
大
阪

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
イ
ケ
フ
ェ
ス
）

に
は
、
子
ど
も
向
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

も
あ
り
ま
す
。

　

現
在
、
大
阪
市
の
生
き
た
建
築

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
事
業
の
展
開
方
策
と

し
て
、
イ
ケ
フ
ェ
ス
の
展
開
や
組
織

体
制
の
あ
り
方
、
ま
た
、
建
物
や
ま

ち
へ
の
興
味
関
心
を
向
上
さ
せ
る
方

策
な
ど
を
検
討
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
検
討
の
一
環
で
先
般
、
大
阪

市
内
の
小
学
校
に
お
い
て
、
子
ど
も

向
け
建
築
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
社
会
実

験
、「
子
ど
も
建
物
た
ん
け
ん
隊
」

を
行
い
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
校
区
内
を
ま
ち

歩
き
し
、
興
味
を
惹
か
れ
た
建
物
を

見
つ
け
、
そ
の
建
物
の
魅
力
に
つ
い

て
発
表
し
ま
し
た
。
大
人
の
目
線
で

は
、
特
徴
的
な
建
物
が
少
な
い
地
域

で
し
た
が
、
建
物
の
要
素
や
素
材
の

見
た
目
の
面
白
さ
、
自
分
の
家
と
は

違
う
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
高
さ
制
限
に

よ
り
上
階
へ
行
く
ほ
ど
セ
ッ
ト
バ
ッ

ク
し
て
い
る
建
物
に
つ
い
て
「
ど
う

し
て
あ
ん
な
階
段
の
よ
う
な
形
を
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
」
な
ど
と
、
好
奇

心
豊
か
な
発
表
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。「
校
区
を
歩
き
、
興
味
の
あ
る

建
物
を
探
し
て
来
な
さ
い
」
と
の

ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
風
景
の
中

の
「
地
」
と
し
て
し
か
見
て
な
か
っ

た
建
物
を
「
図
」
と
し
て
の
認
識
に

即
座
に
切
り
替
え
る
子
ど
も
の
順
応

性
に
た
だ
た
だ
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

社
会
実
験
へ
の
参
加
を
通
じ
て
、

子
ど
も
た
ち
は
普
段
何
気
な
く
見
て

い
た
建
物
や
ま
ち
へ
の
興
味
・
関
心

を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
っ
て

い
く
過
程
で
、
建
物
や
ま
ち
へ
の
興

味
関
心
が
さ
ら
に
強
ま
り
、
建
物
の

専
門
分
野
に
進
む
人
が
少
し
で
も
い

て
く
れ
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。

子ども建物たんけん隊
～建物の魅力の気付きと発信～

増見康平：
建築プランニング・デザイングループ

ミッションの説明を聞く子どもたち

校区内のまち歩き
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子どもたちはスマホといかに向き合うのか

い
ま
や
子
ど
も
た
ち
の
生
活
に
も
深

く
入
り
込
ん
で
い
る
携
帯
電
話
や
ス

マ
ー
ト
ホ
ン
。
便
利
で
す
が
、
使
い

方
一
つ
で
生
活
習
慣
の
乱
れ
や
学
力

低
下
、
さ
ら
に
ネ
ッ
ト
い
じ
め
や
犯

罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
恐
れ
も
あ
る
諸

刃
の
剣
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
問
題
に
対
応
し
て
い
く

た
め
、
生
駒
市
の
主
催
に
よ
り
「
い

こ
ま
ス
マ
ホ
サ
ミ
ッ
ト
２
０
１
６
」

が
開
催
さ
れ
、
私
た
ち
が
運
営
の
サ

ポ
ー
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
各
地
の
学
校
や
自
治
体
な
ど
で
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
わ
る
情
報
モ

ラ
ル
の
重
要
性
を
日
々
、
訴
え
続

け
て
お
ら
れ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ

ア
研
究
会
の
石
川
千
明
さ
ん
が
全
体

の
進
行
を
、
私
た
ち
は
子
ど
も
た
ち

の
議
論
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
フ
ァ
シ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
市
内
の
小
学
生
、
中
学

生
を
中
心
に
31
名
の
子
ど
も
た
ち
が

参
加
し
ま
し
た
。
ま
ず
は
グ
ル
ー
プ

に
分
か
れ
て
ス
マ
ホ
の
長
所
と
短
所

を
書
き
出
し
ま
し
た
。
次
に
時
間
、

人
間
関
係
、
危
険
の
３
つ
の
テ
ー
マ

ご
と
に
携
帯
電
話
や
ス
マ
ホ
を
使
う

上
で
の
ル
ー
ル
を
考
え
ま
し
た
。
グ

ル
ー
プ
ご
と
に
提
案
さ
れ
た
ル
ー
ル

の
中
か
ら
、
み
ん
な
で
投
票
し
て
「
い

こ
ま
ス
マ
ホ
宣
言
２
０
１
６
」
と
し

て
３
つ
の
ル
ー
ル
を
取
り
ま
と
め
ま

し
た
。

　

ス
マ
ホ
サ
ミ
ッ
ト
は
、
子
ど
も
た

ち
自
身
に
ル
ー
ル
を
考
え
て
も
ら
う

と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
み
ん
な

で
つ
く
っ
た
ス
マ
ホ
宣
言
を
、
学
校

で
ど
う
や
っ
て
広
め
て
い
く
か
も
考

え
ま
し
た
。
自
分
た
ち
に
身
近
な
問

題
の
解
決
策
を
、
避
け
る
こ
と
な
く

自
分
た
ち
自
身
で
考
え
て
い
く
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
ま
ち
づ
く
り
と
共
通
す

る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。

坂井信行：
都市・地域プランニンググループ

スマホの長所と短所を書き出す子どもたち

「ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテスト」
グランプリ発表会が開催されました

江藤慎介：
地域産業イノベーショングループ

平
成
29
年
1
月
21
日
に
寝
屋
川
市
ア

ル
カ
ス
ホ
ー
ル
に
て
、「
ワ
ガ
ヤ
ネ

ヤ
ガ
ワ
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
コ

ン
テ
ス
ト
」
グ
ラ
ン
プ
リ
発
表
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
ワ
ガ
ヤ
ネ
ヤ
ガ
ワ
・
ベ
ン
チ
ャ
ー

ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
テ
ス
ト
」
は
、「
工

業
（
も
の
づ
く
り
）」「
商
業
」「
農
業
」

「
協
働
」「
中
高
生
」
の
５
部
門
に
対

す
る
学
生
の
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
を
募

集
す
る
も
の
で
、
学
生
た
ち
の
斬
新

で
優
秀
な
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
実
現

化
及
び
人
材
育
成
、
市
内
産
業
の
さ

ら
な
る
振
興
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

３
年
目
と
な
る
今
年
度
は
、
２
次

審
査
を
通
過
し
た
部
門
賞
・
特
別
賞

の
５
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
、
グ
ラ
ン
プ

リ
を
目
指
し
て
発
表
を
行
い
ま
し
た
。

　

発
表
会
の
10
日
前
に
は
「
プ
レ
ゼ

ン
研
修
会
」
と
題
し
、
発
表
す
る
学

生
の
皆
さ
ん
に
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型

で
プ
レ
ゼ
ン
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
お
伝

い
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
学
生
た
ち
は
徹
夜
な
ど
も

し
な
が
ら
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
に
努

め
た
そ
う
で
す
。

　

努
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、
本
番
の
発

表
は
、
研
修
会
や
リ
ハ
ー
サ
ル
以
上

に
堂
々
と
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

　

当
日
は
、
昨
年
度
受
賞
者
に
よ
る
、

受
賞
後
の
活
動
の
中
間
発
表
も
行
わ

れ
ま
し
た
。
市
内
外
の
企
業
や
大
学

等
と
連
携
し
な
が
ら
、
プ
ラ
ン
の
事

業
化
に
向
け
て
試
作
や
試
験
販
売
を

行
い
、
ま
た
技
術
課
題
の
検
証
に
取

り
組
む
な
ど
、
販
売
ま
で
あ
と
少
し

の
と
こ
ろ
ま
で
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ

が
進
ん
で
い
ま
し
た
。

　

仕
事
と
は
何
か
、
稼
ぐ
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
に
な
か
な
か
触
れ
る
機

会
の
な
い
学
生
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、

ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
コ
ン
テ
ス
ト
が
、

ま
ず
は
考
え
、
実
現
に
向
け
て
実
際

に
手
や
足
を
動
か
し
て
み
る
機
会
に

な
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

ま
た
、
学
生
を
応
援
す
る
企
業
や
大

学
が
ま
わ
り
に
い
る
豊
か
な
環
境
の

必
要
性
も
実
感
し
た
１
日
で
し
た
。

［いこまスマホ宣言 2016］
①時間：

②人間関係：

③危険：

考えよう自分の居る場所
やるべきこと
スマホがないと仲間じゃ
ないそれは本当の友達 ?
見たくても一歩止まって
考えよう

いこまスマホサミット 2016 の運営をサポートしました
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いばきたを 10倍楽しむ方法
高田剛司：

地域産業イノベーショングループ

追
手
門
学
院
大
学
、
大
阪
大
学
、
立

命
館
大
学
の
3
大
学
6
チ
ー
ム
に
よ

り
、大
学
生
の
視
点
か
ら「
い
ば
き
た
」

の
魅
力
と
今
後
の
地
域
づ
く
り
に
つ

い
て
提
案
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
「
い
ば
き
た
」（
大
阪
府
茨
木
市
の

北
部
地
域
）
は
、
市
街
地
か
ら
車
で

30
分
程
度
の
距
離
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
都
会
の
喧
噪
を
離
れ
、
自
然
が

豊
か
で
ゆ
っ
た
り
し
た
時
間
の
流
れ

る
地
域
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ
も
若

い
世
代
の
流
出
や
高
齢
化
、
人
口
の

減
少
、
農
業
の
担
い
手
不
足
、
山
林

の
荒
廃
な
ど
、
全
国
の
中
山
間
地
域

と
同
じ
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
茨
木
市
内
に
は
多
く

の
大
学
が
立
地
し
、
学
生
が
学
ん
で

い
ま
す
。
２
月
の
土
曜
日
、
学
生
6

チ
ー
ム
が
集
結
し
、
各
グ
ル
ー
プ
が

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
た
結
果
を
も

と
に
、
今
後
の
地
域
づ
く
り
の
手
法

に
つ
い
て
プ
レ
ゼ
ン
し
、
地
元
の
人

た
ち
と
意
見
交
換
を
行
う
報
告
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
提
案
の
中
で
印
象

的
だ
っ
た
の
は
、
写
真
を
メ
イ
ン
に

し
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
あ
る
「
イ
ン
ス
タ
グ

ラ
ム
」
が
学
生
の
行
動
に
お
い
て
圧

倒
的
市
民
権
を
得
て
い
る
こ
と
。
地

域
の
魅
力
を
発
信
す
る
ツ
ー
ル
と
し

て
活
用
す
る
提
案
が
複
数
の
チ
ー
ム

か
ら
挙
が
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
他
、

点
在
す
る
施
設
や
お
店
を
つ
な
ぐ
仕

掛
け
づ
く
り
に
イ
ベ
ン
ト
的
要
素
を

取
り
入
れ
る
こ
と
、
定
住
者
だ
け
で

は
難
し
い
今
後
の
地
域
づ
く
り
の
担

い
手
に
外
部
の
人
に
よ
る
「
準
村
人

会
」
を
作
る
こ
と
な
ど
、
住
民
と
学

生
の
間
で
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

出
席
し
た
地
元
の
人
の
ア
ン
ケ
ー
ト

で
は
、「
地
元
の
者
で
も
知
ら
な
い
と

こ
ろ
を
調
査
し
て
く
れ
て
、
一
度
訪
問

し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
」、「
イ
ベ
ン
ト

プ
ラ
ン
を
参
考
に
し
た
い
」、「
イ
ン
ス

タ
グ
ラ
ム
は
す
ぐ
に
で
き
る
ア
イ
テ
ム

な
の
で
、や
っ
て
い
こ
う
と
思
う
」、「
Ｓ

Ｎ
Ｓ
の
威
力
を
再
認
識
し
た
」
と
い
っ

た
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
地
元
の
人
た
ち

も
、
ま
た
学
生
さ
ん
た
ち
も
お
互
い
に

刺
激
を
受
け
た
機
会
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

課
題
は
山
積
で
も
前
を
向
い
て

「
10
倍
楽
し
む
」
と
い
う
発
想
で
、

多
く
の
人
を
巻
き
込
ん
だ
地
域
づ
く

り
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
が
、
未
来

へ
の
ヒ
ン
ト
を
見
つ
け
る
近
道
で
は

な
い
か
と
感
じ
た
半
日
で
し
た
。
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生
野
鉱
山
及
び
鉱
山
町
の
文
化
的
景

観
整
備
計
画
策
定
の
お
手
伝
い
を
し

て
い
ま
す
。

　

兵
庫
県
朝
来
市
の
生
野
地
域
は
、

平
成
26
年
3
月
に
、「
生
野
鉱
山
及

び
鉱
山
町
の
文
化
的
景
観
は
、
鉱
山

開
発
及
び
そ
れ
に
伴
う
都
市
発
展
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
文
化
的
景
観
で

あ
り
、
現
役
の
鉱
業
都
市
と
し
て
生

産
活
動
及
び
祭
等
の
習
俗
を
継
続
し

つ
つ
、
鉱
業
都
市
に
独
特
の
土
地
利

用
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
」
と
し

て
、
国
の
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

文
化
的
景
観
の
維
持
に
は
、
時
代

の
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
生
業
の
継

続
に
よ
っ
て
基
本
的
な
価
値
が
受
け

継
が
れ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
し
か

し
生
野
の
場
合
、
生
業
で
あ
る
鉱
山

採
掘
が
終
了
し
て
い
る
た
め
、
生
業

に
よ
っ
て
景
観
が
維
持
さ
れ
る
状
況

に
は
な
く
、
生
活
様
式
が
時
代
に

よ
っ
て
変
化
す
る
中
で
、
将
来
的
に
、

鉱
山
町
の
景
観
が
地
域
住
民
の
生
活

と
遊
離
す
る
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

一
方
で
、
景
観
を
維
持
す
る
に
は

そ
の
地
域
で
の
営
み
が
継
続
さ
れ
る

必
要
が
あ
り
、
生
野
地
域
の
住
民
の

多
く
は
、「
鉱
山
と
と
も
に
育
ま
れ

た
町
」
の
認
識
と
培
わ
れ
た
鉱
山
文

化
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
生
野
に
住
み

続
け
る
意
志
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
地
域
で
積

み
重
ね
て
き
た
ま
ち
づ
く
り
事
業
で

も
強
く
示
さ
れ
て
お
り
、「
鉱
山
町

に
生
き
る
誇
り
」
を
未
来
に
繋
ぐ
意

識
を
持
た
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
生
野
鉱
山
及
び
鉱
山
町
の

文
化
的
景
観
整
備
計
画
で
は
、
文
化

的
景
観
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
方

針
や
方
法
を
具
体
化
し
、
景
観
を
構

成
す
る
鉱
山
町
や
鉱
山
文
化
を
象
徴

す
る
要
素
を
守
る
と
と
も
に
、
生
野

に
住
み
続
け
、
鉱
山
文
化
と
誇
り
、

地
域
で
の
営
み
を
次
世
代
へ
継
承
し

て
い
く
た
め
の
具
体
的
な
行
動
を
明

ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
２
０
１
７
年

春
に
公
表
予
定
で
す
の
で
、
是
非
一

度
、
一
読
い
た
だ
き
、
実
際
に
足
を

運
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

※
本
業
務
は
建
築
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
・

デ
ザ
イ
ン
グ
ル
ー
プ
の
高
坂
憲
治
も

お
手
伝
い
し
て
い
ま
す
。

未来に繋ぐ「鉱山町
まち

に生きる誇り」
西村創：

地域再生デザイングループ



国
土
主
軸
か
ら
離
れ
、
ベ
ッ
ド
タ
ウ

ン
的
性
格
を
持
た
ず
に
、
企
業
誘
致

を
図
っ
て
、
人
口
を
増
や
し
て
い
る

東
根
市
（
山
形
県
）
に
つ
い
て
、
そ

の
要
因
を
考
察
し
ま
し
た
。

■
企
業
誘
致
に
よ
る
人
口
増
加

　

東
根
市
の
人
口
は
、
１
９
７
０
年

を
底
に
、
と
り
わ
け
１
９
７
５
年
以

降
、
急
速
に
増
加
し
続
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
頃
に
工
業
団
地
整
備
と

企
業
立
地
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
の

で
、
こ
れ
ら
が
人
口
増
加
の
要
因
だ

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
通
勤
・
通
学
流
動
を
み

て
も
、
東
根
市
へ
の
流
入
者
数
は
、

東
根
市
か
ら
の
流
出
者
数
よ
り
多

く
、
産
業
の
発
展
が
人
口
増
加
を
牽

引
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

■
高
速
道
路
の
期
待
で
企
業
立
地

　

そ
れ
で
は
、
企
業
誘
致
の
成
功
要

因
は
何
で
し
ょ
う
か
。
市
内
の
最
大

事
業
所
で
あ
る
山
形
ス
リ
ー
エ
ム
の

社
長
は
、
１
９
７
０
年
に
立
地
し
た

理
由
と
し
て
、
①
用
地
面
、
②
人
材

面
と
と
も
に
、
③
将
来
的
に
交
通
網

が
整
備
さ
れ
る
期
待
を
語
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
頃
の
広
域

交
通
イ
ン
フ
ラ
は
、
約
60
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
離
れ
た
仙
台
市
に
到
達
し
た
東

北
自
動
車
道
だ
け
で
す
。
い
ず
れ
近

く
ま
で
整
備
さ
れ
る
期
待
で
も
立
地

が
進
ん
だ
と
理
解
で
き
そ
う
で
す
。

■
空
港
や
新
幹
線
に
よ
る
寄
与

　

空
港
や
新
幹
線
に
よ
る
寄
与
も
あ

り
そ
う
で
す
。
例
え
ば
山
形
空
港
の

第
２
種
空
港
（
国
内
幹
線
用
空
港
）

へ
の
指
定
が
１
９
７
９
年
、
山
形
新

幹
線
の
さ
く
ら
ん
ぼ
東
根
駅
の
開
業

が
１
９
９
９
年
で
す
。
人
口
推
移
と

重
ね
て
み
る
と
、
空
港
や
新
幹
線
の

整
備
に
よ
っ
て
、
東
京
と
の
行
き
来

が
容
易
に
な
る
こ
と
が
、
企
業
立
地

と
人
口
増
加
の
勢
い
を
強
め
て
い
る

と
読
め
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
国
土
主
軸

か
ら
離
れ
て
い
て
も
、
広
域
交
通
イ

ン
フ
ラ
は
、
企
業
立
地
を
介
し
て
、

人
口
増
加
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
と
言
え
そ
う
で
す
。

資料：国勢調査（各年）

森脇宏：
代表取締役社長

地域に寄り添って地方創生を考える

※詳細は、弊社ホームページに掲載しています。（http://www.arpak.co.jp/newsletter/202/12.html）

そ
の
20

杉原千畝氏の顕彰施設に思う

杉
原
千
畝
氏
は
、
皆
さ
ん
ご
存
知
だ

と
思
い
ま
す
が
、「
命
の
ビ
ザ
」
を

発
給
し
、
約
６
０
０
０
人
の
ユ
ダ
ヤ

人
難
民
を
救
っ
た
あ
の
人
で
す
。

　

杉
原
千
畝
氏
は
岐
阜
県
八
百
津
町

に
生
ま
れ
、
人
間
形
成
の
礎
と
な
る

青
少
年
期
の
約
10
年
を
名
古
屋
市
で

過
ご
し
ま
し
た
。

　

愛
知
県
で
は
、
こ
の
杉
原
氏
の
功

績
を
顕
彰
す
る
展
示
施
設
計
画
を
検

討
し
、
当
事
務
所
が
そ
の
お
手
伝
い

し
ま
し
た
。

　

杉
原
氏
は
、
現
在
の
名
古
屋
市
の

中
区
平
和
一
丁
目
に
居
住
し
て
い
ま

し
た
。
当
時
の
古
渡
小
学
校
（
現
平

和
小
学
校
）
の
後
、
県
立
第
五
中
学

校
（
現
瑞
陵
高
校
）
に
学
び
、
早
稲

田
大
学
へ
進
学
、
東
京
へ
、
世
界
へ

と
活
躍
の
場
を
広
げ
て
い
き
ま
す
。

　

現
在
の
平
和
小
学
校
校
内
に
は
、

卒
業
生
で
あ
る
杉
原
千
畝
氏
の
生
誕

百
年
を
記
念
し
た
「
ち
う
ね
チ
ャ
イ

ム
」
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
2
本

の
曲
線
を
持
つ
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
型
の

チ
ャ
イ
ム
は
、
毎
朝
8
時
15
分
に
鳴

り
、
命
の
尊
さ
、
思
い
や
り
の
心
、

平
和
、
愛
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

第
五
中
学
校
（
現
瑞
陵
高
校
）
ま

で
の
通
学
路
4.5
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は

「
杉
原
千
畝
人
道
の
道
」
と
し
て
指

定
さ
れ
、
昨
年
銘
板
が
整
備
さ
れ
ま

し
た
。

　

作
家
江
戸
川
乱
歩
の
出
身
校
で
も

る
第
五
中
学
校
校
内
に
は
、
イ
ス
ラ

エ
ル
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
「
オ
リ
ー
ブ

の
木
」
が
あ
る
ほ
か
、
杉
原
氏
の
資

料
も
一
部
保
管
さ
れ
、
彼
の
学
び
の

精
神
を
学
習
教
育
に
取
り
込
ん
で
い

こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
大
正
13
年
に

建
て
ら
れ
た
県
内
最
古
の
講
堂
感
喜

堂
に
は
、
杉
原
・
江
戸
川
両
氏
の
パ

ネ
ル
展
示
が
あ
り
ま
す
。

　

杉
原
氏
生
誕
地
の
岐
阜
県
に
は
記

念
館
や
公
園
が
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
難

民
が
上
陸
し
た
福
井
県
敦
賀
港
で
は

「
人
道
の
港
ム
ゼ
ウ
ム
」
と
し
て
施

設
型
の
展
示
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
岐
阜
県
を
中
心
に
「
世
界
遺
産

へ
」
と
い
う
声
も
あ
り
、
高
山
も
含

め
イ
ス
ラ
エ
ル
観
光
客
誘
致
も
進
め

て
い
ま
す
。

　

愛
知
県
・
名
古
屋
市
は
杉
原
氏
の

学
び
や
人
材
育
成
面
か
ら
そ
の
功
績

を
顕
彰
・
継
承
し
て
い
こ
う
と
し
て

い
ま
す
。
今
後
、
市
民
・
県
民
に
よ

る
研
究
・
継
承
活
動
へ
拡
大
す
る
こ

と
を
祈
念
し
ま
す
。

安藤謙：
名古屋事務所

国土主軸から離れ、自立して人口を増加やした東根市
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杉原千畝記念館 (岐阜県八百津町 )



杉原五郎
代表取締役会長

経済は、インドと同様、発展の途上にあること。コロ
ンボ市内では、超高層の業務ビル・ホテル・マンショ
ンの建設ラッシュが始まっていました。第 3に、スリ
ランカの人々は、大変親日的で、日本に対してあこが
れを持っていること。日本で研修を受けた中小企業の
経営者は、いずれも５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、
しつけ）を中心とする日本的経営を学んでいました。
　今回の視察を通じて、成長しつつあるインドとスリラ
ンカの経済事情と日本との係わりがよく実感できました
（詳細は、アルパックのホームページをご覧下さい）。

スリランカの縫製工場デリーの市場をリキシャで巡る

はじめてのインド、はじめてのスリランカ
～南インド経済事情視察で感じたこと～

　昨年 12 月、中同協（中小企業家同友会全国協議会）
主催の視察で、インドとスリランカを訪れました。
　インド・デリーの印象は、第 1に、まちにクルマが
溢れていること。市内の道路も郊外とつながる高速道
路も、至るところで大渋滞・大混雑を起こし、自動車
による排気ガスで、空はどんより曇っていました。第2
に、インドの経済は、自動車産業の発展に牽引されて好
調に推移していること。デリーの郊外にあるニムラナ工
業団地の自動車関連の日系企業 2社を訪問して感じま
した。第 3に、国民の所得が確実に上昇して、富裕層
と中間層が生まれつつあること。デリー市内に最近でき
たショッピングモールは、家族連れや若いカップルで賑
わっていました。
　スリランカ・コロンボの印象は、第１に、静かで穏
やかなこと。海が近くにあり、夕日がインド洋の水平
線に落ちていく様が美しく、シンガポールとよく似た
英国風の雰囲気を感じました。第 2に、スリランカの

　“STAP 細胞 ” 事件の時、「研究ノート」が問題になり
ました。確かに地味な作業ですが、各人の日々の業務
記録は、私どもでも大事です。ちゃんと記録しておか
ないと組織も当人も困ったことになります。
　創業期「打ち合わせ記録」があらゆる記録の役を担っ
ていました。1984 年（昭和 59年）11月、富士通のワー
プロ・オアシス 30が入って少し進歩しました。
　1985 年に定めた「業務管理基準」（業務規定・301-
2、起案：糸乘貞喜、決定：５月13日）は、プロポーザ
ルから報告書提出まで 12段階での担当者の作成、総務
部の保管を義務付け。「打ち合わせ記録」の様式を引き

継いだ「業務管理フェイスシート」も決めました。現在
も業務件名・活動日時・協議相手・担当者名・協議事項
の順で記入し、活用しています。OA化のおかげで、記
録はデータ保管のみでコンパクトになりました。私は変
換ソフトでオアシス時代の文書も Excel にしています。
　「業務管理フェイスシート」は、一次資料です。これ
を元に、“京都駅ビル ”、“ 保育園 ” など業務ごとにまと
めて「年表」にすると時系列的に概観することができ、
モノを書くときに便利です。「研究ノート」があれば学
術論文が書けるのです。総務部は業務ごとに集約した
「工事別台帳」を「出来高査定」の根拠にしています。
　関西学研アーカイブの作業でプロに教わりましたが、
これを「基本文献」とし、交信手紙やプレスブリーフィ
ングなどを「付属資料・関係資料」としてまとめて袋
⇒箱へ整理すれば、アルパック・アーカイブ構築も容
易でしょう。ご質問の答えになったでしょうか。

三輪泰司：名誉会長

読者からのお便り
ニュースレタ―200 号「京都駅ビル 20年」の記
事についてご質問を頂きました。『克明に事業進
行の月日が記されているが、アルパックはどのよ
うに業務管理をされていますか』

　先号でもご紹介しました地域づくりセミナーを今後も
開催します。自治体関係者、研究者、事業者、NPO 等
地域づくりに取り組む皆様の幅広い参加をお待ちしてお
ります。詳しくはホームページをご覧ください。 

第４回『地方創生に向けて企業が挑む新しい農業ビジネ
スモデル（仮）』

第５回『若者の夢と仕事と場所づくり（仮）』
（日程は、調整中）

３月～ 4月実施の「地域づくりセミナー」
－地域に寄り添う地方創生をめざして－を開催しています

畑中直樹
大阪事務所副所長
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　奈良県吉野町で国栖小学校跡地活用についてのお手

伝いしている関係から、県の無形文化財である国
く ず そ う

栖奏

を見に行きました。国
く ず そ う

栖奏は、毎年旧正月十四日に、

吉野町南国栖の天武天皇を祭る浄見原神社で行われま

す。精進潔斎した翁筋といわれる家筋の男性が、神官

に導かれて舞殿に登場し、笛や鼓の音に乗せて歌舞を

奉納します。

　古事記や日本書紀には、応神天皇が吉野に来られた

際、国栖の人びとが歌舞を披露してもてなしたという

記述があり、国
く ず そ う

栖奏の原型とされています。また壬申

の乱では、国栖の人々が後の天武天皇である大海人皇

受け継がれる国栖の翁の舞
樋口彩子：建築プランニング・デザイングループ

子をかくまい、お慰めするために一夜酒や腹
う ぐ い

赤魚を供

して歌舞を披露したといわれています。

　今年はめずらしく雪景色となり、ひっそりと岩壁に

佇む舞殿にしんしんと降る雪の中での狩衣姿。冷えきっ

た空気にこだまする歌声や鈴の音に、古代の人々の営

みに思いを馳せるとともに、参詣

者による玉
たまぐしほうてん

串奉奠が行われたり、

村人や参詣者一人ひとりの名前が

読み上げられるなど、伝統的であ

りながらも、地域の人々の手で受

け継がれてきた素朴さや和気藹々

とした空気感を感じました。

浄見原神社脇に広がる雪景色の天皇淵（吉野川） 多くの参詣者

森脇宏
代表取締役社長

　アルパックは本年、創立 50 周年を迎えました。創
立 50周年を記念し、様々な取り組みを進めています。
　取り組みの基本方針として、①継承、②情報発信、
③多様性、④挑戦、⑤協働という５点を挙げ、これら
を実現するため、① 50 周年継承事
業、②情報化推進事業、③チャレン
ジ支援制度、④人材育成・活用制度、
⑤プラットホーム形成事業の５つの
タスクフォースを設置し、集中的に
取り組んでいます。
　記念イベントとして、アルパック
が 50 年前にオープンした２月３日
に、OB・OG 会を開催しました。秋
には記念フォーラムの開催を検討し
ています。また、久し振りの社内旅
行を企画し、創業時からご縁があり、
多くの外湯の設計を担当した城崎温

泉に泊まる計画を立てています。
　今後とも、一層真面目に楽しく仕事に取り組んでい
きますので、引き続きご指導ご支援いただきますよう
お願いいたします。

アルパック創立 50周年記念事業を開催します

創立 50周年記念のOB・OG会（2017 年２月３日）
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〔
レ
タ
ー
ズ
ア
ル
パ
ッ
ク
〕
2
０
１
７
年
3
月
発
行
（
株
）
地
域
計
画
建
築
研
究
所　

http://w
w
w
.arpak.co.jp

道
の
駅
に
託
す
地
域
の
願
い

鮒子田稔理：
建築プランニング・デザイングループ

平
成
５
年
か
ら
登
録
が
始
ま
っ
た
道
の

駅
は
、
平
成
28
年
の
第
46
回
登
録
で

１
１
０
７
箇
所
と
な
り
、
車
で
の
移
動
の

際
の
休
憩
や
情
報
収
集
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
存
在
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
道
の
駅
の
今
後
の
可
能
性
を

探
る
た
め
に
、
岐
阜
県
の
東
濃
地
域
を

中
心
に
八
つ
の
道
の
駅
を
駆
け
足
で

巡
っ
て
き
ま
し
た
。

　

岐
阜
県
は
道
の
駅
王
国
と
も
言
わ
れ
、

同
じ
エ
リ
ア
内
で
も
道
の
駅
が
多
数
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
の
魅
力
を
精
一

杯
発
信
し
て
、
訪
れ
た
人
に
楽
し
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
に
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

　

美
濃
焼
の
産
地
で
あ
る
土
岐
市
ど
ん

ぶ
り
会
館
（
土
岐
市
）
の
外
観
は
ま
さ

に
ど
ん
ぶ
り
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
イ
ン
パ

ク
ト
の
あ
る
外
観
で
し
た
。
中
に
入

る
と
美
濃
焼
の
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
と

し
て
充
実
し
た
展
示
販
売
コ
ー
ナ
ー
を

持
っ
て
い
ま
す
。
全
国
の
道
の
駅
の
特

産
品
を
集
め
た
産
品
交
流
コ
ー
ナ
ー
も

あ
り
、
岐
阜
県
で
北
海
道
の
お
土
産
に

出
会
え
る
と
い
う
思
い
が
け
な
い
楽
し

み
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
市
山
岡
（
恵
那
市
）

で
は
、
ダ
ム
建
設
を
契
機

に
、
こ
の
地
域
の
産
業
遺

産
と
し
て
整
備
さ
れ
た
日
本
一
の
水

車
が
圧
倒
的
迫
力
で
来
訪
者
を
出
迎

え
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
独
自
の
「
食
」
に
出
会
え

る
の
も
道
の
駅
の
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。

　

道
の
駅
賤
母
（
中
津
川
市
）
で
は
、
テ

レ
ビ
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
た「
す
ん
き
」

を
見
つ
け
ま
し
た
。
赤
カ
ブ
の
葉
を
塩
を

使
わ
ず
乳
酸
菌
発
酵
さ
せ
た
、
す
っ
ぱ
い

お
漬
け
物
で
木
曽
地
方
の
健
康
や
美
肌
の

秘
訣
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

道
の
駅
平
成
で
は
、
特
産
品
し
い
た

け
を
ビ
ー
ル
の
お
供
に
合
う
す
な
っ
く

に
変
身
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

　

ど
の
道
の
駅
に
も
地
域
の
人
の
思
い

が
あ
ふ
れ
て
い
て
、
真
冬
の
弾
丸
道
の

駅
巡
り
に
ほ
っ
こ
り
灯
を
と
も
し
て
く

れ
る
よ
う
で
し
た
。

土岐市どんぶり会館外観

おばあちゃん市山岡の日本一の水車


