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中
国
の
四
川
省
を
中
心
と
し
た

大
地
震
で
は
、
想
像
を
絶
す
る
被

害
と
死
者
数
に
圧
倒
さ
れ
る
ば
か

り
で
し
た
。
わ
が
国
で
も
地
震
が

相
次
ぎ
、
新
し
い
地
震
が
あ
る
た

び
に
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
被
害
を

経
験
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
自
然

の
力
の
大
き
さ
に
改
め
て
人
の
小

さ
さ
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
。

中
国
は
、
こ
の
よ
う
な
地
震
や

洪
水
な
ど
の
自
然
災
害
の
経
験
を

豊
富
に
持
っ
て
い
ま
す
。
大
災
害

と
政
治
の
有
り
様
を
結
び
つ
け
る

よ
う
な
考
え
方
も
昔
か
ら
あ
り
ま

す
。
中
央
ア
ジ
ア
の
乾
燥
地
帯
か

ら
連
な
る
大
陸
国
で
す
か
ら
、
異

民
族
と
の
度
重
な
る
紛
争
や
戦
争

に
よ
る
大
量
殺
戮
の
経
験
が
あ
る

う
え
に
、
自
然
災
害
に
よ
っ
て
も

多
く
の
人
が
死
に
、
苦
し
ん
で
き

た
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。

中
国
や
わ
が
国
は
、
自
然
災
害

に
苦
し
め
ら
れ
、
歴
史
的
に
も
多

く
の
命
を
失
っ
て
き
ま
し
た
が
、

現
在
の
世
界
文
明
を
作
り
上
げ
た

西
欧
諸
国
に
は
、
そ
の
経
験
が
あ

ま
り
な
い
の
で
す
。
地
震
と
い
え

ば
、
チ
リ
や
ト
ル
コ
、
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
で
も
大
地
震
が
発
生
し
て

い
る
の
で
、
世
界
中
で
起
こ
っ
て

い
る
よ
う
な
印
象
が
あ
り
ま
す

が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ほ
と
ん
ど

起
こ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

モ
ス
ク
ワ
、
ベ
ル
リ
ン
、
パ

リ
、
ロ
ン
ド
ン
と
い
っ
た
諸
都
市

は
有
史
以
来
大
き
な
地
震
を
経
験

し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
都
市

を
サ
イ
ク
ロ
ン
や
ハ
リ
ケ
ー
ン
が

襲
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い

う
こ
と
は
都
市
を
構
成
す
る
建
築

物
や
橋
な
ど
の
構
造
物
の
設
計
に

お
い
て
、
地
震
や
強
風
を
考
慮
に

入
れ
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。

耐
震
設
計
偽
装
事
件
が
い
ま
だ

に
尾
を
引
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の

事
件
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う

に
、
地
震
力
を
考
慮
す
る
か
否
か

が
、
建
物
の
価
格
を
大
き
く
左
右

し
ま
す
。
あ
の
事
件
で
は
、
少
し

割
り
引
い
た
だ
け
で
か
な
り
安
く

な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
ゼ

ロ
に
す
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
安
く
ビ

ル
や
橋
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
。

さ
ら
に
、
先
ほ
ど
の
都
市
に

は
、
い
わ
ゆ
る
軟
弱
地
盤
が
あ
り

ま
せ
ん
。
わ
が
国
で
は
東
京
や
大

阪
な
ど
都
市
の
ほ
と
ん
ど
が
軟
弱

地
盤
上
に
あ
り
、
ビ
ル
を
建
て
よ

う
と
す
る
と
長
い
杭
を
打
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
彼
の

地
で
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い
い

ほ
ど
そ
の
必
要
が
な
い
の
で
す
。

厳
し
い
自
然
条
件
を
嘆
く
の
で

は
な
く
、
こ
れ
を
克
服
し
て
、
努

力
し
て
使
い
や
す
い
国
土
を
後
世

に
残
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

こ
の
厳
し
さ
ゆ
え
に
、
優
れ
た
勤

勉
性
を
身
に
つ
け
て
き
た
の
で
す

か
ら
。

日
光
と
会
津
若
松
を
結
ぶ

国
道
１
２
１
号
を
北
上
。
旧

・
会
津
西
街
道
に
沿
う
こ
の

国
道
を
栃
木
県
か
ら
福
島
県

へ
入
っ
て
間
も
な
く
、
駅
に

着
く
。
山
王
峠
の
頂
上
近

く
、
標
高
７
４
４
㍍
を
渡
る

風
は
心
地
よ
い
。

玄
関
で
迎
え
て
く
れ
る
の

が
、
５
㍍
は
あ
ろ
う
か
と
い

う
花
嫁
さ
ん
の
大
バ
ル
ー

ン
。
な
ん
で
！

思
わ
ず
首

を
傾
げ
て
し
ま
う
。

さ
か
の
ぼ
る
こ
と
約
８
０

０
年
以
上
、
鎌
倉
時
代
の
領

す

さ

の

お

の

み

こ

と

主
長
沼
氏
が
須
佐
之
男
命
ら

を
奉
じ
た
。
ず
っ
と
下
っ
て

４
０
０
年
前
の
慶
長
年
間
に

な
り
、
領
主
は
京
都
・
祇
園

の
八
坂
神
社
に
準
じ
た
「
祭

の
決
ま
り
」
を
定
め
た
。

以
後
、
毎
年
７
月
２２
～
２４

日
に
行
わ
れ
る
「
会
津
田
島

祇
園
祭
」
時
に
、
旧
田
島
町

内
に
あ
る
２
社
に
供
物
を
奉

な

な

ほ

か

い

納
す
る
七
行
器
行
列
の
華
が

花
嫁
姿
に
。
町
の
シ
ン
ボ
ル

の
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
だ
。

と
知
れ
ば
、
立
ち
寄
っ
て

見
て
い
か
な
い
わ
け
に
も
参

ら
な
い
。

グ
リ
ー
ン
の
屋
根
が
背
景

の
木
々
に
溶
け
込
み
そ
う
な

物
産
館
は
、
３
０
０
平
方
㍍

と
か
わ
い
ら
し
い
。
県
内
の

特
産
・
名
産
が
並
ぶ
。
ゆ
べ

し
、
栃
の
実
大
福
、
そ
ば
、

喜
多
方
ラ
ー
メ
ン
、
ソ
フ
ト

ク
リ
ー
ム
と
い
っ
た
と
こ
ろ

に
人
気
が
集
ま
る
。

屋
外
テ
ン
ト
で
は
、
近
在

の
農
家
が
作
っ
た
野
菜
が
特

売
さ
れ
て
い
る
。
「
年
々
売

り
上
げ
が
伸
び
、
農
家
も
手

ご
た
え
を
感
じ
て
い
る
よ
う

だ
」
と
駅
長
の
星
清
孝
さ
ん

は
言
う
。
１
日
２０
食
限
定
と

い
う
地
元
産
の
ざ
る
そ
ば
に

は
、
そ
そ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
た
じ
ま
」

は
、
約
７
億
円
を
投
じ
て
１

９
９
５
年
に
駅
を
オ
ー
プ
ン

し
た
旧
・
田
島
町
名
に
由
来

す
る
。
む
ろ
ん
、
地
域
お
こ

し
。
当
時
、
沿
道
に
は
レ
ス

ト
ラ
ン
が
多
く
、
駅
に
食
堂

を
設
け
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
食
」
の
な
い
駅
は
決
し
て

珍
し
く
は
な
い
が
、
街
道
筋

が
集
客
激
戦
地
で
あ
っ
た
背

景
が
の
ぞ
く
。

町
は
２
０
０
６
年
に
周
辺

３
村
と
合
併
し
て
今
の
南
会

津
町
（
人
口
約
２
万
人
）
に

拡
大
し
た
。
サ
ー
ビ
ス
向
上

と
効
率
的
な
運
営
を
目
的

に
、
そ
の
前
年
、
駅
は
町
１

０
０
％
出
資
の
会
津
高
原
夢

開
発
株
式
会
社
を
指
定
管
理

者
に
し
た
民
間
経
営
へ
。

で
、
入
り
込
み
客
は
？

２
０
０
５
～
０７
年
度
は
３３

万
９
０
０
０
人
、
３２
万
９
０

０
０
人
、
３７
万
４
０
０
０
人

と
推
移
し
た
（
町
調
べ
）
。
で

こ
ぼ
こ
は
あ
る
が
、
上
向
き

だ
。
ピ
ー
ク
は
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
イ
ー
ク
や
紅
葉
シ
ー
ズ

ン
。
冬
も
周
辺
に
四
つ
あ
る

ス
キ
ー
場
へ
の
車
が
立
ち
寄

る
。関
東
ナ
ン
バ
ー
が
大
半
。

自
慢
は
常
に
き
れ
い
な
ト

イ
レ
。
午
前
、
午
後
と
も
各

２
人
の
職
員
が
清
掃
し
て
回

る
。
夢
開
発
の
社
員
で
も
あ

る
星
さ
ん
は
、
「
来
場
者
に

は
よ
く
ほ
め
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
」
。
日
本
海
側
気
候

で
大
雪
時
の
駐
車
場
の
除
雪

は
頭
が
痛
い
が
、
「
な
ん
と

か
拡
張
で
き
れ
ば
と
考
え
て

い
る
。
地
場
産
品
の
開
発
に

も
知
恵
を
こ
ら
し
た
い
」
と

意
気
込
ん
で
い
る
。

鋼
材
を
や
ぐ
ら
状
に
組
み
上
げ

た
橋
脚
（
ト
レ
ッ
ス
ル
式
）
で
有

名
な
Ｊ
Ｒ
山
陰
線
鎧
～
餘
部
駅
間

の
余
部
鉄
橋（
単
線
）
は

１
９
１
２（
明
治
４５
）
年

３
月
に
開
通
し
た
。
こ

の
種
の
鉄
橋
で
は
日
本

一
の
規
模
で
あ
る
。

長
さ
３
１
０
・
５９
㍍
、

高
さ
４１
・
４５
㍍
、
１１
基

の
橋
脚
、
２３
連
の
鉄
桁

を
持
つ
独
特
な
構
造
と

鮮
や
か
な
朱
色
、
日
本

海
を
望
む
景
観
と
相
ま

っ
て
鉄
道
フ
ァ
ン
、
山
陰
を
訪
れ
る
観

光
客
に
人
気
が
あ
り
、
山
陰
鉄
道
唱

歌
、
地
元
の
小
学
校
の
校
歌
に
も
歌
わ

れ
て
い
る
。

１
９
８
６（
昭
和
６１
）年
１２
月
、
日
本

海
か
ら
吹
き
上
げ
る
突
風
で
回
送

列
車
が
転
落
、
真
下
の
水
産
加
工

場
を
直
撃
、
６
人
が
死
亡
す
る
事

故
も
あ
っ
た
。

明
治
生
ま
れ
の
橋
は

老
朽
化
が
進
み
、
２
０

０
７（
平
成
１９
）年
、
新

し
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋

の
建
設
が
鉄
橋
の
南
側

で
始
ま
っ
て
い
る
。
新

橋
は
風
速
３０
㍍
で
も
列

車
の
運
行
が
で
き
る
構

造
に
な
っ
て
い
る
。
最

近
は
余
部
鉄
橋
の
最
後

の
姿
を
見
て
お
こ
う
と
い
う
「
さ
よ
な

ら
余
部
鉄
橋
」見
学
者
が
増
え
て
い
る
。

余
部
鉄
橋
は
来
年
、
新
橋
完
成
後
、

取
り
壊
さ
れ
る
が
、
地
元
の
要
望
で
餘

部
駅
側
の
橋
脚
３
本
は
保
存
さ
れ
る
。 ①

大石久和

余
部
鉄
橋

鮮やかな朱色３１０．５９㍍

厳
し
い
自
然
条
件
を
克
服
し
て
こ
そ

「おこしやす」。といっても、ここは京都にあらず。北

東へざっと５００㌔離れた福島県南会津町にある道の駅「た

じま」。東北地方へ向かう南の玄関口にあたる、清潔感あふ

れる小さな駅だ。

道
の
駅
「
た
じ
ま
」

「
田
島
祇
園
祭
」の

花
嫁
が
お
出
迎
え

比較

■経営形態＝会津高原夢開発が委

託■営業時間と定休日＝午前７時か

ら午後７時（１２月～３月は午後６時

まで）、無休■駐車＝普通４０台、障

害者用３台、大型１０台■東北自動車

道西那須野ＩＣから約５０分■〒９６７-

００１４、福島県南会津郡南会津町糸沢

（☎０２４１・６６・３３３３）。

！
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青
く
高
い
空
に
包
ま
れ
高

知
市
か
ら
土
佐
湾
沿
い
に
室

戸
岬
へ
向
か
っ
て
国
道
５５
号

を
走
る
こ
と
約
２
時
間
。
道

路
端
に
ひ
ょ
い
と
ク
ジ
ラ
が

空
を
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
オ

ブ
ジ
ェ
が
置
か
れ
て
あ
る
と

こ
ろ
が
「
キ
ラ
メ
ッ
セ
室

戸
」
で
あ
る
。
太
陽
発
電
を

生
か
し
た
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル

ギ
ー
施
設
で
も
あ
る
。

１
０
０
年
前
に
は
土
佐
湾

で
も
ク
ジ
ラ
が
泳
い
で
い

た
。
室
戸
沖
で
は
大
勢
の
漁

師
が
力
を
合
わ
せ
て
ク
ジ
ラ

を
網
に
追
い
込
ん
で
銛
（
も

り
）
を
打
つ
「
土
佐
古
式
捕

鯨
」
と
い
う
や
り
方
で
捕
獲

し
て
い
た
。
し
か
し
明
治
末

頃
か
ら
汽
船
と
捕
鯨
銃
を
使

い
出
す
と
ク
ジ
ラ
が
室
戸
に

来
な
く
な
り
、
時
代
が
下
っ

て
１
９
８
８
年
、
国
際
捕
鯨

委
員
会
で
捕
鯨
が
禁
止
さ
れ

る
や
室
戸
捕
鯨
の
歴
史
は
幕

を
閉
じ
た
。

博
物
館
「
鯨
館
」
で
は
ク

ジ
ラ
と
人
間
の
関
係
、
歴
史

を
分
か
り
や
す
く
紹
介
し
て

い
る
。
全
長
１０
㍍
に
及
ぶ
マ

ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
や
骨
格
標
本
が
飾
ら

れ
、
捕
鯨
に
使
わ
れ
た
船（
模

型
）
や
銛
な
ど
の
道
具
類
、

着
物
を
展
示
。
ク
ジ
ラ
の
種

類
、進
化
、生
態
に
つ
い
て
も

映
像
と
資
料
で
き
っ
ち
り
学

べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

鯨
館
の
南
隣
に
は
レ
ス
ト

ラ
ン
「
食
遊
」。南
側
の
ガ
ラ

ス
窓
越
し
に
広
が
る
雄
大
な

太
平
洋
の
眺
め
が
魅
力
だ
。

「
鯨
の
郷
」
だ
け
あ
っ
て
ク

ジ
ラ
料
理
が
い
ろ
い
ろ
取
り

そ
ろ
え
ら
れ
、
く
じ
ら
刺
身

定
食
１
３
０
０
円
、
く
じ
ら

和
風
ス
テ
ー
キ
定
食
１
８
０

０
円
、
く
じ
ら
の
タ
タ
キ
定

食
１
６
０
０
円
（
以
上
す
べ

て
税
別
）
と
い
う
具
合
。
９

月
下
旬
か
ら
３
月
下
旬
に
か

け
て
は
海
に
沈
む
「
ダ
ル
マ

夕
日
」
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ

は
大
気
と
海
洋
の
温
度
差
で

生
じ
る
水
蒸
気
に
よ
っ
て
光

線
が
屈
折
、
落
日
の
底
部
が

ぷ
く
っ
と
膨
ら
ん
だ
よ
う

に
、
ま
る
で
赤
い
ダ
ル
マ
の

ご
と
く
見
え
る
こ
と
か
ら
名

づ
け
ら
れ
た
現
象
だ
。

利
用
客
の
人
気
が
ひ
と
き

わ
高
い
の
が
「
楽
市
」
。
毎
朝

取
れ
た
て
の
地
場
特
産
の
野

菜
、果
物
、魚
介
類
が
直
売
さ

れ
る
か
ら
だ
。
夏
か
ら
秋
に

か
け
て
は
ス
イ
カ
、
ヤ
マ
モ

モ
、プ
ラ
ム
、そ
し
て
日
本
一

早
い
収
穫
の
栗
な
ど
の
農
産

物
が
市
価
よ
り
安
く
並
ぶ
。

特
産
品
売
り
場
に
は
、
室

戸
岬
で
取
水
さ
れ
た
海
洋
深

層
水
を
利
用
し
た
ミ
ネ
ラ
ル

ウ
オ
ー
タ
ー
や
醸
造
品
、
化

粧
品
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊

か
な
商
品
が
販
売
さ
れ
、
話

題
を
呼
ん
で
い
る
。

◆
道
の
駅

き
ら
め
っ
せ

む
ろ
と

高
知
県
室
戸
市
吉

良
川
町
丙
８
９
０
｜
１１
「
鯨

館
」
開
館
時
間
９
時
～
１７
時

（
１１
月
～
２
月
は
９
時
～
１６

時
）入
館
料
大
人
３
５
０
円
、

高
校
生
以
下
１
５
０
円
、
幼

児
無
料
☎
０
８
８
７
｜
２５
｜

３
３
７
７

「
食
遊
」
同
１０

時
～
２０
時
（
食
事
１１
時
～
１５

時
、
１６
時
半
～
１９
時
半
）
☎

０
８
８
７
｜
２５
｜
３
５
０
０

「
楽
市
」
同
８
時
半
～
１７

時
☎
０
８
８
７
｜
２５
｜
２
９

１
７

休
館
日
は
い
ず
れ
も

月
曜
（
祝
日
の
場
合
は
火

曜
）
た
だ
し
７
月
～
８
月「
食

遊
」「
楽
市
」は
無
休

九
州
自
動
車
道
の
南
関
Ｉ
Ｃ
を
降
り
、
県

道
１０
号
南
関
大
牟
田
北
線
を
大
牟
田
方
面
に

向
か
っ
て
１
・
２
㌔
ほ
ど
。
道
の
駅
「
お
お

む
た
」
は
大
牟
田
市
の
入
り
口
に
位
置
し
、

物
産
販
売
所
で
あ
る
全
面
ガ
ラ
ス
張
り
の
巨

大
な
ア
ト
リ
ウ
ム
「
花
ぷ
ら
す
館
」
が
威
容

を
誇
示
し
て
い
る
。
花
ぷ
ら
す
館
は
欧
風
の

街
並
み
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
「
花
」
と
「
緑
」

を
テ
ー
マ
に
作
ら
れ
た
空
間
で
、
訪
れ
る
人

た
ち
に
憩
い
を
提
供
す
る
「
お
お
む
た
」
の

最
大
の
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
喜
多

條
成
則
駅
長
の
自
慢
で
あ
る
。

大
牟
田
市
は
荒
尾
市
と
と
も
に
、
か
つ
て

は
国
内
最
大
の
炭
鉱
だ
っ
た
三
井
三
池
炭
鉱

の
町
と
し
て
栄
え
た
。
し
か
し
、
一
時
は
全

国
の
石
炭
の
４
分
の
１
を
掘
り
出
し
た
同
炭

鉱
も
１
９
６
０
年
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
に

よ
っ
て
衰
退
の
道
を
た
ど
り
、
９７
年
３
月
に

は
閉
山
し
て
し
ま
っ
た
。
市
の
東
の
陸
路
の

玄
関
で
あ
る
、
お
お
む
た
・
花
ぷ
ら
す
館

は
、
石
炭
と
関
連
産
業
で
築
か
れ
た
市
の
イ

メ
ー
ジ
を
払
し
ょ
く
す
る
新
し
い
イ
メ
ー
ジ

の
創
造
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
と

い
う
。
「
大
牟
田
は
昔
か
ら
花
を
大
事
に
し

て
き
て
、
市
民
に
は
特
別
の
思
い
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
で
花
と
緑
を
メ
ー
ン
に
据
え
た
施

設
に
し
ま
し
た
」
と
喜
多
條
駅
長
。

館
内
で
は
大
牟
田
市
の
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
「
大
蛇
山
」

が
出
迎
え
、１
、２
階
延
べ
１
５
６
０
平
方
㍍

の
広
い
ス
ペ
ー
ス
は
�
花
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
�
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
至
る
と
こ
ろ
に
色

と
り
ど
り
の
花
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に

花
の
展
示
室
や
ガ
ー
デ
ン
展
示
室
の
花
飾
り

は
見
事
で
、
訪
れ
る
人
た
ち
の
目
を
楽
し
ま

せ
る
。
そ
し
て
情
報
コ
ー
ナ
ー「
花
し
る
べ
」

で
は
地
域
情
報
を
は
じ
め
、
ハ
ー
ブ
や
ガ
ー

デ
ニ
ン
グ
に
関
す
る
情
報
を
発
信
し
て
新
た

な
生
活
文
化
を
提
案
し
て
い
る
。

ま
た
、花
苗
や
鉢
も
の
が
並
ぶ
シ
ョ
ッ
プ
、

ハ
ー
ブ
の
シ
ョ
ッ
プ
、
周
辺
の
農
家
が
栽
培

し
た
取
れ
た
て
の
野
菜
が
並
ぶ
シ
ョ
ッ
プ
、

地
元
の
特
産
品
や
お
土
産
品
が
そ
ろ
っ
た
シ

ョ
ッ
プ
、ベ
ー
カ
リ
ー
、食
堂
な
ど
様
々
な
店

が
出
店
し
て
い
る
。農
産
物
は「
新
鮮
・
安
心
・

安
価
」
が
モ
ッ
ト
ー
で
、
喜
多
條
駅
長
は
さ

ら
に
「
有
機
農
法
の
野
菜
な
ど
を
充
実
さ
せ

て
魅
力
を
ア
ッ
プ
さ
せ
た
い
」
と
話
す
。

三
池
炭
鉱
の
歴
史
を
網
羅
す
る
石
炭
産
業

科
学
館
、
絶
叫
体
験
が
盛
り
だ
く
さ
ん
な
テ

ー
マ
パ
ー
ク
・
三
井
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
福

岡
県
指
定
天
然
記
念
物
で
樹
齢
４
０
０
年
と

い
わ
れ
る
臥
龍
梅
が
あ
る
普
光
寺
な
ど
の
人

気
ス
ポ
ッ
ト
へ
は
車
で
２０
～
３０
分
。
昨
年
は

大
牟
田
市
が
フ
ォ
ー
ブ
ス
誌
「
世
界
の
最
も

き
れ
い
な
都
市
ト
ッ
プ
２５
位
」
に
輝
い
た
。

そ
う
し
た
情
報
発
信
も
、
よ
り
充
実
さ
せ
た

い
と
喜
多
條
駅
長
は
考
え
て
い
る
。

四
国
・
高
知
県
の

東
南
、
太
平
洋
に
Ｖ
字
形

に
突
き
出
し
た
室
戸
市
の
西

部
、
土
佐
湾
沿
い
に
位
置
す
る

道
の
駅
「
キ
ラ
メ
ッ
セ
室
戸
」
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け

て
捕
鯨
拠
点
で
あ
っ
た
縁
か
ら
「
鯨

（
い
さ
）の
郷
」と
も
言
い
、
鯨
館
、

レ
ス
ト
ラ
ン
、
楽
市
の
３
施
設
が

人
気
を
呼
ん
で
室
戸
市
外
、
高
知

県
外
か
ら
週
末
ド
ラ
イ
ブ
や
旅

行
の
途
中
に
立
ち
寄
る
利

用
客
が
多
い
。

道
２１
世
紀
新
聞
で
は
、
毎
号
「
人
と
道
」
に
関
す
る
読
者

の
ご
意
見
を
募
集
し
、
人
と
道
の
あ
り
方
を
共
に
考
え
る
コ

ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。
第
１９
号
は
『
あ
な
た
の
好
き
な

道
の
駅
』
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
道
２１
世
紀
新
聞
で
ご
報

告
さ
せ
て
い
た
だ
く
ほ
か
、行
政
や
「
道
の
駅
」関
連
諸
団
体

に
も
提
供
し
、今
後
の
「
道
の
駅
」な
ら
び
に
近
隣
地
域
活
性

化
に
供
す
る
資
料
と
し
て
活
用
い
た
だ
く
こ
と
を
働
き
か
け

ま
す
。ご
回
答
は
す
べ
て
統
計
的
に
処
理
し
、結
果
の
み
を
公

表
し
、
個
人
を
特
定
で
き
る
デ
ー
タ
を
外
部
に
開
示
す
る
こ

と
は
一
切
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
、
ど
し
ど
し
遠
慮
な
い
ご
意

見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ご
回
答
い
た
だ
け
ま
す
。な
お
、今
回
の
ア
ン
ケ
ー

ト
回
答
者
の
中
か
ら
抽
選
で
３０
名
様
に
記
念
品
を
贈
り
ま
す
。

「あなたの好きな道の駅」に関するアンケート

Ｑ１． あなたのお気に入りの「道の駅」３駅と、その理由を教えてくださ

い。下記の項目の中から最も近いと思われる番号をひとつ選んでく

ださい。⑬その他の場合は具体的にお書きください。

好きな道の駅 （ ） その理由（ ）

好きな道の駅 （ ） その理由（ ）

好きな道の駅 （ ） その理由（ ）

①景色のよい立地 ②食事のおいしいレストランなどがある

④温泉・足湯がある ⑤地域の農産物などの特産品がある

⑥人との出会いがある ⑦休憩所がある ⑧美術館・展示室

などがある ⑨宿泊施設がある ⑩地域の情報がわかる

⑪防災拠点で安心 ⑫施設がきれい

⑬その他（ ）

Ｑ２． あなたがもしも駅長になったら、したいことを自由にお書きくださ

い。

（ ）

Ｑ３． 「道の駅」についてご意見ご要望などがありましたらどのようなこ

とでも結構ですのでお書きください。

（ ）

Ｑ４． この新聞は何処の道の駅で入手しましたか？

Ｑ １： 好きな道の駅（ ）その理由（ ）

⑬（ ）

好きな道の駅（ ）その理由（ ）

⑬（ ）

好きな道の駅（ ）その理由（ ）

⑬（ ）

Ｑ ２：（

）

Ｑ ３：（

）

Ｑ ４： a ） 県 b）（駅名）

お名前： （フリガナ： ）

郵便番号：〒

ご住所：

お電話番号： （ ）

性 別：男・女 年齢： 歳 職業：

通信欄（その他ご意見等がありましたらご記入下さい）

話題の道の駅

第１９号『あなたの好きな道の駅』回答用紙

「人と道」を考えるアンケート

ご意見をお寄せください！

キ
ラ
メ
ッ
セ
室
戸

ご回答は回答用紙に記入し、枠に沿って切り抜き、はがき等に貼付し投函して

ください。ホームページからも回答できます。

〒１０５‐０００１ 東京都港区虎ノ門４‐１‐１ 虎ノ門パストラル内

ＮＰＯ法人 人と道研究会「読者アンケート係」宛

ホームページ（http://www.route-press２１st.jp）

＝福岡県大牟田市四箇新町２－１

道の駅 おおむた
喜多條 成則駅長（６３）

欧
風
の
街
並
み

花
ぷ
ら
す
館

平成２０年９月３０日締 切 日

送 付 先

応 募 方 法
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