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前
回
は
、
古
代
官
道
の
ロ
マ
ン

を
紹
介
し
ま
し
た
。
こ
の
官
道
が

造
ら
れ
た
奈
良
時
代
の
中
頃
に
、

日
本
初
の
歌
集
「
万
葉
集
」
が
編

纂
さ
れ
ま
し
た
。
約
４
５
０
０
首

も
の
古
代
人
の
心
の
叫
び
が
収
録

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
す
べ
て
万
葉

仮
名
と
い
わ
れ
る
漢
字
表
記
と
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
万
葉
集
に
は
「
み
ち
」
と

発
音
し
て
道
路
を
意
味
す
る
歌

が
、
１
５
４
首
も
収
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

歌
集
に
は
恋
愛
の
歌
が
多
く
収

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

道
は
男
女
の
出
会
い
の
場
所
で

も
あ
り
、
恋
を
語
る
場
所
で
も
あ

り
ま
す
か
ら
、
多
い
の
は
不
思
議

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
代
は
下
り

ま
す
が
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す

と
、
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
で
「
道
行

き
」
と
い
え
ば
、
恋
人
同
士
の
駆

け
落
ち
な
ど
の
道
中
を
表
す
言
葉

と
な
っ
て
い
ま
す
。

万
葉
集
に
は
「
み
ち
」
と
読
ま

せ
る
漢
字
が
４
種
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
現
在
で
も
道
路
を
意

味
す
る
「
道
・
路
・
径
」
に
加
え

て
、
当
て
字
の
「
美
知
」
と
い
う

表
記
な
の
で
す
。
使
用
頻
度
を
見

る
と
、第
１
位
が
道
、２
位
が
路
、

そ
し
て
３
位
が
美
知
と
な
っ
て
い

ま
す
。

こ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
と
思
い

ま
す
。
何
と
古
代
日
本
人
は
、
道

を
「
美
し
く
知
る
」
た
め
の
も
の

と
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
す
。

峠
の
向
こ
う
か
ら
珍
し
い
人
や

物
が
や
っ
て
く
る
。
お
い
し
い
も

の
や
美
し
い
も
の
も
や
っ
て
く

る
。
自
分
も
峠
の
先
に
出
か
け

て
、
日
頃
経
験
で
き
な
い
こ
と
を

経
験
す
る
。

彼
ら
は
そ
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、

道
を
と
ら
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
す
。

ま
た
、
「
知
る
を
行
う
」
と
書

け
ば
知
行
と
な
り
ま
す
。
こ
の
言

葉
は
地
域
で
政
務
を
取
り
扱
っ
た

り
、
人
々
や
土
地
・
財
産
を
直
接

支
配
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

美
知
は
、
美
し
く
国
を
治
め
る
と

も
読
め
る
の
で
す
。

民
衆
に
愛
さ
れ
支
持
さ
れ
る
た

め
に
地
域
を
支
配
す
る
ツ
ー
ル
と

し
て
、
道
路
は
と
ら
え
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

道
を
「
美
知
」
と
書
き
表
し
た

万
葉
人
の
心
情
に
思
い
を
致
し
た

い
の
で
す
。
道
は
、
人
工
の
造
営

物
と
し
て
も
っ
と
も
身
近
な
も
の

で
す
が
、
建
設
や
管
理
に
も
っ
と

も
手
間
の
か
か
る
も
の
で
も
あ
り

ま
す
。

だ
か
ら
こ
そ
道
の
効
用
を
理
解

し
て
大
切
に
し
て
き
た
日
本
人
の

心
が
、
こ
の
表
記
か
ら
感
じ
ら
れ

て
な
ら
な
い
の
で
す
。
現
代
の
わ

れ
わ
れ
も
、
道
の
意
味
と
心
を
よ

く
再
認
識
し
た
い
と
あ
ら
た
め
て

思
い
ま
す
。

日
本
一
細
長
い
と
い
わ
れ

る
半
島
の
尾
根
伝
い
に
延
び

る
国
道
１
９
７
号
は
、
東
端

の
同
県
八
幡
浜
市
と
西
端
の

伊
方
町
三
崎
港
を
結
び
「
佐

田
岬
メ
ロ
デ
ィ
ー
ラ
イ
ン
」

（
全
長
約
４０
㌔
）
の
名
で
親

し
ま
れ
る
。
名
前
の
由
来
は

風
が
吹
き
渡
り
、
南
北
の
海

か
ら
潮
騒
が
押
し
寄
せ
、
野

鳥
や
渡
り
鳥
が
さ
え
ず
り
、

自
然
の
音
色
が
絶
え
ず
響
い

て
く
る
か
ら
だ
。

「
瀬
戸
農
業
公
園
」
は
そ

も
そ
も
農
業
活
性
化
の
た
め

に
作
ら
れ
た
旧
瀬
戸
町
（
２

０
０
５
年
伊
方
町
に
合
併
）

の
公
園
が
１
９
９
３
年
４
月

同
県
第
１
号
の
「
道
の
駅
」

と
し
て
整
備
、
登
録
さ
れ

た
。
２
０
０
０
年
指
定
管
理

者
に
な
っ
た
第
３
セ
ク
タ
ー

「
ア
グ
リ
瀬
戸
」が
主
要
施
設

「
瀬
戸
農
業
活
性
化
セ
ン
タ

ー
」
を
運
営
し
て
い
る
。
加

藤
芳
彦
駅
長
に
よ
る
と
利
用

客
は
三
崎
港
か
ら
目
と
鼻
の

先
に
あ
る
九
州
大
分
県
の
佐

賀
関
港
あ
る
い
は
別
府
港
へ

フ
ェ
リ
ー
で
渡
る
普
通
車
、

観
光
バ
ス
、
そ
し
て
夏
季
は

二
輪
車
が
多
い
と
い
う
。

ド
ラ
イ
バ
ー
や
乗
客
に
特

産
品
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う

と
、
国
道
沿
い
の
駐
車
場
わ

き
で
「
ふ
る
さ
と
市
だ
ん
だ

ん
」
と
い
う
産
直
市
に
力
を

注
ぎ
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
店

「
ジ
ェ
ラ
テ
リ
ア
だ
ん
だ
ん
」

で
は
人
気
加
工
商
品
を
選
ん

で
販
売
す
る
。だ
ん
だ
ん
、と

は
伊
予
地
方
の
「
あ
り
が
と

う
」を
意
味
す
る
言
葉
。瀬
戸

地
方
は
柑
橘
類
と
サ
ツ
マ
イ

モ（
銘
柄
は「
金
太
郎
芋
」）が

特
産
で
、
産
直
市
で
は
９
月

の「
極
早
生
日
本
み
か
ん
」か

ら「
温
州
み
か
ん
」「
伊
予
柑
」

「
ポ
ン
カ
ン
」「
デ
コ
ポ
ン
」

「
清
見
タ
ン
ゴ
ー
ル
」「
サ
ン

フ
ル
ー
ツ
」「
甘
夏
」「
ナ
ダ
オ

レ
ン
ジ
」
…
…
と
翌
６
月
末

ま
で
ミ
カ
ン
類
が
並
ぶ
。
金

太
郎
芋
は
品
種
ベ
ニ
ア
ズ
マ

で
食
感
が
ホ
コ
ホ
コ
ホ
ク
ッ

と
甘
く
、「
金
太
郎
ス
テ
ッ

ク
」「
金
太
郎
ア
イ
ス
」（
各
２

０
０
円
）に
加
工
す
る
。

駐
車
場
わ
き
の
石
段
を
上

っ
た
主
要
施
設
内
の
売
店
で

は
、
金
太
郎
芋
か
ら
作
っ
た

「
芋
焼
酎
」
（
７
２
０
㍉
㍑

１
６
８
０
円
）
を
販
売
。
さ

ら
に
道
の
駅
近
く
の
和
菓
子

屋
さ
ん
が
開
発
し
た
、
身
に

芋
が
練
り
込
ま
れ
た
「
む
ら

さ
き
い
も
饅
頭
」
（
１２
月
～

３
月
の
商
品
、
１
５
０
円
）

や
白
餡
に
ウ
ニ
の
粒
々
を
入

れ
込
ん
だ
「
ウ
ニ
饅
頭
」（
１

１
０
円
）
な
ど
を
駅
限
定
商

品
と
し
て
売
り
出
す
。
地
元

農
家
で
つ
く
る
瀬
戸
特
産
加

工
組
合
か
ら
出
荷
さ
れ
た

「
み
か
ん
か
り
ん
と
う
」

（
１
袋
２
０
０
円
）、「
し
ら

す
せ
ん
べ
い
」
（
１
袋
５
０

０
円
）
も
意
欲
的
に
取
り
扱

っ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
車
で

１０
分
ほ
ど
に
あ
る
宿
泊
型
体

験
施
設
「
瀬
戸
ア
グ
リ
ト
ピ

ア
」
と
共
同
で
、
「
芋
ド
ー

ナ
ツ
」
「
芋
コ
ロ
ッ
ケ
」
な

ど
の
商
品
開
発
に
取
り
組

む
。
地
元
生
産
者
組
合
と
月

１
回
勉
強
会
を
開
き
意
見
交

換
し
た
り
、
温
室
栽
培
で
新

た
に
パ
ッ
シ
ョ
ン
フ
ル
ー
ツ

栽
培
に
挑
戦
す
る
な
ど
、
地

域
と
の
共
存
共
益
を
め
ざ
し

積
極
的
に
活
動
し
て
い
る
。

滋
賀
県
近
江
八
幡
市
の
明
治

橋
、
白
雲
橋
界
隈
は
時
代
劇
を
中

心
と
し
た
ロ
ケ
が
訪
れ
る
ロ
ケ
名

所
で
あ
る
。

２
橋
が
架
か
っ
て
い

は
ち
ま
ん
ほ
り

る
の
は
八
幡
堀
。
安
土

桃
山
時
代
、
豊
臣
秀
次

（
秀
吉
の
お
い
）
が
八

幡
山
に
城
を
築
き
、
八

幡
堀
と
琵
琶
湖
を
つ
な

ぎ
、
湖
上
を
往
来
す
る

船
を
寄
港
さ
せ
た
。
八

幡
堀
は
一
時
期
荒
廃

し
、
ヘ
ド
ロ
が
堆
積
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
市
民
運
動
で
き

れ
い
な
水
を
取
り
戻
し
観
光
ポ
イ
ン
ト

に
な
っ
て
い
る
。

２
橋
は
長
さ
１０
㍍
の
小
さ
な
橋
だ

が
、
周
辺
の
石
垣
、
白
壁
の
土
蔵
や
旧

家
、
八
幡
堀
の
水
の
流
れ
と
あ
わ

せ
る
と
鮮
や
か
な
景
観
を
作
り
出

す
。
明
治
橋
∥
写
真
∥
の
特
徴
は

大
き
な
擬
宝
珠
。

ら
ん
干
は
コ
ン
ク

リ
ー
ト
だ
が
、
よ

く
で
き
て
い
て
風

情
た
っ
ぷ
り
。
白

ひ

む

れ

雲
橋
は
日
牟
禮
八

幡
宮
の
参
道
に
架

か
る
橋
。
た
も
と

に
大
き
な
灯
籠
や

鳥
居
が
あ
る
。

２
橋
を
舞
台
に

し
た
時
代
劇
は
暴
れ
ん
坊
将
軍
、
必
殺

仕
事
人
、
水
戸
黄
門
、
蝉
し
ぐ
れ
な
ど

多
数
。
２
橋
は
劇
中
で
、
江
戸
深
川
界

隈
、
大
阪
蔵
屋
敷
街
な
ど
の
橋
に
な
っ

て
い
る
。

早稲田大学大学院

客員教授

大石久和

⑪

明
治
橋
・
白
雲
橋

時代劇のロケで登場

道
は
「
美
知
」

美
し
く
知
る

四国は最西端、北の瀬戸内海と南の宇和海を分けるように

西へ張り出す愛媛県の佐田岬半島。同県伊方町にある道の駅

は半島の中央部に位置して国道１９７号の重要な休憩スポット

として地域の特徴を生かしたサービスに務めている。

道
の
駅
「
瀬
戸
農
業
公
園
」

特
産
の
ミ
カ
ン
、

イ
モ
を
前
面
に

■経営＝（株）アグリ瀬戸、（株）風車

■営業時間＝「瀬戸農業活性化セン

ター」（午前９時半～午後５時半＝

７月２０日～８月１５日は午後６時閉

館、１月１日のみ休み）、「れすとら

ん風車」（午前１１時～午後６時、不

定休）■駐車＝普通７０台、大型４台、

身障者用１台■ＪＲ松山駅から車で

約１時間半、ＪＲ八幡浜駅から約３０

分■〒７９６-０５０６ 愛媛県西宇和郡伊

方町塩成２９３（☎０８９４・５７・２３２１）

地
域
と
共
栄
を
積
極
的
に

！ト

「道の駅限定商品」も地元と協力して開発

イアフ
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