
第
六
章
　
講
演
と
ま
ち
づ
く
り 

―
投
稿
記
事
・
講
演
記
録
等
―
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こ
の
章
は
、
紀
の
川
市
に
赴
任
し
て
か
ら
様
々
な
媒
体
に

投
稿
し
た
記
事
や
講
演
記
録
を
整
理
し
て
ご
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

（
一
）「『
紀
の
川
の
ほ
と
り
で
』
〜
「
合
併
市
」
紀
の
川

市
の
現
場
か
ら
〜
」は
、地
域
づ
く
り
情
報
誌『
か
が
り
火
』

発
行
人
の
菅
原
歓
一
さ
ん
か
ら
、
合
併
市
の
課
題
を
書
く
よ

う
依
頼
さ
れ
た
も
の
で
す
。
私
自
身
も
市
町
村
合
併
に
関
す

る
問
題
意
識
は
強
く
も
っ
て
い
た
の
で
、
い
い
機
会
と
考
え
、

合
併
に
か
か
わ
っ
た
様
々
な
立
場
の
人
に
取
材
し
て
書
き
上

げ
ま
し
た
。

（
二
）「
た
め
池
災
害
緊
急
レ
ポ
ー
ト
」
は
、
平
成
二
〇

年
五
月
に
体
験
し
た
た
め
池
災
害
に
つ
い
て
『
農
村
振
興
』

と
い
う
専
門
誌
に
投
稿
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
記
事
は
、「
た

め
池
の
決
壊
の
危
機
を
い
か
に
し
て
回
避
し
た
か
に
つ
い
て
、

そ
の
取
組
が
臨り

ん
場じ

ょ
う

感か
ん
を
も
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
地
域
住

民
の
生
命
財
産
に
関
わ
る
た
め
池
災
害
の
対
応
の
難
し
さ
が

伝
わ
っ
て
く
る
と
と
も
に
、
災
害
を
教
訓
と
し
た
危
機
管
理

マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
を
検
討
す
る
際
に
大
い
に
役
立
つ
知
見
を

含
ん
で
い
る
」
と
い
う
理
由
で
、
平
成
二
〇
年
度
の
『
農
村

振
興
』
優
秀
報
文
の
表
彰
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
三
）「
棚
田
の
起
源
は
紀
の
川
市
？
」
は
、
平
成
一
九

年
五
月
の
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
・
中
島
峰
広
さ
ん
の
講
演

会
の
内
容
を
、（
四
）「
棚
田
の
ル
ー
ツ
を
探
る
」
は
、
棚
田

学
会
と
紀
の
川
市
、
紀
の
川
市
教
育
委
員
会
が
共
催
し
た
平

成
二
〇
年
五
月
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
整
理
し
た
も
の

で
す
。
棚
田
の
起
源
は
本
当
に
紀
の
川
市
な
の
で
し
ょ
う
か
。

棚
田
と
紀
の
川
市
の
関
係
を
解
き
明
か
し
て
い
く
読
み
物
と

し
て
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

（
五
）「『
ふ
る
さ
と
を
く
だ
さ
い
』
の
「
ふ
る
さ
と
」
と

は
？
」
は
、
紀
の
川
市
を
舞
台
に
撮
影
さ
れ
た
映
画
『
ふ
る

さ
と
を
く
だ
さ
い
』
の
試
写
会
へ
の
誘い

ざ
な

い
の
た
め
に
書
い
た

も
の
で
す
。
エ
キ
ス
ト
ラ
等
で
地
域
を
あ
げ
て
映
画
づ
く
り

に
協
力
し
た
の
は
楽
し
い
思
い
出
で
す
。
今
で
も
粉
河
と
ん
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ま
か
通
り
の
楠
酒
店
に
は
、映
画
で
使
わ
れ
た「
紀
ノ
川
屋
」

と
い
う
看
板
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
六
）「『
あ
ら
川
の
桃
』
の
『
あ
ら
か
わ
』
と
は
？
」
は
、

あ
ら
川
の
桃
振
興
協
議
会
と
い
う
「
あ
ら
川
の
桃
」
の
生
産

者
団
体
で
行
っ
た
講
演
会
の
記
録
で
す
。
古
事
記
や
日
本
書

紀
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
「
あ
ら
か
わ
」
と
い
う
地
名
。
そ

の
由
来
か
ら
ひ
も
と
く
「
あ
ら
か
わ
」
の
話
を
お
楽
し
み
く

だ
さ
い
。

（
七
）「
地
方
分
権
の
観
点
か
ら
の
華
岡
青
洲
先
生
の
偉

業
と
は
？
」
は
、「
青
洲
友
の
会
」
と
い
う
青
洲
の
里
の
親

睦
団
体
で
の
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
紀
の
川
市
の
誇

る
華
岡
青
洲
の
業
績
を
、
地
方
分
権
と
い
う
観
点
で
再
評
価

し
て
み
ま
し
た
。

（
八
）「
Ｅ
Ｕ
の
農
村
振
興
施
策
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
」
と

（
九
）「
日
本
と
ド
イ
ツ
の
農
業
環
境
政
策
」
は
、
平
成

一
七
年
当
時
在
籍
し
て
い
た
国
土
交
通
省
で
、
制
度
研
究
を

命
ぜ
ら
れ
て
ド
イ
ツ
に
出
張
し
た
成
果
を
も
と
に
構
成
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
農
業
農
村
工
学
会
京
都
支
部
、
和
歌
山

県
有
機
認
証
協
会
と
い
う
堅
い
場
所
で
講
演
し
た
内
容
を
ま

と
め
た
の
で
、
少
々
と
っ
つ
き
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
十
）「
ほ
場
整
備
の
ス
ス
メ
」
は
、
紀
の
川
市
農
業
委

員
会
で
、
紀
の
川
市
の
農
業
振
興
に
つ
い
て
講
演
し
た
内
容

を
ま
と
め
ま
し
た
。
ほ
場
整
備
は
紀
の
川
市
の
農
業
振
興
の

か
ぎ
と
な
る
た
め
、
今
後
と
も
そ
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
重

要
で
す
。

（
十
一
）「
紀
の
川
市
の
森
林
の
価
値
と
は
？
」、（
十
二
）

「
紀
の
川
市
の
『
光
』
と
は
？
―
紀
の
川
市
の
観
光
を
考
え

る
ー
」、（
十
三
）「
紀
の
川
市
商
工
会
に
期
待
す
る
こ
と
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
那
賀
広
域
森
林
組
合
・
紀
の
川
市
観
光
協
会
・
紀

の
川
市
商
工
会
の
事
務
局
で
講
演
を
行
っ
た
際
の
記
録
で
す
。

農
林
商
工
部
長
と
し
て
林
野
行
政
、
商
工
観
光
行
政
に
携
わ

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
私
の
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
財
産
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

（
十
四
）「
き
の
か
わ
ー
人
と
水
の
物
語
―
〜
総
括
に
か
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え
て
〜
」
は
、
紀
の
川
市
の
「
人
と
水
の
歴
史
」
を
市
内
の

中
学
生
に
勉
強
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
想
い
か
ら
企
画
し

た
副
読
本
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
た
も
の
で
す
。
紀
の
川
市

に
赴
任
し
て
か
ら
、
農
林
水
産
省
出
身
と
い
う
珍
し
さ
も

あ
っ
て
か
、『
か
が
り
火
』
は
じ
め
様
々
な
紙
媒
体
へ
の
投

稿
を
依
頼
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
市
内
外
の
様
々
な
会
合
で

講
演
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

本
章
で
取
り
上
げ
た
講
演
会
で
は
、
か
な
り
無
謀
な
講
演

内
容
の
設
定
を
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
あ
ら
川
の
桃
振
興

協
議
会
で
「
あ
ら
川
」
の
起
源
に
つ
い
て
、
青
洲
友
の
会
で

「
華
岡
青
洲
」
に
つ
い
て
話
す
な
ど
、
専
門
家
に
向
か
っ
て

専
門
の
話
を
し
て
い
る
よ
う
な
感
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
私
も
講
演
を
す
る
前
に
は
、
旧
町
の
町
史
を
読
み

込
み
関
連
す
る
本
も
収
集
す
る
な
ど
、
準
備
に
は
か
な
り
の

時
間
を
か
け
ま
し
た
。
桃
源
郷
や
春
林
軒
な
ど
講
演
の
題
材

に
す
る
場
所
に
は
必
ず
足
を
運
び
、
実
感
と
し
て
「
地
域
」

を
感
じ
る
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。

講
演
そ
の
も
の
は
冷
や
汗
も
の
で
し
た
が
、
講
演
準
備
を

通
し
て
紀
の
川
市
の
歴
史
や
風
俗
の
素
晴
ら
し
さ
を
学
ぶ
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

何
よ
り
も
講
演
会
に
き
て
い
た
だ
い
た
方
々
と
、
紀
の
川

市
の
歴
史
な
ど
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
心
の
深
い
と
こ
ろ
で

交
流
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
後
の
仕
事
面

で
も
大
変
貴
重
な
財
産
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
投
稿
し
た
『
か
が
り
火
』
と
『
農
村
振
興
』
に
は
、

転
載
許
可
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、（
三
）
と
（
五
）
に
あ
る
『
理
事
通
信
』
は
、
農

林
商
工
部
の
職
員
向
け
に
不
定
期
で
発
行
し
て
い
た
読
み
物

で
す
。

（
一
）
か
ら
（
十
四
）
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
投
稿
・
講
演
し

た
日
時
も
対
象
者
も
違
う
の
で
、
一
連
の
読
み
物
と
し
て
は
、

若
干
戸
惑
い
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
許
し
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。



145

（
一
）『
紀
の
川
の
ほ
と
り
で
』

～
「
合
併
市
」
紀
の
川
市
の
現
場
か
ら
～

◆
『
紀
の
川
の
ほ
と
り
で
』

「
紀
の
川
は
今
日
も
流
れ　

　
　
　
　
　
い
く
つ
も
の
川
を
集
め
て

　
君
は
ま
だ
こ
こ
に
い
る

　
　
　
　
　
僕
た
ち
の
心
の
中
に
‥
‥
」

平
成
二
一
年
二
月
一
四
日
、
紀
の
川
市
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
講
演
会
で
、
地
元

の
小
学
生
が
歌
っ
て
く
れ
た
『
紀
の
川
の
ほ
と
り
で
』
と
い

う
歌
の
一
節
で
す
。
母
な
る
紀
の
川
の
悠
久
の
流
れ
な
ど
を

題
材
に
し
た
こ
の
歌
に
、
紀
の
川
市
の
子
ど
も
達
が
命
を
吹

き
込
ん
で
く
れ
ま
し
た
。

私
は
、
赴
任
先
や
仕
事
で
深
い
縁
の
で
き
た
土
地
で
歌
づ

く
り
を
す
る
こ
と
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
い
ま
す
。
鹿
児

島
で
は
『
か
ら
い
も
畑
に
陽
が
落
ち
て
』
と
い
う
村
お
こ
し

の
歌
を
作
り
、
宮
城
で
は
『
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
の
歌
』
と
い

う
環
境
に
や
さ
し
い
農
業
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
を
つ
く
り
ま
し

た
。『
紀
の
川
の
ほ
と
り
で
』
は
、紀
の
川
市
が
誇
る
医
聖・

華
岡
青
洲
が
、
世
界
で
初
め
て
全
身
麻
酔
薬
に
よ
る
乳
が
ん

摘
出
手
術
に
成
功
し
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
乳
が
ん
を
乗

り
越
え
て
強
く
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
織
り

込
ん
で
つ
く
っ
た
歌
で
す
。
市
内
の
乳
が
ん
検
診
受
診
率
を

上
げ
、乳
が
ん
撲
滅
を
図
る「
紀
の
川
市
ピ
ン
ク
リ
ボ
ン
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
の
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

『
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
の
歌
』
も
、
宮
城
の
小
学
生
に
レ
コ
ー

デ
ィ
ン
グ
し
て
も
ら
っ
た
の
で
す
が
、『
紀
の
川
の
ほ
と
り

で
』
も
、
青
洲
先
生
地
元
の
上か

み
名な

手て

小
学
校
の
生
徒
さ
ん
に

お
願
い
し
て
講
演
会
で
歌
っ
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
。
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◆
「
果
物
王
国
」
紀
の
川
市

紀
の
川
市
は
、
和
歌
山
県
北
部
に
位
置
す
る
人
口
七
万
人

の
市
で
す
。
県
都
の
和
歌
山
市
に
隣
接
し
、
大
阪
府
と
も
境

を
接
し
て
い
て
関
西
国
際
空
港
に
車
で
四
〇
分
ほ
ど
で
す
。

基
幹
産
業
は
農
業
で
、
は
っ
さ
く
、
い
ち
じ
く
、
桃
、
柿
、

キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
が
全
国
有
数
の
生
産
高
を
誇
る
な
ど
「
果

物
王
国
」
と
も
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
す
。

私
は
、
平
成
一
九
年
四
月
、
農
林
水
産
省
か
ら
紀
の
川
市

に
赴
任
し
ま
し
た
。
い
っ
た
ん
国
へ
は
辞
表
を
出
し
て
の
出

向
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ひ
そ
か
に
運
命
的
な
も
の
を

感
じ
た
の
は
、
ま
だ
入
省
間
も
な
い
頃
、
鹿
児
島
県
末
吉
町

役
場
へ
の
市
町
村
交
流
を
経
験
し
て
い
た
の
で
、
市
町
村
の

現
場
に
出
る
の
が
二
回
目
だ
っ
た
こ
と
と
、
末
吉
町
が
平
成

一
七
年
七
月
に
隣
の
二
町
と
合
併
し
て
曽
於
市
と
な
っ
て
い

た
の
と
同
様
に
、
紀
の
川
市
も
平
成
一
七
年
一
一
月
旧
那
賀

郡
五
町
（
旧
打
田
町
、
旧
粉
河
町
、
旧
那
賀
町
、
旧
桃
山
町
、

旧
貴
志
川
町
）が
対
等
合
併（
新
設
合
併
）し
て
で
き
た「
合

併
市
」
だ
っ
た
こ
と
で
す
。

も
と
も
と
、『
か
が
り
火
』
と
同
様
、
私
も
「
平
成
の
大

合
併
」
に
つ
い
て
の
関
心
は
強
く
も
っ
て
い
ま
し
た
。
末
吉

町
の
か
つ
て
の
仲
間
た
ち
か
ら
は
合
併
の
選
択
は
苦
渋
の
も

の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、
農
林

水
産
省
の
補
佐
時
代
に
交
流
の
あ
っ
た
棚
田
地
域
の
方
々
の

活
動
が
、市
町
村
合
併
の
結
果
、明
ら
か
に
失
速
し
て
し
ま
っ

た
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
ま
し
た
。

紀
の
川
市
と
い
う
合
併
し
た
ば
か
り
の
市
の
現
場
に
赴
任

し
、
職
員
と
し
て
自
ら
合
併
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
参
画
で
き

地域づくり情報誌『かがり火』
地域づくり情報誌『かがり火』編集
長の菅原歓一さんから「合併市」の
課題を書くよう依頼され、合併にか
かわった様々な立場の人に取材して
原稿を書き上げました。
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る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
あ
り
が
た
い

と
い
う
思
い
と
併
せ
て
、
強
く
責
任
を
感
じ
た
と
こ
ろ
で
す
。

◆
離
婚
で
き
な
い
結
婚
？

前
述
の
通
り
紀
の
川
市
へ
の
赴
任
前
は
合
併
に
つ
い
て
否

定
的
な
見
方
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
赴
任
し
て
二
年
た

ち
、
市
の
行
政
に
携
わ
る
中
で
、
合
併
を
肯
定
的
に
捉
え
て

い
く
必
要
も
あ
る
と
考
え
直
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
地
方

交
付
税
の
削
減
や
合
併
特
例
債
と
い
う
国
か
ら
の
財
政
的
な

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
紀
の
川
市
の
合
併
の
直
接
の
動
機
付
け
に

な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、
若
い
市
民
や
市
職

員
を
中
心
と
し
て
「
合
併
し
て
よ
か
っ
た
」
と
肯
定
的
な
意

見
を
持
つ
人
が
少
な
く
な
い
の
で
す
。

今
回
、
本
誌
発
行
人
の
菅
原
さ
ん
か
ら
「
合
併
市
町
村
の

課
題
」
に
つ
い
て
寄
稿
の
依
頼
が
あ
り
、
自
分
の
考
え
を
ま

と
め
る
い
い
機
会
だ
と
い
う
思
い
も
あ
っ
て
快
諾
し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
と
こ
ろ
が
、
七
五
〇
〇
字
も
の
原
稿
を
せ
っ
せ

と
書
き
上
げ
て
送
っ
た
も
の
の
、
菅
原
さ
ん
か
ら
原
稿
の
全

面
書
き
直
し
を
命
ぜ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
田
中
さ
ん

は
、
本
当
は
合
併
の
否
定
論
者
な
の
に
立
場
上
否
定
で
き
な

い
の
で
、
歯
切
れ
が
悪
く
て
面
白
く
な
い
」
と
の
こ
と
。

私
が
も
と
も
と
合
併
の
反
対
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
曽
於
市
の
住
民
に
し
て
も
紀

の
川
市
の
住
民
に
し
て
も
、
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
合
併
し
た

く
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
誰
よ
り
も
私
自
身
が
、
末
吉
町

で
の
青
年
団
長
経
験
な
ど
も
踏
ま
え
て
、
小
規
模
の
自
治
体

の
良
さ
を
十
分
に
理
解
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、菅
原
さ
ん
に
も『
か
が
り
火
』の
読
者
に
も
分
か
っ

て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
紀
の
川
市
に
と
っ
て
「
合
併
」
は

既
に
選
択
し
て
し
ま
っ
た
事
実
で
あ
っ
て
、
経
緯
は
ど
う
で

あ
れ
、
合
併
を
否
定
す
る
こ
と
は
自
分
自
身
を
否
定
す
る
に

も
等
し
い
こ
と
な
の
で
す
。
合
併
し
た
選
択
は
後
戻
り
で
き

る
も
の
で
は
な
い
し
、
何
よ
り
も
、
合
併
を
選
択
し
な
か
っ

た
市
町
村
に
負
け
た
く
な
い
と
い
う
思
い
も
強
く
あ
り
ま
す
。
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例
え
て
言
え
ば
、「
離
婚
で
き
な
い
結
婚
」
を
し
た
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
紀
の
川
市
の
合
併
に
よ
っ
て
傷
つ
い
た
人
も

た
く
さ
ん
い
ま
す
し
、
い
ま
だ
に
一
部
の
市
民
か
ら
「
合
併

し
な
い
ほ
う
が
よ
か
っ
た
」
と
い
う
声
が
あ
る
の
も
事
実
で

す
。
し
か
し
、
住
民
に
は
目
に
つ
き
に
く
い
「
合
併
の
大
き

な
効
果
」
が
あ
る
こ
と
は
、
分
か
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え

ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
観
点
か
ら
書
い
た
も
の
だ
と
い
う
こ

と
で
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

◆
こ
の
ま
ま
で
は
、
と
て
も
や
っ
て
い
け
な
い

紀
の
川
市
は
、
な
ぜ
合
併
と
い
う
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
各
町
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
地
域
で
築
き
上
げ
て
き
た
個
性
・
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

お
互
い
に
隣
町
に
負
け
な
い
よ
う
に
と
張
り
合
っ
て
き
た
わ

け
で
す
か
ら
、
突
然
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
て

と
言
わ
れ
て
も
、
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
な

ぜ
そ
う
い
っ
た
困
難
を
乗
り
越
え
て
旧
五
町
が
合
併
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

理
由
は
単
純
と
い
え
ば
単
純
で
、
地
方
交
付
税
な
ど
が
削

減
さ
れ
る
中
、「
こ
の
ま
ま
で
は
、
と
て
も
や
っ
て
い
け
な

い
」
と
い
う
財
政
上
の
課
題
が
合
併
の
大
き
な
動
機
付
け
に

な
っ
た
よ
う
で
す
。

実
際
、
五
町
の
財
政
状
況
を
合
併
し
た
場
合
と
し
な
い
場

合
に
分
け
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
と
こ
ろ
、
合
併
し
な

い
場
合
は
建
設
事
業
な
ど
を
抑
制
し
て
も
、
平
成
二
〇
年
度

に
は
基
金
（
預
金
）
が
底
を
つ
く
非
常
事
態
に
あ
り
ま
し
た
。

一
方
、
合
併
し
た
場
合
に
は
、
合
併
に
よ
る
経
費
の
削
減
や

合
併
特
例
債
な
ど
特
例
措
置
の
効
果
に
よ
り
財
政
的
に
非
常

に
有
利
と
な
る
わ
け
で
す
。

も
ち
ろ
ん
合
併
に
つ
い
て
の
不
安
も
あ
り
ま
し
た
。
合
併

前
、
五
町
合
併
に
関
し
て
町
民
に
対
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。
合
併
に
つ
い
て
の
不
安
の
第
一
は
、「
き

め
細
か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
」
が
難
し
く
な
る
の
で
は
と
い
う
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こ
と
で
し
た
。
そ
の
他
、
役
所
へ
の
距
離
が
遠
く
な
り
不
便

に
な
る
の
で
は
と
い
う
こ
と
や
、
公
共
料
金
な
ど
の
増
加
に

つ
い
て
の
懸
念
も
示
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
合
併
の
実
務
を
進
め
る
中
で
大
き
な
問
題
と
な
っ

た
の
は
、
市
庁
舎
の
位
置
と
各
町
の
財
政
上
の
格
差
で
し
た
。

こ
れ
は
対
等
合
併
の
市
町
村
の
場
合
、
特
に
問
題
に
な
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。
た
だ
、
財
政
状
況
の
よ
か
っ
た
旧
打

田
町
が
地
理
的
に
も
中
心
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
市
役
所
本
庁

を
旧
打
田
町
役
場
に
設
置
す
る
と
い
う
こ
と
で
合
意
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

◆
市
民
に
は
見
え
に
く
い
「
合
併
の
効
果
」

合
併
の
動
機
付
け
が
各
町
の
財
政
上
の
苦
境
だ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
合
併
に
よ
っ
て
市
民
に
は
見
え

に
く
い
「
合
併
の
効
果
」
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

す
。
思
い
付
く
ま
ま
、
四
点
ほ
ど
列
挙
し
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

第
一
は
、
旧
五
町
職
員
の
切せ

っ
磋さ

琢た
く

磨ま

で
す
。
旧
五
町
の
対

等
合
併
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
職
員
が
い
い
意
味
で

競
い
合
い
、
刺
激
し
あ
っ
て
、
結
果
と
し
て
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
市
民
か
ら
「
合
併
し
て
役

場
の
職
員
の
対
応
が
よ
く
な
っ
た
」
と
い
う
声
を
よ
く
聞
き

ま
す
。

第
二
は
、
行
財
政
改
革
の
進
展
で
す
。
合
併
を
機
に
市
役

所
の
行
財
政
改
革
が
一
挙
に
進
み
ま
し
た
。
十
年
間
に
約

七
〇
〇
人
の
職
員
を
約
五
〇
〇
人
に
減
ら
す
計
画
を
た
て
る

と
と
も
に
、
緊
縮
財
政
方
針
を
打
ち
出
し
、
不
必
要
な
経
費

を
削
減
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
議
会
議
員
も
市
発
足
時
に

は
法
定
の
三
〇
人
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
の
で
す
が
、
平
成

二
一
年
一
一
月
以
降
は
、
二
四
人
定
員
と
す
る
こ
と
が
決

ま
っ
て
い
ま
す
。

第
三
は
、
過
去
の
負
債
の
精
算
で
す
。
旧
町
の
土
地
開
発

公
社
の
中
に
は
、
バ
ブ
ル
期
に
高
い
土
地
を
買
い
取
っ
た
ま

ま
塩
漬
け
と
な
り
大
き
な
負
債
を
抱
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
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り
ま
し
た
が
、
合
併
後
の
最
重
点
施
策
と
し
て
公
社
の
財
政

健
全
化
を
進
め
、
効
果
を
上
げ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
自
治
体
財

政
健
全
化
法
が
施
行
さ
れ
公
社
や
第
三
セ
ク
タ
ー
な
ど
の
連

結
決
算
が
厳
し
く
査
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
中
で
、
合
併
が

な
け
れ
ば
旧
町
の
公
社
の
一
部
は
破
産
状
態
に
陥
っ
て
い
た

で
し
ょ
う
。

第
四
は
、
重
点
投
資
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
す
。
例
え

ば
、
平
成
二
一
年
度
新
規
予
算
で
、
雇
用
確
保
の
観
点
か
ら

新
た
な
工
業
団
地
造
成
を
打
ち
出
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も

広
域
合
併
を
し
て
重
点

投
資
が
可
能
と
な
っ
た

お
か
げ
で
す
。
そ
の
他
、

中
国
の
濱ひ

ん

州し
ゅ
う

市
や
韓

国
の
西そ

帰ぎ

浦ぽ

市
と
行
っ

て
い
る
国
際
交
流
事
業

も
、
合
併
し
な
け
れ
ば

取
組
自
体
難
し
か
っ
た

で
し
ょ
う
。
小
中
学
校
の
耐
震
化
に
つ
い
て
も
、
合
併
特
例

債
を
有
効
に
活
用
し
、
順
次
、
校
舎
の
補
強
や
建
て
替
え
を

進
め
て
い
ま
す
。

◆
市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り

紀
の
川
市
内
で
、
合
併
前
後
か
ら
市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く

り
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
紀
の
川
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
い

く
つ
か
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

①
廃
線
の
危
機
を
乗
り
越
え
て

貴
志
川
線
貴
志
駅
の
猫
の
駅
長
「
た
ま
」
ち
ゃ
ん
と
言
え

ば
、
全
国
ネ
ッ
ト
の
テ
レ
ビ
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

読
者
の
中
で
ご
存
じ
の
方
も
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
実
は
、
こ
の
線
路
も
一
時
期
廃
線
の
危
機
に
あ
り
ま

し
た
。
平
成
一
六
年
に
貴
志
川
線
の
廃
線
が
発
表
さ
れ
た
と

き
、「
貴
志
川
線
の
未
来
を
〝
つ
く
る
〞
会
」
が
結
成
さ
れ
、

地
域
で
存
続
活
動
を
繰
り
広
げ
た
結
果
、
和
歌
山
電
鐵
貴
志

川
線
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
和
歌
山

市町村合併を選択した以上、合併のマイナス
よりもプラスを見ていくことが大切だと思い
ます。

市民には見えにくい「合併の効果」

①旧５町職員の切
せっ
磋
さ
琢
たく
磨
ま

②行財政改革の進展
③過去の負債の精算
④重点投資が可能となったこと
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電
鐵
で
は
、「
い
ち
ご
電
車
」「
お
も
ち
ゃ
電
車
」
に
続
き
、

三
月
二
一
日
「
た
ま
電
車
」
も
運
行
を
開
始
し
、
乗
降
客
数

も
確
実
に
増
え
て
い
ま
す
。
駅
前
で
は
「
い
ち
ご
自
転
車
」

の
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
の
貸
し
出
し
も
は
じ
ま
っ
て
い
て
、
住

民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
の
成
果
が
実
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

な
お
、
貴
志
駅
の
ス
ー
パ
ー
駅
長
「
た
ま
」
ち
ゃ
ん
は
、

日
曜
日
が
休
み
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
し
か
ら
ず
。

②
粉
河
商
店
街
を
彩
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

西
国
三
十
三
ヵ
所
観
音
霊
場
・
第
三
番
札
所
の
粉
河
寺
の

こ
と
を
ご
存
じ
の
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
粉
河
寺
と

粉
河
駅
の
間
に
あ
る
粉
河
商
店
街
、通
称「
と
ん
ま
か
通
り
」

で
は
、
後
継
者
不
足
な
ど
に
よ
り
閉
店
す
る
店
も
多
く
活
気

が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
状
況
を
打
破
し
、

駅
か
ら
粉
河
寺
へ
の
参
拝
客
に
商
店
街
を
歩
い
て
も
ら
う
に

は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
商
工
会
の
呼
び
か
け
に
よ
り
地

域
の
商
店
主
を
中
心
に
実
行
委
員
会
を
立
ち
上
げ
て
検
討
を

重
ね
た
結
果
、
商
店
街
を
彩
る
三
〇
基
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が

つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
平
成
二
一
年
三
月
に
完
成
し
ま

し
た
。
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
に
は
粉
河
寺
の
創
建
の
経
緯
が
書
か

れ
た
「
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
」
が
転
写
さ
れ
、
駅
か
ら
順
に
見

て
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
千
手
観
音
の
化
身
で
あ
る
と
い

う
「
童
男
さ
ん
」
の
像
も
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
二
体
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
粉
河
の
「
と
ん
ま
か
通
り
」
に
足
を
お

運
び
く
だ
さ
い
。

③
華
岡
青
洲
の
生
誕
地
か
ら
発
信
す
る
健
康
バ
イ
キ
ン
グ

華
岡
青
洲
は
、
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
年
）、
全
身
麻
酔

薬
に
よ
る
乳
が
ん
摘
出
手
術
に
世
界
で
は
じ
め
て
成
功
し
た

貴志駅のスーパー駅長
「たま」ちゃん

和歌山電鐵貴志駅のスーパー駅長
「たま」ちゃんは、今や全国区の人
気者です。廃線の危機を乗り越えて、
市民と行政が一体となった働きかけ
が、大きな成果をもたらしました。
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偉
人
で
す
。
青
洲
を
顕
彰
す
る
施
設
と
し
て
「
青
洲
の
里
」

が
平
成
に
な
っ
て
か
ら
建
設
さ
れ
、
運
営
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
開
館
当
初
と
比
べ
て
入
場
者
数
が
伸
び
悩
ん
で
き

た
中
、
新
た
な
取
組
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
ス
タ
ッ
フ
で

検
討
を
重
ね
、
平
成
一
九
年
三
月
「
健
康
バ
イ
キ
ン
グ
」
に

取
り
組
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
地
元
産
野
菜
を
中
心
と
し

た
ヘ
ル
シ
ー
な
メ
ニ
ュ
ー
が
話
題
と
な
り
、
春
夏
の
ピ
ー
ク

時
に
は
常
に
満
席
状
態
に
な
る
な
ど
人
気
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

医
と
食
の
連
携
と
い
う
観
点
か
ら
も
注
目
を
集
め
る
取
組
で

す
。

④
地
産
地
消
の
拠
点
・
め
っ
け
も
ん
広
場

紀
の
川
市
に
は
、
日
本
一
の
農
産
物
直
売
所
で
あ
る
Ｊ
Ａ

紀
の
里
「
め
っ
け
も
ん
広
場
」
が
あ
り
ま
す
。
平
成
一
二
年

の
開
設
以
来
、
販
売
高
は
順
調
に
伸
び
、
全
国
有
数
の
売
り

上
げ
を
達
成
し
て
い
ま
す
。
農
産
物
一
つ
ひ
と
つ
に
農
家
自

身
が
値
段
付
け
を
し
て
、
販
売
コ
ー
ナ
ー
で
の
陳
列
も
農
家

自
身
が
行
う
な
ど
の
工
夫
が
あ
り
、
新
鮮
な
地
元
産
の
農
産

物
が
安
価
で
買
え
る
と
評
判
を
呼
ん
で
い
ま
す
。
大
阪
や
神

戸
か
ら
の
来
客
も
多
く
、
週
末
は
駐
車
場
が
常
に
満
杯
の
状

態
で
す
。
平
成
二
一
年
四
月
か
ら
は
、
地
元
産
の
野
菜
や
果

実
を
味
わ
え
る
「
イ
ー
ト
イ
ン
コ
ー
ナ
ー
」
も
オ
ー
プ
ン
す

る
予
定
で
す
。

⑤
「
食
育
の
ま
ち
」
紀
の
川
市
へ

紀
の
川
市
で
は
、
県
下
一
位
の
農
産
物
の
生
産
高
を
誇
る

だ
け
で
な
く
、
環
境
保
全
型
農
業
な
ど
安
全
・
安
心
な
農
産

物
づ
く
り
に
取
り
組
む
農
家
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
ま
た
、

学
校
給
食
に
地
場
産
の
農
産
物
を
取
り
入
れ
る
な
ど
の
取
組

も
熱
心
に
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
食
」
に
対

す
る
関
心
が
市
民
一
般
に
高
い
こ
と
か
ら
、
平
成
二
〇
年
に

「
紀
の
川
市
食
育
推
進
計
画
」
を
策
定
し
て
、
市
を
挙
げ
て

食
育
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
後
、
め
っ
け
も
ん
広
場
や
青
洲
の
里
な
ど
を
拠
点
と
し

て
、「
食
育
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
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◆
行
政
に
頼
ら
な
い
地
域
づ
く
り
へ

考
え
て
み
れ
ば
、
行
政
に
頼
ら
な
い
市
民
主
体
の
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
き
た
地
域
で
は
、
行
政
が
合
併
し
よ
う
が
し

ま
い
が
、
さ
ほ
ど
影
響
は
受
け
ま
せ
ん
。
市
町
村
合
併
は
、

各
地
域
が
行
政
依
存
か
ら
脱
却
す
る
チ
ャ
ン
ス
と
も
と
ら
え

ら
れ
ま
す
。

た
だ
、
私
が
心
配
し
て
い
る
の
は
、
合
併
に
よ
る
市
の
行

財
政
改
革
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
旧
町
で
培
っ
て
き
た
地
域
の
文

化
が
廃す

た
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
小
中
学
校
の
統

廃
合
は
効
率
的
な
投
資
と
い
う
観
点
か
ら
は
必
要
な
も
の
で

す
が
、
小
中
学
校
が
地
域
文
化
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
き

た
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
統
廃
合
を
行
う
場

合
に
は
、
地
域
の
意
見
を
尊
重
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

廃
校
と
な
っ
た
後
の
校
舎
の
活
用
を
ど
う
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
も
併
せ
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
地
方
へ
の
権
限
委
譲
の
名
の
下
に
、
県
か
ら
市
に

多
く
の
事
務
が
移
管
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
も
と
も
と

「
こ
の
ま
ま
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
合
併

し
た
わ
け
で
す
し
、
職
員
も
減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
、

紀
の
川
市
の
よ
う
な
地
方
の
新
設
合
併
の
市
に
は
新
た
な
業

務
に
取
り
組
む
余
裕
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
都
道
府
県

と
市
町
村
の
関
係
の
見
直
し
は
必
要
な
こ
と
で
す
が
、
市
町

村
へ
の
業
務
の
一
方
的
な
「
押
し
付
け
」
に
な
ら
な
い
よ
う

配
慮
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

◆
ふ
る
さ
と
づ
く
り
へ
の
「
志

こ
こ
ろ
ざ
し

」

紀
の
川
市
は
、
紆う

余よ

曲き
ょ
く

折せ
つ

は
あ
っ
た
も
の
の
、
市
長
の
指

導
力
、
市
議
会
議
員
の
協
力
、
市
職
員
の
意
識
の
高
さ
な
ど

様
々
な
要
素
が
か
み
あ
い
、
合
併
が
う
ま
く
い
っ
た
と
い
え

ま
す
。
し
か
し
、
本
格
的
な
ま
ち
づ
く
り
は
こ
れ
か
ら
で

す
。
合
併
に
い
た
っ
た
「
初
心
」
や
合
併
に
と
も
な
う
「
痛

み
」
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
紀
の
川
市
づ
く
り
に

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
よ
り
よ
い
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ふ
る
さ
と
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
高
い

「
志

こ
こ
ろ
ざ
し

」
を
も
つ
こ
と
が
肝
心
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
自
身
も
、
紀
の
川
市
の
職
員
提
案
制
度
に
挑
戦
し
、
ブ

ロ
グ
形
式
で
市
政
を
分
か
り
や
す
く
情
報
発
信
す
る
市
職
員

ブ
ロ
グ
「
紀
の
川
ぷ
る
ぷ
る
通
信
」
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
農
林
商
工
部
の
職
員
の
協
力
を
得
て
、
気
軽

な
読
み
物
と
し
て
人
気
を
集
め
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
い
ち
ど
、

http://blog.m
urablo.jp/purupuru/

に
ア
ク
セ
ス

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

合
併
し
た
ば
か
り
の
紀
の
川
市
の
課
題
は
山
積
し
て
い
ま

す
が
、
私
は
、
国
や
県
の
立
場
で
は
な
く
、
よ
り
現
場
に
近

い
市
町
村
の
立
場
で
農
業
を
は
じ
め
様
々
な
課
題
に
携
わ
る

こ
と
が
で
き
、
大
変
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
貴
重
な
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
中
村
愼
司
市
長
は

じ
め
紀
の
川
市
、
紀
の
川
市
議
会
の
関
係
の
方
々
に
感
謝
申

し
上
げ
、
筆
を
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
平
成
二
一
年
三
月
『
か
が
り
火
一
二
九
号
』）

※
『
か
が
り
火
』
投
稿
記
事
は
付
属
Ｃ
Ｄ
に
も
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を

添
付
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
覧
く
だ
さ
い
（
Ｃ
Ｄ
資
料
編
①
）。
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（
二
）
た
め
池
災
害
緊
急
レ
ポ
ー
ト

～
和
歌
山
県
紀
の
川
市
の
現
場
か
ら
～

「
桃
山
町
調つ

か
月つ

き
地
内
の
た
め
池
二
箇
所
の
堤
防
が
決
壊
寸

前
で
す
。
避
難
勧
告
の
発
令
の
検
討
を
お
願
い
し
ま
す
」

平
成
二
〇
年
五
月
二
五
日
午
前
六
時
過
ぎ
。
現
場
か
ら
の

電
話
に
強
い
あ
せ
り
を
感
じ
た
。
未
明
か
ら
警
戒
態
勢
を
敷

い
て
い
た
が
、
ま
さ
か
、
た
め
池
災
害
と
い
う
事
態
に
遭
遇

す
る
と
は
思
い
も
し
て
い
な
か
っ
た
。
人
命
第
一
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
避
難
勧
告
の
発
令
の
範
囲
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。た
め
池
が
決
壊
し
た
場
合
の
影
響
範
囲
を
示
す「
た

め
池
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
が
整
備
さ
れ
て
い
れ
ば
、
す
ぐ
に

範
囲
は
確
定
で
き
る
。
だ
が
、
今
年
度
、
市
の
単
独
予
算
で

マ
ッ
プ
の
調
査
費
を
計
上
し
た
ば
か
り
だ
。
幸
い
、
地
元
出

身
の
課
長
が
華
麗
な
手
さ
ば
き
で
地
図
の
色
塗
り
を
は
じ
め

た
。地
元
の
地
形
や
水
路
、家
屋
の
状
況
が
全
て
頭
に
は
い
っ

て
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
名
人
芸
だ
。
あ
っ
と
い
う
間
に
地

図
が
完
成
、
六
五
世
帯
の
避
難
勧
告
の
範
囲
を
確
定
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
市
長
の
認
可
を
得
て
、
避
難
勧
告
の
発
令
の

準
備
を
進
め
る
。
同
時
に
、
地
元
消
防
団
に
よ
る
ポ
ン
プ
排

水
の
手
配
、
た
め
池
下
流
域
の
国
道
、
県
道
の
通
行
止
め
の

協
議
も
行
う
。

午
前
八
時
一
〇
分
、
避
難
勧
告
発
令
。
関
係
部
局
と
協
議

し
、
防
災
無
線
で
二
回
周
知
す
る
と
と
も
に
、
市
の
車
で
個

別
訪
問
を
行
い
周
知
の
徹
底
を
図
っ
た
。
避
難
所
に
指
定
さ

専門誌『農村振興』
専門誌『農村振興』に投稿した「た
め池災害緊急レポート」は、平成
20 年度の優秀報文の表彰をいただ
きました。 
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れ
て
い
る
調
月
小
学
校
の
体
育
館
に
は
保
健
師
も
配
置
し
、

避
難
さ
れ
る
住
民
の
健
康
面
で
の
配
慮
も
万
全
を
期
す
る
こ

と
に
し
た
。
地
元
の
市
議
会
議
員
か
ら
何
度
も
電
話
が
か

か
っ
て
く
る
。
現
在
の
市
の
対
応
状
況
に
つ
い
て
、
丁
寧
に

説
明
す
る
こ
と
を
心
が
け
た
。

地
元
消
防
団
の
ポ
ン
プ
だ
け
で
は
、
た
め
池
の
水
位
は
容

易
に
下
が
ら
な
い
。
雨
も
降
り
続
け
て
い
る
。
副
市
長
の
指

示
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
の
排
水
ポ
ン
プ
車
を
要
請
す
る
こ

と
に
し
た
。
実
は
、
数
年
前
、
国
土
交
通
省
河
川
局
補
佐
時

代
に
排
水
ポ
ン
プ
車
の
担
当
を
し
て
い
た
。
通
常
は
河
川
の

側
に
固
定
さ
れ
る
排
水
ポ
ン
プ
を
可か

搬は
ん
式し

き
に
し
た
も
の
で
、

そ
の
汎
用
性
の
高
さ
か
ら
、
全
国
の
水
害
時
に
大
活
躍
し
て

い
る
。
た
め
池
の
よ
う
な
河
川
と
切
り
離
さ
れ
た
場
所
の
災

害
で
出
動
し
て
も
ら
え
る
か
、
若
干
不
安
だ
っ
た
が
、
和
歌

山
河
川
国
道
事
務
所
の
所
長
に
事
態
の
緊
急
性
を
理
解
し
て

も
ら
い
、
す
ぐ
さ
ま
出
動
許
可
が
お
り
た
。
到
着
し
た
排
水

ポ
ン
プ
車
の
重
量
は
六・
二
ト
ン
。
近
く
で
見
る
と
戦
車
の

よ
う
だ
。
午
後
二
時
半
、
ク
レ
ー
ン
で
た
め
池
に
お
ろ
し
、

排
水
を
開
始
し
た
。
排
水
先
の
水
路
の
能
力
の
関
係
上
、
一

分
間
三
〇
ト
ン
の
排
水
能
力
を
フ
ル
に
活
用
で
き
な
い
の
が

堤防が決壊寸前になったため池
紀の川市が合併してからはじめての大きなため池災害。市をあげて災害対応した
結果、地元から「合併して本当によかった」という評価をいただきました。
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残
念
だ
が
、
水
位
の
減
り
は
ず
い
ぶ
ん
加
速
し
た
。
何
よ
り

も
、
地
元
の
人
た
ち
が
、
排
水
ポ
ン
プ
車
の
圧
倒
的
な
存
在

感
に
「
安
心
」
を
感
じ
て
く
れ
た
よ
う
だ
。

午
後
に
な
っ
て
仁
坂
吉
伸
知
事
が
駆
け
つ
け
、
た
め
池
の

現
場
と
あ
わ
せ
て
避
難
所
も
訪
問
し
て
く
れ
た
。
新
聞
記
者

の
質
問
に
「
こ
の
地
区
だ
け
に
限
ら
ず
、
和
歌
山
に
は
た
め

池
が
多
い
。
優
先
順
位
を
つ
け
て
早
く
何
と
か
し
な
い
と
」

と
答
え
る
な
ど
、
た
め
池
防
災
対
策
の
重
要
性
を
改
め
て
認

識
し
て
く
れ
た
よ

う
だ
。
国
会
の
石

田
真
敏
議
員
、
西

博
義
議
員
、
世
耕

弘
成
議
員
や
地
元

の
県
会
議
員
も
駆

け
つ
け
て
き
て
く

れ
た
。
地
元
に

と
っ
て
は
心
強
い

限
り
だ
。

夕
方
に
な
っ
て
、
中
村
愼
司
紀
の
川
市
長
を
本
部
長
と
す

る
現
地
対
策
本
部
を
開
催
し
、
今
晩
の
体
制
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
雨
も
あ
が
り
水
位
も
減
少
し
つ
つ
あ
る
。
避
難
住
民

は
、
朝
か
ら
慣
れ
な
い
避
難
所
で
疲
労
し
て
い
る
。
で
き
れ

ば
避
難
勧
告
を
解
除
し
た
い
。
し
か
し
、
た
め
池
の
水
位
は

ま
だ
ま
だ
高
い
。
万
一
破
堤
し
た
場
合
、
人
命
に
か
か
わ
る

災
害
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
避
難
勧
告
の
継
続
を
決
定

し
、
市
長
と
一
緒
に
避
難
所
に
向
か
っ
た
。
現
状
を
正
確
に

伝
え
る
こ
と
に
努
め
た
が
、「
避
難
を
継
続
し
て
ほ
し
い
」

と
住
民
に
伝
え
る
と
落
胆
す
る
様
子
が
あ
り
あ
り
と
分
か
っ

た
。
避
難
勧
告
の
判
断
は
、
市
町
村
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。

勧
告
の
発
令
の
判
断
だ
け
で
な
く
、
解
除
に
つ
い
て
の
判
断

も
本
当
に
難
し
い
。

国
土
交
通
省
と
地
元
消
防
団
に
よ
る
ポ
ン
プ
排
水
は
、
夜

を
徹
し
て
続
け
ら
れ
た
。
国
土
交
通
省
は
照
明
車
も
配
備
し

て
く
れ
た
。
本
当
に
あ
り
が
た
い
。
農
地
課
職
員
に
よ
っ
て

排水ポンプ車
国土交通省の排水ポンプ車は 6.2ｔ。まるで戦車
のようでした。ただ、その圧倒的な存在感に地元
の人たちは 「安心」を感じてくれたようです。
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定
期
的
に
た
め
池
水
位
の
観
測
を
行
う
が
、
じ
わ
じ
わ
と
水

位
は
下
が
っ
て
き
て
い
る
。
翌
朝
午
前
六
時
二
〇
分
、
現
地

対
策
本
部
が
再
び
召
集
さ
れ
、
避
難
勧
告
の
解
除
を
決
定
し

た
。
水
位
が
下
が
り
破
堤
す
る
危
険
性
は
低
い
と
判
断
し
た

た
め
だ
。
た
だ
、
完
全
に
危
険
な
状
態
を
脱
す
る
た
め
に
は
、

た
め
池
の
水
を
完
全
に
抜
く
必
要
が
あ
る
。
ポ
ン
プ
排
水
は

継
続
し
て
続
け
る
こ
と
に
し
た
。

五
月
二
六
日
午
後
五
時
四
五
分
、
二
箇
所
の
た
め
池
が
ほ

ぼ
空
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
現
地
対
策
本
部
を
解
散
。
翌
五

月
二
七
日
早
朝
か
ら
、
仮
復
旧
作
業
を
開
始
し
て
、
破
堤
寸

前
と
な
っ
た
堤
防
を
切
り
崩
し
て
土
の
う
を
積
み
上
げ
、
当

面
の
対
策
を
講
じ
る
。
そ
の
日
の
う
ち
に
近
畿
農
政
局
の
査

定
官
の
視
察
も
受
け
、
災
害
対
策
に
つ
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
も

も
ら
っ
た
。

当
面
の
危
険
な
状
況
を
脱
し
た
後
は
、
た
め
池
の
復
旧
を

急
い
で
水
の
必
要
な
夏
期
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
六

月
上
旬
ま
で
に
は
、
土
の
う
や
蛇じ

ゃ
か
ご
に
よ
る
応
急
復
旧
に

よ
り
、
一
箇
所
の
た
め
池
は
貯
水
で
き
る
状
況
を
回
復
し
た
。

本
格
的
な
復
旧
は
、
災
害
査
定
を
受
け
た
後
で
、
秋
以
降
に

行
う
予
定
で
あ
る
。

紀
の
川
市
は
、
平
成
一
七
年
一
一
月
に
五
つ
の
町
が
合
併

し
て
で
き
た
人
口
七
万
人
の
新
し
い
市
で
あ
る
。
合
併
し
て

以
来
最
初
の
大
災
害
と
な
っ
た
今
回
、
不
慣
れ
な
部
分
も

あ
っ
た
が
、
地
元
や
消
防
団
、
県
・
国
の
協
力
を
得
て
、
中

村
市
長
を
は
じ
め
市
役
所
職
員
が
一
体
と
な
っ
て
災
害
対

策
に
当
っ
た
。
地
元
か
ら
は
、「
合
併
し
て
本
当
に
よ
か
っ

た
。
旧
町
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
機
動
的
な
対
応
は
期
待
で
き

な
か
っ
た
だ
ろ
う
」
と
い
う
評
価
も
い
た
だ
い
た
。
ほ
ぼ
二

晩
徹
夜
状
態
が
続
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
市
民
の
声
は
、
市

職
員
に
と
っ
て
疲
れ
を
吹
き
飛
ば
す
か
け
が
え
の
な
い
「
宝

物
」
だ
。

紀
の
川
市
内
に
は
、
七
八
六
箇
所
の
た
め
池
が
あ
る
。
今

回
の
た
め
池
災
害
を
教
訓
と
し
て
、
た
め
池
防
災
対
策
の
必



159

要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
い
っ
た

状
況
を
受
け
、
六
月
九
日
、
市
内
の
関
係
者
に
対
し
て
、
次

の
事
項
に
配
慮
し
て
ほ
し
い
旨
の
通
知
を
発
出
し
た
。

①
底
樋
、
サ
イ
ホ
ン
、
余
水
吐
、
水
路
の
点
検
・
掃
除
及
び

法
面
の
草
刈
等
、
た
め
池
の
日
常
管
理
に
努
め
る
こ
と

②
大
雨
が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
は
、
事
前
に
た
め
池
の
水
位

を
下
げ
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と

③
た
め
池
災
害
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
下
流
域
等
の
関
係
住

民
に
周
知
す
る
こ
と

④
た
め
池
の
日
常
管
理
等
に
つ
い
て
、
農
地
・
水
・
環
境
保

全
向
上
対
策
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
等
の
補
助

制
度
の
活
用
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
検
討
す
る
こ
と

こ
の
通
知
を
受
け
、
知
り
合
い
の
区
長
さ
ん
が
、
早
速
、

動
い
て
く
れ
た
。
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
の
一
環

と
し
て
、
地
域
の
た
め
池
の
草
刈
り
を
住
民
総
出
で
行
っ
て

く
れ
た
そ
う
だ
。
農
村
振
興
局
補
佐
時
代
、
制
度
の
創
設
に

若
干
な
が
ら
も
か
か
わ
っ
た
人
間
と
し
て
、
嬉
し
い
限
り
だ
。

今
回
の
た
め
池
災
害
は
、
多
く
の
教
訓
を
残
し
た
。
農
家

の
高
齢
化
が
進
む
中
、
た
め
池
の
日
常
管
理
が
行
き
届
い
て

い
な
い
。
一
方
、
都
市
化
が
進
み
、
た
め
池
の
堤
防
ぎ
り
ぎ

り
ま
で
家
屋
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
堤
防
強
化
対
策
な
ど
の

ハ
ー
ド
整
備
を
着
実
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
市
町

村
財
政
は
厳
し
く
予
算
に
限
り
が
あ
る
。
た
め
池
の
日
常
管

理
の
強
化
や
危
険
情
報
の
周
知
な
ど
ソ
フ
ト
対
策
を
強
化
し

て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
。
特
に
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
整
備

は
一
刻
を
争
う
問
題
と
思
う
。
平
成
一
三
年
の
水
防
法
の
改

正
に
よ
り
、
一
級
河
川
な
ど
の
洪
水
予
報
河
川
に
つ
い
て
は
、

浸
水
想
定
区
域
の
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
、
国
や
県
の
全
額

負
担
に
よ
っ
て
洪
水
時
の
危
険
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
た
め
池
に
つ
い
て
は
地
元
負
担
が
原
則
だ
。
二

次
元
不
定
流
計
算
な
ど
莫
大
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
費
用
が
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か
か
る
手
法
よ
り
、
簡
易
で
安
価
な
手
法
の
開
発
が
、
緊
急

の
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
の
災
害
で
、
幸
い
に
も
人
的
被
害
を
出
さ
ず
に
す
ん

だ
の
は
、
地
元
の
方
々
、
地
元
消
防
団
の
活
躍
は
も
と
よ
り
、

国
・
県
の
多
大
な
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
考
え
て
い
る
。

改
め
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、
今
回
、
中
村
市
長
の
強

力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
農
地
課
の
職
員
は
じ
め
市
職

員
も
献
身
的
な
働
き
を
し
て
く
れ
た
。
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

（
平
成
二
〇
年
九
月
『
農
村
振
興
第
七
〇
五
号
』）

※
『
農
村
振
興
』
投
稿
記
事
は
付
属
Ｃ
Ｄ
に
も
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を

添
付
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
覧
く
だ
さ
い
（
Ｃ
Ｄ
資
料
編
②
）。

紀の川市ため池浸水
ハザードマップ
平成 23 年 2 月、紀の川市全域を対象とし
た「ため池浸水ハザードマップ」を公表しま
した。厳密なシミュレーションはしていま
せんが、ため池災害の危険性を周知するの
に大きな効果があると考えています。
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（
三
）
棚
田
の
起
源
は
紀
の
川
市
？

「
皆
さ
ん
は
大
変
な
宝
物
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
残
念

な
が
ら
そ
の
こ
と
に
お
気
づ
き
に
な
っ
て
い
な
い
。
棚
田
の

起
源
は
紀
の
川
市
な
の
で
す
」

平
成
一
九
年
五
月
、
紀
の
川
市
の
講
演
会
場
を
埋
め
尽
く

し
た
五
〇
〇
人
の
聴
衆
は
、
中
島
峰
広
さ
ん
の
こ
の
言
葉
に

は
っ
と
し
ま
し
た
。

中
島
さ
ん
は
、
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
で
、
全
国
の
棚
田

に
精
通
し
た
「
棚
田
博
士
」
と
い
わ
れ
て
い
る
方
で
す
。

和
歌
山
県
下
一
位
の
農
業
生
産
を
誇
り
、
果
物
が
生
産
の

七
割
を
占
め
る
紀
の
川
市
。「
棚
田
」
と
い
う
言
葉
は
知
っ

て
い
て
も
、
紀
の
川
市
が
「
棚
田
の
起
源
」
だ
っ
た
と
は
、

と
い
う
新
鮮
な
驚
き
を
覚
え
た
人
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

中
島
さ
ん
が
、「
棚
田
」
と
い
う
言
葉
の
由
来
を
調
べ
始

め
た
き
っ
か
け
は
、
研
究
の
対
象
物
と
し
て
「
棚
田
」
に
取

り
組
み
始
め
た
際
の
素
朴
な
疑
問
か
ら
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
た
ど
り
着
い
た
の
が
、
応
永
一
三
年
（
一
四
〇
六

年
）
の
高
野
山
文
書
の
『
僧そ

う

快か
い

全ぜ
ん

学が
く

道ど
う

衆し
ゅ
う

堅り
ゅ
う

義ぎ

料り
ょ
う

田で
ん

注ち
ゅ
う

進し
ん

状じ
ょ
う

』
と
い
う
文
献
で
し
た
。
そ
の
中
に
「
棚
田
」
と
い
う
言

葉
が
現
れ
、「
荒
川
荘
」
の
東
の
方
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

「
堅り

ゅ
う

義ぎ

」
と
い
う
の
は
討
論
会
み
た
い
な
も
の
で
、
学が

く
道ど

う

衆し
ゅ
う

と
い
う
僧
侶
の
一
集
団
の
討
論
会
の
費
用
に
す
る
た
め
の

「
料り

ょ
う

田で
ん

」
が
こ
の
棚
田
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

中
島
さ
ん
は
、「
荒
川
荘
」
と
い
う
地
名
を
頼
り
に
地

棚田博士・中島峰広さん
棚田博士・中島峰広さんは、紀の川
市が「棚田の起源」であることに初
めて着目した方です。私達の「宝物」
に気付かせてくれました。
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名
辞
典
を
ひ
も
と
き
、
紀
の
川
市
桃
山
町
の
元
集
落
を

二
万
五
千
分
の
一
の
地
図
で
探
し
出
し
ま
し
た
。
行
動
派
の

中
島
さ
ん
は
、
す
ぐ
さ
ま
地
元
の
教
育
委
員
会
に
連
絡
を
と

り
現
地
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
平
成
一
〇
年

の
こ
と
。
残
念
な
が
ら
、
そ
の
と
き
は
「
こ
こ
だ
」
と
い
う

特
定
は
で
き
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

中
島
さ
ん
が
見
当
を
つ
け
た
場
所
は
、
丘
陵
地
か
ら
沖
積

地
に
か
け
て
の
桃
畑
で
す
。
現
地
で
話
を
聞
く
と
昭
和
三
〇

年
代
ま
で
は
水
田
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
同
時
に
案
内
さ
れ
た

黒
川
に
あ
る
石
積
み
の
棚
田
を
見
て
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
地

域
一
体
が
日
本
有
数
の
棚
田
地
域
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
た
そ
う
で
す
。
こ
の
顛
末
は
、中
島
さ
ん
の
名
著『
日

本
の
棚
田
』
の
冒
頭
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
東
京
学
芸
大
学
が
こ
の
地
域
の
地
籍
図
に
小
字

境
を
描
い
た
図
面
を
作
成
し
た
こ
と
が
ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー

（
突
破
口
）
と
な
り
、
早
稲
田
大
学
の
海
老
沢
衷
教
授
の
精

力
的
な
研
究
に
よ
り
、
高
野
山
文
書
に
あ
る
「
棚
田
」
の
場

所
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
元
集
落
の
は
ず
れ
に

あ
る
「
オ
イ
ノ
池
」
の
下
の
水
田
が
、
注
進
状
に
出
て
く
る

日
本
で
は
じ
め
て
文
献
上
記
録
さ
れ
た
「
棚
田
」
で
あ
る
と

い
う
も
の
で
す
。

講
演
会
の
前
日
、
私
も
中
島
さ
ん
と
ご
一
緒
し
て
現
地
に

行
き
ま
し
た
。
し
か
し
、「
文
献
上
日
本
最
初
の
棚
田
」
は
、

国
道
の
バ
イ
パ
ス
が
最
近
完
成
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の
下
に

埋
ま
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
上
の
オ
イ
ノ
池
も
潰
れ
て
し
ま
っ

て
い
ま
し
た
。

バ
イ
パ
ス
横

の
直
壁
の
階
段

を
降
り
た
と
こ

ろ
、「
棚
田
」

の
末
端
に
あ
た

る
と
こ
ろ
に
わ

ず
か
な
が
ら

段
々
の
桃
畑
が

桃山町元の棚田跡
紀の川市桃山町元地区の棚田跡は、現在桃畑
になっていて原形はとどめていません。この貴
重な「宝物」を私たちがどう守り活用していく
かが課題となっています。
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あ
り
ま
し
た
。

桃
の
袋
が
け
を
さ
れ
て
い
る
当
地
の
農
家
の
方
に
も
話
を

聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
か
つ
て
水
田
だ
っ
た
桃
畑
が

そ
の
よ
う
に
価
値
の
あ
る
場
所
だ
と
い
う
こ
と
は
全
く
知
ら

な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。

私
の
紀
の
川
市
へ
の
派
遣
が
決
ま
っ
た
と
き
、
中
島
さ
ん

か
ら
、

「
そ
こ
は
ま
さ
に
棚
田
が
は
じ
ま
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
あ
ん
た
、

よ
く
そ
こ
に
行
っ
て
く
れ
た
な
」

と
い
う
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

中
島
さ
ん
の
講
演
は
、
紀
の
川
市
の
「
宝
物
」
の
存
在
に
、

改
め
て
私
達
が
気
づ
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
ま

す
。今

後
、
紀
の
川
市
の
「
宝
物
」
で
あ
る
桃
山
町
元
の
棚
田

跡
に
つ
い
て
、
文
化
庁
や
和
歌
山
県
立
博
物
館
と
も
連
携
し

て
、
し
っ
か
り
と
調
査
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
平
成
一
九
年
五
月　
理
事
通
信
）　
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（
四
）
棚
田
の
ル
ー
ツ
を
探
る

本
日
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
棚
田
の
ル
ー
ツ
を
探
る
』
に

お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま

た
、
全
国
か
ら
き
て
い
た
だ
い
た
棚
田
学
会
会
員
の
み
な
さ

ま
、
遠
い
と
こ
ろ
を
紀
の
川
市
に
よ
う
こ
そ
お
い
で
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

昨
年
五
月
の
棚
田
博
士
・
中
島
さ
ん
の
講
演
会
か
ら
一
年

を
経
過
し
、
紀
の
川
市
に
あ
る
と
い
う
「
文
献
上
日
本
最
初

の
棚
田
」
に
つ
い
て
、
紀
の
川
市
と
棚
田
学
会
が
一
緒
に
知

見
を
深
め
て
い
こ
う
と
い
う
趣
旨
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。

実
は
、
昨
年
の
中
島
さ
ん
の
講
演
か
ら
本
日
ま
で
の
間
に
、

紀
の
川
市
に
と
っ
て
少
々
残
念
な
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。

「
文
献
上
日
本
最
初
の
棚
田
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
紀
の

川
市
桃
山
町
元
地
区
の
棚
田
よ
り
も
、
七
〇
年
ほ
ど
古
い
文

献
に
「
棚
田
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。

場
所
は
、
お
隣
の
か
つ
ら
ぎ
町
の
東
渋
田
地
区
で
、
史
料

は
、
建
武
五
年
（
一
三
三
八
年
）
の
『
志し

富ぶ

田た
の
荘し

ょ
う

検け
ん
注ち

ゅ
う

帳ち
ょ
う

』

で
す
。
検
注
と
は
、
中
世
、
荘
園
で
行
わ
れ
て
い
た
土
地
調

査
の
こ
と
で
す
。
高
野
山
領
で
あ
っ
た
志
富
田
荘
で
検
注
を

行
っ
た
帳
簿
の
中
に
、「
棚
田
」
と
い
う
言
葉
が
記
載
さ
れ

て
い
た
の
で
す
。
こ
の
た
め
、「
文
献
上
日
本
最
初
の
棚
田
」

に
つ
い
て
は
、
か
つ
ら
ぎ
町
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま

し
た
。

こ
の
文
献
を
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
和
歌
山
県
立

博
物
館
学
芸
員
の
高
木
徳
郎
さ
ん
（
現
・
早
稲
田
大
学
准
教

授
）
で
す
。

本
日
は
、
基
調
講
演
に
早
稲
田
大
学
教
授
の
海
老
澤
衷
さ

ん
を
迎
え
て
『
棚
田
発
祥
地
と
し
て
の
紀
の
川
流
域
』
と
い

う
講
演
を
い
た
だ
い
た
上
で
、
高
木
さ
ん
も
交
え
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
、
棚
田
に
つ
い
て
議
論
を
深
め

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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◆
棚
田
と
は
？

皆
さ
ん
は
、「
棚
田
」
と
い
う
言
葉
か
ら
ど
の
よ
う
な
田

ん
ぼ
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？

紀
の
川
市
の
近
く
で
有
名
な
の
は
、
有
田
川
町
清
水
の

「
あ
ら
ぎ
島
」
の
棚
田
で
す
ね
。
蛇
行
す
る
有
田
川
に
と
り

か
こ
ま
れ
る
よ
う
に
広
が
る
、
美
し
い
扇
状
の
こ
の
棚
田
に

は
、
四
季
折
々
姿
を
変
え
て
魅
了
さ
れ
ま
す
。

中
島
さ
ん
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
棚
田
と
は
、
二
〇
分
の
一

以
上
、
つ
ま
り
二
〇
メ
ー
ト
ル
歩
く
と
一
メ
ー
ト
ル
標
高
が

上
が
る
、
そ
う

い
っ
た
勾
配
以

上
の
傾
斜
地
に

あ
る
水
田
と
し

て
い
ま
す
。
こ

の
定
義
に
よ
れ

ば
、
全
国
の

水
田
の
お
よ
そ

八
％
が
棚
田
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

棚
田
に
は
、
お
米
を
つ
く
る
と
い
う
基
本
的
な
役
割
以
外

の
様
々
な
機
能
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
多
面
的
機
能
と
い
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
洪
水
防
止
、
水
源
か
ん
養
、
良
好
な
景

観
の
形
成
、
保
健
休
養
機
能
な
ど
様
々
な
役
割
が
あ
る
わ
け

で
す
。

一
方
、
棚
田
地
域
は
過
疎
化
・
高
齢
化
の
危
機
に
さ
ら
さ

れ
て
い
ま
す
。
耕
作
放
棄
が
す
す
み
、
の
り
面
崩
落
な
ど
荒

廃
が
進
ん
で
い
る
棚
田
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
中
、
棚
田
の
保
全
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
喫

緊
の
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
棚
田
保
全
の
潮
流

全
国
の
棚
田
保
全
の
取
組
が
本
格
的
に
動
き
始
め
た
の
は
、

平
成
七
年
か
ら
で
す
。

こ
の
年
、「
万
里
の
長
城
に
も
匹
敵
す
る
」
と
司
馬
遼
太

郎
に
賞
賛
さ
れ
た
神か

ん
在ざ

い
居こ

の
棚
田
を
有
す
る
高
知
県
檮ゆ

す
原は

ら
町

あらぎ島の棚田（有田川町）
美しい扇形で四季折々の風景を楽しませてく
れる「あらぎ島の棚田」。平成 25 年に開催さ
れる近畿初の棚田サミットに向けて、高野山
との関係などを議論していきたいですね。
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で
「
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
サ
ミ
ッ
ト

は
、
全
国
の
棚
田
地
域
の
自
治
体
や
農
家
が
集
ま
っ
て
棚
田

の
役
割
な
ど
を
話
し
合
う
も
の
で
す
。

長
野
県
千ち

く
ま曲

市
の
姨お

ば
捨す

て
の
棚
田
（
第
三
回
）
や
石
川
県
輪わ

島じ
ま

市
の
白し

ろ
米よ

ね
の
千
枚
田
（
第
七
回
）
な
ど
全
国
屈
指
の
棚
田

地
域
が
こ
の
サ
ミ
ッ
ト
を
招
致
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
平
成
二
五
年
、
和
歌
山
県
有
田
川
町
で
棚
田
サ

ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

近
畿
で
初
め
て
の
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
と
な
り
ま
す
。

第
一
回
サ
ミ
ッ
ト
の
二
ヵ
月
後
に
は
、
都
市
住
民
が
主
体

と
な
っ
て
棚
田
保
全
を
応
援
し
よ
う
と
い
う
「
棚
田
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
一
一
年
に
は
、
棚
田

を
学
問
の
対
象
と
し
て
い
こ
う
と
い
う
「
棚
田
学
会
」
が
発

足
し
ま
し
た
。
農
業
土
木
や
地
理
、
文
化
・
歴
史
学
な
ど
一

級
の
研
究
者
が
集
い
、
学
際
的
な
棚
田
の
研
究
が
進
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
棚
田
保
全
の
取
組
は
、「
官
」
主
導
で
は

な
く
、「
民
」
主
導
で
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
大
き
な
特

徴
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
を
受
け
て
、
国
で
も
、
平
成
一
一
年
に

棚
田
百
選
を
認
定
し
、
和
歌
山
県
で
は
有
田
川
町
の
「
あ
ら

ぎ
島
」
の
棚
田
が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
一
〇
年
、
国
の
補
助
事
業
と
し
て
、
棚
田
を
整
備
す

る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
棚
田
地
域
の
実
情
に
あ
わ
せ

て
等
高
線
に
沿
っ
た
簡
易
な
け
い
は
ん
整
備
も
可
能
と
な
る

も
の
で
す
。
あ
わ
せ
て
、
棚
田
に
お
け
る
地
域
活
動
を
支
援

す
る
た
め
の
「
棚
田
基
金
」
も
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
一
二
年
に
は
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
が
創

設
さ
れ
、
棚
田
地
域
な
ど
条
件
が
不
利
な
農
地
で
農
業
を
営

ん
で
お
ら
れ
る
方
に
一
定
額
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
景
観
法
の
制
定
や
文
化
財
保
護
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
人
と
自
然
と
の
関
わ
り
の
中
で
作
り
出
さ
れ
て
き
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た
棚
田
な
ど
の
「
文
化
的
景
観
」
を
守
っ
て
い
く
仕
組
み
が

で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
一
九
年
、
国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
農
地
・

農
業
用
水
等
の
資
源
を
共
同
で
保
全
す
る
活
動
な
ど
に
支
援

を
行
う
「
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
」
が
創
設
さ
れ

ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
棚
田
を
保
全
し
て
い
く
取
組
は
、「
民
」

が
引
っ
張
る
形
で
「
官
」
の
制
度
が
整
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

紀
の
川
市
に
も
、
鞆と

も
渕ぶ

ち
や
野の

田た

原は
ら
を
中
心
に
、
多
く
の
棚

田
が
あ
り
ま
す
。
紀
の
川
市
民
が
、
こ
の
「
棚
田
」
の
価
値

を
再
認
識
し
、都
市
住
民
等
も
巻
き
込
む
中
で
、棚
田
を
守
っ

て
い
く
取
組
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。　

◆
近
畿
初
の
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
に
向
け
て

日
本
で
文
献
上
最
初
に
記
さ
れ
た
か
つ
ら
ぎ
町
東
渋
田
の

棚
田
、
紀
の
川
市
桃
山
町
元
の
棚
田
跡
、
そ
し
て
棚
田
百
選

に
も
選
ば
れ
た
有
田
川
町
の
「
あ
ら
ぎ
島
」
の
棚
田
、
こ
れ

ら
和
歌
山
県
を
代
表
す
る
棚
田
は
い
ず
れ
も
、
高
野
山
領

だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

和
歌
山
県
は
、
紀
の
川
南
岸
の
広
い
範
囲
が
高
野
山
領
で

し
た
。
和
歌
山
県
は
徳
川
御
三
家
の
紀
州
藩
の
イ
メ
ー
ジ
が

強
く
、
こ
の
「
高
野
山
領
だ
っ
た
」
と
い
う
事
実
が
忘
れ
ら

れ
が
ち
で
す
。
紀
の
川
市
で
も
、
鞆と

も
渕ぶ

ち
・
名
手
・
荒
川
荘
な

ど
が
高
野
山
領
で
し
た
。
し
か
も
、
名
手
荘
は
嘉か

承し
ょ
う

二
年

（
一
一
〇
七
年
）、
荒
川
荘
は
平へ

い
治じ

元
年
（
一
一
五
九
年
）、

鞆
渕
荘
は
元げ

ん
弘こ

う
三
年
（
一
三
三
三
年
）
に
高
野
山
領
に
な
る

な
ど
、
平
安
時
代
や
室
町
時
代
以
来
の
歴
史
が
あ
る
わ
け
で

す
。こ

の
よ
う
に
、
高
野
山
は
和
歌
山
県
の
歴
史
的
な
棚
田
地

域
、
棚
田
発
祥
の
地
と
非
常
に
縁
が
深
い
わ
け
で
す
。

先
日
、
和
歌
山
県
の
仁
坂
吉
伸
知
事
の
講
演
の
中
で
、
高

野
山
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
「
高
野
山
に
は
現
在
の
貨
幣
価

値
で
七
〇
兆
円
も
の
価
値
が
あ
る
財
宝
が
あ
る
」
と
い
う
こ

と
を
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
保
険
会
社
の
試
算
だ
そ
う
で
す
。
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一
方
、
そ
の
高
野
山
の
資
産
形
成
を
支
え
て
き
た
の
は
、

実
は
こ
の
高
野
山
領
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
紀
の
川
市
に
か
つ

て
あ
っ
た
荒
川
荘
を
は
じ
め
と
し
た
棚
田
地
域
と
い
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

平
成
二
五
年
に
有
田
川
町
で
行
わ
れ
る
近
畿
初
の
棚
田
サ

ミ
ッ
ト
に
向
け
て
、
今
後
、
高
野
山
と
棚
田
と
の
関
係
を
は

じ
め
と
し
た
「
棚
田
の
ル
ー
ツ
」
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。　

（
平
成
二
〇
年
五
月
「
棚
田
の
ル
ー
ツ
を
探
る
」
講
演
を

再
構
成
）

※
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
恵
み
の
源
』

と
い
う
小
冊
子
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
添
付
Ｃ
Ｄ
に
も
Ｐ
Ｄ

Ｆ
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

シンポジウム『棚田のルーツを探る』
シンポジウムでは、紀の川流域の棚田のあり方な
どについて議論されました。シンポジウムの詳し
い内容は、『恵みの源』という冊子をごらんくだ
さい。
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（
五
）『
ふ
る
さ
と
を
く
だ
さ
い
』の「
ふ
る
さ
と
」と
は
？

「
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
そ
の
ふ
る
さ
と
を
ほ
ん
の
少
し
だ
け
、

分
け
て
貰
え
ん
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
い
て
る
人
た
ち
に
は
、

帰
る
ふ
る
さ
と
が
あ
ら
へ
ん
の
で
す
」

映
画
『
ふ
る
さ
と
を
く
だ
さ
い
』
の
中
で
、
精
神
障
害
者

の
共
同
作
業
所
「
麦
の
郷
」
の
所
長
が
「
紀
ノ
川
屋
」
の
店

主
に
語
っ
た
言
葉
で
す
。

精
神
障
害
者
へ
の
差
別
・
偏
見
は
、
日
本
の
社
会
に
根
強

く
残
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
一
九
六
〇
年
ご
ろ
か
ら
症

状
を
抑
え
る
薬
が
飛
躍
的
に
発
達
し
て
、
再
発
防
止
や
社
会

参
加
が
可
能
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
族
が
引
き
取

れ
ず
病
院
を
退
院
で
き
な
い
「
社
会
的
入
院
患
者
」
が
十
万

人
も
い
る
そ
う
で
す
。
こ
う
い
っ
た
引
き
取
り
手
の
い
な
い

患
者
を
「
ほ
っ
と
け
や
ん
」
と
地
域
に
施
設
を
作
っ
て
受
け

入
れ
よ
う
と
す
る「
麦
の
郷
」の
所
長
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
大

事
な
ふ
る
さ
と
に
、
よ
そ
も
ん
が
入
っ
て
き
て
ひ
っ
か
き
ま

わ
さ
れ
た
ら
か
な
わ
ん
」
と
反
対
す
る
店
主
。
二
人
の
対
立

す
る
姿
は
、
日
本
の
社
会
の
縮
図
で
も
あ
り
ま
す
。

実
は
、
こ
の
映
画
で
描
か
れ
る
「
ふ
る
さ
と
」
の
主
な
舞

台
は
紀
の
川
市
で
す
。
映
画
の
最
初
の
シ
ー
ン
に
出
て
く
る

百
合
山
か
ら
見
た
美
し
い
「
桃
源
郷
」
の
風
景
。
ヒ
ロ
イ
ン

の
実
家
「
紀
ノ
川
屋
」
周
辺
の
歴
史
風
情
の
深
い
街
並
み
。

髭ひ
げ

子こ

だ
ん
じ
り
を
囲
ん
だ
粉
河
の
夏
祭
の
情
景
。
エ
ン
ド

ロ
ー
ル
で
も
、
百ゆ

合り

山や
ま
の
山
頂
に
あ
る
小
さ
な
公
園
が
映
し

出
さ
れ
ま
す
。
映
画
の
随
所
に
、
私
た
ち
に
な
じ
み
の
あ
る

紀
の
川
市
の
風
景
が
織
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

映
画
の
舞
台
に
紀
の
川
市
が
選
ば
れ
た
の
は
、
映
画
監
督

の
冨
永
憲
治
さ
ん
が
、
粉
河
の
商
店
街
で
た
ま
た
ま
入
っ
た

楠
酒
店
に
協
力
要
請
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
粉
河
寺

の
大
門
の
近
く
で
通
り
の
向
こ
う
に
竜
門
山
が
迫
る
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
、
監
督
の
「
ふ
る
さ
と
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
ぴ
っ
た

り
重
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

店
主
の
楠
富
晴
さ
ん
が
、
麦
の
郷
理
事
長
の
田
中
秀
樹
さ
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ん
（
紀
の
川
市
遠お

ち
方か

た
出
身
）
と
粉
河
高
校
で
同
級
生
だ
っ
た

こ
と
や
、「
紀
州
粉
河
ま
ち
づ
く
り
塾
」
の
中
心
人
物
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
粉
河
地
区
を
中
心
と
し
た
紀
の
川
市
民
の

協
力
体
制
が
と
ん
と
ん
拍
子
に
で
き
上
が
り
ま
し
た
。
市
役

所
に
も
協
力
要
請
が
あ
り
職
員
が
エ
キ
ス
ト
ラ
出
演
で
協
力

し
ま
し
た
。

こ
の
映
画
は
、全
国
の
共
同
作
業
所
な
ど
で
つ
く
る「
き
ょ

う
さ
れ
ん
」
の
三
〇
周
年
記
念
と
し
て
製
作
さ
れ
、
平
成

二
〇
年
三
月
八
日
の
粉
河
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
で
の
上
映
会

を
皮
切
り
に
、
全
国
の
自
治
体
で
上
映
活
動
が
展
開
さ
れ
る

予
定
で
す
。
映
画
の
舞
台
と
な
っ
た
紀
の
川
市
が
注
目
さ
れ

る
の
は
、
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

精
神
障
害
は
、
風
土
や
文
化
と
関
係
な
く
、
一
四
〇
人
に

一
人
の
割
合
で
発
病
す
る
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
誰
で
も
か

か
り
得
る
病
気
な
の
で
す
。
脚
本
を
担
当
し
た
ジ
ェ
ー
ム

ス
三
木
さ
ん
は
、「
精
神
障
害
が
い
か
に
普
遍
的
な
も
の
か
、

同
時
に
普
遍
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
こ
に
生
ま
れ
が

ち
な
差
別
や
偏
見
の
感
情
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
こ
の
辺

に
光
を
当
て
た
か
っ
た
ん
で
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
（『
こ

映画『ふるさとをください』
映画『ふるさとをください』の主な舞台は、紀の川市です。この映画は、障害者福祉とどう
向き合っていくか、私達紀の川市民に問いかけているような気がします。
DVD 問い合わせ：イメージ・サテライト 03-3511-7030

写真提供：製作委員会



171

れ
ま
で
の
道
、
こ
れ
か
ら
の
夢
』（
ジ
ェ
ー
ム
ス
三
木
×
藤

井
克
徳
）。

こ
の
映
画
は
、
私
た
ち
紀
の
川
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
精

神
障
害
を
は
じ
め
と
し
た
障
害
者
福
祉
と
ど
う
向
き
合
っ
て

い
く
の
か
を
、
問
い
か
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

た
だ
、
そ
う
い
っ
た
少
し
重
い
テ
ー
マ
を
考
え
な
い
で
も
、

ほ
の
ぼ
の
と
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ド
ラ
マ
と
し
て
も
楽
し
め
る

内
容
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。
ヒ
ロ
イ
ン
役
の
大
路
恵
美
さ

NPO法人
紀州粉河まちづくり塾
代表
楠　富晴さん

―映画についての想いは？―　
　映画『ふるさとをください』と出会うま
では、映画づくりについては全然知りませ
んでした。冨永監督が「ふるさと」を探し
て粉河にたどりつき、もともとの設定を変
更してまで当店を舞台にしていただいたの
は、ある種運命的なものと考えています。
　「紀州粉河まちづくり塾」のメンバーを
中心にこの映画に協力した結果、「人と人
とのつながり」を再認識できました。粉河
は粉河寺など人をひきつけるマグネットを
もっていますが、この映画が「地域づくり」
は「人づくり」であると改めて気づかせて
くれました。
　障害者福祉の問題は、これからの高齢化
社会への対応と共通するものがあると思い
ます。映画でベンガルさんが「あんたらも
障害者や」と言った言葉が深く心に残って
います。　
　当店では、映画で使った「紀ノ川屋」の
看板をそのまま残しています。紀の川市に
おこしの際は、ぜひ気軽に当店にお立ち寄
りください。

映
画
が
「
地
域
づ
く
り
」
は
「
人
づ
く
り
」
で
あ
る
と
気
づ
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

・インタビュー・
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ん
と
「
紀
ノ
川
屋
」
店
主
で
父
親
役
の
ベ
ン
ガ
ル
さ
ん
と
の

愛
情
と
葛
藤
。
麦
の
郷
の
若
手
職
員
役
を
つ
と
め
た
春
口
宏

彰
さ
ん
と
ヒ
ロ
イ
ン
と
の
心
温
ま
る
交
流
。
笑
い
あ
り
、
涙

あ
り
で
、
心
の
底
か
ら
楽
し
め
る
映
画
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
に
、
春
口
宏
彰
さ
ん
の
真
面
目
で
飾
ら
な
い
演
技
は
、
出

色
の
出
来
映
え
と
感
じ
ま
し
た
。

ジ
ェ
ー
ム
ス
三
木
さ
ん
は
「
こ
れ
ま
で
に
映
画
で
何
十
本
、

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
何
百
本
と
い
う
脚
本
を
書
い
て
き
ま
し
た
。

今
ま
で
の
作
品
の
中
で
、
一
番
緊
張
し
た
と
言
っ
て
も
い
い

と
思
い
ま
す
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
ま
す
。

さ
て
、
冒
頭
の
「
麦
の
郷
」
の
所
長
と
「
紀
ノ
川
屋
」
の

店
主
の
葛
藤
は
、
ど
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
る
の
で
し
ょ
う

か
。
三
月
八
日
の
粉
河
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
の
上
映
会
に
は
、

ぜ
ひ
、
み
な
さ
ん
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
お
い
で
く
だ
さ
い
。

（
平
成
二
〇
年
三
月　
理
事
通
信
）

「紀ノ川屋」の看板
楠酒店では、映画で使われた「紀ノ川屋」
の屋号が今も掲げられています。映画は、
台湾、フィリピン、中南米などでも上映さ
れ海外からのファンが訪ねてくることもあ
るそうです。　　　 写真提供：製作委員会
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（
六
）「
あ
ら
川
の
桃
」
の
「
あ
ら
か
わ
」
と
は
？

本
日
は
、「
あ
ら
川
の
桃
」
の
生
産
農
家
の
皆
さ
ん
の
前

で
お
話
し
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
、
大
変
あ
り
が
た
く
感
じ

る
と
と
も
に
少
々
緊
張
し
て
い
ま
す
。

こ
の
講
演
で
は
、
紀
の
川
市
を
代
表
す
る
ブ
ラ
ン
ド
「
あ

ら
川
の
桃
」
に
つ
い
て
、
そ
の
由
来
な
ど
を
皆
さ
ん
と
一
緒

に
た
ど
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
あ
ら
川
の
桃
」
は
、
そ
の
質
の
高
さ
、
味
の
良
さ
か
ら

全
国
的
に
高
い

評
価
を
い
た
だ

い
て
き
ま
し
た
。

こ
の
ブ
ラ
ン
ド

は
、
昭
和
四
一

年
に
紀
の
川
市

桃
山
町
に
あ
る

選
果
場
、
マ
ン

モ
ス
・
丸
百
・
第
一
共
選
が
で
き
て
以
来
使
わ
れ
て
お
り
、

平
成
六
年
に
商
標
登
録
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
域
の
桃
は
、
江
戸
時
代
、
桃
山
町
段
新
田
地
区
の

村む
ら

垣が
き

弥や

惣そ

八は
ち

に
よ
っ
て
摂
津
国
の
池
田
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

と
い
う
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
阪
圏
で
は
圧
倒
的

な
ブ
ラ
ン
ド
力
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
近
年
の
販
売
高
の
推

移
を
見
る
と
減
少
傾
向
に
あ
り
、
今
後
、
生
産
力
や
販
売
力

の
一
層
の
強
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、「
あ
ら
川
の
桃
」
の
「
あ
ら
か
わ
」
と
は
ど

う
い
う
由
来
が
あ
る
の
か
ご
存
じ
で
す
か
。

紀
の
川
市
桃
山
町
に
は
「
荒
川
中
学
校
」
と
「
安
楽
川
小

学
校
」
が
あ
り
ま
す
。「
荒
川
」
と
「
安
楽
川
」、
同
じ
「
あ

ら
か
わ
」
と
い
う
読
み
方
で
す
が
、
小
学
校
と
中
学
校
で
違

う
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の
を
何
故
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
き

た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
荒
川
」
の
由
来
は
古
く
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
い
わ
ゆ

あら川の桃
「あら川の桃」は、紀の川市を代表する桃の
ブランドです。その質の高さ、味の良さから
全国的に高い評価をいただいてきました。

　　写真提供：あら川の桃振興協議会
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る
「
記
紀
」
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
紀
伊
の
国
の
荒あ

ら
河か

わ
戸と

畔べ

の
娘
で
あ
る
「
遠と

お
津つ

年あ

ゆ

め
魚
眼
眼ま

く
わ
し
ひ
め

妙
媛
」
が
、
第
一
〇
代
の

崇す

神じ
ん

天
皇
に
嫁
い
だ
旨
の
記
述
が
日
本
書
紀
に
あ
る
の
で
す
。

同
様
の
記
述
が
古
事
記
に
も
あ
り
ま
す
。
荒
河
戸と

畔べ

と
は
、

こ
の
地
域
を
治
め
て
い
た
豪
族
の
長
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

そ
の
娘
さ
ん
が
天
皇
家
に
嫁
い
だ
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

古
く
か
ら
の
紀
の
川
市
と
天
皇
家
の
深
い
結
び
つ
き
が
う
か

が
え
ま
す
。　
　

  

さ
て
、
遠
津
年
魚
眼
眼
妙
媛
は
、
ど
ん
な
女
性
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。「
紀き

い
の
く
に

伊
国
名め

い
所し

ょ
図ず

会え

」
に
よ
る
と
、「
遠と

お
津つ

」

と
は
荒
川
の
東
、
紀
の
川
の
南
岸
に
あ
る
「
麻お

生う

津づ

」
の
こ

と
で
、
音
が
近
い
た
め
転て

ん
訛か

し
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
麻
生

津
周
辺
の
紀
の
川
で
は
、
昔
か
ら
年あ

魚ゆ

（
鮎
）
を
名
産
と
し

て
い
た
よ
う
で
す
。
年あ

魚ゆ

は
目
の
形
が
と
て
も
麗う

る
わ

し
い
魚
で

す
の
で
、
こ
の
周
辺
を
領
し
て
い
た
荒
河
戸
畔
の
娘
の
眼
色

の
美
し
さ
を
、
年あ

魚ゆ

の
目
の
形
の
美
し
さ
に
た
と
え
た
よ
う

で
す
。

遠
津
年
魚
眼

眼
妙
媛
は
崇
神

天
皇
に
嫁
い
だ

後
、「
豊と

よ

城き

入い
り

彦び
こ
の

命み
こ
と

」
と
「
豊と

よ

鍬す
き

入い
り

姫び
め
の

命み
こ
と

」
と

い
う
２
人
の
子

ど
も
に
恵
ま
れ

ま
し
た
。
娘
の
ほ
う
の
「
豊と

よ
鍬す

き
入い

り
姫び

め
の

命み
こ
と

」
は
、
初
代
斎さ

い
宮ぐ

う
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
斎
宮
と
は
、
天
照
大
神
を
祀ま

つ
っ
た
女
性

神
官
の
こ
と
で
す
。

遠
く
記
紀
の
時
代
か
ら
あ
っ
た
「
荒
川
」
と
い
う
地
名
。

そ
の
「
荒
川
」
か
ら
「
安
楽
川
」
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
は

ど
う
い
っ
た
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

「
荒
川
」
は
、
こ
の
地
域
で
古
く
か
ら
氾
濫
を
繰
り
返
し

人
々
の
生
活
に
牙
を
む
い
て
き
た
「
荒
ぶ
る
川
」
に
由
来
す

荒河戸
と

畔
べ

の娘、遠
とお

津
つ

年
あ

魚
ゆ

眼
め

眼
まくわしひめ

妙媛は、第 10
代崇神天皇に嫁ぎました。古くからの天皇家
と紀の川市の深い関係がうかがえます。

荒河戸
と
畔
べ
と遠

とお
津
つ
年
あ
魚
ゆ
眼
め
眼
まくわしひめ
妙媛
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る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
方
、「
安
楽
川
」
と
い
う
地
名
が
使
わ
れ
だ
し
た
の
は
、

平
安
時
代
末
期
、
鳥
羽
上
皇
の
寵ち

ょ
う

妃ひ

で
あ
っ
た
美び

福ふ
く
門も

ん
院い

ん
得な

り

子こ

と
深
い
関
係
が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

美
福
門
院
は
、
鳥
羽
上
皇
が
亡
く
な
っ
た
後
、
そ
の
菩
提

を
と
む
ら
う
た
め
に
高
野
山
の
壇だ

ん
上じ

ょ
う

伽が

藍ら
ん

に
六ろ

っ
角か

く
経き

ょ
う

蔵ぞ
う

（
荒あ

ら

川か
わ

経き
ょ
う

蔵ぞ
う

）
を
建
立
し
ま
し
た
。

そ
し
て
平へ

い

治じ

元
年
（
一
一
五
九
年
）、
鳥
羽
上
皇
供
養
の

法ほ
う
会え

の
供く

料り
ょ
う

と
し
て
、
美
福
門
院
は
、
荒
川
荘
（
現
在
の
紀

の
川
市
桃
山
町
の
一
部
）
を
高
野
山
に
寄
進
し
た
の
で
す
。

そ
の
翌
年
、
美
福
門
院
は
四
四
歳
で
亡
く
な
り
、
京
都
の

安あ
ん
楽ら

く
寿じ

ゅ
院い

ん
で
荼だ

毘び

に
付
さ
れ
ま
す
。
遺
骨
を
高
野
山
に
納
め

て
ほ
し
い
と
い
う
遺
言
ど
お
り
、
女に

ょ
人に

ん
禁き

ん
制ぜ

い
の
解
禁
（
明
治

五
年
）
に
先
立
つ
こ
と
七
百
年
、
美
福
門
院
の
遺
骨
は
高
野

山
の
不
動
院
に
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。

「
荒
川
」
が
「
安
楽
川
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
美
福
門
院
が
「
荒
」
の
字
に
安
楽
寿
院
の
「
安
楽
」

の
字
を
充
て

た
こ
と
に
は

じ
ま
る
と
い

う
説
が
あ
り

ま
す
。
一
方
、

高
野
山
の
学

僧
が
仏
教
語

の
「
安
楽
」

（
仏
の
境
地
、
心
の
安
ら
ぎ
、
心
楽
し
さ
、
心
身
の
理
想
の

安
ら
か
さ
を
い
う
）
を
「
安
楽
川
」
に
充
て
た
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
荒
川
」
か
ら
「
安
楽
川
」

へ
、伝
説
の
貴
婦
人・美
福
門
院
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
、「
荒

ぶ
る
川
」
か
ら
「
祈
り
の
川
」
に
変
わ
っ
て
き
た
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

遠
津
年
魚
眼
眼
妙
媛
や
、
美
福
門
院
な
ど
、
美
し
い
女
性

の
伝
承
に
彩
ら
れ
な
が
ら
、「
あ
ら
か
わ
」と
い
う
名
称
が「
あ

「荒ぶる川」から「祈りの川」へ
「荒ぶる川」（荒川）から、「祈りの川」（安楽川）
へ。紀の川市桃山町元の楠

くすのき
の下に美福門院の

墓といわれる場所があり、歴史のロマンを感
じさせてくれます。

美
びふくもんいんなりこ
福門院得子の墓と荒川・安楽川
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ら
川
の
桃
」
と

い
う
ブ
ラ
ン
ド

名
で
継
承
さ
れ

て
き
た
こ
と
は
、

私
た
ち
の
誇
り

と
す
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
同

時
に
、
歴
史
の

ロ
マ
ン
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

こ
の
由
緒
あ
る
「
あ
ら
川
の
桃
」
の
販
売
額
を
再
び
上
昇

傾
向
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
担
い
手
対
策
や
耕
作
放
棄
地
対
策
と

い
っ
た
生
産
力
の
強
化
だ
け
で
な
く
、
桃
の
販
売
力
の
強
化

を
図
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
平
成
一
九
年
、
農
山
漁
村
活
性

化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
交
付
金
と
い
う
補
助
事
業
が
採
択
さ
れ
、

竹
房
の
国
道
バ
イ
パ
ス
沿
い
に
新
し
い
選
果
場
「
西
部
流
通

セ
ン
タ
ー
」
が
誕
生
す
る
予
定
で
す
。

糖
度
セ
ン
サ
ー
な
ど
最
新
の
設
備
は
「
あ
ら
川
の
桃
」
の

販
売
力
の
強
化
に
資
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
今
後
、
中
国
等
で
富
裕
層
が
増
え
て
、
大
き
く
て

美
味
し
い
桃
の
輸
出
の
需
要
は
一
気
に
伸
び
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
関
西
国
際
空
港
か
ら
一
時
間
も
か
か
ら
な
い
と
い

う
紀
の
川
市
の
利
便
性
の
良
さ
は
、
国
内
の
他
の
産
地
と
比

べ
て
大
き
な
有
利
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

観
光
客
に
農
業

や
加
工
品
づ
く
り

を
体
験
し
て
い
た

だ
く
体
験
型
観
光

も
、
大
切
に
し
た

い
分
野
で
す
。
体

験
を
通
じ
て
農
産

物
の
Ｐ
Ｒ
が
で
き

桃
とお
りゃんせ夢工房

桃りゃんせ夢工房での桃ジャムづくり体験な
どは、「あら川の桃」に親しみをもってもらう
良い機会になります。
問い合わせ：0736-66-3454

桃源郷と桃山まつり
紀の川市桃山町では、春になると一目十万本、

「桃源郷」といわれる美しい桃の花が咲き誇り
ます。毎年４月に開催される「桃山まつり」にぜ
ひおこしください。
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る
効
果
が
あ
り
ま
す
。

桃と
お

り
ゃ
ん
せ
夢
工
房
で
行
っ
て
い
る
桃
ジ
ャ
ム
づ
く
り
な

ど
の
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、「
あ
ら
川
の
桃
」
に
親
し
み
を

も
っ
て
も
ら
う
良
い
機
会
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

毎
年
四
月
の
桃
の
季
節
、
紀
の
川
市
桃
山
町
で
は
、
桃
山

ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
す
。「
桃
源
郷
」
と
い
わ
れ
る
美
し

い
桃
の
花
々
を
見
る
た
め
に
多
く
の
観
光
客
が
紀
の
川
市
を

訪
れ
ま
す
。
紀
の
川
市
の
「
あ
ら
川
の
桃
」
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
絶
好
の
機
会
と
し
て
、
観
光
客
を
も
て
な
し
た
い
も
の
で

す
ね
。

（
平
成
二
〇
年
二
月
二
八
日　
あ
ら
川
の
桃
振
興
協
議
会
講
演
）

あら川の桃
振興協議会
会長
山下忠男さん

―あら川の桃は、なぜ消費者に受ける
のだと思いますか？―
　あら川の桃は、紀の川の清流、水は
けのよい土壌など、気候と風土にめぐ
まれて出来るものです。しかし、何と
いっても生産者の日々の努力があって
「あら川の桃」ブランドがつくられて
きました。これからも時代の要請に応
えて品質を向上させていくことが大切
です。
　桃の新たな加工利用にも積極的に
チャレンジしていきたいと思います。
羊
よう
羹
かん
や酒などに加え、機能性食品の研

究も進めていくつもりです。
―山下さんの食育への想いは？ー　
　生産者と消費者が一緒に「食育」を
考えていく必要があります。桃の食べ
方ひとつとっても、まだまだ美味しい
食べ方があるはずです。桃りゃんせ夢
工房でのジャムづくり体験などは、生
産者と消費者の「食育交流」のきっか
けになると考えています。

生
産
者
の
日
々
の
努
力
が
あ
っ
て
「
あ
ら
川
の
桃
」
ブ
ラ
ン
ド
が
つ
く
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

・インタビュー・
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（
七
）
地
方
分
権
の
観
点
か
ら
の

華
岡
青
洲
先
生
の
偉
業
と
は
？

医
聖
・
華
岡
青
洲
先
生
は
紀
の
川
市
が
誇
る
偉
人
で
す
。

文
化
元
年
（
一
八
〇
四
年
）、
世
界
で
は
じ
め
て
全
身
麻
酔

に
よ
る
乳
が
ん
の
摘
出
手
術
に
成
功
し
た
こ
と
は
、
あ
ま
り

に
も
有
名
で
す
。
作
家
・
有
吉
佐
和
子
の
名
作
『
華
岡
青
洲

の
妻
』
で
も
妻
・
加か

恵え

や
母
・
於お

継つ
ぎ

の
献
身
的
な
人
体
実
験

が
紹
介
さ
れ
、
一
般
の
方
々
に
も
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

青
洲
先
生
は
、
紀
の
川
市
平
山
地
区
で
生
ま
れ
、
二
三
歳

か
ら
二
六
歳
ま
で
京
都
で
学
問
を
修
め
た
以
外
は
、
こ
の
平

山
の
地
を
離
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
医
学

の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
江
戸
、
京

都
、
長
崎
に
定
住
す
る
こ
と
な
く
草
深
い
平
山
の
地
で
全
身

麻
酔
に
よ
る
手
術
に
成
功
し
、
ま
た
、「
春し

ゅ
ん

林り
ん

軒け
ん

」
と
い
う

医
学
校
を
創
設
し
て
全
国
各
地
の
人
材
を
育
成
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
地
方
分
権
の
観
点
か
ら
も
非
常
に
大
き
な
功
績
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
で
も
、
地
方
の
優
秀
な
学
生
は
、
東
大
、
京
大
を
は

じ
め
と
す
る
都
会
の
大
学
に
進
学
し
そ
の
ま
ま
研
究
生
活
に

は
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
交
通
の

便
も
発
達
し
て
い
な
い
江
戸
時
代
に
、
こ
の
地
で
青
洲
先
生

は
ど
う
や
っ
て
世
界
的
な
手
術
に
成
功
し
、
ま
た
、
全
国
レ

ベ
ル
で
の
医
学
教
育
に
貢
献
で
き
た
の
か
。
そ
の
理
由
を

探
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

地方分権の観点からの
青洲先生の偉業とは ?
青洲先生は、何故、草深い平山の地
で、「乳がん手術」と「人材育成」と
いう2 つの偉業をなしとげることが
できたのでしょうか。地方分権の観
点からその理由を探ります。

華岡青洲（個人蔵）
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◆
な
ぜ
偉
業
が
達
成
で
き
た
の
か

な
ぜ
青
洲
先
生
は
、
草
深
い
平
山
の
地
で
全
身
麻
酔
に
よ

る
乳
が
ん
摘
出
手
術
と
い
う
偉
業
を
達
成
す
る
事
が
で
き
た

の
で
し
ょ
う
か
？

第
一
に
、
中
国
の
医
聖
・
華か

佗だ

へ
の
あ
こ
が
れ
か
ら
高
い

理
想
を
掲
げ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

青
洲
先
生
は
、
二
三
歳
か
ら
二
六
歳
ま
で
、
京
都
に
遊
学

し
て
、
吉よ

し
益ま

す
南な

ん
涯が

い
と
大や

ま
和と

見け
ん
立り

ゅ
う

と
い
う
二
人
の
医
学
者
に
師

事
し
ま
し
た
。
吉
益
南
涯
は
実
証
主
義
の
古
法
医
学
家
で
あ

り
、
大
和
見
立
は
最
新
式
の
オ
ラ
ン
ダ
医
学
家
で
し
た
の
で
、

青
洲
先
生
は
、
京
都
で
和
蘭
両
面
か
ら
医
学
を
学
ん
だ
と

い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

京
都
で
先
生
は
、
中
国
の
医
聖
・
華
佗
の
麻
酔
医
術
に
つ

い
て
学
ぶ
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
華
佗
は
、
中
国
の
三
国
時

代
（
二
二
〇
〜
二
八
〇
年
）、
今
か
ら
一
七
〇
〇
年
以
上
も

前
に
麻
酔
薬
を
調
合
し
切
開
手
術
な
ど
を
重
ね
た
名
医
で
す
。

蜀し
ょ
く

の
名
将
関か

ん
羽う

も
華
佗
の
手
術
を
受
け
た
ひ
と
り
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
卑ひ

弥み

呼こ

の
記
載
で
有
名
な
『
魏ぎ

志し

』
に
も
、

華
佗
に
つ
い
て
記
述
が
あ
り
ま
す
。
青
年
時
代
、
華
佗
へ
の

あ
こ
が
れ
を
抱
い
た
こ
と
が
、
青
洲
先
生
の
麻
酔
薬
へ
の
研

究
を
決
意
さ
せ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
二
は
、
京
都
遊
学
中
、
長
門
生
ま
れ
の
名
医
・
永な

が
富と

み
独ど

く

嘯し
ょ
う

庵あ
ん

（
一
七
三
二
〜
一
七
六
六
）
の
乳
が
ん
手
術
に
関
す
る

著
述
と
出
会
っ
た
こ
と
で
す
。

永
富
独
嘯
庵
は
、
そ
の
著
書
『
漫
遊
雑
記
』
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
ま
す
。

「
乳
が
ん
は
昔
か
ら
不
治
の
病
と
さ
れ
て
き
た
が
、
オ
ラ
ン

ダ
の
書
物
に
『
最
初
ま
だ
梅
の
種
く
ら
い
の
時
に
、
よ
く
切

れ
る
刀
で
切
り
と
り
、
そ
の
後
は
傷
を
治
す
方
法
で
治
療
す

る
と
よ
い
』
と
あ
る
。
こ
れ
は
よ
く
味
わ
う
べ
き
言
葉
だ
が
、

自
分
は
ま
だ
試
し
て
い
な
い
。
と
も
か
く
も
書
き
記
し
て
後

世
の
た
め
に
残
し
て
お
く
。」

京
都
遊
学
中
に
出
会
っ
た
青
年
時
代
の
知
識
が
、
約
二
〇

年
後
の
世
界
初
の
「
全
身
麻
酔
に
よ
る
乳
が
ん
摘
出
手
術
」
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の
成
功
に
結
び
つ
い
て
い
く
訳
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
青
洲
先
生
は
、
こ
の
成
功
に
至
る
ま
で

に
、
家
族
を
巻
き
込
ん
で
大
変
な
苦
労
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

◆
青
洲
先
生
の
使
命
感

青
洲
先
生
が
、
草
深
い
平
山
の
地
で
全
身
麻
酔
に
よ
る
乳

が
ん
摘
出
手
術
と
い
う
偉
業
を
達
成
で
き
た
一
番
大
き
な
理

由
、
そ
れ
は
、
先
生
が
「
庶
民
大
衆
の
病
を
治
す
」
と
い
う

使
命
感
を
常
に
も
っ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

紀
伊
徳
川
家
第
一
〇
代
藩
主
・
徳
川
治は

る
宝と

み
は
、
青
洲
先
生

の
名
声
を
聞
き
、
藩
主
お
抱
え
の
侍じ

医い

に
な
る
よ
う
要
請
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
青
洲
先
生
は
こ
れ
に
対
し
て
、

「
私
は
、
元
来
、
庶
民
大
衆
の
病
を
治
す
の
を
使
命
と
心
得

て
い
ま
す
。
公
の
職
に
就
く
と
そ
の
使
命
が
果
た
せ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
ご
容
赦
願
い
た
い
」
と
固
辞
し
た
の

で
す
。

後
年
、
藩
主
の
要
請
を
断
り
き
れ
ず
条
件
付
き
で
出
仕
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
青
洲
先
生
の
、
医
師
と
し
て

の
使
命
感
だ
け
で
な
く
、
庶
民
大
衆
に
対
す
る
深
い
情
愛
が

感
じ
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

　◆
母
・
於
継
の
言
葉

青
洲
先
生
の
実
母
・
於
継
は
、
紀
の
川
市
の
東
隣
・
か
つ

ら
ぎ
町
丁
之
町
の
出
身
で
、
賢
婦
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
妻
・
加
恵
と
と
も
に
青
洲
先
生
の
麻
酔
薬
の
実
験
台
に

自
ら
進
ん
で
な
っ
た
こ
と
で
も
有
名
で
す
。
こ
の
母
・
於
継

が
、
青
洲
先
生
が
平
山
の
地
で
研
究
を
続
け
る
決
意
を
す
る

上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

ま
せ
ん

実
は
、
青
洲
先
生
が
二
六
歳
で
平
山
に
帰
っ
て
父
の
医
業

を
継
い
だ
の
ち
、
京
都
遊
学
中
に
抱
い
た
志
を
達
成
す
る
た

め
に
、
再
び
都
会
に
出
た
い
と
母
・
於
継
に
訴
え
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
母
は
こ
の
願
い
を
断
固
と
し
て
許
さ
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ず
次
の
よ
う
に
青
洲
先
生
を
諭さ

と
し
た
そ
う
で
す
。

「
人
は
病
気
に
な
る
も
の
で
す
。
も
し
、
そ
の
病
気
を
治
す

こ
と
の
で
き
る
医
者
が
い
れ
ば
、
必
ず
千
里
と
遠
く
て
も
診

察
を
請
い
に
く
る
は
ず
で
す
。
な
ぜ
、
都
会
に
行
っ
て
ま
で

患
者
を
待
つ
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

草
深
い
平
山
の
地
に
い
る
こ
と
は
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
な
た
が
患
者
を
治
す
術
を
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題

な
の
で
す
（『
華
岡
青
洲
先
生
及
其
外
科
』（
呉
秀
三
）
Ｐ

五
三
〜
五
四
）。」

結
局
、
青
洲
先
生
は
、
母
の
言
葉
に
従
い
平
山
の
地
を
離

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
町
医
者
と
し
て
病
人
の

診
察
を
す
る
か
た
わ
ら
、
ひ
と
り
故
郷
の
野
山
を
歩
き
ま

わ
っ
て
薬
草
を
探
し
、
麻
酔
薬
の
研
究
に
没
頭
し
ま
し
た
。

内
外
の
書
物
も
集
め
、
ど
ん
欲
に
知
識
を
吸
収
し
た
よ
う
で

す
。
そ
し
て
、
母
・
於
継
と
妻
・
加
恵
の
命
も
い
と
わ
ぬ
協

力
の
下
、
つ
い
に
「
通つ

う
仙せ

ん
散さ

ん
」
と
い
う
麻
酔
薬
を
完
成
さ
せ

ま
す
。
こ
の
「
通
仙
散
」
を
用
い
た
乳
が
ん
摘
出
手
術
に
世

界
で
は
じ
め
て
成
功
し
た
の
は
、文
化
元
年
（
一
八
〇
四
年
）、

青
洲
先
生
が
四
五
歳
の
と
き
で
し
た
。

◆
平
山
は
た
ち
ま
ち
「
医
学
の
メ
ッ
カ
」
に

全
身
麻
酔
に
よ
る
乳
が
ん
摘
出
手
術
の
成
功
に
よ
っ
て
、

平
山
の
地
は
全
国
か
ら
患
者
や
医
学
生
が
集
ま
る
「
医
学
の

メ
ッ
カ
」
に
な
り
ま
し
た
。

青
洲
先
生
は
、
教
育
者
と
し
て
も
優
れ
た
才
能
を
も
っ
て

い
ま
し
た
。
平
山
の
地
に
「
春
林
軒
」
と
い
う
医
学
塾
を
創

設
し
、
患
者
の
治
療
を
行
う
の
と
あ
わ
せ
て
、
後
進
の
指
導

に
あ
た
り
ま
し
た
。

当
時
、『
華
岡
流
』
を
唱
え
な
け
れ
ば
患
者
が
寄
り
付
か

な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
青
洲
先
生
の
名
声
は
日
本
の
隅
々

に
響
き
渡
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

春
林
軒
で
学
ぶ
者
は
青
洲
先
生
の
死
後
も
後
を
絶
ち
ま
せ

ん
で
し
た
。
医
学
生
は
一
，八
六
一
名
を
数
え
、
出
身
地
も

日
本
全
国
に
及
び
ま
す
。
医
学
塾
と
し
て
い
か
に
し
っ
か
り
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し
た
組
織
を
青
洲
先
生
が
作
り
上
げ
た
か
が
分
か
り
ま
す
。

「
平
山
の
地
を
離
れ
ず
と
も
良
い
医
者
で
あ
れ
ば
遠
く
か

ら
で
も
人
は
や
っ
て
く
る
」
と
青
洲
先
生
を
諭さ

と
し
た
母
・
於

継
は
、
ま
さ
に
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　◆
た
め
池
に
こ
め
た
青
洲
先
生
の
想
い

「
水
み
た
ば
心
を
こ
め
て
田
う
へ
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
池
の
昔
を
思
ひ
わ
す
れ
ず
」　

華
岡
青
洲
震　

青
洲
の
里
の
北
西
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
行
っ
た
と
こ

ろ
の
県
道
ぞ
い
に
「
垣か

い
内と

池い
け

」
と
い
う
た
め
池
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
地
域
は
、
昔
か
ら
水
に
苦
労
し
た
と
こ
ろ
で
、
い
た
る

と
こ
ろ
に
た
め
池
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
池
は
、
付

近
の
農
民
の
た
め
に
青
洲
先
生
が
造
成
し
た
も
の
な
の
で
す
。

こ
の
池
が
つ

く
ら
れ
た
の

は
、
文
化
六
年

（
一
八
〇
九

年
）、
青
洲
先

生
が
五
〇
歳
の

こ
ろ
の
こ
と
で

す
。
こ
の
付
近

の
農
民
は
干
ば
つ
と
税
金
と
の
二
重
苦
に
さ
い
な
ま
れ
窮
迫

の
ど
ん
底
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
状
況
を
み
か
ね
て
、
私
財

を
な
げ
う
っ
て
土
木
工
事
を
起
こ
し
、
で
き
上
が
っ
た
池
を

「
垣
内
池
」
と
命
名
、
そ
の
ま
ま
農
民
共
同
の
も
の
と
し
て

与
え
た
そ
う
で
す
。

こ
の
池
の
か
ん
が
い
面
積
は
約
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
度
で
す

が
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
付
近
の
農
業
用
水
を
確
保
す
る
た

め
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

紀
の
川
市
内
に
は
、
七
八
六
箇
所
も
の
た
め
池
が
あ
り
ま

垣
か い と
内池と青洲先生の歌碑

垣内池のほとりに青洲先生が自ら建てたとい
われる歌碑があります。食料自給率が 40％
となった現在だからこそ、この歌の意味をか
みしめてみる必要があります。
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す
。
市
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
を
支
え
て
い
る
の
も
、
垣

内
池
を
は
じ
め
と
す
る
た
め
池
群
だ
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

医
学
に
お
い
て
大
き
な
足
跡
を
残
す
一
方
、
地
域
の
振
興

に
つ
い
て
も
、
青
洲
先
生
が
深
い
思
い
入
れ
を
も
っ
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

写
真
は
、
垣
内
池
と
そ
の
ほ
と
り
に
残
る
「
歌
碑
」
で
す
。

こ
の
碑
は
、
先
生
み
ず
か
ら
建
て
た
も
の
と
い
わ
れ
、
後
世

の
農
家
を
戒
め
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
食
料
自
給
率
が

四
〇
％
と
な
り
、
日
本
の
農
業
の
在
り
方
を
問
わ
れ
て
い
る

現
在
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
歌
の
意
味
を
か
み
し
め
て
み
る
必

要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

◆
ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
社
の
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動

平
成
二
〇
年
一
〇
月
、
世
界
的
な
製
薬
会
社
で
あ
る
ア
ス

ト
ラ
ゼ
ネ
カ
社
が
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
活
動
の

一
環
と
し
て
青
洲
の
里
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
清
掃
し
て
い
た

だ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
社
は
、
が
ん
治
療
薬
や
麻
酔
薬
で
世
界

的
な
シ
ェ
ア
を
誇
る
企
業
で
す
。
Ｃ
Ｓ
Ｒ
活
動
に
も
力
を
入

れ
、
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
誌
日
本
版
の
世
界
の
企
業
ラ
ン
キ

ン
グ
で
も
常
に
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
日
本

で
も
平
成
一
八
年
か
ら
三
千
人
の
社
員
が
一
斉
に
高
齢
化
の

進
む
棚
田
地
域
で
草
刈
り
な
ど
を
行
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展

開
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
棚
田

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
中
島
峰
広
代

表
の
紹
介
を
受

け
て
、
青
洲
の

里
の
清
掃
活
動

を
行
っ
て
い
た

だ
け
る
こ
と
に

アストラゼネカ社のCSR 活動
アストラゼネカ社の CSR（企業の社会的責任）活動
として、平成 20 年から青洲の里を清掃していただ
いています。平成 22 年には加藤益弘社長自ら草刈
りに参加しました。
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な
り
ま
し
た
。
青
洲
友
の
会
の
皆
様
に
も
、
清
掃
活
動
で
一

緒
に
汗
を
流
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
、
昼
食
の
お
に
ぎ
り
や
お

で
ん
の
炊
き
出
し
に
も
ご
協
力
い
た
だ
け
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。全

身
麻
酔
に
よ
る
乳
が
ん
摘
出
手
術
に
世
界
で
は
じ
め
て

成
功
し
た
青
洲
先
生
の
お
膝
元
で
、
世
界
的
な
製
薬
会
社
の

ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
社
の
方
々
と
一
緒
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

が
で
き
る
こ
と
は
、
大
変
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

一
〇
月
に
は
、
青
洲
の
里
を
舞
台
に
青
洲
ま
つ
り
も
開
催

さ
れ
ま
す
。
ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
社
の
方
々
の
協
力
で
き
れ
い

に
な
っ
た
青
洲
の
里
に
、「
よ
う
こ
そ
お
こ
し
な
し
て
」
の

心
で
観
光
客
を
迎
え
入
れ
た
い
も
の
で
す
ね
。

（
平
成
二
〇
年
八
月
一
九
日　
青
洲
友
の
会
講
演
）

※
本
文
中
、
母
・
於
継
の
言
葉
に
関
す
る
漢
文
の
解
釈
に
つ

い
て
、
和
歌
山
県
立
博
物
館
学
芸
員
の
坂
本
亮
太
さ
ん
に
大

変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

青洲まつり
青洲まつりは、毎年 10 月、青洲の里周辺で開催されます。献身的な協力
で青洲を支えた妻・加恵の華岡家への嫁入りを模した「青洲時代行列」を、
ぜひ見に来てください。
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青洲友の会
会長
坂本　康隆さん

―青洲友の会の活動を教えてくださいー
　青洲友の会は、青洲の里が平成 11年
にオープンしたときから活動していま
す。郷土の誇りである世界的な青洲先生
の偉業をたたえるとともに歴史、文化を
大切に守り後世に伝えたいという考えか
ら、青洲の里を盛り上げ全国にその名を
広めていこうということで、地元の仲間
が集まりました。
　食と健康をテーマに、1月の七草粥

がゆ
ま

つりや 10月の青洲まつりなど、青洲の
里では様々なイベントがあります。健康
バイキングもとても美味しいので、ぜひ、
皆様お誘いあわせの上青洲の里においで
ください。
　アストラゼネカ社のCSR 活動も平成
20年から毎年青洲の里で受け入れてい
ます。都会の若い人たちと草刈り奉仕な
どで汗を流しています。若い人と作業す
ることによって元気が出ます。医療の原
点である青洲の里で世界的な製薬会社が
奉仕活動をしていただくのは、大きな意
味があると考えています。

皆
様
お
誘
い
あ
わ
せ
の
上
青
洲
の
里
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

・インタビュー・
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（
八
）
Ｅ
Ｕ
の
農
村
振
興
施
策
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス

◆
は
じ
め
に

日
本
の
農
村
で
は
、
少
子
高
齢
化
・
過
疎
化
等
に
よ
り
活

気
が
失
わ
れ
、
都
市
部
と
の
格
差
が
開
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
様
々
な
農
村
振
興
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
て

い
ま
す
が
、
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
な
ど
「
民
」
主
導
で
行
わ

れ
て
き
た
事
例
が
見
ら
れ
る
一
方
、
従
来
の
施
策
が
「
官
」

主
導
で
進
め
ら
れ
て
き
た
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
村
に
お
い
て
も
、
我
が
国
と
同
様
、
過

疎
化
や
都
市
部
と
の
地
域
格
差
の
問
題
に
直
面
し
、
農
業
後

継
者
を
含
む
若
者
や
女
性
の
農
村
離
れ
を
食
い
止
め
る
の
に

苦
心
し
て
い
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
事
情
を
背
景
と
し
て
、
農
村
住
民
が
主
体
と

な
っ
て
実
施
す
る
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
事

業
（
以
下
、「
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
」
と
い
う
）
が
、
Ｅ
Ｕ
の

助
成
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
は
、平
成
一
七
年
、ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
南
西
部
の
バ
ー

デ
ン
ビ
ュ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
州
（
以
下
、「
Ｂ
Ｗ
州
」
と
い
う
）

で
実
施
さ
れ
て
い
る
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
南
黒
い
森
地
区
を
調

査
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
。

本
稿
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
の
概
略
を
述
べ
た
上
で
、

南
黒
い
森
地
区
の
実
施
状
況
と
そ
の
課
題
、
展
望
等
に
つ
い

て
述
べ
ま
す
。

◆
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
と
は
？

リ
ー
ダ
ー
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
農
村
経
済
発
展
の
活

動
の
連
携
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
の
略
語
で
す
。

リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
は
、
リ
ー
ダ
ー
Ⅰ
・
Ⅱ
と
二
期
に
わ
た

る
前
身
事
業
を
経
て
、
平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
か
ら

平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
年
）
ま
で
の
七
カ
年
の
Ｅ
Ｕ
の
助

成
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

リ
ー
ダ
ー
事
業
は
、
農
村
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
実
施
す

る
農
村
活
性
化
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
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第
三
世
代
の
事
業
は
、
内
容
を
補
強
し
つ
つ
そ
れ
ま
で
の
地

域
的
限
定
を
は
ず
し
て
Ｅ
Ｕ
全
域
へ
の
展
開
を
図
る
こ
と
と

し
た
の
で
、
単
な
る
延
長
の
Ⅲ
と
せ
ず
、
質
的
な
区
切
り
と

し
て
〝
プ
ラ
ス
〞
を
つ
け
て
「
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
」
と
さ
れ

ま
し
た
。

◆
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
南
黒
い
森
地
区

平
成
一
七
年
一
〇
月
、
私
は
Ｂ
Ｗ
州
ヴ
ァ
ル
ツ
フ
ー
ト
郡

事
務
所
内
の
南
黒
い
森
地
区
事
務
局
を
訪
れ
、
関
係
者
へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
と
、
実
施
中
の
四
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
視
察
を
行

う
機
会
を
得
ま
し
た
。
以
下
は
、
地
区
の
概
要
で
す
。

○
対
象
地
域　
面
積
一
，四
二
七
㎢
（
五
郡
四
二
市
町
村
）、

人
口
約
一
〇
万
人

○
事
業
の
目
的　
「
生
活
、
仕
事
、
休
暇
」
と
い
う
三
つ
の

タ
イ
プ
の
目
的
の
下
、
地
区
全
体
の
経
済
発
展
を
推
進

○
事
業
内
容　
　

投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
一
〇
地
区
お
よ
び

調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
八
地
区

○
助
成
措
置　
　

二
〇
〇
二
年
か
ら

五
カ
年
年
間
で
約

四
〇
〇
万
ユ
ー
ロ

を
投
資
、
Ｅ
Ｕ
が

半
額
を
助
成

◆
現
地
調
査
四
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
概
要

現
地
調
査
を
行
っ

た
四
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
投
資
額
と
事
業
概

要
は
以
下
の
通
り
で

す
。

プロジェクト名 投資額 事業概要
白いモミの木ホール ４４万ユーロ 地元産のモミの木で馬の展示会用

ホールを造成
スキー博物館拡張 ５６万７千ユーロ 地元出身のスキーヤーを記念した

博物館を拡張
縄づくり工房 ２０万８千ユーロ 伝統的な縄づくりを体験できる工

房を造成
アチェ博物館 ２８万ユーロ 昔ながらの農家・民宿を博物館と

して再現
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◆
分
析

南
黒
い
森
地
区
で
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
に
取
り
組
ん
だ
背
景

は
、
こ
の
ま
ま
で
は
人
口
が
衰
退
し
過
疎
に
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
危
機
感
に
あ
り
ま
す
。
Ｅ
Ｕ
の
助
成
事
業
で
あ
る

リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
本
地
区
の
活
性
化

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
は
、
①
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
、
②
地
域

立
脚
型
、
③
実
験
的
、
④
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
、
⑤
地
域
間
・
越

国
境
的
協
力
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
ま
す
。

リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
の
事
業
主
体
は
、行
政
機
関
、Ｎ
Ｇ
Ｏ・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
市
民
団
体
、
地
域
住
民
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る

地
域
活
動
グ
ル
ー
プ（
Ｌ
Ａ
Ｇ
）で
す
。
Ｌ
Ａ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー

は
五
〇
％
以
上
民
間
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
事
業
の

「
民
」
主
導
を
明
確
化
し
て
い
ま
す
。
本
地
区
で
も
、
事
業

の
推
進
母
体
と
し
て
二
七
人
で
Ｌ
Ａ
Ｇ
が
組
織
さ
れ
て
い
ま

す
。Ｌ

Ａ
Ｇ
は
、
①
実
施
主
体
と
し
て
の
役
割
と
、
②
個
別
案

件
に
係
る
審
査
機
関
と
し
て
の
役
割
と
い
う
二
つ
の
性
格
を

有
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
ス
キ
ー
博
物
館
の
拡
張
工
事
の

申
請
に
当
た
っ
て
、
Ｌ
Ａ
Ｇ
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
エ
ッ

カ
ー
村
長
自
身
が
、
Ｌ
Ａ
Ｇ
で
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

行
っ
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
従
来
、
行
政
サ
イ
ド
か
ら
リ
ス
ク
が
高
い
と
敬
遠

さ
れ
て
い
た
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
積
極
的
に
支
援
す
る

「
実
験
的
」
と
い
う
要
件
に
よ
り
潜
在
的
な
地
元
事
業
や
斬

新
な
ア
イ
デ
ア
を
発
掘
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
地
区

に
お
い
て
も
、

白
い
モ
ミ
の

木
ホ
ー
ル
で

「
実
験
的
」

に
二
〇
〇
年

前
の
様
式
を

現
代
に
よ
み

が
え
ら
せ
ま

ブライナウ「縄づくり工房」
キーワードは「民」主導
ＥＵの農村振興施策リーダープラスのキー
ワードは、「民」主導。ブライナウの「縄
づくり工房」では「越国境的協力」として、
フランスの事業地区と交流しています。 
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し
た
。

縄
づ
く
り
工
房
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
事
業
地
区
と
技
術
者

の
交
流
を
通
じ
て
「
越
国
境
的
協
力
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
の
特
徴
を
う
ま
く

活
用
し
な
が
ら
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
的
に
農
村
活
性
化
に
取
り

組
ん
で
い
る
状
況
が
把
握
で
き
ま
し
た
。

◆
終
わ
り
に

リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
の
次
期
事
業
と
し
て
、
従
来
の
リ
ー

ダ
ー
事
業
の
特
徴
を
活
か
し
な
が
ら
、
リ
ー
ダ
ー
事
業
を
Ｅ

Ｕ
の
農
村
振
興
施
策
の
主
流
（
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
）
と
し

て
位
置
づ
け
、「
農
村
振
興
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
農
業
基

金
」（
E
A
F
R
D
）に
よ
り
、平
成
一
九
年（
二
〇
〇
七
年
）

か
ら
平
成
二
五
年
（
二
〇
一
三
年
）
ま
で
助
成
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

折
り
し
も
、
日
本
で
は
、
平
成
一
九
年
度
か
ら
「
農
地
・

水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
」
が
ス
タ
ー
ト
し
、
紀
の
川
市
で

も
三
九
地
区
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
対
策
に
お
い
て
、

地
域
の
協
議
会
が
主
体
と
な
っ
て
事
業
運
営
を
行
う
と
い
う

「
民
」
主
導
型
が
採
用
さ
れ
た
の
は
画
期
的
な
こ
と
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

リ
ー
ダ
ー
プ
ラ
ス
の
考
え
方
を
日
本
に
そ
の
ま
ま
導
入
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
過
疎
化
・
少
子
高
齢
化

の
進
む
農
村
の
活
性
化
は
、日・欧
共
通
の
悩
み
で
す
。
リ
ー

ダ
ー
プ
ラ
ス
の
取
組
は
、
今
後
の
日
本
の
農
村
振
興
を
考
え

る
上
で
、
大
い
に
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
平
成
一
九
年
一
一
月
八
日　
農
業
農
村
工
学
会
京
都
支

部
発
表
会
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
付
属
Ｃ
Ｄ
に
添
付
し
て
い
る
投
稿
記

事『
Ｅ
Ｕ
の
農
村
振
興
施
策
Ｌ
Ｅ
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ｒ
＋（
リ
ー
ダ
ー・

プ
ラ
ス
）事
業
に
つ
い
て
』の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
ご
覧
く
だ
さ
い（
Ｃ

Ｄ
資
料
編
③
）。



190

（
九
）
日
本
と
ド
イ
ツ
の
農
業
環
境
政
策

本
日
は
、
日
頃
か
ら
有
機
農
業
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る

皆
さ
ん
の
前
で
お
話
し
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
、
大
変
恐
縮

し
、
か
つ
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。

私
は
、
現
在
紀
の
川
市
役
所
に
勤
め
て
い
ま
す
が
、
以
前
、

農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
で
自
然
再
生
関
連
施
策
な
ど
に
携

わ
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
際
、「
ド
イ
ツ
で
は
環
境
支
払
い

制
度
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
農
場
に
い
る
虫
の
数
を
基
準
に

農
家
に
政
府
か
ら
お
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
話
を

環
境
団
体
の
方
か
ら
よ
く
お
聞
き
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
国
土
交
通
省
に
出
向
し
、
ド
イ
ツ
の
ノ
ル
ト
ラ

イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
（
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
）
の
農
業
環

境
政
策
を
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

本
日
は
、
そ
の
成
果
に
基
づ
き
、
環
境
保
全
型
農
業
に
関

す
る
日
本
と
ド
イ
ツ
の
施
策
の
比
較
を
通
じ
て
、
環
境
と
農

業
の
関
係
に
つ
い
て
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

◆
日
本
と
ド
イ
ツ
の
農
業
政
策

日
本
と
ド
イ
ツ
の
農
業
政
策
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
基
本

的
な
条
件
の
違
い
を
頭
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

両
国
の
総
面
積
は
さ
ほ
ど
違
い
が
な
い
の
に
、
ド
イ
ツ
の
農

地
面
積
は
国
土
の
約
半
分
あ
り
農
家
一
戸
当
た
り
の
経
営
面

積
も
広
大
で
す
。
カ
ロ
リ
ー
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給
率
も
高
く
、

日
本
と
比
べ
て
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
の
共
通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）
に
よ
っ
て
、

価
格
所
得
政
策
等
に
よ
り
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
Ｅ
Ｕ
域
内
の
農

業
が
保
護
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

た
だ
、
こ
の
農
業
保
護
策
が
農
産
物
の
生
産
過
剰
を
引
き

起
こ
し
、
そ
の
対
応
に
苦
し
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、

Ｅ
Ｕ
で
は
、
Ｃ
Ａ
Ｐ
予
算
の
改
革
を
進
め
、
大
き
な
流
れ
と

し
て
、
第
一
の
柱
（
介
入
買
い
入
れ
や
輸
出
補
助
金
な
ど
の

価
格
・
所
得
政
策
）
か
ら
、
第
二
の
柱
（
条
件
不
利
地
対
策
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や
農
業
環
境
政
策
な
ど
の
農
村
振
興
政
策
）
に
予
算
を
シ
フ

ト
さ
せ
て
き
て
い
ま
す
。

農
家
へ
の
直
接
支
払
い
に
は
①
条
件
不
利
地
対
策
、
②
農

業
環
境
政
策
、
③
生
産
調
整
を
前
提
と
し
た
直
接
支
払
い
の

３
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
す
で
に
、
Ｅ
Ｕ
で
は
昭
和

五
〇
年
（
一
九
七
五
年
）
に
条
件
不
利
地
対
策
、
昭
和
六
〇

年
（
一
九
八
五
年
）
に
農
業
環
境
政
策
を
導
入
し
、
平
成
四

年
（
一
九
九
二
年
）
か
ら
は
順
次
、
市
場
で
の
価
格
支
持
を

削
減
し
て
直
接
支
払
い
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
日
本
の
農
業
政
策
は
、
平
成
一
一
年
（
一
九
九
九

年
）
の
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
制
定
を
受
け
て
、
平

成
一
二
年
度
（
二
〇
〇
〇
年
度
）
に
条
件
不
利
地
対
策
で
あ

る
「
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
」
が
は
じ
ま
っ
て
い
ま

す
。
平
成
一
九
年
度
（
二
〇
〇
七
年
度
）
か
ら
は
、
農
地
・

水
・
環
境
保
全
向
上
対
策
と
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対
策
が

は
じ
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

◆
ド
イ
ツ
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
農
業
環
境
政
策

Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
は
、
州
都
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
、
人
口

一
，八
〇
〇
万
人
の
ド
イ
ツ
最
大
の
州
で
す
。
な
お
、
ド
イ

ツ
で
は
州
の
権
限
が
強
く
州
が
Ｅ
Ｕ
と
直
接
交
渉
し
て
農
業

政
策
を
立
案
し
て
い
ま
す
。

Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
を
調
査
し
よ
う
と
考
え
た
理
由
は
、
二
つ
あ
り

ま
す
。

一
つ
目
は
、
従
来
ド
イ
ツ
南
部
の
財
政
力
豊
か
な
州
の
制

度
が
日
本
で
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
石

炭
産
業
を
主
と
し
た
ル
ー
ル
工
業
地
帯
を
抱
え
て
財
政
力
が

必
ず
し
も
豊
か
で
な
い
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
農
業
環
境
政
策
を
、
財

政
の
厳
し
い
日
本
に
紹
介
す
る
価
値
が
高
い
と
考
え
た
の
で

す
。二

つ
目
は
、
当
時
私
が
在
籍
し
て
い
た
国
土
交
通
省
出
身

の
書
記
官
が
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
い
た
こ
と
で
す
。
彼
を

通
じ
て
州
政
府
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
州
政
府
の
担
当
官
へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
だ
け
で
な
く
現
地
調
査
ま
で
お
願
い
す
る
こ
と
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が
で
き
ま
し
た
。

事
前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
情
報
収
集
を
し
て
い
た
こ

と
も
あ
り
、
大
変
大
き
な
収
穫
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
農
業
環
境
政
策
は
、
通
称
Ｋ
Ｕ
Ｌ
Ａ
Ｐ
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
環
境
に
配
慮
し
た
農
業
を
行
う
農
家
に
経

済
的
な
支
援
を
行
う
制
度
で
す
。

平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
の

施
策
は
、
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
年
）
に
は
州
農
地
の

二
〇
％
に
当
た
る
二
九
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
実
施
さ
れ
、
予
算

も
五
三
二
〇
万
ユ
ー
ロ
（
一
ユ
ー
ロ
一
四
〇
円
換
算
で
約

七
五
億
円
）
ま
で
伸
び
て
い
ま
す
。

Ｋ
Ｕ
Ｌ
Ａ
Ｐ
に
は
、「
農
業
環
境
施
策
」
と
「
契
約
自
然

保
護
」
の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。

「
農
業
環
境
施
策
」
は
、
普
通
の
農
地
を
対
象
と
し
た
制

度
で
す
。
例
え
ば
、
草
地
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
成
牛
一
・

四
頭
以
下
に
制
限
す
る
な
ど
草
地
の
粗
放
化
を
図
っ
た
り
、

有
機
農
業
を
奨
励
し
た
り
す
る
も
の
で
す
。
予
算
的
に
は
Ｋ

Ｕ
Ｌ
Ａ
Ｐ
の
八
割
を
占
め
ま
す
。

「
契
約
自
然
保
護
」
は
、
自
然
保
護
が
必
要
な
特
別
な
農

地
を
対
象
と
し
た
制
度
で
す
。
例
え
ば
、
農
地
に
生
息
す
る

鳥
類
の
生
態
に
あ
わ
せ
て
草
刈
り
の
時
期
を
調
整
し
ま
す
。

そ
ん
な
難
し
い
営
農
を
す
る
よ
り
は
、
い
っ
そ
の
こ
と
農
業

を
や
め
て
し
ま
っ
た
ほ
う
が
自
然
保
護
上
有
利
な
気
も
し
ま

す
が
、
農
業
が
継
続
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
生
息
で
き
る

生
物
も
い
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。

予
算
的
に
は
Ｋ
Ｕ

Ｌ
Ａ
Ｐ
の
二
割
を

占
め
ま
す
。

Ｋ
Ｕ
Ｌ
Ａ
Ｐ
に

つ
い
て
の
評
価
を

州
政
府
に
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
植
生
も

NRW州の農業環境政策 KULAP
KULAP には、普通の農地を対象とした「農業環
境施策」と自然保護が必要な特別な農地を対象と
した「契約自然保護」の 2 種類があります。 
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よ
く
な
り
観
光
面
で
も
希
少
な
動
植
物
を
観
察
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
州
民
か
ら
も
高
い
評
価
を
得
て
い
る

と
の
こ
と
で
し
た
。
特
に
、
中
山
間
地
で
粗
放
化
し
て
い
る

草
地
は
、
州
民
の
目
に
触
れ
る
機
会
が
多
く
、
良
い
評
価
を

得
て
い
る
そ
う
で
す
。

◆
日
本
の
制
度
検
討
に
向
け
て

和
歌
山
県
で
有
機
農
業
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
皆
さ
ん

に
と
っ
て
は
、
こ
う
い
っ
た
ド
イ
ツ
の
事
例
を
参
考
に
し
た

日
本
型
の
農
業
環
境
施
策
を
待
ち
望
ん
で
お
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。

た
だ
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
農
業
を
と
り
ま
く
状
況
の
違
い

は
改
め
て
認
識
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
く
思
い
ま
す
。

一
つ
目
は
、
ド
イ
ツ
は
広
大
な
農
地
を
抱
え
て
い
て
食
料

自
給
率
も
大
変
高
い
こ
と
で
す
。
日
本
は
食
料
自
給
率
が

四
〇
％
と
低
い
た
め
、
農
地
の
粗
放
化
や
生
態
系
保
全
に

よ
っ
て
生
産
性
を
低
下
さ
せ
る
制
度
設
計
は
困
難
が
と
も
な

い
ま
す
。

二
つ
目
は
、
ド
イ
ツ
国
民
の
自
然
保
護
や
環
境
保
全
型
農

業
に
対
す
る
意
識
の
高
さ
で
す
。
農
地
に
生
息
す
る
貴
重
な

動
植
物
を
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
強
い
姿
勢
に
は
敬
服
す
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
自
然
保
護
や
環
境
保
全
型
農

業
に
対
す
る
国
民
の
理
解
は
一
定
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
の
が
現
状
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
で
も
、
平
成
一
七
年
（
二
〇
〇
五
年
）
に
策
定
さ
れ

た
新
た
な
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
に
お
い
て
、
我
が

国
の
農
業
に
つ
い
て
環
境
保
全
を
重
視
し
た
も
の
に
転
換
す

る
こ
と
を
推
進
す
る
と
さ
れ
、平
成
一
九
年（
二
〇
〇
七
年
）

に
有
機
農
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
な
ど
、

環
境
保
全
型
農
業
に
対
す
る
追
い
風
が
吹
き
始
め
て
い
ま
す
。

日
本
の
九
割
以
上
の
消
費
者
が
「
環
境
に
配
慮
し
た
農
産

物
」
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
が
そ
ろ
え
ば
購
入
し
た
い
と

す
る
調
査
結
果
も
あ
り
ま
す
（
有
機
農
業
を
は
じ
め
と
す
る
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環
境
保
全
型
農
業
に
関
す
る
意
識
・
意
向
調
査
、
平
成
一
九

年
）。平

成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
じ
ま
っ
た
中
山
間
地

域
等
直
接
支
払
制
度
は
、
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
や
棚
田
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
な
ど
「
民
」
発
の
地
道
な
活
動
が
制
度
創
設
に
結
び

つ
き
ま
し
た
。

今
後
、
日
本
に
お
い
て
、
本
格
的
な
農
業
環
境
政
策
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
る
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
の
よ
う
に
有
機
農
業
を

実
践
す
る
農
家
の
方
々
と
、
環
境
に
配
慮
し
た
農
産
物
を
評

価
す
る
消
費
者
と
の
相
互
の
理
解
・
連
携
が
不
可
欠
な
の
だ

と
思
い
ま
す
。

本
日
の
ド
イ
ツ
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
農
業
環
境
政
策
に
つ
い
て
の

講
演
が
、
そ
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
平
成
二
〇
年
二
月
二
八
日　
和
歌
山
県
有
機
認
証
協
会
講

演
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
付
属
Ｃ
Ｄ
に
添
付
し
て
い
る
投
稿
記

事『
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン・ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー

レ
ン
州
の
農
業
環
境
政
策
Ｋ
Ｕ
Ｌ
Ａ
Ｐ
に
つ
い
て
』
の
Ｐ
Ｄ

Ｆ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
Ｃ
Ｄ
資
料
編
④
）。

　
ま
た
、
③
、
④
の
学
会
誌
記
事
以
上
に
詳
し
い
こ
と
を
知

り
た
い
方
は
、『
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
農
業
環
境
政
策
等
レ

ポ
ー
ト
』（
平
成
一
八
年
）
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
Ｃ

Ｄ
資
料
編
⑤
）。
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（
十
）
ほ
場
整
備
の
ス
ス
メ

紀
の
川
市
は
、
県
下
第
一
の
農
業
生
産
額
を
誇
り
ま
す
。

特
に
果
物
に
つ
い
て
は
、
全
国
一
位
の
は
っ
さ
く
・
い
ち
じ

く
、
二
位
の
桃
、
三
位
の
柿
を
は
じ
め
全
国
有
数
の
生
産
額

で
す
。

た
だ
、
紀
の
川
市
の
農
業
産
出
額
を
一
〇
年
前
と
比
べ
て

み
る
と
、
二
三
三
億
円
（
平
成
七
年
）
か
ら
一
六
一
億
円

（
平
成
一
七
年
）
と
、
七
二
億
円
も
減
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
農
産
物
価
格
が
下
が
る
な
ど
の
外
的
要
因
と
、
農
家
の

高
齢
化
が
進
み
耕
作
放
棄
地
が
増
え
る
な
ど
の
内
的
要
因
が

あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
紀
の
川
市
の
ほ
場
整
備
が
進

ん
で
い
な
い
こ
と
で
す
。
ほ
場
が
小
さ
く
、
農
道
が
せ
ま
く

水
路
も
引
か
れ
て
い
な
い
状
況
で
は
、
農
地
を
人
に
貸
す
こ

と
も
ま
ま
な
り
ま
せ
ん
。

ほ
場
整
備
は
、
農
道
や
水
路
、
区
画
整
理
な
ど
の
整
備
を

総
合
的
に
行
う
も
の
で
、
農
業
の
生
産
性
だ
け
で
な
く
生
活

環
境
の
向
上
に
も
貢
献
し
ま
す
。

紀
の
川
市
で
は
、
中
村
愼
司
市
長
の
お
膝
元
で
あ
る
貴
志

川
町
の
各
地
区
を
は
じ
め
ほ
場
整
備
の
先
進
事
例
が
あ
り
ま

す
。中

で
も
、
貴
志
川
町
西
山
地
区
で
は
、
ほ
場
整
備
を
行
っ

た
結
果
、
後
継
者
が
何
人
も
帰
っ
て
き
た
そ
う
で
す
。
あ
る

後
継
者
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
係
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
の

で
す
が
、
今
は
、
ほ
場
整
備
を
し
た
農
地
で
キ
ュ
ウ
リ
づ
く

り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。「
ほ
場
整
備
が
な
け
れ
ば
、
農

業
に
携
わ
ら
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

和
歌
山
県
の
水
田
の
ほ
場
整
備
率
は
、
三・
六
％
と
全
国

平
均
の
六
一・
三
％
と
比
べ
て
極
端
に
低
い
状
況
で
す
（
農

林
水
産
省
・
農
地
の
整
備
状
況
（
平
成
二
〇
年
））。
私
が
昔

住
ん
で
い
た
新
潟
県
で
は
、
三
〇
ア
ー
ル
区
画
の
整
備
は
昭

和
四
〇
年
代
に
終
わ
り
、
す
で
に
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
区
画
の
整

備
を
進
め
て
い
る
状
況
で
し
た
。
一
方
、
紀
の
川
市
で
は
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三
〇
ア
ー
ル
区
画
の
整
備
も
終
わ
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
大

半
で
す
。

中
村
市
長
も
、
常
々
貴
志
川
町
な
ど
紀
の
川
の
河
南
で
進

め
ら
れ
て
き
た
ほ
場
整
備
を
、
旧
打
田
町
な
ど
河
北
で
進
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ほ
場
整
備
は
、
個
人
の
財
産
で
あ
る
農
地
を
扱
う
た
め
、

関
係
者
の
同
意
を
得
る
こ
と
は
大
変
な
作
業
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
水
路
や
農
道
の
不
具
合
や
農
地
の
集
団
化
、
耕
作

放
棄
地
の
増
加
な
ど
の
問
題
が
、
ほ
場
整
備
を
行
う
こ
と
で

一
気
に
解
決
し
ま
す
。

紀
の
川
市
で
は
、『
ほ
場
整
備
で
か
わ
ら
な
き
ゃ
！
農
業・

農
村
！
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
て
、
旧
打
田
町

地
区
を
中
心
に
説
明
会
を
開
催
し
、
ほ
場
整
備
の
啓
発
普
及

に
つ
と
め
て
い
ま
す
。

説
明
会
に
参
加
し
た
農
家
か
ら
は
、「
高
齢
化
し
て
後
継

者
も
い
な
い
の
で
難
し
い
」、「
負
担
金
を
出
し
て
ま
で
整
備

し
た
く
な
い
」
な
ど
後
ろ
向
き
の
声
も
聞
か
れ
ま
す
が
、
辛

抱
強
く
推
進
す
る
中
で
、
地
区
を
引
っ
張
っ
て
く
れ
る
農
家

が
で
て
く
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
担
い
手
育
成
総
合
支
援
協
議
会
に
ほ
場
整
備
推

進
部
会
を
設
置
し
ま
し
た
。
ほ
場
整
備
の
実
施
済
み
の
地
区

と
こ
れ
か
ら
ほ
場
整
備
を
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
地
区
の
役

員
さ
ん
に
情
報
交
換
を
し
て
も
ら
い
、
ほ
場
整
備
の
機
運
を

高
め
て
い
ま
す
。

紀
の
川
市
の
農
業
の
将
来
は
、
ほ
場
整
備
の
推
進
に
か

か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ほ場整備でかわらなきゃ !
農業・農村！
和歌山県の水田のほ場整備率は全
国と比べて極端に低い水準です。紀
の川市の農業の将来を考えたとき、
ほ場整備の推進は必要不可欠です。
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ぜ
ひ
、
農
業
委
員
会
の
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、

市
の
農
業
振
興
を
図
る
観
点
か
ら
、
地
元
で
ほ
場
整
備
を
推

進
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
平
成
二
二
年
八
月
一
〇
日
紀
の
川
市
農
業
委
員
会
講
演
）

※
『
ほ
場
整
備
で
か
わ
ら
な
き
ゃ
！
農
業
・
農
村
！
』
は
、

付
属
Ｃ
Ｄ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
（
Ｃ
Ｄ
コ
ン
テ
ン
ツ

編
⑨
）。

紀の川市
農業委員会
会長
西川　泰弘さん

―ほ場整備を進めるメリットを教えてく
ださい―
　私の住んでいる西山地区では、ほ場整
備に取り組んだ結果、後継者が何人も
帰ってきました。
　ほ場整備は地域コミュニティ再生の手
段にもなります。様々な利害調整を通し
て地域がまとまり、事業が完成した後、
地域住民の「和」ができます。
―西川さんの食育への想いを教えてくだ
さい―
　食育とは、次世代に「食」を通じて愛
情を伝えていく行為だと思います。例え
ば雑
ぞう
煮
に
ひとつとっても、家庭や地域ごと

に味が違ったりしますよね。
　紀の川市で食育を進めることで、地域
や家庭で、子から孫へ「愛情」を伝え継
続していってほしいものです。

ほ
場
整
備
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
再
生
の
手
段
に
も
な
り
ま
す
。

・インタビュー・
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（
十
一
）
紀
の
川
市
の
森
林
の
価
値
と
は
？

本
日
は
、
那
賀
広
域
森
林
組
合
の
皆
さ
ん
に
お
話
し
す
る

機
会
を
い
た
だ
き
、
大
変
あ
り
が
た
く
感
じ
て
い
ま
す
。

紀
の
川
市
に
赴
任
し
て
か
ら
、
龍
門
山
や
和
泉
葛
城
山
、

ハ
イ
ラ
ン
ド
パ
ー
ク
粉
河
、
細
野
、
鞆と

も
渕ぶ

ち
な
ど
紀
の
川
市
の

山
林
を
何
度
と
な
く
歩
き
ま
し
た
。
そ
の
た
び
に
、
紀
の
川

市
の
ふ
と
こ
ろ
の
深
さ
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
か
、「
こ

ん
な
に
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
が
紀
の
川
市
に
あ
っ
た
の
か
」

と
い
う
感
慨
を
も
ち
ま
す
。

地
球
温
暖
化
問
題
が
顕
在
化
す
る
中
で
、
森
林
の
も
つ
価

値
が
全
世
界
的
に
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
紀
の
川
市
の

森
林
は
、
市
の
面
積
の
半
分
、
約
一
万
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
り
ま

す
の
で
、
こ
の
森
林
の
価
値
を
ど
う
と
ら
え
て
い
く
の
か
は
、

紀
の
川
市
自
体
の
価
値
を
見
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

本
日
は
、
紀
の
川
市
の
森
林
の
も
つ
価
値
に
つ
い
て
皆
さ

ん
と
一
緒
に
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
紀
の
川
市
の
森
林
の
現
状

紀
の
川
市
の
森
林
の
人
工
林
率
は
約
五
〇
％
、
ス
ギ
、
ヒ

ノ
キ
が
大
半
を
占
め
ま
す
。
九
〜
一
〇
齢
級
（
四
五
〜
五
〇

年
生
）
の
伐
採
の
適
期
に
き
て
い
る
林
分
（
森
林
を
管
理
す

る
ま
と
ま
っ
た
区
画
）
も
多
い
の
で
す
が
、
最
近
の
木
材
価

格
の
低
迷
や
林
業
労
働
力
の
高
齢
化
な
ど
を
背
景
に
、
間
伐

な
ど
が
行
わ
れ
ず
荒
れ
て
い
る
森
林
が
増
え
て
い
る
の
が
現

状
で
す
。
和
歌
山
県
の
ス
ギ
山や

ま
元も

と
立り

ゅ
う

木ぼ
く
価
格
（
立
木
の
状
態

で
の
一
㎥
当
た
り
の
樹
木
の
販
売
価
格
）
が
昭
和
五
〇
年
の

二
三
，九
一
七
円
か
ら
平
成
二
〇
年
の
二
，七
〇
二
円
と
三
五

年
前
の
約
一
割
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
考

え
れ
ば
仕
方
が
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
森
林
は
薪
な
ど
の
燃
料
や
材
木
の
供
給
源
と
し

て
だ
け
で
な
く
、
国
土
の
保
全
や
水
源
の
か
ん
養
等
の
ほ
か

二
酸
化
炭
素
の
吸
収
源
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す

の
で
、
そ
の
適
正
な
管
理
が
必
要
で
す
。
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◆
紀
の
川
市
の
森
林
の
価
値
と
は
？

と
こ
ろ
で
、
紀
の
川
市
の
森
林
の
価
値
を
試
算
し
て
み
る

と
ど
れ
ぐ
ら
い
の
金
額
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
か
？

和
歌
山
県
の
森
林
の
公
益
的
機
能
の
評
価
額
は
、

一
兆
〇
三
五
九
億
円
／
年
と
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
（
県
林
業

振
興
課
、
平
成
一
九
年
）。
水
源
か
ん
養
機
能
や
土
砂
流
出

防
止
機
能
な
ど
の
機
能
の
評
価
額
を
単
純
に
合
計
し
た
値
で

す
。
県
全
体
の
森
林
面
積
の
う
ち
紀
の
川
市
の
森
林
が
占
め

る
割
合
は
約
三
％

で
す
の
で
、
紀
の

川
市
の
森
林
の
評

価
額
は
三
一
〇
億

円
／
年
と
い
う
試

算
結
果
と
な
り
ま

す
。紀

の
川
市
の
農

業
生
産
高
が
年
間
一
六
一
億
円
で
す
か
ら
、
そ
の
倍
の
価
値

が
森
林
の
公
益
的
機
能
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

た
だ
、
間
伐
な
ど
が
さ
れ
て
い
な
い
森
林
が
増
え
て
い
る

紀
の
川
市
の
現
状
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、

そ
の
価
値
も
大
き
く
下
が
っ
て
し
ま
う
と
考
え
る
べ
き
で

し
ょ
う
。

◆
森
林
の
価
値
の
再
生
に
向
け
て
の
提
案

そ
れ
で
は
、
紀
の
川
市
の
森
林
の
価
値
を
再
生
し
て
い
く

た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
取
組
を
進
め
て
い
く
べ
き
な
の
で

し
ょ
う
か
。

私
な
り
に
提
案
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
一
に
、
紀
の
川
市
の
森
林
の
公
益
性
を
発
揮
す
る
た
め

の
取
組
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
す
。

幸
い
、
平
成
一
九
年
度
か
ら
「
紀
の
国
森
づ
く
り
基
金
活

用
事
業
」
が
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
県
民
か
ら
一
人
五
百
円
、

市内中学生の間伐体験
紀の川市の森林の評価額は310億円／年とい
う試算額で、紀の川市の農業生産高161億円
（平成17年）の倍の数値となります。
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法
人
か
ら
法
人
税
均
等
割
額
の
五
％
を
い
た
だ
き
県
内
の
森

林
づ
く
り
に
充
て
る
事
業
で
す
。
紀
の
川
市
で
も
、
こ
の
事

業
を
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
整
備
や
小
中
学
生
の
間
伐
体
験

活
動
に
活
用
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
針
葉
樹
の
同
じ

年
齢
で
構
成
さ
れ
る
単
層
林
か
ら
、
広
葉
樹
と
針
葉
樹
が
混

交
す
る
針
広
混
交
林
、
異
な
る
年
齢
の
木
で
構
成
さ
れ
る
複

層
林
に
誘
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
市
民
に
親
し
み
や

す
い
多
様
な
森
林
を
造
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

第
二
に
、
間
伐
な
ど
を
繰
り
返
し
な
が
ら
大
径
木
を
生
産

す
る
長
伐
期
施
業
へ
の
移
行
で
す
。
た
と
え
ば
ス
ギ
の
場
合
、

伐
採
の
時
期
を
大
径
材
と
な
る
八
〇
年
生
と
し
ま
す
。

木
材
価
格
の
低
迷
で
、
皆
伐
方
式
（
一
定
の
範
囲
の
樹
木

を
一
時
に
全
部
伐
採
す
る
方
式
）
で
木
材
を
搬
出
し
て
も
、

植
栽
に
係
る
経
費
を
考
え
れ
ば
赤
字
に
な
る
ば
か
り
で
す
。

コ
ス
ト
意
識
を
も
っ
て
、
作
業
道
開
設
と
高
性
能
な
林
業
機

械
を
組
み
合
わ
せ
た
間
伐
材
な
ど
の
生
産
に
取
り
組
む
こ
と

が
必
要
で
す
。
一
〇
〇
年
先
を
見
通
し
た
森
林
づ
く
り
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

第
三
に
、
紀
の
川
市
産
木
材
を
紀
の
川
市
で
活
用
す
る
木

材
版
「
地
産
地
消
」
の
推
進
で
す
。

平
成
二
一
年
の
日
本
の
木
材
自
給
率
は
二
七・
八
％
と
、

食
料
自
給
率
四
〇
％
と
比
べ
て
も
低
迷
し
て
い
ま
す
。
木
材

自
給
率
を
向
上
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
は
紀
の
川
市

産
の
木
材
を
紀
の
川
市
で
活
用
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
べ

き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

低コスト林業の推進
これからの林業経営は、100 年
先を見通し、作業道開設と高性能
な林業機械を組み合わせた低コス
ト林業に取り組むことが必要です。
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紀
の
川
市
で
搬
出
さ
れ
た
間
伐
材
は
、
現
在
京
都
の
舞
鶴

の
合
板
会
社
に
持
ち
込
ん
で
い
ま
す
が
、
今
後
、
こ
れ
を
市

内
の
道
路
事
業
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
や
防
護
柵
、
バ
イ
オ
マ
ス

エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
に
幅
広
く
活
用
す
る
た
め
の
検
討
が
必
要

で
す
。

せ
っ
か
く
身
近
な
山
林
に
活
用
可
能
な
間
伐
材
が
あ
り
ま

す
の
で
、
み
な
で
知
恵
を
だ
し
あ
い
工
夫
し
て
い
く
努
力
が

必
要
で
す
。

那賀広域森林組合
組合長
森田　邦久さん

―紀の川市の森林再生のためには何をす
べきですか？―
　私は昔から山仕事をするのが好きで、
よく下草刈りや枝打ちなどをしていま
す。木が育っていくのが何よりの楽しみ
です。
　那賀広域森林組合は、平成 14年、紀
の川市域の４つの森林組合が合併して誕
生しました。紀の川市の森林は市の面積
の半分を占めますが、長期の木材価格の
低迷を背景に荒れている森林が多いのが
現状です。山が荒れると、木材としての
価値は下がるし災害にも弱くなるし良い
ことはありません。何よりこのままでは
ご先祖様に申し訳ない。
　山は「水」の源でもあるし、山主さん
には間伐など山の手入れをもっとお願い
したいと思います。地球温暖化対策で行
政の支援も充実してきていますので。

山
主
さ
ん
に
は
山
の
手
入
れ
を
も
っ
と
お
願
い
し
た
い
で
す
。

・インタビュー・
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◆
第
六
二
回
全
国
植
樹
祭
に
向
け
て

森
林
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

後
世
に
伝
え
る
べ
き
「
緑
の
社
会
資
本
」
で
す
。
森
林
の
価

値
を
き
ち
ん
と
評
価
す
る
と
と
も
に
、
林
業
を
「
食
べ
て
い

け
る
」
よ
う
再
生
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。
那
賀
広

域
森
林
組
合
の
皆
さ
ん
に
は
、
市
内
に
一
四
あ
る
財
産
区
と

連
携
し
て
、紀
の
川
市
の
森
林・林
業
の
再
生
を
進
め
て
い
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

折
り
し
も
、
今
年
五
月
、
昭
和
五
二
年
に
続
い
て
和
歌
山

県
で
二
回
目
の
全
国
植
樹
祭
が
田
辺
市
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

こ
の
植
樹
祭
に
向
け
て
、
県
内
で
森
林
・
緑
の
啓
発
普
及

活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
紀
の
川
市
で
も
、
こ
の
機
会

に
市
の
面
積
の
半
分
を
占
め
る
森
林
の
価
値
を
見
直
し
て
い

き
た
い
も
の
で
す
ね
。　

（
平
成
二
三
年
一
月　
那
賀
広
域
森
林
組
合
事
務
局
講
演
）
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（
十
二
）
紀
の
川
市
の
「
光
」
と
は
？

―
紀
の
川
市
の
観
光
を
考
え
る
―

市
の
観
光
行
政
を
管
轄
す
る
立
場
と
し
て
、
日
頃
よ
り
、

紀
の
川
市
観
光
協
会
の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
っ
て
い

ま
す
。

本
日
は
日
頃
よ
り
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
ざ
っ
く
ば
ら

ん
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
紀
の
川
市
の
「
光
」
と
は
？

「
観
光
」
と
い
う
言
葉
は
、
古
代
中
国
『
易え

き
経き

ょ
う

』
の
「
国

の
光
を
観み

る
。
用も

っ

て
王
に
賓ひ

ん

た
る
に
利よ

ろ

し
。」
と
い
う
句
に

由
来
し
ま
す
。
観
光
と
は
「
国
の
光
」
を
観
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
う
い
っ
た
光
り
輝
く
国
か
ら
素
晴
ら
し
い
も
て
な
し

を
受
け
た
人
々
の
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
は
ま
す
ま
す
繁
栄

す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
れ
で
は
紀
の
川
市
の
「
光
」
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
紀
の
川
市
の
「
光
」
は
、
紀
の
川
市
の
文
化
、
自

然
、
農
産
物
な
ど
の
地
域
資
源
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
紀

の
川
市
民
の
お
も
て
な
し
の
心
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

紀
の
川
市
に
は
、
粉
河
寺
の
絵
巻
と
鞆と

も
渕ぶ

ち
の
神み

輿こ
し

と
い
う

二
つ
の
国
宝
を
は
じ
め
と
し
た
文
化
財
、
母
な
る
紀
の
川
や

龍
門
山
な
ど
の
自
然
、
日
本
一
の
農
産
物
直
売
所
・
め
っ
け

も
ん
広
場
や
県
下
第
一
位
の
生
産
高
を
誇
る
農
産
物
が
あ
り

ま
す
。
貴
志
駅
の
「
た
ま
」
駅
長
の
よ
う
に
、
新
た
に
全
国

区
と
な
っ
た
観
光
資
源
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
「
光
」
を
生
み
出
す
源
は
、
紀
の
川
市
民
の

笑
顔
、
お
も
て
な
し
の
心
で
す
。

「
観
光
」
は
、
紀
の
川
市
民
の
誇
り
に
も
つ
な
が
っ
て
い

く
も
の
で
す
。
紀
の
川
市
民
が
一
体
と
な
っ
て
観
光
振
興
に

取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
誇
り
の
も
て
る
ま
ち
づ
く
り
が

で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
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◆
紀
の
川
市
の
観
光
の
強
み
・
弱
み

紀
の
川
市
の
平
成
二
一
年
の
観
光
客
数
は
二
三
〇
万
人
で
、

市
町
村
単
位
で
は
和
歌
山
市
、
田
辺
市
、
白
浜
町
に
つ
い
で

県
下
四
位
で
す
。
意
外
と
多
い
と
い
う
印
象
を
持
た
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
中
で
も
、
め
っ
け
も
ん
広

場
へ
の
観
光
客
が
約
八
〇
万
人
で
日
本
一
の
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
存
在
感
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

こ
こ
で
、
紀
の
川
市
の
観
光
の
強
み
と
弱
み
を
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

紀
の
川
市
の
観
光
の
強
み
は
、
文
化
、
自
然
、
農
産
物
な

ど
の
豊
富
な
地
域
資
源
が
あ
る
こ
と
と
、
関
西
国
際
空
港
か

ら
一
時
間
圏
内
と
都
心
か
ら
の
利
便
性
の
良
さ
な
ど
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。

一
方
、
紀
の
川
市
の
観
光
の
弱
み
は
道
路
整
備
が
遅
れ
交

通
ア
ク
セ
ス
が
悪
い
こ
と
、
宿
泊
施
設
が
少
な
く
滞
在
型
の

観
光
客
が
少
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
紀
の
川
市
と
し
て
の
統

一
的
な
ブ
ラ
ン
ド
が
定
着
し
て
お
ら
ず
情
報
発
信
力
が
弱
い

こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

◆
観
光
振
興
に
向
け
て
の
提
案

そ
れ
で
は
、
紀
の
川
市
の
観
光
振
興
に
向
け
て
、
ど
の
よ

う
な
取
組
を
進
め
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
三
つ
ほ

ど
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
一
が
、紀
の
川
市
の
観
光
施
設
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
で
す
。

め
っ
け
も
ん
広
場
や
貴
志
駅
の
「
た
ま
」
駅
長
の
と
こ
ろ

に
来
て
い
た
だ
い
た
観
光
客
を
、
粉
河
寺
や
青
洲
の
里
に
も

来
て
い
た
だ
く
仕
掛
け
が
で
き
れ
ば
い
い
で
す
よ
ね
。
紀
の

川
市
の
観
光
施
設
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
考
え
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
す
。

第
二
が
、
農
家
民
泊
な
ど
滞
在
型
観
光
の
推
進
で
す
。

紀
の
川
市
の
平
成
二
一
年
の
宿
泊
客
は
一
万
人
を
割
っ
て

い
て
、
観
光
客
の
数
に
比
べ
て
宿
泊
客
が
極
端
に
少
な
い
状
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況
で
す
。
紀
の
川
市
を
ゆ
っ
く
り
味
わ
っ
て
も
ら
う
た
め
に

は
、
滞
在
型
の
観
光
客
を
増
や
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

そ
の
ひ
と
つ
の
手
法
と
し
て
、
農
家
の
空
き
ス
ペ
ー
ス
を

有
効
活
用
し
た
農
家
民
泊
は
、
今
後
人
気
を
呼
ぶ
可
能
性
大

で
す
。
私
も
、
ド
イ
ツ
で
農
家
民
宿
に
泊
ま
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
都
会
か
ら
の
長
期
滞
在
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
紀
の
川
市
に
「
癒
し
」
を
求
め
て
く
る
潜
在
的
な
観

光
客
は
多
い
と
思
い
ま
す
。

第
三
が
、「
食
育
の
ま
ち
紀
の
川
市
」
の
ブ
ラ
ン
ド
の
構

築
で
す
。

紀
の
川
市
は
、
平
成
二
二
年
一
二
月
、「
食
育
の
ま
ち
」

宣
言
を
行
い
ま
し
た
。

宣
言
文
の
中
で
も
、「
食
育
」
を
観
光
振
興
に
結
び
つ
け

て
い
く
趣
旨
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
農
業
体
験
と
あ
わ
せ

て
、
地
場
農
産
物
の
食
育
メ
ニ
ュ
ー
な
ど
も
ふ
る
ま
い
、
紀

の
川
市
の
「
食
」
の
素
晴
ら
し
さ
を
堪
能
し
て
も
ら
い
た
い

も
の
で
す
。

　◆
む
す
び
に

紀
の
川
市
で
は
、
平
成
二
〇
年
度
、『
た
び
旅
散
策
マ
ッ

プ
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま
し
た
。
紀
の
川
市

内
の
観
光
施
設
を
め
ぐ
る
散
策
コ
ー
ス
を
提
案
す
る
と
と
も

に
、
紀
の
川
市
の
用
水
路
、
た
め
池
な
ど
を
紹
介
し
て
い
ま

す
。
紀
の
川
市
に
は
、
た
く
さ
ん
の
豊
富
な
地
域
資
源
が
あ

り
ま
す
。
観
光
客
だ
け
で
な
く
紀
の
川
市
民
に
も
、
こ
の
パ

たび旅散策まっぷ
『たび旅散策マップ』を片手に、
観光客だけでなく紀の川市民にも、
ゆっくりと紀の川市の「光」を味
わっていただきたいものです。
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ン
フ
レ
ッ
ト
を

片
手
に
ゆ
っ
く

り
と
紀
の
川
市

の
「
光
」
を
味

わ
っ
て
い
た
だ

き
た
い
も
の
で

す
。先

日
、
和
歌

山
電
鐵
株
式
会
社
の
磯
野
省
吾
専
務
と
お
話
し
す
る
機
会
が

あ
り
ま
し
た
。
和
歌
山
電
鐵
で
は
、
貴
志
駅
の
「
た
ま
」
駅

長
が
全
国
的
な
人
気
者
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
市
民

の
熱
意
と
行
政
の
支
援
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
「
た
ま
」
関
連

の
取
組
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
い
う
お
褒
め
の
言
葉
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
全
国
で
も
、
こ
れ
だ
け
市
民
と
行
政
を
巻

き
込
ん
だ
支
援
を
得
ら
れ
る
地
域
は
珍
し
い
と
の
こ
と
で
す
。

平
成
二
二
年
八
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
貴
志
駅
「
た
ま
カ

フ
ェ
」
で
は
、
市
商
工
観
光
課
を
通
じ
て
、
地
場
産
果
物
の

フ
レ
ッ
シ
ュ
ジ
ュ
ー
ス
を
提
供
で
き
る
体
制
が
整
い
ま
し
た
。

貴
志
駅
前
の
レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル
「
い
ち
ご
自
転
車
」
や
貴
志

川
観
光
い
ち
ご
狩
り
協
会
の
「
い
ち
ご
狩
り
」
も
行
政
と
の

連
携
に
よ
り
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
市
民・行
政・和
歌
山
電
鐵
が
一
体
と
な
っ

て
、
貴
志
川
線
の
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
と

考
え
ま
す
。

紀
の
川
市
の
「
光
」
を
つ
く
っ
て
い
く
の
は
、
紀
の
川
市

民
一
人
ひ
と

り
の
「
よ
う

こ
そ
お
こ
し

な
し
て
」
と

い
う
気
持
ち

で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

今
年
は
、

折
り
し
も
ほ

たまミュージアム貴志駅
「たまミュージアム貴志駅」では、地場産フ
ルーツを使ったフレッシュジュースを提供する

「たまカフェ」が大人気。和歌山電鐵と市行
政との連係プレーの「たま」ものです。

2011 ほたるサミット in きのかわ
「2011 ほたるサミット in きのかわ」のテーマは「ほ
たる灯に　集う仲間と　まちづくり」です。「ようこ
そおこしなして」の気持ちで全国の市町をお迎えし
たいものですね。

鞆渕のホタル　写真提供：和歌山新報
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た
る
サ
ミ
ッ
ト
が
紀
の
川
市
で
開
催
さ
れ
る
年
で
す
。
テ
ー

マ
は
「
ほ
た
る
灯び

に　
集
う
仲
間
と　
ま
ち
づ
く
り
」
で
、

六
月
九
、十
日
の
二
日
間
、
ほ
た
る
を
通
じ
て
自
然
保
全
に

取
り
組
む
全
国
の
市
町
が
紀
の
川
市
に
集
ま
り
ま
す
。
お
も

て
な
し
の
気
持
ち
で
お
迎
え
し
た
い
も
の
で
す
ね
。

今
後
と
も
、
紀
の
川
市
観
光
協
会
の
皆
さ
ん
の
力
添
え
を

得
て
、
紀
の
川
市
の
「
光
」
が
ま
す
ま
す
輝
く
こ
と
を
祈
念

し
て
い
ま
す
。

（
平
成
二
三
年
二
月　
紀
の
川
市
観
光
協
会
事
務
局
講
演
）

※
『
た
び
旅
散
策
マ
ッ
プ
』
は
、
付
属
Ｃ
Ｄ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
（
Ｃ
Ｄ
コ
ン
テ
ン
ツ
編
⑩
）

紀の川市
観光協会
会長
岩﨑健男さん

―紀の川市の観光について－　
　紀の川市観光協会では、「紀の川
ぷるぷる娘」というフルーツキャラ
クターをつくったり、『おもしゃい
な、紀の川市』というホームページ
を立ち上げたり、紀の川市の良さの
PRにつとめています。「紀の川ぷる
ぷる娘」については、Tシャツなど
キャラクターグッズも販売していま
す。こういったキャラクターは、ま
ちの個性を売り出していくのには大
切ですね。
―岩﨑さんの食育についての想い
は？―
　紀の川流域の米は、大台ヶ原を源
とする紀の川の清流に育まれてでき
たものです。この米をつかった紀州
の茶がゆを南高梅の梅干しで食べる
と美味しいですよ。紀の川市の風土
にあった伝統食を大切にしていきた
いと思います。

紀
の
川
市
の
風
土
に
あ
っ
た
伝
統
食
を
大
切
に
し
た
い
で
す
ね
。

・インタビュー・
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（
十
三
）
紀
の
川
市
商
工
会
に
期
待
す
る
こ
と

本
日
は
紀
の
川
市
商
工
会
の
皆
様
の
前
で
お
話
し
す
る
機

会
を
い
た
だ
き
、
大
変
名
誉
な
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
成
二
一
年
七
月
の
紀
の
川
市
商
工
会
の
発
足
に

当
た
っ
て
は
大
変
な
ご
努
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
改

め
て
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
私
の
ル
ー
ツ
は
商
売
人
で
す
。
祖
父
の
代
に
、
神

奈
川
県
平
塚
市
で
紙
や
文
房
具
を
扱
う
お
店
を
創
業
し
、
現

在
、
私
の
い
と
こ
が
店
を
継
い
で
い
ま
す
。
平
塚
に
七
夕
ま

つ
り
と
い
う
お
ま
つ
り
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
創
設
に
も
祖

父
が
深
く
か
か
わ
っ
た
そ
う
で
す
。

た
だ
、
神
奈
川
県
の
中
核
市
と
は
い
え
、
本
市
と
同
様
、

商
工
業
者
の
お
か
れ
て
い
る
現
在
の
状
況
は
厳
し
い
よ
う
で

す
。父

は
四
男
坊
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
大
阪
の
会
社
に
就
職

し
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
よ
く
父
か
ら
商

売
人
の
大
変
さ
な
ど
を
聞
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
う
い
っ
た
中
、
私
が
紀
の
川
市
の
担
当
部
長
と
し
て
商

工
行
政
に
関
わ
る
立
場
に
な
っ
た
の
は
、
あ
る
意
味
運
命
的

な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
日
は
、
市
内
の
商
工
会
や
商
工
業
者
の
方
々
と
お
つ
き

あ
い
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
日
々
感
じ
て
い
る
こ
と
な
ど

を
お
話
し
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

◆
紀
の
川
市
行
政
と
商
工
会
の
連
携

紀
の
川
市
で
は
、
新
市
発
足
以
来
、
商
工
会
と
連
携
し
て

商
工
業
の
振
興
を
図
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

毎
年
、
市
で
助
成
し
て
商
工
会
に
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
を

発
行
し
て
い
た
だ
き
市
内
の
商
店
街
で
の
買
い
物
を
促
進
し

て
い
ま
す
。
小
規
模
事
業
者
へ
の
利
子
補
給
も
市
が
助
成
し

て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
国
・
県
の
補
助
事
業
も
商
工
会
と
連

携
し
て
対
応
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
〇
年
に
総
務
省
の
補
助
を
受
け
た
「
粉
河
と
ん
ま
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か
通
り
モ
ニ
ュ

メ
ン
ト
事
業
」

や
平
成
二
二
年

度
か
ら
は
じ
ま

る
こ
と
に
な
っ

た
「
わ
が
ま
ち

元
気
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
も
、
市
と
商
工
会
が
連
携
し
て
、
国
・
県
の
助
成
を

受
け
た
取
組
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ご
存
じ
の
通
り
、
商
工
会
に
は
、
商
工
業
の
総
合
的
な
発

展
を
図
る
「
経
済
団
体
」
と
し
て
の
性
格
と
、
地
区
内
の
小

規
模
業
者
等
の
経
営
改
善
普
及
事
業
を
実
施
す
る
「
指
導
団

体
」
と
し
て
の
性
格
が
あ
り
ま
す
。

私
が
最
近
つ
く
づ
く
思
う
こ
と
は
、
市
内
の
小
規
模
業
者

へ
の
き
め
の
細
か
い
対
応
に
つ
い
て
商
工
会
の
「
指
導
団

体
」
と
し
て
の
役
割
が
極
め
て
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

市
行
政
で
は
、
個
人
商
店
の
経
営
状
況
を
把
握
し
て
専
門

的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
こ
と
は
、
難
し
い
部
分
が
あ
り
ま

す
。
き
め
細
か
い
対
応
が
で
き
る
商
工
会
の
存
在
が
あ
っ
て

こ
そ
、
市
内
の
商
工
業
の
振
興
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

◆
商
工
業
の
発
展
の
た
め
に

紀
の
川
市
内
の
商
店
街
は
売
り
上
げ
が
減
少
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
多
く
、
閉
店
す
る
店
が
増
え
て
い
ま
す
。
こ
の
原
因

は
、
景
気
の
低
迷
や
公
共
工
事
の
減
少
、
規
制
緩
和
な
ど
の

外
的
要
因
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
商
店
街
に
店
を
構

え
て
い
れ
ば
一
定
の
収
益
を
確
保
で
き
た
時
代
か
ら
、
何
ら

か
の
「
工
夫
」
が
な
い
と
生
き
残
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な

り
、
小
規
模
事
業
者
ほ
ど
後
継
者
も
な
く
店
じ
ま
い
し
て
し

ま
う
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
紀
の
川
市
だ
け
で
起
き
て
い
る
現
象
で
は
な
く
、

例
え
ば
、
東
京
の
早
稲
田
の
商
店
街
な
ど
で
も
厳
し
い
状
況

が
あ
る
よ
う
で
す
。　

紀の川市プレミアム商品券
商工会では、市と連携して紀の川市プ
レミアム商品券を発行しています。地
元の商店街の活性化に大きな効果をあ
げています。
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こ
う
い
っ
た
中
、
紀
の
川
市
の
商
工
業
が
生
き
延
び
て
発

展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
商
工
業
者
一
人
ひ
と
り
の
「
や
る

気
」
を
喚
起
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
な
り
に
紀
の
川
市
の
商
工
業
発
展
に
む
け
て
い
く
つ
か

の
提
案
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
一
が
、
紀
の
川
市
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
と
の
連
携

で
す
。

紀
の
川
市
は
、
全
国
有
数
の
果
物
生
産
を
誇
る
果
物
王
国

で
す
。
日
本
一
の
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
め
っ
け
も

ん
広
場
も
あ
り
ま
す
。
せ
っ
か
く
近
く
で
安
全
・
安
心
な
農

産
物
が
生
産
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
立
地
条
件
を

活
用
し
な
い
手
は
あ
り
ま
せ
ん
。

紀
の
川
市
産
の
農
産
物
の
加
工
・
販
売
を
紀
の
川
市
の
商

工
業
者
が
担
う
こ
と
で
農
商
工
の
連
携
、
農
業
の
六
次
産
業

化
を
進
め
る
絶
好
の
環
境
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

最
近
お
隣
の
和
歌
山
市
で
Ｊ
Ａ
と
商
工
会
議
所
、
市
農
業

委
員
会
が
連
携
し
て
、「
生
姜
丸
し
ぼ
り
ジ
ン
ジ
ャ
ー
エ
ー

ル
」
が
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
和
歌
山
市
特
産
の
し
ょ
う
が
を

活
用
し
た
健
康
飲
料
と
い
う
こ
と
で
全
国
に
出
荷
し
人
気
を

博
し
て
い
ま
す
。

紀
の
川
市
で
も
、
Ｊ
Ａ
紀
の
里
と
商
工
会
が
連
携
す
れ
ば
、

豊
富
な
紀
の
川
市
産
の
果
物
、
例
え
ば
、
桃
、
柿
、
は
っ
さ

く
、
黒
豆
な
ど
を
活
用
し
た
お
菓
子
や
飲
料
を
農
商
工
連
携

の
枠
組
み
の
中
で
開
発
で
き
る
は
ず
で
す
。

ま
た
、
そ
の
際
に
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
紀
の

川
市
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
「
食
育
」
で
す
。

平
成
二
二
年
一
二
月
議
会
で
、
近
畿
初
と
な
る
「
食
育
の

ま
ち
」
宣
言
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
二
二
年
度

か
ら
三
年
間
、
県
の
「
わ
が
ま
ち
元
気
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の

助
成
を
受
け
て
、
農
商
工
連
携
の
枠
組
み
の
中
で
加
工
品
の

開
発
を
検
討
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
加
工
品
に
関
し
て
は
「
食
育
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
徹

底
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
商
品
の
パ
ッ
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ケ
ー
ジ
に
食
事
バ
ラ
ン
ス
ガ
イ
ド
に
基
づ
い
た
カ
ロ
リ
ー
計

算
を
入
れ
る
な
ど
栄
養
バ
ラ
ン
ス
も
考
え
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

「
食
育
の
ま
ち
紀
の
川
市
」
の
良
い
イ
メ
ー
ジ
と
連
動
し
て
、

必
ず
ヒ
ッ
ト
商
品
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

「
は
っ
さ
く
プ
ー
ロ
」
な
ど
従
来
か
ら
商
工
会
で
つ
く
ら

れ
て
き
た
加
工
品
も
大
切
に
し
な
が
ら
、「
紀
の
川
ぷ
る
ぷ

る
娘
」
を
活
用
し
た
新
し
い
「
食
育
の
ま
ち
紀
の
川
市
」
ら

し
い
商
品
の
開
発
を
、
農
業
と
の
連
携
の
中
で
取
り
組
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

第
二
が
、
紀
の
川
市
に
あ
る
観
光
資
源
の
活
用
で
す
。

紀
の
川
市
に
は
た
く
さ
ん
の
観
光
資
源
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
ら
の
資
源
と
の
連
携
を
通
じ
て
、
市
内
の
商
工
業
の
発
展

を
促
し
て
い
き
た
い
で
す
よ
ね
。

Ｊ
Ａ
紀
の
里
め
っ
け
も
ん
広
場
に
来
ら
れ
る
お
客
さ
ん
は

八
〇
万
人
い
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
レ
ジ
通
過
者
だ
け
の
人

数
で
す
の
で
実
際
に
は
そ
の
数
倍
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
お
客
さ
ん
達
を
何
割
か
で
も
引
き
留
め
て
紀
の
川
市
で

お
金
を
落
と
し
て
も
ら
う
仕
掛
け
を
つ
く
る
こ
と
を
考
え
て

い
き
た
い
も
の
で
す
。

貴
志
川
線
貴
志
駅
の
「
た
ま
」
駅
長
も
、
全
国
区
の
人
気

を
博
し
て
い
ま
す
し
、
桃
の
花
が
咲
き
ほ
こ
る
桃
源
郷
、
健

康
バ
イ
キ
ン
グ
が
人
気
の
青
洲
の
里
な
ど
集
客
力
の
あ
る
観

光
交
流
施
設
の
活
用
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
各
観
光
施
設
と
商
店
街
で
連
携
し
た
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
な
ど
を
行
う
の
も
面
白
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

第
三
が
、
紀
の
川
市
の
歴
史
・
伝
統
文
化
に
基
づ
く
資
源

の
活
用
で
す
。

紀
の
川
市
に
は
、
国
宝
が
二
つ
あ
る
の
を
ご
存
じ
で
し
た

か
？
粉
河
寺
の
草
創
を
描
い
た
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
と
、
鞆と

も
渕ぶ

ち

八は
ち

幡ま
ん

神
社
に
あ
る
沃い

懸か
け

地じ

螺ら

鈿で
ん

金こ
ん

銅ど
う

装そ
う

神み

輿こ
し

で
す
。

平
成
二
一
年
現
在
、
国
宝
の
存
在
し
な
い
県
が
三
県
（
群

馬
・
徳
島
・
宮
崎
）
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
紀
の
川
市
は
、
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深
い
歴
史
を
背
景

と
し
た
文
化
財
の

宝
庫
と
い
っ
て
も

い
い
と
思
い
ま
す
。

平
成
二
〇
年
粉

河
と
ん
ま
か
通
り

に
粉
河
寺
縁
起
絵

巻
な
ど
を
描
い
た

モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
制
作
し
た
の
も
、
粉
河
寺
に
来
て
い
た
だ

い
た
お
客
様
に
商
店
街
も
歩
い
て
も
ら
お
う
と
い
う
こ
と
が

き
っ
か
け
で
し
た
。

ま
た
、
粉
河
酢
な
ど
の
よ
う
に
、
今
は
途
絶
え
て
し
ま
っ

た
け
れ
ど
か
つ
て
全
国
区
の
ブ
ラ
ン
ド
を
誇
っ
て
い
た
特
産

品
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
資
源
を
発
掘
し
活
用
す
る
こ

と
が
、
商
工
業
の
振
興
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

平
成
二
二
年
一
一
月
、
紀
の
川
市
商
工
会
が
事
務
局
に

な
っ
て
「
粉
河
」
に
関
す
る
知
識
の
検
定
を
行
う
「
粉
河
検

定
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
紀
の
川
市
の
歴
史
・
文
化
な

ど
を
楽
し
み
な
が
ら
市
民
に
覚
え
て
も
ら
う
と
い
う
意
味
で
、

大
変
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
将
来
的
に
「
紀
の

川
市
検
定
」
ま
で
発
展
さ
せ
て
い
く
考
え
を
も
っ
て
お
ら
れ

る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
今
後
の
取
組
の
進
展
を
期
待
し
て
い

ま
す
。

第
四
が
、
商
工

業
版
「
地
産
地

消
」
の
推
進
で
す
。

従
来
、
紀
の
川

市
で
は
農
業
の
潤

い
が
商
工
業
者
に

恩
恵
を
も
た
ら
し

て
き
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
は
っ
さ

く
や
桃
で
稼
い
だ

粉河寺
粉河寺は、西国三十三箇所観音霊場第三番
札所として名高く、全国から多くの観光客が
訪れます。

粉河検定
平成 22 年 11月「粉河検定」がスタートし
ました。粉河の歴史・文化を楽しみながら覚えてもらうこの取
組は、将来的に「紀の川市検定」に発展させていく予定です。

写真提供：紀の川市商工会
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農
家
は
、
市
内
の
商
工
業
者
に
家
財
道
具
そ
の
他
の
発
注
を

し
、
景
気
が
市
内
で
巡
回
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
、
農

家
が
仮
に
儲
け
て
も
、
市
内
の
商
工
業
者
に
必
ず
し
も
還
元

さ
れ
な
い
傾
向
が
で
て
き
て
い
ま
す
。

農
家
を
は
じ
め
紀
の
川
市
民
に
市
内
商
工
業
者
を
利
用
し

て
も
ら
う
工
夫
が
必
要
で
す
。
商
工
業
版
「
め
っ
け
も
ん
広

場
」
と
い
う
べ
き
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

し
ょ
う
か
。

紀
の
川
市
民
に
紀
の
川
市
の
商
店
街
で
買
い
物
を
し
て
も

ら
う
、
紀
の
川
市
で
つ
く
っ
た
工
業
製
品
を
つ
か
っ
て
も
ら

紀の川市商工会
会長
大西洋太郎さん

―紀の川市の商工業活性化に向けて商工
会の役割は？―
　商工業活性化に向けて商工会の役割は
大きく、行政と連携して市内商工業者の
ために汗をかいていきたいと思います。
　紀の川市の商工業は、農業とともに発
展してきました。これからも JA紀の里
等と協力して、めっけもん広場とスタン
プラリーでの連携や市内農産物の加工品
開発を考えていきたいですね。
　固定観念を打破して、若手など様々な
人の意見を聞くことも重要です。商工会
で特産品を公募したところ、「鞆渕黒豆
せんべい」や「紀の川ぷるぷるゼリー」
などの提案がありました。
　紀の川市の歴史文化を見直していくこ
とも大切です。昨年11月に実施した「粉
河検定」を、将来は「紀の川市検定」に
発展させていきたいと考えています。

固
定
観
念
を
打
破
し
て
、
若
手
な
ど
の
意
見
を
聞
く
こ
と
も
重
要
で
す
。

・インタビュー・
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う
‥
‥
こ
れ
は
、
商
品
・
工
業
製
品
の
移
動
に
か
か
る
化
石

燃
料
が
少
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
地
球
環
境
に
も
や
さ
し
い

取
組
に
な
り
ま
す
。

◆
ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に

言
う
ま
で
も
な
く
、
紀
の
川
市
の
商
工
業
を
発
展
さ
せ
て

い
く
べ
き
主
体
は
、
市
の
行
政
で
も
商
工
会
で
も
な
く
市
内

商
工
業
者
の
皆
さ
ん
で
す
。

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
不
景
気
の
中
、
商
工
業
者
の

皆
さ
ん
が
「
や
る
気
」
を
出
す
の
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
現
在
の
状
況
を
活
か
し
て
、
ピ
ン
チ
を
チ
ャ

ン
ス
に
変
え
て
い
け
る
の
は
皆
さ
ん
の
力
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
と
も
、
市
行
政
と
商
工
会
が
連
携
し
て
、
紀
の
川
市

の
商
工
業
を
盛
り
立
て
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

本
日
は
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
平
成
二
三
年
二
月
四
日　

紀
の
川
市
商
工
会
理
事
会
講

演
）
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（
十
四
）『
き
の
か
わ
―
人
と
水
の
物
語
―
』

～
総
括
に
か
え
て
～

果
物
王
国
・
紀
の
川
市
の
農
業
を
支
え
て
い
る
の
は
、
何

と
い
っ
て
も
「
水
」
で
す
。
こ
の
「
水
」
が
ど
こ
か
ら
き
て

い
る
の
か
皆
さ
ん
は
ご
存
じ
で
す
か
？

紀
の
川
市
の
水
を
育
ん
で
い
る
の
は
、
市
内
や
近
隣
の

山
々
、
紀
の
川
上
流
域
、
十
津
川
流
域
な
ど
に
あ
る
水
源
林

で
す
。
そ
し
て
、
水
源
林
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
水
を
確
保
す

る
た
め
に
、
た
く
さ
ん
の
水
路
や
た
め
池
な
ど
が
つ
く
ら
れ

て
き
ま
し
た
。

徳
川
頼
宣
が
つ
く
ら
せ
た
桜
池
、
大
畑
才
蔵
が
つ
く
っ
た

小
田
井
用
水
、
華
岡
青
洲
が
つ
く
っ
た
垣
内
池
の
ほ
か
、
鞆

渕
の
用
水
路
「
ホ
リ
キ
リ
」
の
よ
う
に
、
名
も
な
い
人
々
に

よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

『
き
の
か
わ
―
人
と
水
の
物
語
―
』
は
、
こ
う
い
っ
た
水

源
林
、水
路
、た
め
池
な
ど
「
水
」
に
関
わ
る
様
々
な
物
語
を
、

市
内
の
中
学
校
生
徒
の
副
読
本
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

市
教
育
委
員
会
と
農
林
商
工
部
が
協
力
し
て
検
討
委
員
会

を
設
置
し
、
中
学
校
の
社
会
科
の
先
生
た
ち
に
手
分
け
し
て

執
筆
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
県
立
博
物
館
の
高
木
徳
郎
学
芸

員
（
現・早
稲
田
大
学
准
教
授
）
に
も
、時
代
考
証
を
チ
ェ
ッ

ク
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
本
で
、
市
内
の
子
ど
も
達
が
、
紀
の
川
市
で
先
人
た

ち
の
残
し
て
き
た
足
跡
を
た
ど
り
、
そ
の
歴
史
に
誇
り
を

も
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

『きのかわー人と水の物語ー』
『きのかわー人と水の物語ー』は、
紀の川市の先人がつくってきた水源
林、水路、ため池など「水」にかか
わる様々な物語を、中学生の副読本
としてまとめたものです。
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『
き
の
か
わ
―
人
と
水
の
物
語
―
』
は
、
紀
の
川
市
に
残

る
素
晴
ら
し
い
「
宝
物
」
を
、
紀
の
川
市
の
子
ど
も
達
に
伝

え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思
い
で
企
画
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。「（
四
）
棚
田
の
ル
ー
ツ
を
探
る
」

で
ご
紹
介
し
た
『
恵
み
の
源
』
と
あ
わ
せ
て
、
紀
の
川
市
の

素
晴
ら
し
さ
を
知
る
き
っ
か
け
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

な
お
、『
き
の
か
わ
―
人
と
水
の
物
語
―
』と『
恵
み
の
源
』

の
二
冊
は
、
農
地
課
の
担
当
職
員
が
、
強
い
熱
意
を
も
っ
て

編
集
作
業
を
担
当
し
て
く
れ
ま
し
た
。
彼
ら
の
力
が
な
け
れ

ば
こ
れ
ほ
ど
良
い
冊
子
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
、
感
謝
し
て

い
ま
す
。
こ
の
二
冊
は
、
付
属
Ｃ
Ｄ
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
（
Ｃ
Ｄ
コ
ン
テ
ン
ツ
編
⑪
、
⑫
）

ま
た
、
こ
の
二
冊
と
も
、
高
木
徳
郎
さ
ん
の
絶
大
な
支
援

を
い
た
だ
き
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
場
を
借

り
て
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

『恵みの源』
『恵みの源』は、シンポジウム『棚田
のルーツを探る』の記録とあわせて、
紀の川市内で受け継がれてきたため
池、水路など「紀の川市の宝物」を
紹介しています。


