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　 日 本 の 高 齢 者 は 平 成 27 年 3395 万 人、10

年後には 3657 万人、総人口の 3 人に１人は

６５歳以上、５人に１人は７５歳以上の超高齢

化社会を迎えます。同時に４世帯に１軒は独居

か高齢者のみの家庭となるとされています。高

齢者の増加は、同時に介護を必要とする人の数

が増えることにもなります。

　政府の考えている施策はできるだけ自宅でと

いうのが基本ですから、今後はデイサービス、

ショートステイ、小規模多機能型施設といっ

た、通所型サービスの必要性が高くなると考え

られます。なかでもホームヘルプサービスは他

のサービス内容が職員一人が複数の利用者に対

応するのに対し、ヘルパーさん一人に利用者一

人が原則ですから、10 年で利用者が数百万人

も増加すれば、ますます忙しくなることが予想

されます。

　このコーナーの第 1 回から見てきたように ,

ある限られた時間ではありますが、その家の中

で起こったことに対して、全部に対応しなけれ

ばなりませんので、時々コーナーを見直してく

ださい。のどに物が詰まった時、大きな怪我や

やけどの時、時には亡くなっているのを見つけ

た時、食事を食べてくれない時等々、少しはお

役に立てると思います。

　「俚志（さとびごころ）」2 号からはじまった

このコーナーは、第 23 回の今回で終了いたし

ますが、これまでの内容をまとめた小冊子とす

ることも考えております。

　またいつかお会いできれば幸いでございま

す。長い間お読みいただいてありがとうござい

ました。

　

地
域
包
括
ケ
ア
に
つ
い
て
理
解
し
よ
う
と
す

る
と
き
、
い
つ
も
何
か
腑
に
落
ち
な
い
も
の
を

感
じ
て
き
た
。
厚
生
労
働
省
が
説
明
す
る
高
齢

化
と
い
う
背
景
、
そ
の
た
め
に
住
み
慣
れ
た
地

域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
、
住

ま
い
・
医
療
・
介
護
・
予
防
・
生
活
支
援
が
提

供
さ
れ
た
ら
い
い
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
の
し

よ
う
も
な
い
も
っ
と
も
な
理
路
で
あ
る
。
い
や

む
し
ろ
、
否
定
の
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
か
ら

こ
そ
、「
な
ぜ
今
に
な
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
そ
う
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」「
今
ま
で
の
取
り
組

み
と
ど
う
違
う
の
か
」
が
と
て
も
わ
か
り
に
く

い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
こ
こ
で
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
い

う
視
点
か
ら
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
捉
え
直
し
て
み

よ
う
と
思
う
。
サ
ブ
テ
ー
マ
は
「
今
ま
で
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
ど
う
違
う
ね
ん
？
」
で
あ

る
。■

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

　
取
り
組
み
事
例
か
ら

　

厚
生
労
働
省
が
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で

は
、
全
国
各
地
の
取
り
組
み
事
例
が
紹
介
さ

れ
て
い
る
。（http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/

kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/

）

　

た
と
え
ば
、
東
京
都
世
田
谷
区
の
「
都
市
部

で
の
医
療
・
介
護
・
予
防
・
生
活
支
援
・
住
ま

い
の
一
体
的
な
提
供
に
関
す
る
取
組
」
を
見
て

み
る
と
、
医
療
と
福
祉
の
情
報
共
有
の
仕
組
み

を
作
る
な
ど
の
専
門
職
に
よ
る
取
り
組
み
の
ほ

か
、
高
齢
者
の
居
場
所
づ
く
り
（
喫
茶
店
・
大

学
等
の
活
用
）、
中
高
年
層
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

活
動
促
進
（
買
い
物
支
援
等
）
と
い
っ
た
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
活
動
例
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

　

ま
た
、
鹿
児
島
県
大
和
村
の
「
住
民
が
自
ら

考
え
る
互
助
の
地
域
づ
く
り
」を
見
て
み
る
と
、

要
介
護
者
を
マ
ス
タ
ー
と
し
て
抜
擢
し
た
ご
近

所
喫
茶
や
、
高
齢
者
が
作
っ
た
野
菜
や
そ
の
野

菜
で
作
っ
た
お
総
菜
を
販
売
す
る
と
い
っ
た
、

住
民
主
体
の
活
動
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
個
々
の
活
動
例
そ
の
も
の
は
、
こ

れ
ま
で
全
国
津
々
浦
々
で
行
わ
れ
て
き
た
で
あ

ろ
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
大
差
は
な
い
。
そ

れ
ら
の
な
か
に
は
も
し
か
し
た
ら
、「
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
」
と
い
う
認
識
さ
え
な
く
、「
一

人
の
住
民
と
し
て
当
た
り
前
の
助
け
合
い
」
と

い
う
感
覚
で
な
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ

う
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ま
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
や
地
域
の
助
け
合
い
に
関
わ
っ
て
き
た

人
た
ち
は
、
国
が
新
し
く
提
示
し
て
き
た
「
地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解

す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

■
シ
ス
テ
ム
と
し
て

　
機
能
す
る
こ
と

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
何
度
か

勉
強
す
る
機
会
を
得
て
い
る
う
ち
に
、
私
は
よ

う
や
く
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
根
幹
に
あ
る
の
は
地

域
ケ
ア
会
議
に
あ
る
と
理
解
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
地
域
ケ
ア
会
議
と
は
、
一
つ
の
支
援

困
難
ケ
ー
ス
に
関
与
す
る
様
々
な
専
門
職
が
集

ま
っ
て
課
題
の
解
決
に
向
け
て
持
た
れ
る
会

議
、
そ
う
し
た
会
議
で
見
い
だ
さ
れ
た
地
域
の

課
題
を
共
有
す
る
た
め
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

を
目
的
に
小
学
校
区
レ
ベ
ル
で
開
催
さ
れ
る
会

議
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
生
活
圏
域
だ
け
で
は

解
決
で
き
な
い
社
会
資
源
の
開
発
や
政
策
形
成

に
取
り
組
む
た
め
の
市
町
村
レ
ベ
ル
の
会
議
ま

で
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
さ
ま
ざ
ま
な
目
的

で
も
っ
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
大
事
に
な
る
の
が
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ

ま
な
次
元
の
会
議
が
お
互
い
に
連
携
し
あ
っ
て

「
シ
ス
テ
ム
」
す
な
わ
ち
「
仕
組
み
」
と
し
て

機
能
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
（
実
際
に
は
地
域

ケ
ア
会
議
が
開
催
さ
れ
て
い
な
い
自
治
体
も
あ

る
し
、
う
ま
く
機
能
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て

い
な
い
地
域
も
あ
る
）。
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
仕
組
み
」
の
一
端

に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

■「
仕
組
み
」
の
一
端
と
し
て
の

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

　

こ
れ
ま
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
多
く
は
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
や
り
方
で
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に

行
わ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
活
動
団
体
ど
う

し
の
交
流
や
協
力
な
ど
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
任
意
団
体
」
と

い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
ど
の
程
度
地
域
の

「
仕
組
み
」
に
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
す
る
か
は
任

意
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
今
後
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
が
任
意
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
変

わ
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
地
域
包
括
ケ
ア

シ
ス
テ
ム
」
が
実
現
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
、
そ

の
活
動
が
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
よ
り
良
く

機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
自
体
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
計

画
的
に
作
ら
れ
た
制
度
で
は
な
く
「
任
意
」
に

よ
る
た
め
、
よ
か
れ
と
思
っ
て
立
ち
上
げ
た
活

動
が
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
が
思
い
の
ほ
か
少
な
く

先
細
り
に
な
っ
た
り
、
困
り
ご
と
を
抱
え
て
い

る
人
が
使
え
る
サ
ー
ビ
ス
を
一
生
懸
命
探
し
て

い
た
ら
、
意
外
に
も
ご
く
身
近
な
住
民
の
助
け

が
得
ら
れ
た
り
と
、
需
要
と
供
給
の
ア
ン
バ
ラ

ン
ス
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
が
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
し
て
機
能
す
る
こ

と
は
、
地
域
全
体
に
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
っ

て
、何
を
す
る
こ
と
が
効
果
的
な
の
か
を
、個
々

の
活
動
団
体
や
担
い
手
が
意
識
で
き
る
こ
と
を

意
味
し
、
そ
の
こ
と
は
支
え
る
人
・
支
え
ら
れ

る
人
双
方
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
。

　

昨
年
11
月
７
日
（
土
）
に
、
奈
良
介
護
保
険

研
究
会
主
催
の
「
地
域
包
括
ケ
ア
（
地
域
の
支

え
合
い
）
を
つ
く
る
に
は
」（
於
奈
良
県
社
会

福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
）
と
題
し
た
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
開
催
さ
れ
た
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
後
半
で
は
、

支
え
る
側
が
で
き
る
こ
と
と
、
支
え
て
も
ら
い

た
い
側
の
ニ
ー
ズ
を
出
し
合
い
、
マ
ッ
チ
ン
グ

が
う
ま
く
い
か
な
い
部
分
が
何
か
を
抽
出
す
る

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
実
施
し
た
。
こ
の
よ
う
に

地
域
や
社
会
の
全
体
像
を
意
識
し
な
が
ら
活
動

を
展
開
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
は
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

■
安
易
な
下
請
け
に

　
な
ら
な
い
た
め
に

　
た
だ
し
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が「
仕
組
み
」

の
一
端
を
担
う
こ
と
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
も
あ
る
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
は
じ
め
と
し
た
「
互

助
」
を
頑
張
る
こ
と
で
「
公
助
」
の
減
退
に
つ

な
が
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
。
需
要
の
増

大
に
見
合
う
予
算
の
確
保
に
苦
戦
す
る「
公
助
」

の
運
用
者
に
と
っ
て
、「
互
助
」
は
安
上
が
り

の
支
え
手
に
も
な
り
得
る
。「
支
え
合
い
は
良

い
こ
と
だ
」「
が
ん
ば
ろ
う
」
と
か
け
声
ば
か

り
を
大
き
く
し
て
戦
略
の
な
い
ま
ま
「
互
助
」

を
強
化
す
る
こ
と
は
、「
公
助
」
の
安
易
な
下

請
け
に
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス

テ
ム
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
重
要
な
担
い
手
で
あ

る
と
同
時
に
、
地
域
で
困
り
ご
と
を
抱
え
た
人

に
と
っ
て
最
も
身
近
な
隣
人
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
地
域
の
声
な
き
声
を
「
仕
組
み
」
に
届
け

る
使
命
を
も
つ
。
厚
生
労
働
省
が
唱
え
る
「
住

み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
人
生

の
最
後
ま
で
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
な

地
域
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、「
互
助
」
が
「
公

助
」
の
あ
り
方
を
決
め
て
い
く
よ
う
な
力
を
つ

け
、動
き
を
作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

地域包括ケアって何？
今までのボランティア活動とどう違うねん？

森口弘美（同志社大学社会学部助教）

高
齢
化
社
会
で
の

ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
の
役
割
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に
伐
り
開
く
場
所
（
ギ
ャ
ッ
プ
）
を
作

る
こ
と
で
発
芽
し
た
広
葉
樹
を
育
て
て

い
ま
し
た
（
ス
イ
ス
で
は
家
具
や
建
具
、

薪
や
チ
ッ
プ
に
広
葉
樹
を
使
う
文
化
が

続
い
て
い
ま
す
）。
林
内
に
光
が
入
り
す

ぎ
る
こ
と
で
ブ
ラ
ッ
ク
ベ
リ
ー
（
日
本

の
ク
ズ
や
サ
サ
の
よ
う
な
性
質
）
が
繁

茂
す
る
の
で
、
光
の
調
整
を
し
て
徐
々

に
林
相
を
変
化
さ
せ
る
手
法
を
観
察
か

ら
見
い
出
し
て
い
ま

し
た
。
他
に
も
実
験

は
小
面
積
で
行
う
こ

と
、
施
業
法
を
一
律

に
揃
え
な
い
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
話

が
出
ま
し
た
。

　

ま
た
ハ
リ
ケ
ー
ン
被
害
地
で
は
、
多

く
の
ト
ウ
ヒ
と
モ
ミ
の
大
木
が
倒
れ
ま

し
た
が
、
伐
採
し
て
販
売
す
る
の
は
被

害
木
の
み
に
留
め
ま
し
た
。「
一
気
に
光

が
入
る
と
タ
モ
ば
か
り
が
生
え
て
他
の

樹
種
が
侵
入
で
き
な
く
な
る
の
で
被
害

ろ
に
何
度
も
足
を
運
ん
で
い
る
話
や
、

イ
タ
リ
ア
の
ピ
ザ
屋
か
ら
の
薪
の
注
文

が
多
く
あ
る
が
採
算
が
合
わ
ず
ど
う
改

善
す
る
か
悩
ん
で
い
る
話
、
林
業
の
仕

事
の
な
い
夏
場
に
林
業
会
社
の
従
業
員

の
仕
事
確
保
の
た
め
に
近
自
然
河
川
改

修
工
事
に
予
算
を
引
っ
ぱ
っ
て
き
て
い

た
り
、
木
材
販
売
の
市
場
開
拓
ま
で
し

て
い
る
話
を
聞
き
ま
し
た
。

私
た
ち
の
地
域
で

ど
う
森
づ
く
り
に
活
か
す
の
か
？

　
「
な
ぜ
切
捨
て
間
伐
を
す
る
の
か
？
」

「
な
ぜ
間
伐
は
３
割
と
誰
も
が
言
う
の

か
？
」「
な
ぜ
植
林
後
の
下
草
刈
り
が
大

変
だ
と
言
い
な
が
ら
大
面
積
を
伐
る（
皆

伐
す
る
）
の
か
？
」「
な
ぜ
ス
ギ
・
ヒ
ノ

キ
以
外
の
木
を
『
雑
』
と
呼
び
刈
り
取

る
の
か
？
」
な
ど
、「
昔
か
ら
し
て
る
か

ら
」「
そ
う
教
え
ら
れ
た
か
ら
」
続
い
て

森
と
と
も
に

     

生
き
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
行
き
の
目
的

　

毎
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
開
催
さ
れ

る
大
規
模
な
林
業
機
械
展
。
中
で
も
四

年
に
一
度
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
行
わ
れ
る

機
械
展
（Austrofom

a

）
は
、
タ
ワ
ー

ヤ
ー
ダ
等
の
架
線
系
の
集
材
機
械
が
多

く
出
展
さ
れ
て
い
ま
す
（
コ
ラ
ム
参

照
）。
海
外
の
林
業
機
械
に
興
味
が
あ

り
、
吉
野
林
業
地
で
活
躍
で
き
る
機
械

を
購
入
す
る
こ
と
が
当
初
の
目
的
で
し

た
が
、
初
夏
に
「
近
自
然
の
森
づ
く
り
」

に
出
会
っ
て
か
ら
、
そ
の
先
進
地
ス
イ

ス
の
森
林
を
訪
ね
る
の
が
真
の
目
的
に

変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

近
自
然
と
い
う
考
え
方
と

ス
イ
ス
の
森
林

　
「
近
自
然
」
は
「N

aturnaher

」
と

い
う
ド
イ
ツ
語
が
語
源
で
「
自
然
に
近

の
無
い
大
木
は
残
し
た
」
と
い
う
理
由

で
し
た
。
現
在
ス
イ
ス
の
こ
の
地
域
で

は「
タ
モ
枯
れ
」が
発
生
し
て
い
ま
す
が
、

多
数
の
樹
種
が
育
つ
環
境
を
作
っ
た
こ

と
で
、
タ
モ
が
枯
れ
て
も
森
林
が
壊
滅

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ロ
ル
フ
氏
　
日
々
の
努
力

　

成
功
事
例
か
ら
は
良
い
所
ば
か
り
を

見
て
浮
か
れ
が
ち
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
た
め
の
努
力
を
聞
け
た
こ
と
は
大
き

な
収
穫
で
し
た
。
ロ
ル
フ
氏
が
一
番
多

く
時
間
を
費
や
す
の
が
山
林
所
有
者
や

地
域
住
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

今
回
の
案
内
途
中
に
出
会
っ
た
ど
の
集

落
の
人
た
ち
と
も
笑
顔
で
挨
拶
や
雑
談

す
る
様
子
が
印
象
的
で
し
た
。
ス
イ
ス

で
は
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
と
い
う
職
業
が
、

な
り
た
い
職
業
の
上
位
に
ラ
ン
キ
ン
グ

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
納
得
で
す
。

　

他
に
も
、「
近
自
然
」
の
考
え
方
を
受

け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
所
有
者
の
と
こ

い
（
近
づ
く
）」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
。
人
が
森
に
手
を
加
え
る
以
上
、
そ

れ
は
全
く
の
自
然
に
戻
り
ま
せ
ん
が「
本

来
の
自
然
に
近
づ
け
る
」
こ
と
は
で
き

る
、
と
い
う
考
え
方
で
す
。
自
然
を
よ

く
観
察
し
、
そ
の
摂
理
に
逆
ら
わ
な
い

森
づ
く
り
を
す
る
こ
と
で
、
森
林
生
態

系
の
充
実
（
環
境
）
と
作
業
コ
ス
ト
の

軽
減
（
経
済
）
を
両
立
さ
せ
ら
れ
る
の

で
す
。

　

ス
イ
ス
の
森
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た

の
は
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
ロ
ル
フ
氏
。
ス

イ
ス
の
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
は
、
３
年
の
現

場
経
験
を
含
め
た
教
育
シ
ス
テ
ム
を
受

け
て
習
得
で
き
る
国
家
資
格
で
、
主
に

市
町
村
に
雇
用
さ
れ
る
公
務
員
で
す（
ス

イ
ス
で
は
全
公
務
員
の
身
分
保
障
は
あ

り
ま
せ
ん
）。　

　

最
初
に
訪
れ
た
モ
ミ
だ
け
を
植
え
た

薄
暗
い
林
（
一
斉
林
）
で
は
、
部
分
的

環
境
と
経
済
を
両
立
す
る

自
然
に
逆
ら
わ
な
い
森
づ
く
り

吉
野
林
業
の
一
端
を
担
う
若
手
の
思
い
に

触
れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

【谷林業】吉野の 5 大林業家のひとつ。中近世以来、現在の王寺町の大地主として山林管理を手がける。2011 年、老舗でありながらベンチャー企業として「谷林業株式会社」と改称。若手
人材の育成や、新規事業の立ち上げなどを展開している。奈良県北葛城郡王寺町本町 2-16-36     TEL0745-72-2036

スイスの森林

良い仕組みだなと感じたことが二点。
①酪農と林業をする兼業林家が多く、どの家庭にもトラクターがあります。その動
力を利用して牧草刈りや牽引車、また薪割り機やハーベスタを動かすシステムが普
及しています。②架線の搬器（ワイヤー上を動き、木の上げ下しワイヤーの支点に
なる機械）に油圧システムを上手く組み込んで、山で使用するワイヤー量を圧倒的
に減らすシステムが出来ていました。

い
る
慣
習
に
「
な
ぜ
？
」

を
投
げ
か
け
る
こ
と
で

新
た
な
考
え
方
、
発
想

が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

圧
倒
的
に
日
本
人
に
足

り
な
い
思
考
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

　

持
続
可
能
な
森
づ
く

り
は
森
だ
け
を
見
る
の

で
は
な
く
、
ま
た
一
人

で
成
立
さ
せ
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、「
森
林

所
有
者
や
地
域
住
民
、

消
費
者
を
巻
き
込
ん
で

こ
そ
成
立
し
て
い
く
こ

と
」
を
ロ
ル
フ
氏
か
ら

学
び
ま
し
た
。

　

林
業
の
衰
退
の
原
因
は
、
木
を
使
う

文
化
が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
社

会
の
変
化
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
と
森
づ

く
り
を
併
せ
る
努
力
を
し
て
こ
な
か
っ

た
か
ら
と
い
う
だ
け
な
の
で
す
。
こ
こ

を
繋
げ
な
い
と
持
続
可
能
な
森
づ
く
り

は
で
き
ま
せ
ん
。
自
分
だ
け
が
得
を
す

れ
ば
良
い
と
い
う
考
え
を
捨
て
、
全
て

が
得
に
な
る
よ
う
な
考
え
方
へ
と
シ
フ

ト
す
る
こ
と
で
、
良
い
森
林
循
環
を
つ

く
り
、
良
い
地
域
環
境
を
つ
く
り
、
ひ

い
て
は
良
い
社
会
を
創
っ
て
い
く
こ
と

が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
帰
路

の
機
内
で
考
え
て
い
ま
し
た
。

スイスフォレスターのロルフ・シュトリッカー
氏（右）と筆者。フォレスターは人気の職業。

スイスの恒続林。 収穫すること（伐採・活用）が 、将来木や次世代を担う低
木・天然更新稚樹が育つ環境づくり （造林・育林） に密接に関連していて、保
続的な林業を可能にしています。

エネルギー利用するための
チッパー製造車

トラクター動力の活用

多くの子どもやカップルが
来場している

動物の食害を防ぐアイテム 大人が架線システムの模型に夢中

搬器の油圧システム

ブラックベリー

ハリケーン被害から再生途中の森林。被
害を逃れた大きな木を残すことで、光を
調節し多様な樹種が天然更新できる環境
に。
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奈
良
の「
も
の
づ
く
り
」を
訪
ね
て
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ル
ブ
の
設
計
製
図
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
木
工

品
も
図
面
を
描
き
、
忠
実
に
部
品
を
作
っ
て
組
み
立
て

た
ら
、
で
き
る
の
で
は
、
と
思
っ
た
そ
う
だ
。
い
ろ
い

ろ
と
構
想
を
練
っ
て
い
る
と
ア
イ
デ
ア
が
ど
ん
ど
ん
わ

い
て
き
て
、
退
職
ま
で
待
て
な
く
な
っ
た
井
上
さ
ん
。

加
工
に
必
要
な
10
種
類
の
機
械
を
そ
ろ
え
、
早
期
で
仕

事
を
辞
め
、
工
房
を
構
え
た
。

　

基
本
、
注
文
製
作
で
、
今
ま
で
依
頼
さ
れ
た
の
は
学

習
机
や
写
経
机
、
寄
席
で
使
う
道
具
セ
ッ
ト
な
ど
さ
ま

ざ
ま
。
お
客
様
の
希
望
を
取
り
入
れ
な
が
ら
図
面
に
起

こ
し
、
材
質
の
良
さ
を
活
か
す
た
め
に
デ
ザ
イ
ン
は
シ

ン
プ
ル
に
す
る
一
方
、
身
体
と
フ
ィ
ッ
ト
す
る
部
分
の

曲
線
の
出
し
方
や
強
度
に
は
こ
だ
わ
っ
た
そ
う
だ
。

　

ま
た
注
文
以
外
は
、
ま
な
板
や
タ
ー
ナ
ー
な
ど
の
台

所
用
品
が
人
気
で
、
特
に
タ
ー
ナ
ー
は
大
中
小
の
大

き
さ
だ
け
で
な
く
、
右
利
き
用
と
左
利
き
用
と
に
分
け

て
、
６
種
類
そ
ろ
え
て
い
る
。「
手
作
り
な
の
で
ど
ん

な
状
況
に
も
対
応
で
き
る
、
も
の
づ
く
り
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
身
近
な
所
で
、
吉
野
杉
や
吉
野
桧
の

良
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
、
建
築
材
と
し
て
吉
野
材
が
多

く
使
っ
て
も
ら
う
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
」
と
井
上
さ
ん
。

吉
野
材
の
特
徴
を
生
か
し
た
も
の
づ
く
り
を
こ
れ
か
ら

も
追
究
し
続
け
る
そ
う
だ
。

　

多
武
峰
か
ら
吉
野
へ
、
古
の
時
代
か
ら
金
峯
山
詣
や
花

見
の
た
め
に
通
っ
た
と
伝
わ
る
竜
在
峠
。
そ
の
山
裾
に
広

が
る
里
山
に
、
吉
野
杉
や
桧
の
美
し
い
木
目
を
生
か
し
た

木
工
品
を
作
る
工
房
が
あ
る
。
そ
の
名
は
、「
吉
野
杉
・
桧

の
木
工
房　

エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ク
社
」。
こ
の
地
で
生
ま
れ

育
っ
た
井
上
幸
次
郎
さ
ん
が
早
期
退
職
を
機
に
、
６
年
前

に
工
房
を
開
き
、
積
み
木
や
台
所
用
品
な
ど
の
小
物
品
か

ら
、
机
や
椅
子
、
麹
蓋
、
ロ
ッ
キ
ン
グ
チ
ェ
ア
ー
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
木
工
品
を
製
作
し
て
い
る
。

　

実
家
が
祝
い
箸
に
使
わ
れ
る
丸
箸
を
製
造
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
身
近
に
帯
鋸
や
モ
ル
ダ
ー
（
自
動
多
軸
鉋
盤
）、

プ
レ
ナ
ー
（
自
動
鉋
盤
）
な
ど
の
専
門
機
械
が
あ
り
、
木

と
共
に
育
っ
た
井
上
さ
ん
。「
私
た
ち
が
子
ど
も
の
時
分

は
、
家
業
の
手
伝
い
が
当
た
り
前
で
、
そ
ん
な
環
境
か
ら

か
吉
野
材
の
美
し
さ
を
生
か
し
た
木
工
品
を
作
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
」。
学
校
や
家
業
の
手
伝
い
の
合
間
を
み
つ
け

て
は
、
独
学
で
木
を
使
っ
た
も
の
づ
く
り
を
始
め
た
。

　

長
年
、
趣
味
の
範
疇
だ
っ
た
井
上
さ
ん
の
「
木
の
も
の

づ
く
り
」
に
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
今
か
ら
10
数
年
前
の

こ
と
。
お
孫
さ
ん
の
誕
生
の
記
念
に
、
吉
野
桧
で
木
馬
を

製
作
し
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。「
孫
に
喜
ん
で
も
ら
お

う
と
図
面
を
引
き
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
初
め
て
作
っ
た

の
で
す
が
、
予
想
以
上
に
う
ま
く
仕
上
が
り
、
吉
野
桧
の

材
質
の
良
さ
も
表
現
で
き
ま
し
た
。
何
よ
り
も
孫
が
大
き

く
な
る
ま
で
、
ず
っ
と
木
馬
に
乗
っ
て
遊
ん
で
く
れ
た
の

が
う
れ
し
く
て
、
も
の
づ
く
り
の
醍
醐
味
を
感
じ
ま
し
た
」

と
話
す
。

　

こ
の
経
験
か
ら
井
上
さ
ん
は
、
建
築
材
と
し
て
活
用
さ

れ
て
い
る
吉
野
杉
や
吉
野
桧
を
、
身
近
な
木
工
品
と
い
う

形
で
表
現
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
か
。
も
と
も
と
機
械
工
学
を
学
び
、
油
圧
ポ
ン
プ
や
バ

北
井
　
弘
（
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

⑮吉野杉・桧の木工房 エンゲルベルク社

今
回
か
ら
は
近
世
に
お
け
る
宮
座
・
講
と

村
落
自
治
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
い
き

た
い
。
近
世
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
中
世

と
同
様
に
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
大
ま
か
に
、
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
荘

園
制
が
全
廃
さ
れ
、
耕
作
者
の
権
利
と
義

務
が
明
確
に
な
っ
て
農
民
支
配
の
一
本
化

が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
江
戸

時
代
末
期
ま
で
を
近
世
と
捉
え
て
お
く
。

権
利
と
し
て
の
地
下
請
か
ら

義
務
と
し
て
の
村
請
へ

　

太
閤
検
地
と
そ
の
後
江
戸
幕
府
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
検
地
は
、
荘
園
を
め
ぐ
る
複

雑
な
権
利
関
係
を
清
算
し
て
小
農
の
自
立

を
促
し
、
村
請
制
度
を
媒
介
と
す
る
近
世

郷
村
の
ま
と
ま
り
を
生
み
出
し
た
。
村
請

制
度
と
は
村
単
位
で
年
貢
を
納
め
る
仕
組

み
で
あ
り
、
検
地
で
把
握
さ
れ
た
村
高
に

応
じ
て
村
役
人
が
村
民
か
ら
年
貢
を
徴
収

し
、
領
主
に
納
め
る
。

　

中
世
に
も
地じ

げ
う
け

下
請
と
呼
ば
れ
る
、
惣
村

が
年
貢
の
徴
収
・
貢
納
を
請
け
負
う
仕
組

み
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
惣
村
が
領
主
か
ら
勝
ち
取
っ
た
自
治

権
の
１
つ
で
あ
り
、
未
納
分
を
村
で
負
担

す
る
責
任
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

村
請
制
度
の
も
と
で
は
、
請
け
負
う
こ

と
が
義
務
と
し
て
制
度
化
さ
れ
、
同
じ
村

内
の
農
民
が
年
貢
納
入
に
つ
い
て
共
同
責

任
を
負
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の

制
度
の
前
提
と
し
て
村
境
が
確
定
さ
れ

（
＝
村
切
り
）、
物
理
的
に
も
村
と
し
て
の

独
立
性
が
高
ま
る
。
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト

教
禁
制
が
強
化
さ
れ
た
17
世
紀
中
期
以
降

は
、
宗
門
改
と
寺
請
制
度
の
も
と
で
宗
教

的
に
も
統
制
が
行
わ
れ
、
そ
の
流
れ
の
中

で
五
人
組
が
義
務
化
さ
れ
る
。

　

恩
田
守
雄
『
互
助
社
会
論
』
は
、「
こ

う
し
て
村
落
組
織
は
村
役
人（
村
方
三
役
）

に
よ
る
村
全
体
の
統
治
単
位
に
加
え
て
、

村
内
の
下
部
組
織
の
『
五
人
組
』
に
よ
る

連
帯
責
任
と
相
互
監
視
に
基
づ
く
二
重
統

治
体
制
が
確
立
し
て
い
く
」
と
記
す
。
こ

う
し
た
制
度
的
変
遷
を
踏
ま
え
て
、
中
世

か
ら
近
世
へ
の
村
落
共
同
体
の
位
置
づ
け

を
「
強
制
的
な
自
治
組
織
と
共
生
的
な
自

治
組
織
と
の
緊
張
関
係
の
歴
史
」
と
捉
え

て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

農
業
生
産
力
の
増
大
が

小
農
民
の
自
立
を
促
進

　

渡
辺
尚
志『
近
世
の
村
落
と
地
域
社
会
』

は
、
農
業
生
産
や
社
会
動
態
の
側
面
か
ら

村
落
の
変
化
を
考
察
し
て
い
る
。
同
書
に

よ
る
と
、
水
利
灌
漑
・
治
水
工
事
と
そ
れ

に
伴
う
耕
地
開
発
の
進
展
、
木
綿
作
の
普

及
、牛
の
飼
育
と
厩
肥
の
使
用
の
一
般
化
、

さ
ら
に
は
気
候
の
温
暖
化
な
ど
が
、
農
業

生
産
力
の
増
大
と
家
族
小
経
営
の
自
立
を

も
た
ら
し
た
。

　

ま
た
、戦
国
期
に
は
年
貢
や
加
地
子（
荘

園
領
主
や
国
司
に
納
め
る
年
貢
と
は
別

に
在
地
領
主
に
納
め
る
年
貢
の
こ
と
）
の

負
担
に
耐
え
か
ね
た
農
民
の
離
村
が
相
次

ぎ
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
続
い

た
と
い
う
。
同
書
の
次
の
記
述
は
特
筆
さ

れ
る
。

　
「
当
時
は
、
ど
こ
の
村
で
も
、
耕
地
開

発
や
荒
れ
地
の
再
開
発
の
た
め
の
労
働
力

を
必
要
と
し
て
い
た
か
ら
、
村
も
大
名
も

こ
ぞ
っ
て
優
遇
策
を
用
意
し
て
他
所
者
を

招
致
し
た
の
で
あ
り
、他
所
者
招
致
の『
才

覚
』
こ
そ
が
庄
屋
の
『
忠
節
』
で
あ
っ
た
」

　

こ
う
し
た
状
況
と
、
兵
農
分
離
に
よ
る

侍
衆
の
都
市
部
へ
の
移
住
な
ど
が
相
俟
っ

て
、
近
世
郷
村
は
相
対
的
に
自
立
し
た
小

農
民
を
核
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
も
ち
ろ
ん
中
世

の
惣
村
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
き
継

が
れ
て
い
っ
た
例
も
少
な
く
な
い
。

諸
社
禰
宜
神
主
法
度
で

宮
座
の
儀
式
に
も
統
制

　

前
述
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
お
け

る
寺
院
は
宗
門
改
の
も
と
で
幕
府
に
よ

る
農
民
統
制
の
重
要
な
一
端
を
担
う
こ

と
と
な
っ
た
。
一
方
、
神
社
に
つ
い
て

は
、
１
６
８
５
年
に
諸
社
禰
宜
神
主
法
度

を
制
定
。
伊
勢
神
宮
や
春
日
大
社
な
ど
の

二
十
二
社
を
除
い
て
は
吉
田
神
道
を
正
統

と
定
め
、
そ
の
し
き
た
り
に
従
う
こ
と
を

義
務
づ
け
た
。

　

安
藤
精
一
『
近
世
宮
座
の
史
的
展
開
』

に
よ
る
と
、
こ
の
法
度
に
そ
ぐ
わ
な
い
宮

座
の
儀
式
を
行
っ
て
い
た
神
社
が
問
題
と

さ
れ
た
例
が
あ
る
。
１
７
９
７
年
に
は
、

奈
良
奉
行
が
寺
社
奉
行
所
に
対
し
て
、
一

村
の
百
姓
が
他
村
の
百
姓
を
い
っ
さ
い
立

ち
会
わ
せ
ず
宮
座
と
称
し
て
神
事
を
行
っ

て
い
る
と
訴
え
た
。
し
か
し
、
百
姓
の
勝

手
の
こ
と
で
奉
行
所
は
関
知
し
な
い
と
斥

け
ら
れ
た
と
い
う
。（
以
下
次
号
）　　 【DATA】

吉野杉・桧の木工房　
エンゲルベルク社
吉野郡吉野町志賀 1437
☎／ FAX　0746-32-3548

 井上 幸次郎さん
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つくりかた

① 1 センチ大にネブカを切
る。

②大和いもをすり、だし汁
で伸ばす。

③紅しょうが、かつおぶし、
①、②をよくまぜて、醤油
を加える。

④フライパンに油を引き、
両面をこんがり焼き色がつ
くまで焼く。

【
結
崎
ネ
ブ
カ
】

「
ネ
ブ
カ
」
と
は
、
関
西
地
方
の
葱
の
古
称
。
か

つ
て
は
大
和
平
野
で
広
く
栽
培
さ
れ
、
特
に
結
崎

村
（
現
川
西
町
）
で
多
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、「
結
崎
」
の
名
が
冠
せ
ら
れ
た
葉
ネ
ギ
の

一
種
。
柔
ら
か
な
食
感
と
甘
味
が
特
徴
。
薬
味
の

他
に
郷
土
食
で
は
「
ぬ
た
和
え
」
と
し
て
食
さ
れ

た
。

おそらく僕たちの世代は、日本の農村文化を
体現してこられた方々とつながりが持てる最
後の世代となるでしょう。農家の皆さんに教
わった大切なこと。それは古の大和を、日本
の文化を訪ねる入り口でもあります。残る半
生はその種火を、大切に守り育てていきたい
と思っています。一粒万倍の実りをもたらす
粟のように。（『家族野菜を未来につなぐ』より）

結
ゆ う ざ き

崎ネブカと大和いものおやき

家族の笑顔のために作り継がれてきた伝統野菜を「家族野菜」と呼び、土から離れてしまった人と自然との関係を取り戻す「ち

いさな農業」を提唱されているレストラン「清澄の里 粟」の三浦雅之さん・陽子さんにご協力いただき、季節のメニューをご紹

介するコーナーです。畑を持たない人にも、そのエッセンスをわかちあっていただけたらと思います。（編集局　阿南誠子）

清澄の里　粟
奈良市高樋町 861
営 11:45 ～ 16:00 火曜定休
( 完全予約制 20 名限定）

『家族野菜を未来につなぐ
レストラン粟がめざすもの』
三浦雅之・三浦陽子著
学芸出版社　1600 円

結崎ネブカのふるさと
川西町
寺川・飛鳥川・曽我川などの河
川が大和川に合流する地点にあ
り町全体が平坦な地形をしてい
ます。観世発祥の地として知ら
れ、室町時代に翁の面と一束の
葱が川に落ちていたことが結崎
ネブカの始まりと伝えられて
います。江戸時代は木綿
栽培が盛んで、明治以降は
貝ボタンの地場産業が栄え
ました。協力　三浦雅之＆陽子

結崎ネブカの生産者、先
祖 か ら の 種 を 受 け 継
ぎ、復活の功労者でも
ある川西町の宇野正増
さん。

ど
こ
ま
で
判
断
で
き
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
っ

て
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
自
分
自
身
の
生
活
を
優
先
す
る
た
め

の
「
自
己
管
理
と
し
て
自
治
」
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト

に
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
長
期
休
暇
の
事

例
な
ど
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
生
活
を
第
一
に
す

る
傾
向
の
強
い
ド
イ
ツ
の
人
び
と
か
ら
す
れ
ば
、

自
治
は
最
も
合
理
的
か
つ
迅
速
に
生
活
を
充
実
さ

せ
る
方
策
で
あ
り
、
そ
れ
を
手
放
す
こ
と
の
怖
さ

も
ま
た
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　

た
だ
し
、
自
治
は
そ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
面
ば

か
り
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
本
連
載
の
第
十
二
回
目

で
は
「
ペ
ギ
ー
ダ
」
と
い
っ
た
移
民
排
斥
運
動
に

つ
い
て
も
触
れ
ま
し
た
。
自
治
は
、「
自
分
（
た

ち
）」
の
範
囲
を
線
引
き
し
、「
内
部
と
外
部
」
を

創
り
出
す
契
機
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。「
外
部

に
開
か
れ
た
自
治
」
は
理
想
で
す
が
、
そ
れ
ほ
ど

た
や
す
く
は
実
現
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に

も
、
他
の
自
治
の
事
例
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
の
事

例
を
学
ん
で
い
く
こ
と
は
重
要
な
の
で
す
。

■
本
当
に
、
さ
い
ご
に

　

今
回
で
、「
ド
イ
ツ
の
地
方
自
治
」
は
終
わ
り

で
す
。
次
号
以
降
は「
ド
イ
ツ
の
地
域
モ
ノ（
仮
）」

と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
地
域
性
と
モ
ノ
の
関
わ
り
に

つ
い
て
書
い
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た

と
え
ば
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
テ
デ
ィ
ベ
ア

や
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ
ン
な
ど
の
事
例
か
ら
、「
モ
ノ

と
地
域
性
と
の
関
係
」
を
考
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
次
の
企
画
も
本
連
載
が
下
地
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
今
ま
で
の
記
事
と
も
ど
も
、

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

今
ま
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 D

anke 

schön!!

第 14 回：ドイツから見えてくる

「自治」とは？

■
さ
い
ご
に
、
自
治
と
は
？

　

今
ま
で
連
載
を
重
ね
て
き
た
「
ド
イ
ツ
の
地
方

自
治
」
も
、
第
十
四
回
目
の
今
回
で
最
終
回
と
な

り
ま
す
。第
一
回
の「
連
邦
参
議
院
」と
い
う
州（
地

方
）
を
代
表
す
る
議
会
制
度
の
記
事
か
ら
は
じ
ま

り
、
各
回
で
自
治
体
の
独
立
性
の
事
例
な
ど
を
、

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
説
明
し
て
き
ま
し
た
。
最
終
回

は
、「
ド
イ
ツ
か
ら
見
え
て
く
る
『
自
治
』
と
は
？
」

と
い
う
、
や
や
抽
象
的
で
す
が
、
ラ
ス
ト
を
飾
る

テ
ー
マ
に
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
こ
う
問
い
か
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
「
自
治
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
日
本

で
自
治
と
聞
く
と
、
お
そ
ら
く
「
地
方
自
治
」
を

連
想
す
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、『
大
辞
泉
』
を
引
い
て
み
る
と
、「
一
．

自
分
や
自
分
た
ち
に
関
す
る
こ
と
を
自
ら
の
責
任

に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と　

二
．地
方
自
治
の
略
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
（
※
１
）。
第
一
義
に
は
「
自

分
（
た
ち
）
に
関
わ
る
こ
と
を
自
ら
行
う
こ
と
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
自
己
決
定
と
し
て
の
自
治
と
そ
の
歴
史

　

ド
イ
ツ
の
場
合
、
自
治
（Selbstverw

altung

）

の
定
義
は
、
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
て
い
ま
す
（
※

２
）。
そ
し
て
地
方
自
治
は
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
ひ
と
つ
に
な
り
ま
す
。
次
に
列
記
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

一
．
社
会
的
な
集
団
の
自
治
（
保
険
組
合
な
ど
）

二
．
政
治
的
な
自
治
（
地
方
自
治
な
ど
）

三
．
職
業
的
な
自
治
（
職
業
集
団
な
ど
）

四
．
文
化
的
な
自
治
（
学
校
な
ど
）

　

日
本
で
は
、「
学
校
の
自
治
」、
た
と
え
ば
「
大

学
の
自
治
」
と
い
っ
て
も
、
な
か
な
か
具
体
的
に

イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
の
が
現
状
で
し
ょ
う
。ま
た
、

文
化
的
な
自
治
そ
の
も
の
が
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い

か
と
思
わ
れ
ま
す
。
本
連
載
の
第
八
回
で
扱
っ
た

「
ド
イ
ツ
の
夏
休
み
」
を
め
ぐ
る
州
の
自
己
決
定

権
は
、
文
化
的
な
自
治
の
事
例
だ
と
い
え
ま
す
。

　

自
治
、
も
っ
と
い
え
ば
自
己
決
定
と
い
う
考
え

は
、
ド
イ
ツ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
長
い
歴
史
が
あ

り
、「
政
治
文
化
」（politische Kultur

）
と
し

て
根
付
い
て
い
る
と
い
え
ま
す
。政
治
文
化
と
は
、

共
同
体
内
で
の
政
治
に
対
す
る
態
度
や
価
値
観
な

ど
を
意
味
し
ま
す
。
歴
史
的
に
は
、
自
ら
が
勝
ち

取
っ
て
き
た
権
利
と
し
て
の
「
自
治
」、
そ
し
て

国
家
連
合
体
や
合
併
の
際
に
譲
れ
な
い
権
利
と
し

て
の
「
自
治
」
と
い
っ
た
二
つ
の
側
面
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
四
年
に
は
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
の
独
立
問
題
が
浮
上
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も

ま
た
歴
史
的
背
景
を
も
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
治

を
め
ぐ
る
問
題
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

■
生
活
と
結
び
つ
く
自
治

　

今
見
た
よ
う
に
、
自
治
は
歴
史
と
深
く
結
び
つ

い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
現
在
の
社
会
に
お
い
て

は
「
生
活
」
と
深
く
分
か
ち
が
た
く
関
わ
っ
て
い

ま
す
。
日
本
で
は
「
就
活
」「
婚
活
」「
終
活
」
な

ど
な
ど
、
様
々
な
「
活
動
」
が
あ
り
ま
す
が
、「
生

活
」
を
第
一
と
す
る
活
動
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う

か
（
私
も
含
め
て
）。「
◯
◯
の
た
め
に
生
活
を
犠

牲
に
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
ち
ら
ほ
ら
聞

い
た
り
、口
に
し
た
り
し
ま
す
。こ
こ
で
再
び
、「
自

ら
に
関
わ
る
こ
と
を
自
ら
の
責
任
で
処
理
す
る
」

と
い
う
自
治
の
意
味
に
立
ち
戻
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
生
活
を
「
自
己
判
断
で
犠
牲
に
し

て
い
る
の
か
」、「
会
社
な
ど
の
組
織
や
人
間
関
係

の
た
め
に
犠
牲
に
し
て
い
る
の
か
」
に
大
き
な
違

い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。「
自
治
」
か
ら
捉
え
な

お
し
て
み
る
と
、
自
ら
の
た
め
に
自
ら
の
責
任
で

柳原伸洋 /1977 年、京都府相楽郡（現：木津川市）生まれ。東京大学大学院及び在ドイツ日本大使館
調査員を経て、現在は東海大学文学部ヨーロッパ文明学科教員。著作はライター伸井太一として

『ニセドイツ』（全 3 巻）や『ペンブックス　ロシア・東欧デザイン』（分担執筆）などがある。

今
回
の
大
和
伝
統
野
菜

ヒ ト コ ト

ブレーメン市庁舎：建物と広場には長い歴史がある。
ドイツの自治をめぐる政治文化のシンボルともいえる。　
撮影：Jürgen Howaldt（CC-BY-2.0）

川西町

※
１
　
な
お
、
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
項
目
「
自
治
」
も
同
様
の
定
義
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、『
大
辞
泉
』
な
ど
の
辞
典
を
参
照
し
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

※
２
　W

ikipedia

（
ド
イ
ツ
語
）：Selbsverw

altung

の
項
目
よ
り
。
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が
は
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。「
こ
こ
は
ね
、
前

は
芝
居
小
屋
や
っ
た
ん
で
す
よ
」。
前
の
オ
ー

ナ
ー
は
こ
こ
で
、『
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー

レ
ス
ト
ラ
ン
楽ら

く
や屋

』
と
い
う
有
機
野
菜
の
食
事

と
前
衛
的
な
演
劇
が
楽
し
め
る
空
間
を
提
供
し

て
い
ま
し
た
。「
そ
の
楽
屋
さ
ん
の
前
は
、
書

道
家
の
田
原
雪
山
さ
ん
の
お
住
ま
い
で
し
た
」。

田
原
さ
ん
は
書
道
教
室
も
開
い
て
お
り
、
何
十

年
も
の
間
た
く
さ
ん
の
生
徒
が
通
っ
た
と
い

う
。

　

安
西
さ
ん
と
な
ら
ま
ち
と
の
関
わ
り
を
導
い

た
の
は
、娘
の
真
由
美
さ
ん
だ
。
２
０
０
６
年
、

彼
女
が
な
ら
ま
ち
で
「
由ゆ

う
あ
ん庵

」
と
い
う
カ
フ
ェ

を
始
め
た
。
海
外
留
学
や
世
界
中
を
旅
し
た
経

験
を
持
つ
真
由
美
さ
ん
を
訪
ね
て
、
由
庵
に
は

海
外
か
ら
の
来
客
が
増
え
た
。
カ
フ
ェ
の
２
階

で
は
、
お
客
さ
ん
を
無
料
で
宿
泊
を
さ
せ
た

り
、
週
末
に
は
各
人
が
お
得
意
料
理
を
持
ち
寄

る
パ
ー
テ
ィ
も
開
い
た
。「
娘
は
こ
れ
ま
で
い

ろ
ん
な
国
の
人
に
お
世
話
に
な
っ
て
る
ん
や
か

ら
、
返
さ
な
い
か
ん
と
思
っ
て
ね
」。
安
西
さ

ん
も
会
社
勤
め
の
傍
ら
、
週
末
な
ど
に
お
店
を

手
伝
っ
た
。
仕
事
で
英
文
を
読
む
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
会
話
の
機
会
は
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、

そ
こ
で
自
然
と
英
会
話
力
を
ア
ッ
プ
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。

　

そ
の
頃
、
京
都
で
は
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
開
設

が
急
増
し
て
い
た
。

　
「
や
っ
ぱ
り
、
ち
ゃ
ん
と
泊
ま
れ
る
場
所
が

必
要
や
し
ね
、
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
流
れ
や
な
」

と
、
安
西
さ
ん
自
ら
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
経
営
に
乗

り
出
す
こ
と
を
決
意
。
由
庵
で
外
国
人
た
ち
と

の
交
流
を
楽
し
み
、
英
会
話
力
を
磨
き
な
が

ら
、
じ
っ
く
り
と
家
捜
し
を
し
た
。
そ
ん
な

　

奈
良
市
京き

ょ
う
ば
て終

地
区
に
あ
る
「
町
屋
ゲ
ス
ト

ハ
ウ
ス
な
ら
ま
ち
」
は
、
奈
良
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ

ス
界
の
草
分
け
的
存
在
だ
。
築
１
０
０
年
と
言

わ
れ
る
古
民
家
を
改
装
し
た
も
の
で
、
経
営
す

る
安
西
俊
樹
さ
ん
は
京
終
地
区
の
ま
ち
お
こ
し

の
立
役
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
有
名
企

業
の
技
術
者
で
あ
っ
た
安
西
さ
ん
が
、
な
ぜ
、

こ
の
地
で
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
経
営
す
る
こ
と
と

な
っ
た
の
か
。
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
前
の
昼
下
が
り

に
お
じ
ゃ
ま
を
し
、
建
物
の
由
来
や
安
西
さ
ん

の
思
い
を
伺
っ
た
。

●
書
道
教
室
か
ら
芝
居
小
屋

　
そ
し
て
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
へ

　

玄
関
か
ら
ロ
ビ
ー
に
入
っ
た
瞬
間
、
す
っ
と

高
い
吹
き
抜
け
に
目
を
奪
わ
れ
た
。
天
井
を
見

や
る
と
、
梁
に
は
ラ
イ
テ
ィ
ン
グ
用
の
レ
ー
ル

折
、
店
じ
ま
い
を
す
る
「
楽
屋
」
の
後
に
入
ら

な
い
か
と
誘
わ
れ
た
。
平
城
遷
都
祭
の
前
年
、

２
０
０
９
年
の
こ
と
だ
。

●
お
接
待
へ
の
憧
れ
が

　
ま
ち
づ
く
り
の
原
点

　

芝
居
小
屋
か
ら
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
へ
の
改
修
に

は
数
百
万
の
資
金
が
必
要
だ
っ
た
。
土
間
を
温

か
い
木
床
に
。
ベ
ッ
ド
や
水
回
り
。
難
色
を
示

す
奥
様
を
「
ク
イ
ー
ン
エ
リ
ザ
ベ
ス
号
に
乗
っ

て
船
で
世
界
一
周
し
た
と
思
っ
た
ら
え
え
や

ん
」
と
説
得
し
た
。「
待
っ
て
た
の
は
優
雅
な

船
旅
で
は
な
く
、
毎
日
の
労
働
や
っ
た
け
ど

（
笑
）」。
改
装
が
終
わ
っ
た
同
年
12
月
２
日
、

安
西
さ
ん
は
定
年
退
職
の
日
を
迎
え
た
。
そ
し

て
休
む
間
も
な
く
「
町
屋
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
な
ら

ま
ち
」
を
オ
ー
プ
ン
。

　

現
在
で
オ
ー
プ
ン
し
て
６
年
目
。
奥
様
も
英

語
で
の
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
を
こ
な
す
よ
う
に
な

り
、
今
で
は
貴
重
な
戦
力
だ
。
実
に
７
割
が
海

外
か
ら
の
お
客
様
で
、
宿
泊
客
の
お
国
柄
な
ど

も
だ
い
ぶ
見
え
て
来
た
と
い
う
。「
世
界
中
の

方
を
お
迎
え
す
る
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
と
に
う

れ
し
い
こ
と
で
す
ね
」。

　

生
ま
れ
育
ち
は
香
川
県
さ
ぬ
き
市
。
ご
実
家

は
87
番
礼
所
「
長
尾
寺
」
の
す
ぐ
近
く
で
、
お

遍
路
さ
ん
た
ち
の
通
り
道
だ
っ
た
。
安
西
少
年

は
お
ば
あ
さ
ん
に
促
さ
れ
て
、
お
遍
路
袋
に
お

米
を
入
れ
る
の
が
日
課
。「
幼
い
こ
ろ
か
ら
、　

〃
お
接
待
〃
が
当
た
り
前
の
生
活
で
し
た
」。

　

し
か
し
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
っ
て
か
ら
は
、

ラ
イ
バ
ル
会
社
と
の
開
発
競
争
に
明
け
暮
れ

た
。「
奈
良
に
住
ん
で
40
年
。
そ
れ
や
の
に
歴

西
さ
ん
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
次
は
、
老
舗
や
個
性
の
あ
る
お
店
を

回
る
京
終
め
ぐ
り
を
提
案
す
る
「
ま
ち
か
ど
博

物
館
」。「
こ
の
ま
ち
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、

自
分
の
生
き
甲
斐
や
こ
だ
わ
り
を
持
っ
た
お
店

が
多
い
と
こ
ろ
か
な
。
誰
で
も
何
で
も
え
え
と

い
う
の
で
は
な
い
ん
や
ね
」。

　

さ
ら
に
は
、
近
鉄
奈
良
か
ら
京
終
ま
で
続
く

道
沿
い
に
、
も
っ
と
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
増
や
し

た
い
と
い
う
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
ロ
ー
ド
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
も
温
め
て
い
る
。

　
　
　
　

＊　

＊　

＊

　

そ
ろ
そ
ろ
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン

の
時
間
だ
。
京
終
の
町
は
、
一
見
、
ど
こ
に
で

も
あ
る
よ
う
な
、
ち
ょ
っ
と
寂
れ
た
古
い
界
隈

に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
実
は
時
代
の

先
頭
を
切
る
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
は
な
い
か
と

感
じ
た
。

　
「
お
金
で
は
得
ら
れ
な
い
、
心
の
温
か
い
も

の
を
大
事
に
す
る
時
代
と
ち
ゃ
い
ま
す
か
ね
」。

少
年
時
代
に
お
接
待
に
憧
れ
た
安
西
さ
ん
は
、

今
日
も
海
外
か
ら
の
お
客
様
を
と
び
き
り
の
笑

顔
で
迎
え
る
。　
　

史
や
文
化
に
は
縁
が
な
く
て
。
ど
こ
か
で
、
そ

う
い
う
も
の
に
飢
え
て
い
た
ん
や
ね
」。

　

京
終
地
区
で
は
も
と
も
と
、「
京
終
を
な
ん

と
か
し
よ
う
会
」
な
ど
の
ま
ち
お
こ
し
活
動
が

行
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
加
わ
っ
た
の
が
根
っ

か
ら
の
「
お
祭
好
き
」
と
い
う
安
西
さ
ん
だ
。

に
ぎ
わ
い
の
復
活
を
願
っ
て
ま
ち
づ
く
り
に
積

極
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

●
「
京
終
さ
ろ
ん
」
で

　
町
の
歴
史
を
語
り
継
ぐ

　

そ
の
成
果
の
１
つ
が
、
手
作
り
マ
ッ
プ
「
京

終
見
ど
こ
ろ
案
内
」
だ
。「
こ
こ
に
来
る
の
に
、

（
既
存
の
）
地
図
が
分
か
り
に
く
い
っ
て
言
わ

れ
て
ね
。
み
ん
な
迷
う
ん
で
す
わ
」。
地
元
の

有
志
と
一
緒
に
ま
ち
を
隈
な
く
歩
き
回
り
、
一

軒
一
軒
の
お
店
の
特
徴
や
街
角
の
小
さ
な
お
宝

な
ど
デ
ィ
ー
プ
な
情
報
を
ギ
ュ
ッ
と
詰
め
込
ん

だ
。
手
描
き
の
文
字
と
イ
ラ
ス
ト
満
載
の
マ
ッ

プ
か
ら
は
、
お
客
さ
ん
を
温
か
く
迎
え
よ
う
と

い
う
思
い
が
溢
れ
出
て
い
る
。

　

２
０
１
５
年
12
月
で
36
回
を
数
え
る
ト
ー
ク

イ
ベ
ン
ト
「
京
終
さ
ろ
ん
」
も
、
安
西
さ
ん
の

発
案
だ
。「
こ
の
土
地
で
長
年
、お
互
い
に
助
け
、

助
け
ら
れ
な
が
ら
生
き
て
き
た
人
た
ち
は
、
み

ん
な
心
に
い
っ
ぱ
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
」
こ

と
に
気
づ
い
た
の
が
き
っ
か
け
。「
歴
史
を
学

び
始
め
る
と
、
毎
日
通
る
道
に
新
し
い
発
見
が

あ
る
。
こ
こ
に
語
り
継
ぐ
も
の
が
あ
る
と
思
っ

た
ね
」。
文
化
人
、
企
業
家
、
住
職
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
世
界
で
活
躍
す
る
方
を
ゲ
ス
ト
に
迎

え
て
き
た
。

　

２
０
１
４
年
春
か
ら
は
、
駅
前
に
も
に
ぎ
わ

い
を
、
と
J
R
京
終
駅
前
で
の
古
本
市
「
京

終
玉
手
箱
」
を
開
催
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
安

空海が好きな安西さんは梵の書を飾る。「人を見たらおたいしさんと思えと
いう言葉があってね。どんなボロを来た人でも大事にしようという文化や
ね」。
滞在していたロシア人の滞在者・アリーナさんが絵はがきに絵を描いて売っ
てくれた。この阿修羅はアリーナさんの作品。

発
案
か
ら
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
ま
で

お
も
て
な
し
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
か
ら
広
が
る

京
終
の
に
ぎ
わ
い
づ
く
り

かつてここが芝居小屋だったことをしのばせるロビーの空間

　旅人のチェックインを待つロビー道を訪ねる人が後をたたないことから生まれた「京
終みどころ案内」はゲストハウスの表にも掲示され
ている。

JR 京終駅前で開催される古本市「京終玉手箱」は、
本以外にもカフェや紙芝居なども交えた交流の場

町
屋
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
な
ら
ま
ち
オ
ー
ナ
ー　

安
西
俊
樹
さ
ん

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
神
野
武
美　

大
浦
悦
子　

文
・
嶋
田
貴
子
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今
年
で
13
年
目

　

曽
爾
村
に
は
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
曽
爾
と

い
う
滞
在
型
市
民
農
園
が
あ
り
ま
す
。
川
沿

い
か
ら
山
の
方
へ
上
っ
た
南
向
き
の
斜
面
に

位
置
し
、
30
区
画
あ
る
農
地
と
ラ
ウ
ベ
（
休

憩
施
設
）
は
、
ど
こ
か
ら
で
も
村
を
見
渡
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
利
用
者
は
、
好
き
な
と

き
に
滞
在
し
、
四
季
折
々
の
壮
大
な
景
色
を

眺
め
な
が
ら
畑
作
り
や
田
舎
暮
ら
し
を
楽
し

ん
で
い
ま
す
。

　

こ
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
曽
爾
は
、
平
成

15
年
に
オ
ー
プ
ン
し
、
今
年
で
13
年
目
に
な

り
ま
す
。
近
県
か
ら
訪
れ
て
週
末
に
１
泊
２

日
滞
在
す
る
方
が
多
い
で
す
が
、
長
期
滞
在

す
る
方
も
あ
り
ま
す
。
東
日
本
大
震
災
時
に

は
東
京
や
鎌
倉
か
ら
の
申
し
込
み
が
３
組

あ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
方
々
は
、
定
年
や
早
期
退
職
に

よ
り
人
生
に
一
区
切
り
つ
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ

に
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
で
こ
こ
を

見
つ
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
。
そ
れ
ま
で
は
日

帰
り
で
き
る
範
囲
内
か
ら
の
利
用
ば
か
り

だ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
奈

流
も
楽
し
み
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
曽
爾
で
は
田
植
え
に

始
ま
り
、
盆
踊
り
、
稲
刈
り
、
も
ち
つ
き
、

忘
年
会
な
ど
、
田
ん
ぼ
や
地
域
に
関
わ
る
イ

ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
利
用
者

だ
け
で
な
く
、
大
字
の
総
代
さ
ん
や
村
長
他
、

近
所
の
人
々
も
参
加
し
、
み
ん
な
で
協
力
し

て
準
備
か
ら
片
付
け
ま
で
行
い
、
毎
回
大
変

盛
り
上
が
り
ま
す
。（
こ
こ
だ
け
の
話
、
イ
ベ

ン
ト
時
に
は
曽
爾
高
原
ビ
ー
ル
と
い
う
、
奈

良
県
唯
一
の
地
ビ
ー
ル
が
飲
み
放
題
で
す
。

さ
ら
に
、
利
用
者
は
お
亀
の
湯
入
浴
が
い
つ

で
も
無
料
で
す
。
う
ら
や
ま
し
い
！
）

　

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
曽
爾
の

お
か
げ
で
利
用
者
と
地
域
の
人
々
の
交
流
も

盛
ん
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
曽
爾
村
に
家
を
み

つ
け
、
移
住
し
た
方
も
５
組
い
ら
っ
し
ゃ
る

そ
う
で
す
。

自
然
に
囲
ま
れ
た
環
境
で
、
都
会
と
地
域

の
縁
結
び
の
場
に
も
な
る
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ

ン
。
あ
な
た
も
週
末
田
舎
暮
ら
し
、
始
め
て

み
ま
せ
ん
か
？　

ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
曾
爾
（
運
営
＝
財
団
法

人
曽
爾
村
観
光
振
興
公
社
）http://w

w
w

.

soni-kogen.com
/kurain.htm

l

（
レ
ポ
ー
ト　

山
本
早
苗
）

　

元
旦
に
は
家
族
で
お
屠
蘇
を
飲
ま

れ
ま
し
た
か
？　

お
屠
蘇
は
新
年
の

お
祝
い
と
１
年
の
無
病
息
災
の
た
め

の
薬
酒
。
邪
気
を
屠ほ

ふ

り
、
魂
を
蘇
ら

せ
る
と
い
う
意
味
で
〃
屠
蘇
〃
と
呼

ば
れ
ま
す
。
肉シ

ナ
モ
ン桂

、
陳チ

ン
ピ皮

（
ミ
カ
ン

の
皮
）、
山サ

ン
シ
ョ椒

、
白オ

ケ
ラ朮

、
桔キ

キ
ョ
ウ梗

、
防

ボ
ウ
フ
ウ風（

※
）

な
ど
が
入
っ
て
お
り
、
薬
局
な
ど
で

屠
蘇
散
と
し
て
売
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
私
た
ち
は
自
然
療
法
の
授
業
の

中
で
自
家
製
の
屠
蘇
ブ
レ
ン
ド
を
作

こ
の
冬
は
見
た
目
に
も
楽
し
め
て
、

体
の
芯
か
ら
ポ
カ
ポ
カ
、
美
味
し
く

ふ
わ
っ
〜
と
し
た
気
分
に
な
れ
る
薬

膳
酒
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

【
作
り
方
】

お
好
み
の
薬
用
食
材
（
１
種
類
）

ク
コ
の
実
や
ナ
ツ
メ　

約
１
０
０
ｇ

焼
酎　

１
リ
ッ
ト
ル
（
25
度
以
上
）

１
清
潔
な
密
閉
ビ
ン
と
材
料
と
焼
酎

を
準
備
す
る
。

２
ナ
ツ
メ
は
半
分
く
ら
い
に
カ
ッ
ト

す
る
と
早
く
飲
め
ま
す
。
ク
コ
の

実
は
そ
の
ま
ま
、
紅
花
な
ど
は

細
か
い
の
で
小
さ
い
お
茶
パ
ッ

ク
な
ど
に
小
分
け
し
ま
す
。

３
容
器
に
材
料
を
全
て
入
れ
て
、
密

閉
し
、
と
き
ど
き
フ
タ
は
開
け
ず

に
混
ぜ
な
が
ら
浸
け
ま
す
。
１
ヶ

月
ほ
ど
で
飲
み
ご
ろ
に
。

４
お
好
み
で
は
ち
み
つ
を
入
れ
て
、

お
湯
割
り
な
ど
で
お
飲
み
く
だ

さ
い
。

※
焼
酎
の
代
わ
り
に
清
酒
や
ジ
ン
、
ホ
ワ
イ
ト

リ
カ
ー
で
も
良
い
で
す
が
ア
ル
コ
ー
ル
度
数

が
低
い
と
腐
り
や
す
い
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

なんとなく不調を感じるとき、薬や病院に頼る前に、自然の力や自然治癒力により安らぎや楽しさをもたらしながら癒す
ホームセラピーを提唱されているクレメンツかおりさんに、誰もが取り入れやすい自然療法について紹介していただきます。

り
ま
す
（
医
薬
品
に
入
る
生
薬
も
あ
る
の

で
一
部
は
他
の
も
の
で
代
用
）。
お
正
月

が
過
ぎ
た
ら
、屠
蘇
茶
と
し
て
風
邪
予
防
、

冷
え
対
策
に
毎
日
飲
ん
で
健
康
に
役
立
て

ま
す
。
シ
ナ
モ
ン
、
山
椒
、
陳
皮
な
ど
の

香
り
が
気
を
巡
ら
せ
、
本
当
に
魂
が
蘇
り

そ
う
で
す
。
お
屠
蘇
は
飲
み
に
く
い
と
思

わ
れ
て
い
る
方
も
多
い
で
す
が
、
こ
の
お

茶
は
美
味
し
い
ん
で
す
！　

黒
砂
糖
を
少

し
入
れ
る
と
、
よ
り
美
味
し
く
い
た
だ
け

ま
す
よ
。

【クレメンツかおり】
1984 年フランスでアロマ
テラピーに出合ったことを
き っ か け に、 色 彩 心 理 療
法、気功療法、クリスタル
ヒーリング、フィトテラピー
など様々な自然療法を学ぶ。
自
ナ チ ュ ロ パ ス

然療法士養成校 ” 自然療
法森の学校 ” では、アロマテラピーを中心に、薬膳療法、
鉱物療法、日本の薬草療法などのセミナーも開講。
http://morinogakkou.com

曽
爾
村
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
て

ど
ん
な
と
こ
ろ
？

19
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
始
ま
っ
た
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
は
、

「
小
さ
な
庭
」
と
い
う
意
味
で
、
都
市
住
民
が
自
宅
か
ら
通
え
る
場
所
に

持
つ
農
地
の
こ
と
。
そ
れ
が
曽
爾
村
に
も
あ
る
の
を
ご
存
知
で
す
か
。

編集局より…

中近世ヨーロッパの都市は、田舎
的なものを徹底的に排除した人工
的で過密な空間で、不衛生になっ
ていましたが、近代にはこれを改
造して広大な森林を造成し、自然
美に溢れる地域社会を作るように
なりました。ドイツ語圏の人々は
森の中で過ごすのが大好き。ミュ
ン ヘ ン は 自 ら を「100 万 人 の 村 」
と誇るそうです。
クラインガルテンは、19 世紀の産
業革命によって経済的に苦しむ町
民を救うため、領主が農園を与え
たことが発祥です。これが広まり、
第一次世界大戦、第二次世界大戦
を経る苦難の中で、クラインガル
テンはドイツ人を救いました。今
もドイツでは居住地に近い市街地
内にクラインガルテンがあり、都
市住民と自然を結んでいます。

薬膳酒レシピのメディカルハーブは、自然療法森の学校でも購入できます。お問い合わせ TEL 0744-47-3484  MAIL info@morinogakkou.com

※
防
風
は
奈
良
県
宇
陀
市
大
宇
陀
に
あ
る
森
の
旧
薬
園
に
あ
る
、
藤
助
防
風
が
有
名
で
す
。

クレメンツさんが自宅で常備する薬膳酒。キンカン、ユズ、レモンなどの柑橘類は、果皮に精油成分を持ち、抗菌、
抗ウイルス、消化促進に役立ちます。また果肉にはビタミン C がたっぷりで疲労回復や免疫強化に一役買いま
す。風邪の予防やひきはじめには、エルダーフラワーやエキナセアなどのハーブティに小さじ 1 杯混ぜるだけ。
はちみつ浸けにしても重宝します。

屠蘇茶滋養強壮には、クコ、竜眼、ナツメ女性の不調におすすめの、バラ、ジャスミン、
紅花

その 1 冬の薬膳酒

クラインガルテン曽爾  
奈良県宇陀郡曽爾村大字小長尾地内
■ 1 区画が約 200㎡の土地に、
約 43.2㎡のラウベ（休憩施設）あり。30 棟。
■ラウベにはキッチン、風呂、水洗トイレ、ロ
フト付き　※耕運機、クワなどはレンタル有
■付帯施設…多目的広場、展示農園、管理棟
■利用料金・・525,000 円 ( 税込 )/1 年
1 年契約で更新可能。※入居時補償金 50,000 円
◎ラウベを借りず畑だけを借りることも可能。
10 区画（1 区画各約 50 ～ 100 平方メートルの
菜園）利用料金・・55000 円 ( 税込 )/1 年

良
県
曽
爾
村
を
選
ん
だ
理
由
に
は
、
や
は
り

放
射
能
の
影
響
を
心
配
す
る
気
持
ち
が
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ

ン
を
３
、４
年
利
用
し
た
後
は
そ
れ
ぞ
れ
宇
陀

市
室
生
、
京
都
府
南
部
な
ど
に
家
を
見
つ
け

て
移
っ
て
行
か
れ
た
そ
う
で
す
。

村
の
住
民
と
の
交
流
も

　

田
舎
暮
ら
し
を
体
験
し
た
い
、
自
分
で
作
っ

た
野
菜
を
食
べ
て
み
た
い
、
と
き
に
は
人
間

ら
し
い
暮
ら
し
の
た
め
に
…
い
ろ
ん
な
希
望

を
持
つ
利
用
者
さ
ん
た
ち
に
と
っ
て
、
利
用

者
同
士
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
の
人
々
と
の
交
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昨
年
の
夏
を
に
ぎ
わ
せ
た
S
E
A
L
s
の

若
者
た
ち
の
政
権
批
判
、
み
な
さ
ま
覚
え
て

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
？　

格
差
を
警

鐘
し
た
ピ
ケ
テ
ィ
の
ブ
ー
ム
は
ま
だ
過
ぎ
さ
っ

て
い
ま
せ
ん
よ
ね
？　

情
報
が
猛
ス
ピ
ー
ド
で

飛
び
交
う
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
腰
を
落
ち
着
け

て
じ
っ
く
り
読
書
。
そ
し
て
、
今
年
は
「
申

年
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ
ん
な
本
を
。
サ
ル
の

ふ
り
見
て
わ
が
ふ
り
直
せ
!? 　

ヒ
ト
の
姿
も
、

ち
ょ
っ
と
違
っ
た
視
点
で
眺
め
て
み
た
り
。

　
『
サ
ル　

そ
の
歴
史
・
文
化
・
生
態
』で
は
、『
裸

の
サ
ル
』
の
デ
ズ
モ
ン
ド
・
モ
リ
ス
が
、
古
今

東
西
、
ヒ
ト
と
サ
ル
が
ど
ん
な
風
に
か
か
わ
っ

て
き
た
の
か
を
軽
妙
に
解
説
。
神
様
と
崇
め
ら

れ
る
サ
ル
、
王
妃
の
ペ
ッ
ト
に
さ
れ
る
サ
ル
、

動
物
実
験
に
利
用
さ
れ
る
サ
ル
（
…
な
ん
て
こ

と
を
！
）。
画
家
が
描
い
た
サ
ル
な
ど
図
版
も

豊
富
。
奈
良
町
の
町
屋
に
ぶ
ら
さ
が
る
身
代
わ

り
申
の
写
真
も
。

　
『
道
徳
性
の
起
源 

ボ
ノ
ボ
が
教
え
て
く
れ
る

こ
と
』
は
、
道
徳
は
理
性
や
神
様
が
生
ん
だ
の

で
は
な
く
、
霊
長
類
の
進
化
か
ら
ボ
ト
ム
ア
ッ

プ
的
に
誕
生
し
た
も
の
だ
と
説
い
た
一
冊
。
ボ

ノ
ボ
は
、
ヒ
ト
に
も
っ
と
も
近
い
霊
長
類
。
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
、
お
だ
や
か
で

融
和
的
。
つ
ま
り
、
い
い
や
つ
な
ん
で
す
。

　
『
社
会
は
な
ぜ
左
と
右
に
わ
か
れ
る
の
か 

対

立
を
超
え
る
た
め
の
道
徳
心
理
学
』
は
、
サ
ル

で
は
な
く
ヒ
ト
の
道
徳
の
本
で
す
が
、
合
わ
せ

て
ど
う
ぞ
。
リ
ベ
ラ
ル
が
負
け
て
し
ま
う
理
由

を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　
『
１
は
ゴ
リ
ラ 

か
ず
の
ほ
ん
』
は
息
抜
き
に
。

２
は
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
、３
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
。

じ
っ
と
、
こ
ち
ら
を
見
つ
め
る
ま
な
ざ
し
。
そ

し
て
、
最
後
は
…
。
ゴ
リ
ラ
が
大
好
き
な
作
家

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
絵
本
で
す
。

読
書

『道徳性の起源』
フランス・ドゥ・ヴァール / 著
紀伊国屋書店

『サル』
デズモンド・モリス／著　
白水社

『社会はなぜ左と右にわかれるのか』
ジョナサン・ハイト / 著　
紀伊国屋書店

『１はゴリラ』
ネルソン松原／著　
アンソニー・ブラウン / 作　
岩波書店

ち
い
さ
な
車
で
の

移
動
販
売
を
し
て
い
た
頃
か
ら

今
も
ず
っ
と
大
切
に
し
て
い
る
ひ
と
つ
に

素
敵
な
ご
縁
か
ら
つ
な
が
っ
た
モ
ノ
ヅ
ク
リ
を
な
さ
る
方
が

ひ
と
つ
ず
つ
て
い
ね
い
に
つ
く
ら
れ
た
お
品
た
ち
が
あ
り
ま
す
。

見
逃
し
て
し
ま
い
が
ち
な

捨
て
ら
れ
そ
う
な
素
材
が

そ
の
方
の
知
恵
と
工
夫
で

「
世
界
に
ひ
と
つ
だ
け
の
も
の
」
と
し
て
よ
み
が
っ
て
い
く
姿
に

ど
う
し
て
も
惹
か
れ
て
し
ま
う
自
分
が
い
る
の
で
す
。

た
と
え
ば

時
代
の
流
れ
と
共
に
使
用
し
な
く
な
っ
て
い
る

ち
い
さ
な
豆
電
球
か
ら
つ
く
ら
れ
た

「
ラ
ン
プ
マ
ン
」
と
名
付
け
ら
れ
た

真
鍮
素
材
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

た
と
え
ば

珈
琲
豆
屋
さ
ん
か
ら
大
量
に
で
る

麻
袋
か
ら
つ
く
ら
れ
た

鍋
敷
き
や
コ
ー
ス
タ
ー
な
ど
の
台
所
小
物

た
と
え
ば

も
う
じ
き
枯
れ
て
し
ま
い
そ
う
な

葉
や
実
の
枝
か
ら
つ
く
ら
れ
た

く
る
っ
と
ま
る
め
た
だ
け
の
リ
ー
ス

そ
ん
な
ふ
う
に
し
て

捨
て
ら
れ
そ
う
な
素
材
に
命
を
ふ
き
こ
ん
で

よ
み
が
え
ら
せ
て
く
れ
る

モ
ノ
ヅ
ク
リ
を
な
さ
る
方
の

発
想
の
柔
軟
さ
に
感
動
と
尊
敬
を
し
て
し
ま
う
の
と
同
時
に

き
っ
と
彼
ら
は

わ
た
し
が
古
い
道
具
に
む
き
あ
っ
て
い
る
の
と
お
な
じ
気
持
ち
で

モ
ノ
ヅ
ク
リ
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な
と
想
え
て
き
て

う
れ
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

そ
し
て
、
自
分
の
暮
ら
し
を

た
い
せ
つ
に
な
さ
り
た
い
お
客
様
が

そ
の
品
を
手
に
取
ら
れ
る
瞬
間
に
い
あ
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
を

と
て
も
う
れ
し
く
感
じ
る
の
で
す
。

こ
の
気
持
ち
は
　
古
道
具
だ
け
の
活
動
を
し
て
い
た
頃
に
は

あ
じ
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
う
し
て
　
年
月
を
へ
て

自
分
を
い
れ
る
器
の
か
た
ち
も

変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
も

わ
た
し
は
こ
れ
か
ら
も

す
て
ら
れ
そ
う
だ
っ
た

築
50
年
の
古
い
お
う
ち
で

モ
ノ
ヅ
ク
リ
の
方
の
手
か
ら
う
ま
れ
る

す
て
ら
れ
そ
う
な
素
材
か
ら
う
ま
れ
た

愛
お
し
い
お
品
た
ち
を
　
た
い
せ
つ
に
し
て
い
き
ま
す
。

捨てられそうなものを
今の暮らしに
もういちど。
 メグ　（恵古箱店主）

【恵古箱】葛城市内にある築 50 年の一軒家で、古道具、雑貨、ギャラリー、
カフェ、学びの企画を展開するショップ。　http://ekobacouti.exblog.jp

　

本
誌
21
号
の
「
森
と
と
も
に
生
き
て
」
で
も
紹
介

さ
れ
て
い
た
C
L
T
（
ク
ロ
ス
ラ
ミ
ネ
ー
テ
ィ
ッ
ド
テ
ィ
ン

バ
ー
）。
集
成
し
た
板
を
互
い
に
直
交
す
る
よ
う
に
重

ね
た
大
型
の
パ
ネ
ル
で
す
。
構
造
材
と
し
て
の
強
度

と
寸
法
の
安
定
性
が
あ
り
、
耐
震
・
耐
火
性
に
も
優

れ
、
工
程
が
シ
ン
プ
ル
で
工
期
も
早
い
の
が
特
徴
で
、

欧
米
で
は
10
階
建
て
の
高
層
ビ
ル
も
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
ん
な
C
L
T
工
法
に
よ
る
、
日
本
初
の

5
階
建
て
福
祉
ビ
ル
が
こ
の
春
、
奈
良
市
内
に
誕
生

し
ま
す
（
1
階
は
R
C
）。

　

C
L
T
は
、 

中
質
材
も
強
度
が
あ
れ
ば
素
材
と
し

て
無
駄
な
く
生
か
せ
る
も
の
で
、
戦
後
に
植
林
さ
れ

利
用
期
を
迎
え
て
い
る
国
産
材
の
需
要
の
拡
大
に
寄

与
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ビ
ル
を
建
設
し
て
い
る
の
は
、障
害
あ
る
人
の
「
は

た
ら
く
」
を
支
援
し
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
ぷ
ろ
ぼ

の
。
理
事
長
の
山
内
民
興
さ
ん
に
よ
る
と
「
障
が
い

の
あ
る
人
や
職
員
、
地
域
の
人
た
ち
に
も
、
自
然
に

も
や
さ
し
い
ビ
ル
を
建
て
た
い
」
と
思
っ
て
い
た
と

こ
ろ
へ
、「
設
計
士
さ
ん
か
ら
C
L
T
を
勧
め
ら
れ
、

市
内
に
木
造
の
建
造
物
が
建
つ
意
義
を
考
え
て
、
採

用
を
決
断
し
た
」
そ
う
で
す
。

　

ぷ
ろ
ぼ
の
福
祉
ビ
ル
の
C
L
T
は
十
津
川
産
。

こ
れ
を
岡
山
県
真
庭
市
に
あ
る
製
造
工
場
へ
運
び
、

集
成
し
た
パ
ネ
ル
を
再
び
奈
良
市
新
大
宮
に
あ
る
建

設
地
へ
搬
入
し
て
建
て
ら
れ
ま
す
。
一
階
に
は
地
域

の
人
た
ち
も
憩
い
集
え
る
食
堂
、
五
階
に
は
地
域
の

方
々
も
利
用
で
き
る
多
目
的
ル
ー
ム
を
設
い
、
障
害

福
祉
事
業
だ
け
で
は
な
い
地
域
の
交
流
の
場
と
し
て

活
用
で
き
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

璉　

寺
は
よ
ほ
ど
注
意
深
く
見
な
い
と

そ
の
場
所
が
わ
か
ら
な
い
小
さ
な
お
寺
で

あ
る
が
、
そ
の
歴
史
は
深
く
、
一
説
に
よ

る
と
、地
名（
紀
寺
町
）の
由
来
で
あ
る「
紀

寺
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。「
璉

寺
縁
起
」
に
は
、
聖
武
天
皇

発
願
、
行
基
菩
薩
開
基
と
あ
り
、
そ
の
後
、

紀き
の
あ
り
つ
ね

有
常
が
再
興
し
た
と
し
て
紀
寺
（
紀
氏

の
菩
提
寺
）と
も
呼
ん
だ
と
な
っ
て
い
る
。

学
術
的
に
は
ま
だ
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な

い
部
分
が
多
く
、
謎
と
ロ
マ
ン
に
満
ち
た

お
寺
で
あ
る
。

　

ご
住
職
の
下し

も
ま間

景
甫
（
景
子
）
さ
ん
は
、

18
年
前
に
夫
の
下
間
和
甫
住
職
が
一
年
余

り
の
闘
病
生
活
の
後
亡
く
な
ら
れ
、
お
寺

を
継
ぐ
こ
と
に
。
そ
れ
ま
で
裏
方
に
徹
し

て
お
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
お
寺
を
ど
の
よ

う
に
守
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
途
方
に
暮

れ
て
い
た
時
、
ご
主
人
の
知
り
合
い
の
方

か
ら
、
お
寺
の
歴
史
を
調
べ
て
は
と
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
き
、「
璉

寺
通
信
」

の
発
刊
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
亡
き
義
父
が
「
良
寛
さ
ん
の

よ
う
に
生
き
た
い
」
と
い
っ
て
い
た
の
を

思
い
出
し
、
寺
が
か
つ
て
の
よ
う
に
誰
で

も
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
け
る
お
寺

と
し
て
地
域
に
根
づ
く
こ
と
を
使
命
と
し

て
い
る
。

　

年
中
行
事
は
も
ち
ろ
ん
、
９
月
に
は

２
０
０
９
年
に
始
め
た
大
人
の
月
見
会
、

ミ
ニ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
落
語
会
「
れ
ん
じ
ょ

う
じ
寄
席
」、
８
年
前
か
ら
は
大
阪
樟
蔭

女
子
大
学
に
よ
る
発
掘
調
査
、
そ
し
て
毎

月
第
３
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
「
京
終
さ
ろ

ん
」（
21
ペ
ー
ジ
参
照
）
の
会
場
に
と
、

昔
の
寺
子
屋
は
こ
ん
な
風
だ
っ
た
の
か
と

想
像
し
て
し
ま
う
お
寺
な
の
で
あ
る
。

（
取
材
・
文　

大
浦
悦
子
）

璉
　
寺

下間景子さん

　
「
俚
志
」
編
集
局
の
あ
る
京
終
界
隈
を
散
策
し
て
み
ま
す
！

ご
縁
を
つ
な
ぐ
小
さ
な
寺

「蓮城寺通信」と編集長の野尻幸男さん

奈良県産材
CLT工法による
ビル今春竣工
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２
０
１
４
年
の
秋
に
行
わ
れ
た
、
大
阪
大
学

の
環
境
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ン
セ
ン
タ
ー

（
C
E
I
D
S
）
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
、

奈
良
県
十
津
川
村
神か

ん
の
が
わ

納
川
地
区
を
訪
れ
た
と
き

あ
る
思
い
が
芽
生
え
た
。
そ
れ
を
機
に
法
学
部

か
ら
経
済
学
部
、
工
学
部
、
外
国
語
学
部
な
ど

様
々
な
専
攻
か
ら
学
生
が
集
ま
り
、
村
お
こ
し

と
い
う
課
題
に
取
り
組
み
始
め
た
の
が
、
私
た

ち
「
と
つ
ぷ
ろ
。」
だ
。

　

神
納
川
地
区
に
は
世
界
遺
産
の
一
部
で
あ
る

小こ

へ

じ
辺
路
が
あ
り
、
古
く
か
ら
巡
礼
路
と
し
て
多

く
の
人
々
を
受
け
入
れ
て
き
た
。
初
め
て
訪
れ

た
「
よ
そ
者
」
で
あ
る
は
ず
の
私
た
ち
も
優
し

く
受
け
入
れ
も
て
な
し
て
く
れ
た
。
そ
ん
な

人
々
の
温
か
さ
が
、
神
納
川
に
は
あ
る
。
こ
う

し
て
で
き
た
神
納
川
地
区
の
方
々
と
の
「
つ
な

が
り
」
が
専
攻
や
関
心
も
違
う
我
々
を
結
び
、

活
動
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。

　

神
納
川
地
区
で
も
、
他
の
多
く
の
地
域
社
会

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
過
疎
化
や
高
齢
化
が
進
み

伝
統
や
文
化
が
存
続
の
危
機
に
陥
り
つ
つ
あ

る
。
人
々
の
あ
た
た
か
み
の
残
る
、
私
た
ち
が

愛
す
る
こ
の
地
域
を
、
失
い
た
く
な
い
。
こ
の

地
域
に
寄
り
添
い
、
互
い
に
元
気
を
与
え
合
え

る
よ
う
な
関
係
を
作
っ
て
い
き
た
い
。
私
た
ち

は
そ
う
強
く
願
っ
て
い
る
。
こ
の
気
持
ち
に
突

き
動
か
さ
れ
た
「
と
つ
ぷ
ろ
。」
が
行
っ
て
き

た
活
動
や
今
後
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
次
回

以
降
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

と
つ
ぷ
ろ
。

愛
す
る
十
津
川
村
を
元
気
に
し
た
い
！
と
、
学
生
た
ち
が
動
き
だ
し
て
い
ま
す
！

十
津
川
村
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

大
阪
大
学 

地
域
お
こ
し
団
体 

と
つ
ぷ
ろ
。

高
成
　
壮
磨
　（
大
阪
大
学
理
学
部
２
年
）

★ 1 月のイベント

「冬の天然洞窟探検ツアー
こうもり観察会と“おくどさん”体験」

日時：平成 28 年 1 月 31 日 ( 日 )
集合：10:00 川上村役場前
解散：15:00 頃 川上村役場前
料金：大人 5,000 円／こども 2,500 円
対象：小学生以上

観光地化されていない天然の洞窟をご案内。
NPO 法人東洋蝙蝠研究所理事・細川慎太郎さん
をお招きし、洞窟内で越冬するこうもりの生態
や観察のマナーについて学びながら洞窟を探検
します。その後、創業 130 年の老舗旅館・朝日
館にて、昔ながらの “ おくどさん ”（カマド）を
使った炊飯体験を行います。

★ 2 月のイベント

「氷瀑めぐりツアー」

日時：平成 28 年 2 月 7 日 ( 日 )
集合：10:00 川上村役場前
解散：16:00 頃 川上村役場前
料金：大人 5,000 円／こども 2,500 円
対象：小学生高学年以上

大小さまざまな氷瀑を求めてのスノーハイキン
グ。林業地である川上村ならではの工夫 " 木蝋
" で暖をとったり、ご飯をつくったりもします。
昔ながらの生活の知恵を楽しみながら学びま
しょう。冷え込みの厳しいこの時期ならではの、
冬の恵みを楽しみます。

★ 3 月のイベント

「筏場道ハイキング
～秘湯の野湯・五色湯を探せ！～」

日時：平成 28 年 3 月 5 日 ( 土 )
集合：10:00 川上村役場前
解散：16:00 頃 川上村役場前
料金：大人 5,000 円／こども 2,500 円
対象：小学生以上

古道「筏場道」をたどるハイキング。筏場道が
切り開かれた経緯、大台ヶ原や林業との関連を
交えながら、江戸時代の湯治跡「五色湯」を訪
ねます。

以前、俚志 vol.19 特集「地域おこし協力隊活躍中」に掲載していただきました、川上村地域おこし協力隊の竹中と申します。
大学山岳部で登山を始め、卒業後は登山ツアー専門旅行社に就職。2014 年 6 月に、着地型の観光に携わりたくて、そして
山に住んでみたくて川上村へやってきました。2015 年 4 月より、川上村においてエコツアー事業に取り組んでいくプロジェ
クトとして、「川上村エコツアー推進プロジェクト “ 山遊び塾 ヨイヨイかわかみ ”」を始めました。現在はモニターツアー期
間中で、毎月違うタイプの様々なエコツアーイベントを行っています。今回は冬の間のイベントをご紹介させていただきま
す。よければぜひ、川上村に遊びにきてください。

エコツアー in 川上村！ 冬のイベント情報
川上村地域おこし協力隊 竹中 雅幸

各ツアーの詳細・お申し込み・お問い合わせは、Web サイト「山遊び塾 ヨイヨイか
わかみ Web サイトまで。[ ヨイヨイかわかみ ] で検索を！




