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地域サロン訪問　

一
時
預
か
り
か
ら

行
政
と
の
協
働
ま
で

多
彩
な
子
育
て
支
援
サ
ロ
ン 

　

サ
ロ
ン
ド
キ
ッ
ズ
の
支
援
活
動
は
多

岐
多
彩
。
本
拠
地
で
あ
る
天
理
市
西
長

柄
の
２
階
建
て
の
サ
ロ
ン
で
の
育
児
教

室
や
子
育
て
相
談
、
一
時
預
か
り
か
ら
、

公
民
館
に
出
張
し
て
の
親
子
リ
ズ
ム
、

そ
し
て
、
市
が
開
催
す
る
子
育
て
支
援

イ
ベ
ン
ト
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
へ
と
展

開
し
て
き
た
。

　

利
益
を
ス
タ
ッ
フ
に
還
元
し
、
事
業

を
継
続
的
に
行
う
た
め
２
０
０
７
年
に

は
N
P
O
法
人
化
。
現
在
は
、
保
育
士
、

心
理
士
、
音
楽
講
師
な
ど
、
多
彩
な
専

門
家
を
配
置
し
活
動
に
当
た
っ
て
い
る
。

少
子
化
に
よ
り
子
育
て
支
援
活
動
に
追

い
風
が
吹
い
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ

だ
け
の
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
は
並
大

抵
で
は
な
い
。
そ
の
秘
訣
は
な
ん
だ
ろ

う
か
？

　
「
サ
ー
ク
ル
は
た
だ
の
お
茶
会
で

し
ょ
、
な
ん
て
言
わ
た
こ
と
も
あ
っ
て
。

そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
だ
よ
、
と
言

い
た
い
」。
理
事
長
の
矢
田
紫
真
子
さ
ん

は
明
る
く
笑
う
。

　
　「

じ
ゃ
あ
、
あ
な
た
が
や
っ
た

ら
？
」
の
声
を
き
っ
か
け
に

　

子
育
て
し
に
く
い
環
境
、
お
母
さ
ん

に
降
り
か
か
る
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
、
こ
れ

は
、
本
来
、
社
会
と
と
も
に
解
決
す
べ

き
課
題
で
あ
り
、
専
門
的
な
援
助
が
必

要
だ
。

　

保
育
士
の
経
験
を
持
つ
矢
田
さ
ん
自

身
、
ご
主
人
と
結
婚
後
に
初
め
て
奈
良

へ
来
て
出
産
し
た
。
と
こ
ろ
が
知
り
合

い
も
少
な
く
、
産
後
う
つ
に
な
り
か
か
っ

た
と
い
う
。
救
わ
れ
た
の
が
、
市
が
行
っ

て
い
た
育
児
教
室
だ
っ
た
。
専
門
家
の

ア
ド
バ
イ
ス
も
受
け
、
顔
見
知
り
の
お

母
さ
ん
も
増
え
た
。
だ
が
そ
の
教
室
も

８
回
限
り
。
そ
の
後
、「
ど
う
し
よ
う
？
」

と
戸
惑
っ
た
と
い
う
。

　
「
そ
し
た
ら
、『
あ
な
た
保
育
士
な

ん
だ
か
ら
自
分
で
子
育
て
サ
ー
ク
ル
を

作
っ
て
み
た
ら
？ 

』
と
言
わ
れ
て
」。
こ

こ
か
ら
サ
ロ
ン
の
活
動
が
ス
タ
ー
ト
す

る
。
15
年
前
の
こ
と
だ
。

生
い
立
ち
に
培
わ
れ
た

社
会
福
祉
へ
の
視
点

　

矢
田
さ
ん
の
出
身
地
は
、
北
海
道
の

釧
路
。
高
校
を
出
た
後
、
短
大
で
保
育

士
の
資
格
を
取
得
し
た
。
そ
の
後
、
札

幌
市
内
の
児
童
養
護
施
設
で
施
設
保
育

士
と
し
て
働
く
。

　

一
般
の
保
育
園
で
の
勤
務
で
は
な
く
、

あ
え
て
困
難
な
環
境
に
あ
る
こ
ど
も
た

ち
へ
の
支
援
を
志
し
た
の
は
、
地
元
町

役
場
の
公
務
員
と
し
て
社
会
福
祉
分

野
を
担
っ
て
い
た
お
父
さ
ん
の
影
響
が

あ
っ
た
そ
う
だ
。
家
庭
で
、
自
然
と
い

ろ
い
ろ
な
お
話
を
さ
れ
、
折
に
ふ
れ
て

福
祉
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。

　
「
し
ん
ど
い
環
境
に
置
か
れ
て
し
ま
う

背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
家
庭
の
事
情
や

社
会
課
題
が
あ
る
。
本
人
の
せ
い
で
は

な
い
。
そ
こ
を
見
据
え
て
自
分
に
何
か

で
き
る
こ
と
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
」

　
輝
き
だ
す
お
母
さ
ん
た
ち
の

姿
に
喜
び

　

サ
ロ
ン
に
来
る
お
母
さ
ん
た
ち
の
、

子
育
て
や
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
に

関
す
る
考
え
方
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
。
家
庭

を
大
切
に
す
る
人
、
社
会
で
専
門
性
を

発
揮
す
る
人
、
そ
の
人
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
っ

た
選
択
を
す
れ
ば
い
い
。
だ
が
、中
に
は
、

持
て
る
力
を
持
て
余
し
て
悩
ん
で
い
る

人
も
い
る
。
サ
ロ
ン
は
そ
ん
な
お
母
さ

ん
た
ち
の
秘
め
ら
れ
た
潜
在
力
に
も
光

を
あ
て
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
イ
ベ
ン

ト
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
、
常
勤
の
ス

タ
ッ
フ
に
な
っ
た
人
、
別
の
活
動
の
場

所
を
見
つ
け
た
人
。　

　
「
お
母
さ
ん
た
ち
は
、
ほ
ん
の
少
し
後

押
し
す
る
こ
と
で
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て

い
く
。
そ
の
姿
を
見
る
の
が
、
何
よ
り

も
た
ま
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
」

　

矢
田
さ
ん
の
前
向
き
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
は
、
サ
ロ
ン
と
子
ど
も

た
ち
、
そ
し
て
サ
ロ
ン
に
集
ま

る
お
母
さ
ん
た
ち
に
、
好
循
環

し
な
が
ら
、
伝
わ
っ
て
い
く
の

だ
ろ
う
。

垣
根
を
超
え

信
頼
を
得
て

　

中
に
は
D
V
や
精
神
的
ス

ト
レ
ス
な
ど
、
よ
り
シ
ビ
ア
な
環
境
に

置
か
れ
た
親
か
ら
の
相
談
を
受
け
る
こ

と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
方
へ
の
支
援
が

な
に
か
で
き
な
い
か
。
心
理
士
を
配
置

し
た
り
、
お
母
さ
ん
が
ひ
と
息
つ
け
る

よ
う
、
一
時
預
か
り
事
業
に
も
取
り
組

む
こ
と
と
な
っ
た
。　

　

発
展
を
遂
げ
て
き
た
サ
ロ
ン
の
活
動

は
今
や
天
理
市
か
ら
も
信
頼
を
得
る
よ

う
に
な
り
、
子
育
て
総
合
イ
ベ
ン
ト
の

主
催
を
依
頼
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
行
政
は
や
っ
ぱ
り
、
タ
テ
ワ
リ
。
な
か

な
か
横
の
つ
な
が
り
を
持
ち
に
く
い
。

で
も
、
そ
こ
も
す
こ
し
ず
つ
、
後
押
し

し
て
」

　

天
理
市
は
今
年
３
月
に
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
「
は
ぐ
～
る
」
を
開
設
し
た
。

そ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
も
、
サ

ロ
ン
ド
キ
ッ
ズ
が
主
催
す
る
。「
イ
ベ

ン
ト
が
目
的
じ
ゃ
な
い
。
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
す
る
に
あ
た
り
、
地
域
、
行
政
の

子
育
て
支
援
団
体
の
つ
な
が
り
を
持
つ

き
っ
か
け
づ
く
り
を
し
、
ま
た
、
子
育

て
真
っ
最
中
の
ご
家
族
の
方
々
に
、
イ

ベ
ン
ト
を
通
し
て
子
育
て
情
報
を
知
っ

て
も
ら
い
た
い
。
広
く
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
で
本
当
に
支
援
が
必
要
な
人
の
手

に
届
く
か
ら
」

　

取
材
に
伺
っ
た
こ
の
日
に
は
１
歳
児

教
室
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
７
組
の
親

子
が
、
保
育
士
な
ど
に
よ
る
、
絵
本
、

手
遊
び
、
工
作
を
楽
し
ん
で
い
た
。
年

齢
的
な
発
達
と
季
節
に
合
わ
せ
、
よ
く

練
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
た
し
か
に
、

た
だ
の
お
茶
会
で
は
な
い
。
ち
い
さ
な

子
ど
も
が
、
上
手
に
で
き
て
も
、
で
き

な
く
て
も
、
み
ん
な
で
見
守
る
。
そ
の

場
の
雰
囲
気
は
と
て
も
暖
か
い
。

　
「
手
が
あ
れ
ば
、
や
り
た
い
こ
と
は

い
っ
ぱ
い
あ
る
」。
矢
田
さ
ん
の
視
点

の
先
に
は
、
誰
も
が
生
き
て
い
き
や
す

く
、
自
分
の
資
質
が
認
め
ら
れ
る
社
会

が
あ
る
。
サ
ロ
ン
ド
キ
ッ
ズ
の
活
動
は
、

ま
だ
ま
だ
発
展
途
上
。
こ
の
後
の
活
動
、

楽
し
み
に
し
て
ま
す
！

（
取
材
・
文　

嶋
田
貴
子
）

保育士スタッフによる、
『はらぺこあおむし』の

読み聞かせ。

スタッフのみなさんと参加者のお母さんたち。前列中央が矢田紫真子さん。
スタッフおそろいのトレーナーがチャーミングでした。

「お茶会なんて、言わないで」
子育てを支える民間支援活動 

ＮＰＯ法人 Salon de kid’s ネット　（天理市）

天理市にある子育てサロン「Salon de kid’s（サロンドキッズ )」は、子育て中
のお父さん、お母さんが気軽に立ち寄れる民間の広場。その活動の多彩さと
支援の専門性は、行政からも高く評価されています。今回は、15 年にわたり
子育て支援を牽引されてきた理事長の矢田紫真子さんにお話を伺いました。

地域に増えつつある「サロン・縁側・
よりあい処」などの現場を訪ねます。

矢田さんは、今年１月発行の天理市広報で、市長と
の新春対談に登場。

親しみやすいチラシと会報誌。作るのが得意なスタッフが
底力を発揮。

わたし、かわいい？？　髪型をと
のとえるおしゃれさん。

楽しいおもちゃがたくさん。これらは申請をして獲得した助成金で買ったもの。



　　142017  spring  vol.2915　　 2017 spring  vol.29

く
。
当
時
、
岡
橋
家
と
谷
家
で
は
資
産

額
が
10
対
１
位
だ
っ
た
と
聞
く
。
曾
祖

父
は
、
岡
橋
家
に
少
し
で
も
近
づ
き
た

い
と
い
う
気
持
ち
で
山
林
の
集
積
を
し

た
。
私
の
曾
祖
父
の
世
代
か
ら
岡
橋
家

は
、
当
家
の
道
し
る
べ
で
あ
り
、
色
々

な
意
味
で
目
標
だ
っ
た
の
だ
。

　

吉
野
に
は
規
模
の
大
き
な
林
業
家
が

複
数
あ
る
。
私
見
だ
が
、
岡
橋
家
と
谷

家
は
、
管
理
す
る
山
守
制
度
の
制
度
設

計
も
、
共
通
点
が
多
い
。
各
地
に
山
守

が
存
在
し
、そ
れ
を
束
ね
る
「
し
ゅ
っ
と
」

と
い
う
立
場
の
山
守
の
頭
領
的
存
在
が

い
た
。
そ
の
「
し
ゅ
っ
と
」
が
大
林
業

家
の
林
業
を
取
り
仕
切
り
、
各
山
守
は

中
小
企
業
の
社
長
の
よ
う
に
、
比
較
的

ま
る
近
代
林
業
を
吉
野
に
導
入
し
よ
う

と
思
わ
れ
た
。
当
時
は
、
日
本
の
林
業
・

木
材
産
業
も
花
盛
り
の
頃
。
昭
和
55
年

を
ピ
ー
ク
と
し
た
木
材
価
格
を
背
景
に
、

キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
林
業
家
が
い
く
つ
も

あ
り
、
林
業
関
係
者
に
と
っ
て
は
希
望

に
満
ち
あ
ふ
れ
た
時
代
だ
っ
た
の
だ
と

思
う
。
吉
野
林
業
も
例
外
で
は
な
く
活

況
を
呈
し
て
い
た
。
木
材
搬
出
作
業
は

高
価
な
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
集
材
を
中
心
に

行
わ
れ
て
い
た
。

　

研
修
で
は
、
造
林
か
ら
、
下
刈
り
作

業
、
枝
打
ち
作
業
を
体
験
さ
れ
、
下
刈

り
作
業
で
は
大
け
が
を
さ
れ
た
。
か
な

り
の
大
け
が
だ
っ
た
ら
し
く
、
二
ヶ
月

間
、
入
院
さ
れ
た
。
も
し
、
路
網
の
な

い
林
内
で
の
け
が
で
あ
れ
ば
、
搬
送
も

大
変
で
大
事
に
至
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

岡
橋
会
長
は
、
作
業
道
の
大
切
さ
を
身

を
も
っ
て
感
じ
ら
れ
た
。

　

研
修
か
ら
家
業
に
帰
ら
れ
て
か
ら
も
、

山
主
で
あ
る
岡
橋
会
長
が
吉
野
で
林
業

に
挑
戦
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
か
っ

た
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
吉
野
林

業
の
掟
、
山
守
制
度
の
壁
が
厚
か
っ
た

か
ら
だ
。
現
在
で
も
地
域
に
は
、
山
主

が
山
に
入
る
こ
と
へ
の
若
干
の
違
和
感

が
あ
る
。
ま
し
て
当
時
に
お
い
て
、
一

歩
踏
み
込
む
気
合
い
と
覚
悟
は
相
当
な

も
の
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
ん
な
中
、
昭

和
54
年
７
月
、
岡
橋
ご
兄
弟
が
中
心
に

な
っ
て
岡
橋
林
業
株
式
会
社
を
設
立
さ

れ
、
吉
野
町
に
事
務
所
を
構
え
、
市
場

事
業
を
皮
切
り
に
林
業
に
本
格
的
に
参

入
さ
れ
た
。
山
主
と
し
て
の
大
き
な
一

歩
だ
っ
た
。

自
ら
作
業
道
の
開
設
に
挑
む

　

昭
和
54
年
10
月
、
奈
良
県
吉
野
郡
上

北
山
村
西
原
の
山
林
で
、
岐
阜
県
の
研

修
先
で
学
ん
だ
作
業
道
を
建
設
会
社
に

依
頼
し
、開
設
に
着
手
さ
れ
た
。
し
か
し
、

し
ば
ら
く
す
る
と
、
作
業
道
が
崩
れ
始

め
、
大
崩
壊
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
。

地
形
や
地
質
な
ど
を
十
分
に
わ
き
ま
え

ず
に
作
っ
た
作
業
道
は
、
山
の
崩
壊
と

い
う
結
果
に
終
わ
り
、
安
易
に
道
を
つ

け
る
恐
ろ
し
さ
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
が
物
語
の
始
ま
り
だ
っ
た
。

　

当
初
は
、
そ
の
崩
壊
し
た
道
を
廃
道

に
し
、
違
う
ル
ー
ト
か
ら
新
し
く
開
設

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
予
定
だ
っ
た
。
が
、

そ
の
後
出
会
わ
れ
た
作
業
道
開
設
の
名

人
大
橋
慶
三
郎
氏
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
受

け
、
廃
道
に
す
る
の
で
は
な
く
崩
壊
し

た
所
を
陣
頭
指
揮
を
と
っ
て
修
復
さ
れ

た
。
以
来
35
年
を
超
え
る
年
月
に
わ
た

り
、
自
ら
バ
ッ
ク
ホ
ー
に
乗
っ
て
作
業

道
開
設
に
尽
力
さ
れ
て
き
た
。
急
峻
で

岩
盤
が
弱
く
、
全
国
に
比
較
し
て
作
業

道
開
設
率
が
低
い
吉
野
郡
の
山
林
で
、

岡
橋
ご
兄
弟
は
距
離
に
し
て
１
０
０
キ

ロ
に
も
な
る
作
業
道
を
開
設
さ
れ
た
。

森
と
と
も
に

     

生
き
る

岡
橋
家
は
谷
家
の
道
し
る
べ

　

我
々
が
林
業
に
挑
戦
す
る
に
当
た
っ

て
欠
か
せ
な
い
恩
人
と
し
て
、
清
光
林

業
株
式
会
社
の
岡
橋
清き
よ
ち
か元
会
長
、
清
隆

副
会
長
の
御
兄
弟
に
つ
い
て
、
あ
ら
た

め
て
記
し
て
お
き
た
い
。
お
二
人
の
存

在
が
な
け
れ
ば
、
当
社
の
前
田
君
の
研

修
先
は
な
か
っ
た
し
、
ユ
ン
ボ
を
段
取

り
良
く
購
入
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ

た
。
ど
こ
に
ど
ん
な
作
業
道
を
入
れ
れ

ば
良
い
か
分
か
ら
な
い
た
め
、
作
業
道

の
開
設
着
手
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
日
頃
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
林

業
家
、
松
尾
光
泰
さ
ん
も
岡
橋
家
の
山

守
だ
。

　

岡
橋
家
は
私
の
曾
祖
母
の
生
家
で
あ

り
、
曾
祖
父
が
岡
橋
家
の
影
響
を
受
け

て
熱
心
に
山
林
事
業
を
拡
大
し
た
と
聞

で
み
。
皆
に
迷
惑
が
か
か
る
し
、
何
よ

り
恥
ず
か
し
い
」

　

そ
の
時
は
、
自
分
が
後
に
山
仕
事
を

す
る
な
ど
夢
に
も
思
っ
て
み
な
か
っ
た

の
で
「
そ
ら
そ
う
や
な
」
と
思
っ
た
と

同
時
に
、
さ
す
が
に
危
険
な
山
仕
事
を

自
分
が
し
な
く
て
良
い
の
だ
と
安
堵
も

し
た
。
そ
れ
以
来
、
岡
橋
さ
ん
と
い
う

名
前
は
、
私
の
意
識
の
中
に
ず
っ
と
存

在
し
て
い
た
。
岡
橋
さ
ん
は
ど
う
も
自

分
で
林
業
を
や
っ
て
い
る
ら
し
い
と
。

　

そ
の
後
、
色
々
な
場
で
岡
橋
ご
兄
弟

に
お
出
会
い
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、

ご
挨
拶
す
る
く
ら
い
で
、
そ
れ
だ
け
だ
っ

た
。
私
が
林
業
家
と
し
て
の
ご
指
導
を

お
願
い
す
る
た
め
に
岡
橋
会
長
に
お
会

い
し
た
時
に
は
、
干
支
が
一
回
り
し
て

い
た
。

林
業
に
飛
び
込
ん
だ
山
主

岡
橋
清
元
会
長

　

岡
橋
清
元
ご
兄
弟
は
、
私
の
親
と
同

世
代
に
あ
た
る
。
幼
少
期
を
兵
庫
県
の

西
宮
市
で
過
ご
さ
れ
た
岡
橋
会
長
は
、

大
学
を
卒
業
後
、
京
都
大
学
で
林
学
を

学
ば
れ
、
岐
阜
県
の
林
業
会
社
に
研
修

に
行
か
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
林
道
が
高

密
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
機
械
化
さ
れ

た
当
時
と
し
て
は
最
先
端
の
近
代
林
業

を
目
の
当
た
り
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

研
修
か
ら
帰
っ
た
ら
そ
の
林
道
か
ら
始

村
外
山
林
所
有
者
「
山
主
」
が
、
山
林
所
在
の
住
民
「
山
守
」
に
、
森

林
の
保
護
管
理
を
委
託
し
た
山
守
制
度
。そ
の
伝
統
が
ゆ
ら
ぐ
時
代
に
、

次
世
代
山
主
が
新
し
い
「
森
と
と
も
に
生
き
る
」
を
模
索
し
ま
す
。

【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     TEL 0745 - 72 - 2036

　

山
主
が
動
か
な
い
事
が
絶
対
的
な
正

解
で
あ
る
吉
野
林
業
に
お
い
て
、
岡
橋

ご
兄
弟
が
作
業
道
開
設
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
す
ご
い
こ
と
だ
。

い
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
だ
っ
た
。

世
代
を
超
え
て

　

そ
し
て
、
そ
の
継
続
と
実
践
を
経
て
、

我
々
の
世
代
が
挑
戦
す
る
頃
に
は
技
術

は
か
な
り
確
立
さ
れ
て
い
た
。
岡
橋
ご

兄
弟
を
中
心
と
す
る
諸
先
輩
方
が
作
業

道
を
は
じ
め
様
々
な
技
術
を
オ
ー
プ
ン

に
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
我
々

は
困
難
は
あ
る
と
は
い
え
、
比
較
的
ス

ム
ー
ズ
に
林
業
に
挑
戦
で
き
た
と
考
え

て
い
る
。

　

岡
橋
会
長
は
、
平
成
24
年
度
農
林
水

産
祭
林
産
部
門
で
天
皇
杯
を
受
賞
さ
れ

た
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
な
ら
れ
て
も
、

常
に
若
い
人
と
同
じ
目
線
で
気
軽
に
接

し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
は
感
謝
し
か
な

い
。
お
二
人
の
よ
う
な
人
物
に
我
々
も

な
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。
か
つ
て
、
山
守
さ
ん
が
「
ボ
ン
な
。

岡
橋
の
社
長
み
た
い
に
な
っ
た
ら
ア
カ

ン
で
」
と
言
っ
て
い
た
言
葉
を
、
今
で

も
た
ま
に
思
い
出
す
。
吉
野
の
長
い
歴

史
と
こ
れ
か
ら
の
未
来
を
思
い
な
が
ら
、

時
代
は
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
と
感
慨
深

く
思
う
。
岡
橋
清
隆
副
会
長
も
、
山
づ

自
由
に
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
を
展
開
し
て

い
た
。
岡
橋
家
と
谷
家
の
林
業
経
営
は
、

こ
の
よ
う
な
山
守
制
度
に
守
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
り
、
林
業
経
営
は
あ
く
ま
で

山
守
が
主
体
に
動
く
も
の
で
あ
っ
た
。

山
主
が
林
業
に
直
接
取
り
組
む
こ
と
は
、

客
観
的
に
み
れ
ば
、
当
た
り
前
の
事
の

よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
き

ち
ん
と
し
た
山
守
の
体
制
下
で
循
環
し

て
い
た
吉
野
林
業
で
は
、
山
主
の
立
場

で
直
接
に
林
業
経
営
に
踏
み
込
む
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

私
か
ら
い
う
と
祖
父
の
時
代
ま
で
は
、

岡
橋
家
も
、
谷
家
も
、
林
業
経
営
は
山

守
制
度
に
完
全
に
依
拠
し
て
い
た
。
岡

橋
清
元
、
清
隆
ご
兄
弟
の
父
上
は
一
生

に
二
回
し
か
山
に
行
か
な
か
っ
た
と
か
、

私
の
祖
父
は
山
守
さ
ん
に
背
中
を
押
し

て
も
ら
っ
て
山
に
登
ら
せ
て
も
ら
っ
た

と
か
、
古
き
良
き
頃
の
話
は
枚
挙
に
い

と
ま
が
な
い
。

　

私
が
岡
橋
ご
兄
弟
の
こ
と
を
初
め
て

耳
に
し
た
の
は
、
た
し
か
平
成
10
年
頃

だ
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
正
式
に
谷
家
の

林
業
に
関
わ
っ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、

付つ
け
き木
（
注
）
か
何
か
の
仕
事
の
見
学
に

行
っ
た
時
、
当
家
の
山
守
の
方
と
の
会

話
の
中
に
お
二
人
の
名
前
が
出
て
き
て
、

こ
う
言
わ
れ
た
。「
ボ
ン
な
。
岡
橋
の
社

長
み
た
い
に
な
っ
た
ら
あ
か
ん
で
。
山

旦
那
が
山
仕
事
な
ん
か
し
た
ら
ア
カ
ン
。

も
し
、
そ
れ
で
事
故
で
も
し
て
、
死
ん

く
り
の
事
、
作
業
道
の
事
、
林
業
作
業

の
事
だ
け
で
な
く
、
人
間
学
に
至
る
ま

で
、
と
て
も
博
学
で
、
色
々
な
こ
と
を

ご
指
導
く
だ
さ
る
。
岡
橋
会
長
の
手
の

届
き
に
く
い
所
を
、
役
割
分
担
し
て
、

フ
ォ
ロ
ー
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
の
だ
と
思

う
。
私
は
男
兄
弟
が
い
な
い
の
で
、
副

会
長
の
様
な
弟
が
い
た
ら
良
か
っ
た
の

に
な
と
つ
く
づ
く
思
う
。

　

岡
橋
ご
兄
弟
に
、
清
光
林
業
株
式
会

社
の
長
年
の
功
労
者
で
あ
る
野
村
正
夫

さ
ん
を
加
え
た
作
業
道
ト
リ
オ
は
、
現

在
の
奈
良
県
林
業
の
宝
だ
。
そ
し
て
、

お
三
方
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ

た
大
橋
式
作
業
道
か
ら
始
ま
る
道
の
作

り
方
や
、
そ
の
奥
に
ひ
そ
む
哲
学
は
、

我
々
や
さ
ら
に
そ
の
下
の
世
代
が
こ
れ

か
ら
の
時
代
を
生
き
て
い
く
た
め
の
バ

イ
ブ
ル
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　

平
成
22
年
４
月
、
岡
橋
清
元
会
長
の

御
子
息
岡
橋
克
純
清
光
林
業
社
長
が
音

頭
を
と
っ
て
く
だ
さ
り
、
岡
橋
清
隆
副

会
長
の
御
子
息
の
岡
橋
一
嘉
さ
ん
、
金

久
商
事
の
栗
山
修
さ
ん
、
犬
飼
林
業
の

犬
飼
正
光
さ
ん
ら
が
集
ま
り
、「
吉
野
林

業
協
同
組
合
」
が
設
立
さ
れ
た
。
奈
良

県
の
若
い
林
業
家
た
ち
が
集
ま
り
、
こ

れ
か
ら
の
自
分
達
の
林
業
に
つ
い
て
語

ら
う
場
所
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
我
々

若
い
世
代
が
、
さ
ら
に
そ
の
次
の
世
代

に
繫
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
努

力
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。

谷　

茂
則　
（
谷
林
業
株
式
会
社　

取
締
役
）

十
四
代
目
林
業
家  

ド
タ
バ
タ

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
奮
闘
記

（注）付木＝その年に収穫する立木を山主と山守で選木すること。高齢の林分の収穫に対しては、お祭りの要素もあり、山主と多くの山守で行い、
　　　　　  付木の後は皆でナオライをして祝った。林家によっては、型付けとも言う　　
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完成

題
。
そ
し
て
、
特
に
施
設
退
所
後
の
生

活
資
金
不
足
な
ど
カ
ネ
の
問
題
。
施
設

で
は
保
育
士
や
調
理
師
が
全
て
を
行
う

た
め
、
基
本
的
な
社
会
生
活
が
わ
か
ら

な
い
と
い
っ
た
情
報
の
問
題
に
大
別
で

き
ま
す
。

社
会
的
養
護
の
課
題
は

置
き
去
り
に
な
り
が
ち

　

映
画
を
作
っ
て
い
て
、
18
歳
で
退
所

と
な
っ
た
施
設
時
代
の
友
人
を
映
し
な

が
ら
感
じ
た
の
は
、
将
来
へ
つ
な
が
る

機
会
は
で
き
れ
ば
等
し
く
あ
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
た
と
え
ば
、

２
０
１
６
年
１
月
の
厚
生
労
働
省
の
調

査
に
よ
る
と
、
一
般
家
庭
の
大
学
・
専

門
学
校
へ
の
進
学
率
は
77
％
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
施
設
出
身
者
は
23
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
施
設
出
身
者
の
大

学
中
退
率
は
25
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

施
設
の
ほ
と
ん
ど
は
社
会
福
祉
法
人
で

あ
る
た
め
、
制
度
上
の
問
題
や
運
営
側

の
問
題
も
あ
る
か
と
は
思
い
ま
す
。
た

だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
元

当
事
者
が
言
う
の
は
お
こ
が
ま
し
い
で

す
が
、
社
会
全
体
の
問
題
の
う
ち
の
ひ

と
つ
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

２
０
１
２
年
、
児
童
養
護
施
設
の
小

学
生
1
人
あ
た
り
の
職
員
が
世
話
を
す

る
子
ど
も
の
人
数
の
最
低
基
準
が
、
6

人
か
ら
5
・
5
人
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
が
、
そ
う
な
る
ま
で
に
32
年
の
月

日
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
平

成
28
年
、
日
本
財
団
の
「
社
会
的
養
護

の
ア
ウ
ト
カ
ム
に
関
す
る
系
統
的
レ

ビ
ュ
ー
報
告
書
」
に
よ
る
と
、
結
論
と

し
て
は
、
日
本
の
研
究
は
長
期
的
な
予

後
を
追
跡
し
た
も
の
や
施
設
、
里
親
な

ど
の
養
育
環
境
ご
と
に
比
較
で
き
る
研

究
が
僅
少
で
、
海
外
と
比
較
し
て
エ
ビ

デ
ン
ス
の
質
の
低
さ
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
、
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
も
、
や
は
り
社
会
的
養
護
に
対
す
る

社
会
的
な
関
心
の
低
さ
が
伺
え
ま
す
。

上
映
会
に
託
す
思
い　

　

映
画
上
映
を
通
じ
て
出
逢
っ
た
方
々

と
話
し
て
い
て
感
じ
る
の
は
、
こ
の
よ

う
な
現
状
に
問
題
意
識
を
持
っ
て
く
れ

る
方
が
少
し
で
も
増
え
れ
ば
何
か
変
わ

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

２
０
１
６
年
3
月
29
日
、
児
童
福
祉
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
閣
議

決
定
さ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
施
設

入
所
等
措
置
を
受
け
て
い
た
者
に
つ
い

て
、
18
歳
到
達
後
も
、
22
歳
の
年
度
末

ま
で
引
き
続
き
必
要
な
支
援
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
事
業
の
創
設
を
検
討
し

て
い
る
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

日
本
財
団
の
調
査
結
果
の
ひ
と
つ
に
、

一
定
以
上
の
エ
ビ
デ
ン
ス
レ
ベ
ル
の
あ

る
研
究
か
ら
、
家
庭
で
養
育
さ
れ
て
い

る
子
ど
も
の
方
が
ア
ウ
ト
カ
ム
（
成
果
）

が
よ
い
と
い
う
結
果
が
示
唆
さ
れ
た
そ

う
で
、
国
は
施
設
の
小
規
模
化
、
里
親

家
庭
の
増
加
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
今

後
こ
の
映
画
を
観
て
、
こ
の
よ
う
な
時

代
も
あ
っ
た
の
か
と
驚
く
よ
う
な
日
が
、

い
つ
か
や
っ
て
く
れ
ば
い
い
な
と
感
じ

て
い
ま
す
。

『チョコレートケーキと法隆寺』監督　向井啓太

むかい・けいた　
1991 年生まれ。慶応義塾大学卒。王寺町在住。5 歳から 12
歳まで児童養護施設で育つ。20 歳で再会したかつての仲間
たちを訪ね、自らの過去にも向き合う映画作品『チョコレー
トケーキと法隆寺』で、初作品にして受賞多数。これからは、
この作品のブラッシュアップに取り組んでいきたいという。

- 寄稿 -

『チョコレートケーキと法隆寺』
監督：向井啓太（2016 / 日本 / 59 分 / 英語字幕付き）
なら国際映画祭 2016NARA-wave 観客賞
The　12th Jeju Film Festival 招待（韓国）
第 7 回座・高円寺ドキュメンタリーフェスティバル奨励賞 
ImageForumFesteival 2016 入選

自身の生い立ちとともに、今まで公に語られること
のなかった児童養護施設での生活や、18 歳になる
と退所して経済的に自立しなければならない厳し
い現実を描く作品は、なら国際映画祭 2016NARA-
wave で観客賞を受賞、それ以後も口コミによる自
主上映会が続々と開催されている。映画の題名は、

「甘くて苦い過去」と「生まれ育った故郷への愛着」
を表したもの。

生 ま れ た 境 遇 に と ら わ れ な い 機 会 を

家
庭
と
施
設
の
境
界
か
ら

見
え
る
も
の

　

今
に
な
っ
て
施
設
が
注
目
を
浴
び
て

い
る
の
は
、
社
会
が
成
熟
し
て
き
た

か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
加
え

て
、
発
信
す
る
手
段
が
増
え
た
か
ら
と

い
う
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
僕

は
、
映
画
を
作
る
こ
と
で
ラ
イ
フ
ス
ト
ー

リ
ー
ワ
ー
ク
と
い
う
生
い
立
ち
の
整
理

を
行
い
ま
し
た
が
、
今
思
う
と
そ
れ
が

社
会
に
訴
え
る
た
め
の
手
段
に
も
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
映
画
を
作
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
僕
が
施
設
の
友

人
た
ち
と
全
く
異
な
る
、
境
界
人
だ
っ

た
か
ら
で
す
。
虐
待
や
育
児
放
棄
を
受

け
た
わ
け
で
は
な
い
、
家
庭
も
知
っ
て

い
る
し
、
施
設
で
の
生
活
も
知
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
僕
は
同
時
に
ど
ち
ら
の

生
活
に
も
不
満
を
抱
え
て
い
て
、
ど
ち

ら
に
も
完
全
に
は
属
せ
な
か
っ
た
か
ら

こ
そ
見
え
る
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。
僕
が
あ
の
ま
ま
施
設
に
い
た

ら
、
確
実
に
こ
の
映
画
は
作
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

そ
ん
な
目
線
か
ら
見
え
て
く
る
の
が
、

社
会
的
養
護
を
と
り
ま
く
様
々
な
問
題

で
す
。
そ
れ
ら
は
、保
育
士
の
人
員
配
置
・

早
期
離
職
、
特
に
退
所
後
に
親
と
の
関

係
や
過
去
に
向
き
合
う
上
で
拠
り
所
と

な
る
心
理
ケ
ア
を
行
う
人
、
不
動
産
を

借
り
る
際
の
人
的
保
障
な
ど
ヒ
ト
の
問

題
。
児
童
が
暮
ら
し
や
す
い
環
境
に
す

る
た
め
の
施
設
の
整
備
な
ど
モ
ノ
の
問

児
童
養
護
施
設
と
は

　

一
般
の
方
が
児
童
養
護
施
設

に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
は
、
僕

に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
僕
に
と
っ
て
は
育
っ
た

場
所
で
あ
り
、
馴
染
み
の
あ
る

と
こ
ろ
だ
か
ら
で
す
。
た
と
え

ば
、
孤
児
院
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
方
が
多
い
の
で
し
ょ

う
か
。
か
つ
て
の
救
護
法
で
は
、

孤
児
院
と
い
う
名
称
で
し
た
。

今
で
は
、
児
童
福
祉
法
に
よ
っ

て
児
童
養
護
施
設
と
改
称
さ

れ
、
法
律
上
で
は
以
下
の
よ
う

に
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
保
護
者
の
な

い
児
童
、
虐
待
さ
れ
て
い
る
児
童
な
ど
、

環
境
上
養
護
を
要
す
る
児
童
を
入
所
さ

せ
て
、
こ
れ
を
養
護
し
、
あ
わ
せ
て
対

処
し
た
者
に
対
す
る
相
談
そ
の
他
の
自

立
の
た
め
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的

と
す
る
施
設
、
で
す
。

　

社
会
情
勢
に
よ
り
児
童
が
家
庭
で
暮

ら
せ
な
い
主
な
理
由
は
変
遷
し
て
き
た

も
の
の
、
法
制
度
の
程
度
に
関
わ
ら
ず
、

身
寄
り
の
な
い
児
童
は
社
会
が
育
て
て

き
ま
し
た
。
施
設
と
は
、
た
だ
そ
れ
だ

け
の
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

今
で
は
孤
児
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
多

く
は
虐
待
や
育
児
放
棄
、
次
い
で
障
害

を
持
つ
児
童
で
す
。

児童養護施設出身者によるドキュメンタリー映画

「里親制度ってなあに？」
さとおやミニ講座開催

さとおやミニ講座＋里親相談会

と　き：4 月 20 日（木）
            　 午前 11 時～ 11 時半
ところ：奈良市役所中央棟 1 階
　　　　子育て相談課窓口まで
　　　　おこしください

内容：里親制度についてや里親の登録～
子どもが来るまでの流れなどを、子育て
相談課職員がお話しします。
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【
よ
ど
豆
】

奈
良
県
の
南
東
部
に
位
置
し
、
吉
野
杉
の
産
地
と

し
て
知
ら
れ
る
川
上
村
の
高
原
集
落
で
代
々
受

け
継
が
れ
て
き
た
イ
ン
ゲ
ン
豆
の
一
種
。
紫
と
白

の
美
し
い
二
色
の
模
様
が
特
徴
で
、
高
原
集
落
の

各
家
庭
で
は
ハ
レ
の
日
の
郷
土
食
と
し
て
主
に

煮
豆
に
調
理
さ
れ
、
独
特
の
風
味
と
モ
チ
モ
チ
と

し
た
食
感
が
愛
さ
れ
て
き
た
。

よど豆の煮豆

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　阿南セイコ）

川上村
西に大峰山脈、東に台高山脈が連な
り、吉野川（紀の川）の源流域にあ
る川上村は、発見された遺跡から縄
文時代にまでさかのぼる歴史がある。
南北朝時代に逗留した後南朝の自天
王をしのび、「朝拝式」が年に一度行
われている。室町時代に造林が行わ
れたとされ、江戸時代以降は林業が
栄えた。今も整然とした美林が続く
吉野林業の中心地である。村の南東
部に位置する三之公近くの岩の割れ
目から、湯が三之公川に湧き出てお
り、茶色に濁ったお湯で 39 度ある
温泉山鳩湯は秘湯・名湯として人気。

協
力　

三
浦
雅
之
＆
陽
子

中辻ミヱ子さん
歴史深い高原集落に生まれ、「よど豆」、
葉野菜の一種「コナ」、里芋の一種「まいも」
など、先代より受け継いだ伝統作物を大
切に育ててこられた。

■ドイツといえば、「ワイン」？
　日本でワインといえば、ドイツよりもフラ

ンスやイタリアをイメージする方が多いで

しょう。確かにこれらの国は、世界一、二を

争うワインの大産地です。しかし最近は、日

本のワイン販売店でもドイツワインを見かけ

る機会が増えました。ただし、まだ「ドイツ

ワイン＝白の甘口」というイメージがあるの

ではないでしょうか。実は、ドイツワインに

は赤もありますし、甘口だけはなく辛口もあ

ります。そこで今回の地域ブランドとして紹

介したいのが、中部ドイツのフランケン地方

の辛口の白ワインです。

　同地には、東西にうねうねと蛇行してマイ

ン川が流れています。ワイン栽培の北限に

近いので、この北岸の勾配を最大限に利用し

てワイン用のぶどうが植えられているので

す。フランケン地方の中心都市ヴュルツブル

クに行けば、北側の山にワイン畑が広がって

いるのが見えるでしょう。また、ここで作ら

れるフランケンワインの特徴は何といっても

「ボックスボイテル」という特殊な形状のボ

トルに入っていることです（下の写真）。

■ワインと福祉施設
　ヴュルツブルク市の三大ワイン醸造所は、

柳原伸洋 /1977 年、京都府相楽郡加茂町（現：木津川市）生まれ。東京女子大学（史学専攻）准教授。著作に『教養のドイツ現代史』（共編著）、『日本人が知りたいドイツ人の当たり前』（共著）、
『ニセドイツ』（単著、全 3 巻）、『軍事史とは何か』（共訳）など。書評サイト「シミルボン」で連載記事を執筆。

今
回
の
大
和
伝
統
野
菜

つ
く
り
か
た

① 

よ
ど
豆
を
綺
麗
に
水
洗
い
す
る
。

② 

鍋
に
た
っ
ぷ
り
の
お
湯
を
沸
か
し
、
そ
の

中
に
よ
ど
豆
を
入
れ
て
中
火
で
煮
る
。

③ 

豆
が
少
し
柔
ら
か
く
な
っ
た
ら
、
塩
を

少
々
と
好
み
の
甘
さ
に
合
わ
せ
て
砂
糖
を

加
え
る
。

④ 

豆
が
柔
ら
か
く
な
っ
た
ら
完
成
で
す
。

よど豆のふるさと

今から 146 年前の 1871 年に、何十もの邦国・都市国家を合わせて誕生したドイツは、地方色・都市色の豊かな
国です。現在も連「邦」体制を採用し、地域性が強く、方言もかなり残っています。この連載では、食べ物から
工業製品など、ありとあらゆるドイツで産み出された「地域ブランド」を、その歴史を中心に紹介していきます。

「フランケンワイン」と地域社会の福祉

Regionale Produkte in Deutschland

よ
ど
豆
の
生
産
者
さ
ん

ヒ ト コ ト
　
（
ア
メ
リ
カ
先
住
民
族
の
集
落
に

て
）
や
ん
ち
ゃ
な
子
ど
も
た
ち
と
、

働
き
ざ
か
り
の
成
人
、
そ
し
て
生
涯

現
役
で
農
作
業
に
た
ず
さ
わ
り
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
知
恵
袋
と
し
て
大
切

に
さ
れ
て
い
る
老
人
。
こ
の
な
か
に

身
を
置
い
て
暮
ら
す
う
ち
、「
お
や
、

こ
こ
に
は
僕
た
ち
が
関
わ
っ
て
き
た

医
療
や
福
祉
の
必
要
が
な
い
ぞ
」
と

い
う
こ
と
に
気
付
く
の
で
す
。
つ
ま

り
、
集
落
に
お
年
寄
り
は
い
る
の
に
、

要
介
護
者
が
ひ
と
り
も
い
な
い
の
で

す
。
…
答
え
は
「
農
的
な
暮
ら
し
」

の
中
に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
。（『
家

族
野
菜
を
未
来
に
つ
な
ぐ
』よ
り
）

川上村

第 5 回

ユリウス・シュピタールのワイン

ホーフ・ケラー、ユリウス・シュピタール、

そしてビュルガー・シュピタールだと言われ

ます。後者二カ所には「シュピタール Spital」

という語が入っていることにお気づきでしょ

うか。これは英語の「病院＝ hospital」と語

源が同じで、シュピタールは病者・貧者を援

助するキリスト教施設でもあります。たとえ

ば、ユリウス・シュピタールは、病院の経営

から、救貧事業や障害者支援、そして養老院

や就職支援学校の運営に至るまでの福祉事業

を行っています。これらの運営資金は、林業

や耕作地の貸し付け、そしてワイン畑から生

みだされているのです。

　このワインという嗜好品と福祉との結びつ

きは、ビュルガー・シュピタールだと 14 世紀、

ユリウス・シュピタールだと 16 世紀から現

在まで続いています。地域資源であるワイン

を都市の福祉事業に役立てていく仕組みは、

フランケン地方に限らず、ヨーロッパで長ら

く続けられてきました。これは言い換えれば、

困っている地域住民に土地の恵みを還元して

いると捉えられるでしょう。このように、「キ

リストの血」であるとされるワインを醸造し、

それらを販売し、その収益を利用しながら貧

者を救援していく構造が、中世以降のこの地

には作り出されてきたということです。この

ような地域貢献の歴史的蓄積を背景にして、

地域ブランド「フランケンワイン」は、現在

もなお人びとに愛され続けています。たとえ

ば、ヴュルツブルクの学生カフェでは、フラ

ンケンワインがお茶の値段と変わらない安さ

（グラス一杯、2.5 ユーロ）で提供されていま

す。

■ワイン・ツーリズム
　さて最近のことですが、シュピタールは他

にも地域に貢献しています。それは観光地

としてです。前回の記事で紹介した「ロマン

ティック街道」の北端に位置するヴュルツブ

ルク市は、いわば街道の出発点です。また、

巨大空港のあるフランクフルトにも近く、超

特急 ICE も停車するので、日本人をはじめ観

光客も多く訪れます。もちろん、夕食にはフ

ランケンワインを楽しむ人もかなりいます。

　しかし、フランケンワインは、そのような

飲み物としての消費だけではなく、ワインと

ツーリズムを融合させた事例としても注目さ

れています。ワイン醸造施設は、週末には一

般開放され、見学ツアーが開催されているの

です。ここでは、ワインの試飲以外にも、先

ほど書いたようなシュピタールの社会貢献の

面やその歴史も説明してもらえます。福祉事

業は、ツーリズムにおける PR にもなってい

るのです。

　フランケンワインは、嗜好品であるワイン

の販売・消費が、地域の福祉・観光とつながっ

ている事例です。困っている人に役立つと思

えば、ワインの味もひと味違ってきますし、

ちょっとたくさん飲んでもよい感じもします

（あくまで私見です）。今後、奈良も観光地と

して消費されるだけではなく、福祉などで利

益を地域に還元できるシステムを構築してい

く必要があるのではないでしょうか。

ユリウス・シュピタールの養老院
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企
画
取
材
　
山
と
温
泉
と
地
域

天
川
村
で
薪
ボ
イ
ラ
ー
に
よ
る

温
泉
事
業
が
ス
タ
ー
ト
。

林
業
会
社
が

温
泉
を
経
営
す
る
。

　

天
川
大
弁
財
天
社
で
有
名
な
天
川
村

坪
内
地
区
。
こ
の
地
区
に
あ
る
温
泉
「
天

の
川
温
泉
」
が
、
林
業
会
社
を
代
表
企

業
と
す
る
「
山
と
温
泉
共
同
事
業
体
」

が
指
定
管
理
者
と
な
り
、
４
月
か
ら
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
。
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
の
最
大
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、
薪
ボ
イ

ラ
ー
「
ガ
シ
フ
ァ
イ
ア
ー
」
の
導
入
だ
。

　

か
つ
て
、
林
業
が
活
況
を
呈
し
て
い

た
時
代
、
天
川
村
の
主
産
業
は
林
業
だ
っ

た
。
そ
れ
が
、
昭
和
55
年
を
ピ
ー
ク
に

木
材
価
格
は
、
右
肩
下
が
り
を
続
け
た
。

こ
れ
に
、
平
成
７
年
の
阪
神
大
震
災
で

木
造
住
宅
が
軒
並
み
倒
壊
し
、
木
造
の

耐
震
基
準
が
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
が
、

ダ
メ
を
押
し
た
。
さ
ら
に
人
口
も
右
肩

下
が
り
を
続
け
、
森
林
を
管
理
す
る
人

が
い
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
住
む
人

の
数
自
体
も
減
少
し
て
い
る
。
林
業
で

賑
わ
っ
た
天
川
村
も
、
明
る
い
未
来
へ

の
展
望
を
見
い
だ
せ
な
い
で
い
る
。

　

そ
ん
な
中
、
天
川
村
は
、
天
の
川
温

泉
に
薪
ボ
イ
ラ
ー
の
導
入
を
決
定
し
た
。

こ
の
温
泉
を
、
こ
れ
か
ら
の
村
の
観
光

の
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
に
し
、
林
業
再
興

の
き
っ
か
け
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。

薪
ボ
イ
ラ
ー
の
導
入

　

今
回
導
入
さ
れ
た
薪
ボ
イ
ラ
ー
「
ガ

シ
フ
ァ
イ
ア
ー
」
は
、
新
潟
県
新
潟
市

に
本
社
を
置
く
ア
ー
ク
日
本
株
式
会
社

が
開
発
し
た
も
の
だ
。
幅
約
１
ｍ
、
高

さ
約
２
ｍ
、
奥
行
き
約
２
ｍ
。
黄
色
の

ボ
デ
ィ
ー
に
機
関
車
を
連
想
さ
せ
る
黒

い
扉
を
持
つ
ガ
シ
フ
ァ
イ
ア
ー
は
、
１

ｍ
に
小
伐
っ
て
割
っ
た
薪
を
燃
や
す
。

１
台
当
た
り
年
間
約
１
０
０
ト
ン
の
薪

を
消
費
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
今
ま
で

は
山
に
捨
て
置
か
れ
た
木
材
が
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
変
化
す
る
。

　

薪
ボ
イ
ラ
ー
は
、
た
だ
単
な
る
給
湯

設
備
で
は
な
い
。
使
い
方
や
理
解
の
仕

方
に
よ
っ
て
は
、
地
域
に
活
力
を
与
え

る
宝
箱
に
な
り
得
る
。
温
泉
施
設
に
薪

ボ
イ
ラ
ー
が
入
る
事
で
、
期
待
で
き
る

様
々
な
効
果
と
は
。

　

ま
ず
、
地
元
で
林
業
に
関
わ
る
人
に
、

林
産
物
の
売
り
先
が
生
ま
れ
、
重
油
を

利
用
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
域
外
に
流

出
し
て
い
た
お
金
が
地
域
内
で
循
環
さ

せ
ら
れ
る
。
今
ま
で
林
内
で
放
置
し
て

い
た
丸
太
に
価
値
づ
け
が
な
さ
れ
、
地

域
の
森
林
整
備
に
勢
い
が
つ
く
。
林
業

に
関
わ
る
若
い
人
が
生
ま
れ
、
地
域
に

定
住
す
る
人
が
出
て
く
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。

一
般
社
団
法
人
フ
ォ
レ
ス
ト

パ
ワ
ー
協
議
会
の
発
足

　

温
泉
施
設
に
供
給
す
る
薪
を
つ
く
る

た
め
に
、
天
川
村
、
森
林
組
合
、
商
工

会
が
協
働
し
て
一
般
社
団
法
人
フ
ォ
レ

ス
ト
パ
ワ
ー
協
議
会
が
発
足
し
た
。
廃

校
に
な
っ
て
い
た
学
校
の
体
育
館
と
運

動
場
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
薪
の
集
荷

と
製
造
を
行
う
。
丸
太
を
持
ち
込
む
と
、

１
㎥
あ
た
り
約
５
，
０
０
０
円
の
地
域

振
興
券
で
買
い
取
る
。
地
域
の
林
業
関

係
者
は
も
と
よ
り
、
山
林
所
有
者
や
地

域
の
お
年
寄
り
等
か
ら
少
し
ず
つ
薪
用

の
丸
太
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
。

山
と
温
泉
共
同
事
業
体

　

温
泉
施
設
の
指
定
管
理
に
選
定
さ
れ

た
「
山
と
温
泉
共
同
事
業
体
」
は
、
温

泉
経
営
の
合
理
化
と
薪
ボ
イ
ラ
ー
を
媒

介
に
し
た
林
業
振
興
、
地
域
振
興
を
テ
ー

マ
に
掲
げ
て
い
る
。
共
同
事
業
体
の
メ

ン
バ
ー
に
は
、
建
築
家
や
元
村
役
場
の

職
員
も
い
て
、
地
域
住
民
と
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
を

ベ
ー
ス
に
、
広
報
戦
略
を
充
実
さ
せ
て

い
こ
う
と
考
え
て
い
る
。

　

全
国
で
も
、
同
じ
よ
う
な
課
題
を
抱

え
た
山
村
が
多
く
存
在
す
る
。
こ
の
取

り
組
み
を
「
山
と
温
泉　

天
川
モ
デ
ル
」

と
し
て
、
全
国
の
温
泉
施
設
に
普
及
さ

せ
、
地
元
の
林
業
の
追
い
風
に
し
、
地

元
に
生
業
を
つ
く
り
出
し
、
そ
こ
に
人

が
集
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
地
域
の
森

林
も
良
い
状
態
に
導
か
れ
て
い
け
ば
嬉

し
い
。
ま
だ
ま
だ
、
始
ま
っ
た
ば
か
り

だ
が
、
こ
の
モ
デ
ル
が
機
能
し
て
い
け

ば
、
日
本
の
国
土
面
積
の
70
％
を
占
め

る
森
林
が
価
値
化
す
る
こ
と
も
夢
で
は

な
い
。

　
山
と
温
泉
が
描
く
未
来

　

山
と
温
泉
と
地
域
と
広
報
。
温
泉
と

薪
ボ
イ
ラ
ー
を
切
り
口
に
、
各
人
の
特

技
を
生
か
し
て
、
活
動
す
る
。
温
泉
に

入
っ
て
ゆ
っ
く
り
し
て
い
た
だ
き
、
少

し
だ
け
山
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
未
来
に
想

い
を
馳
せ
る
。
こ
の
取
組
み
を
き
っ
か

け
に
、
各
地
の
地
域
と
森
林
が
健
全
に

な
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。

株式会社青春 株式会社ＡＬＵl o c p u m p 　

///////////////////////////////////// 天川村林業の再生にむけて・・・山と温泉共同事業体の 4 社 /////////////////////////////////////

この度導入された薪ボイラー
ガシファイヤー

昨年 12 月 13 日、天
川村バイオマス生産
供給施設のオープニ
ングセレモニーが開
催された。

右　

薪
ボ
イ
ラ
ー
に
使
わ
れ
る
丸
太
は
１
ｍ
に
小

伐
ら
れ
、
半
分
に
割
ら
れ
る
。

左　

元
学
校
の
運
動
場
に
は
、
ト
ラ
ッ
ク
の
ま
ま

丸
太
を
計
量
す
る
設
備
が
整
え
ら
れ
た
。

谷林業株式会社　

天 の 川 温 泉 セ ン タ ー（http://www.yoshikoren.
com/amanokawa-onsencenter.htm より）

リニューアル後の新しいロゴ。若
い世代に訴求する広報戦略を充
実させる考えだ。

この春より、これまで村営だった「天
の川温泉センター」（以下天の川温泉）
と「天川薬湯センターみずはの湯」
が、林業会社を代表企業とする指定
管理へと移行。これにともない「天
の川温泉」には林業の再生をかけて、
薪ボイラーが導入されました。村と
民間とが森を介して手を携え、にぎ
わいを生みだす取り組みにチャレン
ジします。山村の湯につかりながら、
山と地域とエネルギーの未来に、思
いを馳せてみてはいかがでしょう。

谷
茂
則　

谷
林
業
株
式
会
社
（
山
と
温
泉
共
同
事
業
体
代
表
企
業
）

飯田尚悟

温泉運営の合理化をさ
せたら右にでるものな
し。 笑 い と 涙 の 人 情
味 あ ふ れ る 温 泉 ベ ン
チャー企業代表。山と
温泉で全国制覇をもく
ろむ。

幸家大郎

家族と共に天川村に移
住した建築家。天川村
に愛着を持ち、温泉道
具講というプロジェク
トを通して地域が持つ
失ってはならない人や
文化を掘り起こす。

阪岡　悌

元天川村会計管理者。
事業体の中で最も天川
村を知り尽くす。天川
村の多くの人々とプロ
ジェクトをつなぎなが
ら、村の未来を切り拓
く。

田村広司

カメラマンであり、カ
フェオーナー。「チャ
イムのなる森」という
イベントを主催。何も
ない里山に多くの人を
呼び寄せた実績を引っ
さげ、温泉に新たな展
開を。

天の川温泉　奈良県吉野郡天川村坪内 232
 TEL　0747-63-0333
みずはの湯　奈良県吉野郡天川村山西 298-3
 TEL　0747-65-0333

　髙橋　潤

元自衛隊幹部でありな
がら林業に転職。林業
家でありながらも、温
泉運営に携わる。活動
領域を広げ、新たな林
業 の 可 能 性 を 模 索 す
る。
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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。

【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
自然療法森の学校　お問い合わせ 
TEL 0744-47-3484  　MAIL info@morinogakkou.com

その 6   スギとヒノキとアロマテラピー

　

春
で
す
ね
。
ミ
ツ
マ
タ
や
木
蓮
、
土
佐
水
木

な
ど
の
花
が
咲
き
、
心
も
体
も
緩
む
季
節
。
で

も
、
こ
の
季
節
、
花
粉
症
の
方
に
と
っ
て
は
つ

ら
い
時
期
で
す
ね
。
こ
の
世
の
敵
の
よ
う
に
言

わ
れ
る
、嫌
わ
れ
者
の
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
で
す
が
、

自
然
療
法
で
は
立
派
な
役
割
を
し
て
い
ま
す
。

　

最
近
は
、
お
餅
や
お
ま
ん
じ
ゅ
う
を
載
せ
て

運
ぶ
ケ
ー
ス
は
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
す
が
、
昔
は
ス
ギ
の
真
ん
中
の
部
分

を
使
っ
て
作
っ
た
麹

こ
う
じ
ぶ
た蓋
と
い
う
箱
を
使
っ
て
い

ま
し
た
。
麹
蓋
に
つ
き
た
て
の
お
餅
を
並
べ
て

お
く
と
、
カ
ビ
が
生
え
に
く
く
、
長
持
ち
し
て

美
味
し
く
頂
け
ま
す
。
そ
れ
は
ス
ギ
の
真
ん
中

の
赤
い
部
分
に
香
り
を
も
つ
精
油
成
分
が
多

く
、
そ
れ
が
抗
菌
、
抗
カ
ビ
の
役
割
を
し
て
く

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

お
寿
司
や
さ
ん
の
鮮
魚
の
下
に
敷
い
て
い
る

ヒ
ノ
キ
の
葉
に
も
、
香
り
の
あ
る
精
油
成
分
が

あ
り
、
こ
れ
に
抗
菌
の
働
き
を
し
て
、
お
魚
を

新
鮮
に
保
っ
て
く
れ
ま
す
。
お
魚
を
き
れ
い
に

見
せ
る
た
め
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
ヒ
ノ

キ
の
お
風
呂
も
ま
た
、リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
た
り
、

お
湯
が
き
れ
い
に
長
持
ち
し
た
り
。
こ
れ
も
ヒ

ノ
キ
の
精
油
成
分
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
す
。

　

自
然
の
も
の
を
使
っ
て
食
品
を
長
持
ち
さ
せ

た
り
、
虫
や
カ
ビ
を
防
い
だ
り
、
気
持
ち
を
安

ら
か
に
整
え
た
り
と
先
人
の
知
恵
は
す
ば
ら
し

い
で
す
よ
ね
。 

便
利
な
生
活
を
手
に
入
れ
た

今
、
質
の
良
い
生
活
を
失
っ
た

気
が
し
ま
す
。

　

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
以
外
に
も
モ

ミ
や
コ
ブ
シ
な
ど
、
木
の
香
り

は
、
α-

ピ
ネ
ン
と
い
う
成
分

を
持
つ
精
油
を
多
く
含
み
ま
す
。

森
林
浴
で
、
ほ
っ
と
リ
ラ
ッ
ク

ス
し
た
り
、
ス
ッ
～
と
何
か
が

ぬ
け
て
い
く
よ
う
な
感
じ
は
、

実
は
ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
効
果
な

の
で
す
。
森
で
ゆ
っ
く
り
す
る

時
間
の
な
い
方
は
お
家
の
中
で
、

森
林
浴
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
？　

ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ
、
じ
っ

く
り
見
る
と
葉
っ
ぱ
に
個
性
が

あ
っ
て
、
お
部
屋
に
生
け
て
お

く
と
空
気
が
澄
ん
で
く
る
の
を

感
じ
ま
す
よ
。

麹蓋（＝久保本家酒造さんよりお借りしました）
スギ材の精油成分を暮らしにもう一度

スギの葉とヒノキの葉。比べると個性の違いが。
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
中

国
産
。
き
れ
い
に
発
色
さ
せ
る
に
は
気

候
条
件
が
整
っ
た
場
所
で
、
上
質
な
花

を
摘
み
と
る
こ
と
が
必
要
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
日
の
染
色
に
も
、
ど
っ
さ
り
と
紅

花
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
花
を
育
て
、
そ

し
て
摘
む
行
程
を
考
え
る
と
、
め
ま
い

が
す
る
ほ
ど
で
す
。
ス
ト
ー
ル
は
、
濃

く
鮮
や
か
な
紅
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
運
営
は
月
ヶ

瀬
活
性
化
協
議
会
。
地
元
の
方
、
地
域

お
こ
し
協
力
隊
の
若
者
、
全
国
か
ら
集

ま
っ
た
参
加
者
、
た
く
さ
ん
の
人
々
を

巻
き
込
み
な
が
ら
、
月
ヶ
瀬
独
自
の
魅

力
を
発
信
す
る
姿
に
は
心
が
踊
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
帰
路
、
月
ヶ
瀬
温
泉
を

訪
れ
る
と
駐
車
場
は
満
車
。
筆
者
が
楽

し
み
に
し
て
い
た
梅
の
ア
イ
ス
ケ
ー
キ

「
月
ヶ
瀬
カ
ッ
サ
ー
タ
」（
一
日
限
定
30

食
）
は
、
あ
え
な
く
売
切
れ
！  

実
は

こ
の
ス
イ
ー
ツ
も
協
議
会
の
発
案
で
す
。

や
る
な
あ
、
協
議
会
。
近
い
日
の
再
訪

を
心
に
誓
う
の
で
し
た
。

（
取
材
・
文　

嶋
田
貴
子
）

企
画
取
材
　
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
　

酸性の烏梅液を使うことにより、鮮やかな赤へと染め上げます。地域の方に
よる数日前からの準備。そして、漬け込むだけでも数時間。息の長い作業です。

（撮影＝瀬戸山景香さん）

　

烏
梅
と
は
、
完
熟
し
た
梅

を
燻
製
に
し
、
か
ら
か
ら
に

乾
燥
さ
せ
た
も
の
。
紅
花
の

赤
い
色
素
を
鮮
や
か
に
す
る

た
め
の
発
色
剤
と
し
て
昔
か

ら
使
わ
れ
て
き
た
も
の
だ
そ

う
で
す
。
と
こ
ろ
が
合
成
染

料
の
発
達
と
と
も
に
生
産

が
低
迷
。
現
在
で
は
、
烏
梅
を
生
産
で

き
る
の
は
国
内
で
中
西
家
た
だ
一
軒
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、

こ
の
烏
梅
の
生
産
が
続
い
て
い
る
の
は

東
大
寺
の
伝
統
行
事
「
お
水
取
り
」
の

お
か
げ
。
二
月
堂
の
十
一
面
観
音
に
捧

げ
る
和
紙
の
椿
に
は
、
烏
梅
で
発
色
さ

せ
た
濃
い
紅
色
が
塗
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

紅
花
は
、
一
部
を
伊
賀
上
野
で
作
っ

紅をきらめかせる
月ヶ瀬の烏梅　　　

奈良市　月ヶ瀬

取材だけのつもりだった筆者も、
思わず着ていた白シャツを脱ぎ、
ざぶんと染めてみました。参加者
がストールを染め終えた後の液で
赤い色素が残っていないでがらし
液だそうですが、それでもみごと
に発色。ちょうど梅の色のような
仕上がりに。これも発色剤である
烏梅のなせる業でしょうか。

ここは月ヶ瀬。３月上旬、梅の花はちょうどつぼ
みが膨らみはじめたころ。春の陽射しの中、地域
内外の人が集い、そこに眠る宝物を掘り起こし、
学ぶ「月ヶ瀬でいきる知恵を学ぶツアー」の第４
弾「紅花染と烏

う ば い

梅」という体験行事が、村内の石
打老人憩の家にて開催されました。

烏梅

紅花

染める

作業完成

吉岡幸雄さん（左）、中西喜久さん（右）

　

こ
の
日
の
ゲ
ス
ト
は
、
日
本
古
来
の

手
法
を
使
っ
た
植
物
染
め
で
有
名
な
吉

岡
幸
雄
さ
ん
と
、
地
元
・
月
ヶ
瀬
で
烏

梅
づ
く
り
を
継
承
す
る
中
西
喜
久
さ
ん
。

お
二
人
の
お
話
を
伺
い
な
が
ら
紅
花
で

絹
の
ス
ト
ー
ル
を
染
め
る
と
い
う
、
贅

沢
こ
の
上
に
な
い
企
画
に
は
、
関
東
や

九
州
か
ら
の
参
加
者
も
！

生のスギやヒノキがなくても、精油を
使って森林浴気分が楽しめます。

お家で森林浴

【用意するもの】　アロマライト（電球の熱で精油を
温め、香りを拡散させるもの）・精油（ヒノキ・モミ・
高野マキ・パインなど）
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吉
野
を
肴
に
ヤ
イ
ノ
ヤ
イ
ノ
。
ま

い
ど
。
今
日
の
肴
は
何
や
ろ
？　

あ
ぁ
、
そ
い
つ
ぁ
え
え
な
ぁ
。
よ
ろ

し
く
頼
ん
ど
く
わ
。
お
い
お
い
、
お

前
さ
ん
、
そ
の
コ
ッ
プ
、
空
と
ち
ゃ

う
ん
か
？　

お
っ
と
こ
れ
は
失
礼
。

…
ま
ま
ま
。と
と
と
と
…
。ん
っ
ん
っ
、

ぷ
は
ぁ
。
あ
、
そ
の
ネ
タ
ち
ょ
っ
と

待
っ
た
。
そ
れ
は
こ
う
し
た
ら
…
。

ヤ
イ
ノ
ヤ
イ
ノ
。
ヤ
イ
ノ
ヤ
イ
ノ
。

　

ん
？　

あ
ぁ
、
酒
盛
り
と
ち
ゃ
い

ま
す
よ
。
右
手
に
お
茶
を
、
左
手
に

お
菓
子
を
。
吉
野
の
新
鮮
な
ネ
タ
（
話

題
）
を
肴
に
、
ヤ
イ
ノ
ヤ
イ
ノ
や
っ

て
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
吉
野

の
会
。

　

ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
集
ま
り
は
、

私
ら
が
最
初
と
い
う
訳
や
な
い
ん
で

す
。
昔
む
か
し
、
吉
野
史
談
会
っ
て

団
体
が
あ
り
ま
し
て
ね
、
そ
の
団
体

さ
ん
が
、
吉
野
の
ネ
タ
を
詰
め
込
ん

だ
、『
吉
野
風
土
記
』
っ
て
雑
誌
を

出
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
し
て
は
っ
た

ん
で
す
わ
。
そ
れ
が
、
う
ち
ら
の
先

　

京
終
駅
西
側
の
J
R
踏
切
か
ら
ま
っ

す
ぐ
北
に
伸
び
た
昔
の
中
街
道
沿
い
に
、

か
つ
て
中
央
卸
売
市
場
が
あ
っ
た
。
そ

の
通
り
沿
い
に
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

「
ビ
ッ
グ
奈
良
」
が
あ
り
、
そ
の
横
に
大

正
時
代
か
ら
今
に
続
い
て
い
る
「
井
阪
鮮

魚
店
」
が
あ
る
。

　

毎
朝
３
時
半
ご
ろ
、
店
主
が
大
和
郡
山

市
に
移
転
し
た
中
央
卸
売
市
場
ま
で
仕
入

れ
に
行
っ
て
い
る
。
お
客
さ
ん
は
昔
か
ら

の
常
連
さ
ん
が
多
く
、
ま
た
中
に
は
自
転

車
や
バ
ス
に
乗
っ
て
市
内
で
も
遠
方
か
ら

来
ら
れ
る
方
も
。

　

ま
た
、
近
隣
の
小
学
校
か
ら
教
育
の
一

環
と
し
て
見
学
に
も
来
る
。
ス
ー
パ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
切
り
身
の
魚
し
か
知
ら
な

い
子
供
た
ち
は
、
珍
し
そ
う
に
魚
の
名
前

を
学
習
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
見
ら
れ
な

い
昔
な
が
ら
の
光
景
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

長
年
培
っ
た
目
利
き
に
よ
り
そ
の
日
に
店

先
に
並
べ
る
魚
介
類
を
買
い
付
け
る
。
珍

し
い
物
や
お
客
さ
ん
の
好
み
の
物
が
入
れ

ば
連
絡
し
、
反
対
に
お
客
さ
ん
か
ら
今
日

手
に
入
っ
た
魚
介
類
の
問
い
合
わ
せ
が
あ

れ
ば
優
先
的
に
取
り
置
か
れ
て
い
る
。
選

ん
だ
魚
な
ど
を
さ
ば
い
て
も
ら
っ
た
り
焼

い
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
る
間
に
「
ビ
ッ

グ
奈
良
」
な
ど
で
買
い
物
と
、
時
間
も
有

効
活
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
は
、
筆
者

の
好
物
の
ア
ナ
ゴ
の
か
ば
焼
き
が
並
ん
で

い
た
が
、
あ
く
ま
で
も
常
連
さ
ん
優
先
の

た
め
残
念
な
が
ら
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。

※
休
業
日
：
水
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
祭
日     

（
取
材
・
文　

大
浦
悦
子
）

　
「
さ
と
び
ご
こ
ろ
」
編
集
局
の
あ
る
京
終
界
隈
を
散
策
し
て
み
ま
す
！

昔
懐
か
し
い
鮮
魚
店

井
阪
鮮
魚
店

中
東
洋
行
（
吉
野
の
会
・
事
務
局
）

輩
団
体
。
そ
の
『
吉
野
風
土
記
』、
読

ん
で
み
る
と
、
中
身
が
豊
富
で
な
ぁ
。

オ
オ
カ
ミ
や
ら
、
天
誅
組
や
ら
、
初

市
の
思
い
出
や
ら
地
名
や
ら
伝
説
や

ら
…
、も
う
何
か
ら
何
ま
で
。
ホ
ン
マ
、

び
っ
く
り
し
ま
す
わ
。

　

そ
ん
な
偉
大
な
先
輩
が
た
と
肩
を

並
べ
よ
う
な
ん
て
、
大
げ
さ
な
話
で

も
な
い
の
や
け
ど
、
せ
っ
か
く
吉
野

に
思
い
を
持
っ
て
る
も
ん
や
か
ら
、

せ
め
て
先
輩
の
影
で
も
踏
め
る
よ
う

に
な
ら
れ
へ
ん
か
な
っ
て
。
色
ん
な

話
で
ヤ
イ
ノ
ヤ
イ
ノ
や
っ
て
ま
す
ね

ん
。
最
近
や
と
、
吉
野
宮
の
事
と
か
、

郷
土
史
家
の
岸
田
先
生
の
事
と
か
。

新
し
い
資
料
が
集
ま
っ
た
、
っ
て
い

う
の
も
あ
り
ま
す
し
。
ま
た
、
何
か

動
き
が
あ
る
か
も
、
で
す
わ
。

　

そ
ん
な
こ
ん
な
で
２
カ
月
に
１
度

く
ら
い
、
何
人
か
で
集
ま
っ
と
る
ん

で
す
。
ヤ
イ
ノ
ヤ
イ
ノ
。
ヤ
イ
ノ
ヤ

イ
ノ
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、

今
日
も
吉
野
の
夜
は
更
け
て
い
く
の

で
あ
り
ま
し
た
。

と
ま
あ
仕
方
の
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
醤
油
の
種

類
ご
と
の
特
徴
は
ま
た
改
め
て
詳
し
く
お
話
し

し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
醤
油
は
植
物
性
の
原
材
料
の
み
で

で
き
て
い
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
上
記
の
醤

油
の
定
義
、
も
う
随
分
昔
に
決
め
ら
れ
た
も
の

で
、
終
戦
後
食
糧
難
の
時
代
、
大
豆
小
麦
以
外

の
代
用
原
料
で
醤
油
が
作
れ
な
い
か
と
い
う
研

究
が
進
め
ら
れ
る
中
、
そ
う
い
っ
た
代
用
原
料

で
醤
油
を
作
る
こ
と
が
無
い
よ
う
動
物
性
の
原

料
を
厳
し
く
禁
じ
た
も
の
な
の
で
す
。
今
ど
き

そ
う
い
っ
た
代
用
原
料
で
醤
油
が
作
ら
れ
る
な

ど
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
規
定
の
た

め
に
鰹
節
の
出
汁
な
ど
、
動
物
性
の
旨
味
が
入

る
と
醤
油
と
名
乗
れ
な
く
な
る
の
で
す
。
さ
し

み
醤
油
と
か
だ
し
醤
油
と
か
土
佐
醤
油
と
か
ポ

ン
酢
醤
油
と
か
い
ろ
ん
な
醤
油
で
は
な
い
醤
油

が
あ
り
ま
す
。
出
汁
が
入
る
と
醤
油
加
工
品
、

あ
る
い
は
「
つ
ゆ
」
な
ど
の
分
類
と
な
り
ま
す
。

で
も
そ
う
い
っ
た
醤
油
加
工
品
が
つ
け
、
か
け

用
途
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
醤
油
の
代
替
品
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
う
な
ん
で
す
。
出
汁
と
い
う
風
味
原
料

を
使
用
し
た
醤
油
加
工
品
が
多
種
多
様
に
な
っ

た
今
、
法
律
や
規
定
が
実
情
に
合
わ
な
く
な
っ

て
き
て
い
る
の
で
す
。
正
確
に
は
醤
油
の
種
類

な
ん
て
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い

う
お
役
所
に
は
怒
ら
れ
そ
う
な
お
話
で
す
。
で

す
が
、
こ
う
い
っ
た
事
態
も
醤
油
が
、
他
の
調

味
料
と
相
性
が
良
い
、
適
合
性
が
広
い
と
い
う

こ
と
の
表
れ
で
も
あ
り
ま
す
。
大
豆
、
小
麦
、

食
塩
の
み
で
作
ら
れ
る
シ
ン
プ
ル
だ
け
ど
複
雑

玄
妙
な
調
味
料
、
醤
油
を
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
回
は
醤
油
の
種
類
に
つ
い
て
の
話
で
す
。

醤
油
は
J
A
S
法
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
醤
油
は
こ
い
く
ち
、

う
す
く
ち
、
た
ま
り
、
し
ろ
、
さ
い
し
こ
み　

の
５
種
類
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
す
る
と
、
こ
い
く
ち

醤
油
は
大
豆
小
麦
を
ほ
ぼ
等
量
使
用
し
、
濃
厚

な
う
ま
味
と
特
有
の
香
り
を
有
す
る
も
の
。
う

す
く
ち
醤
油
は
ほ
ぼ
こ
い
く
ち
と
同
じ
で
す

が
、
着
色
を
抑
制
し
た
も
の
。
た
ま
り
醤
油
は

大
豆
の
み
ま
た
は
ご
く
少
量
の
小
麦
を
用
い
、

非
常
に
濃
厚
な
う
ま
味
を
持
つ
も
の
。
し
ろ
醤

油
は
ご
く
少
量
の
大
豆
（
と
い
う
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
小
麦
）
を
用
い
、
着
色
を
極
端
に
抑
制
し

た
も
の
。
さ
い
し
こ
み
し
ょ
う
ゆ
は
生
揚
げ（
醤

油
の
原
液
で
す
）
に
も
う
一
度
麹
を
仕
込
ん
だ

も
の
。
非
常
に
濃
厚
な
う
ま
味
を
持
つ
。
と
な
っ

て
い
ま
す
。
法
律
と
い
う
も
の
は
わ
か
り
に
く

い
と
い
う
か
、
悪
文
で
す
が
、
ど
ん
な
読
ま
れ

方
を
し
て
も
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
と
な
る

片
上
裕
之
（
片
上
醤
油
蔵
元
）

吉野の会　連絡先 → hiroyuki_nakahigashi ＠ town.yoshino.lg.jp

キ
ル
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

農
作
は
ク
ワ
一
本
か
ら
始
め
る
こ
と
が

出
来
ま
す
が
、
生
活
を
支
え
る
農
業
と
し

て
始
め
よ
う
と
す
る
と
途
端
に
高
い
壁
が

出
来
ま
す
。
野
菜
を
育
て
る
こ
と
が
出
来

る
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
の
で
す
。
小

さ
く
農
業
を
す
る
に
は
売
る
ス
キ
ル
が

必
要
で
、
大
き
く
農
業
を
す
る
に
は
大

き
な
資
本
が
必
要
で

す
。
ど
ち
ら
も
社
会

経
験
が
浅
い
と
得
る

の
も
持
続
す
る
の
も
大
変
で
す
。
20
代
30

代
の
若
者
に
い
き
な
り
経
営
者
の
ス
キ
ル

を
身
に
つ
け
ろ
と
い
う
の
は
酷
な
こ
と
で

す
。
30
ま
で
ス
ネ
カ
ジ
リ
し
て
い
た
私
に

は
、
責
め
る
こ
と
な
ど
何
一
つ
で
き
ま
せ

ん
（
汗
）。

　

私
の
感
じ
た
今
の
農
業
は
農
作
以
外
の

能
力
が
大
き
く
影
響
す
る
職
業
で
し
た
。

な
る
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
で
す
ね
…
。

　

震
災
に
よ
り
奈
良
に
来
て
６
年
、
農
作

を
始
め
て
３
年
が
経
と
う
と
し
て
ま
す
。

楽
し
さ
大
変
さ
を
感
じ
、
経
験
も
少
し
だ

け
積
み
ま
し
た
。
地
域
と
接
し
て
少
し
ず

つ
周
り
も
み
え
て
き
て
農
家
の
現
実
に
も

直
面
し
ま
す
。
私
の
地
域
で
も
遊
休
地
が

溢
れ
て
ま
す
。
し
か
し
不
思
議
で
す
、
最

近
は
農
業
に
興
味
を
も
つ
若
者
も
多
く
行

政
の
研
修
制
度
を

受
け
て
い
る
方
も

多
い
と
か
。
し
か

し
な
ぜ
か
新
し
く
農
業
を
始
め
た
と
い
う

話
は
ほ
と
ん
ど
聞
か
な
い
の
で
す
。

　

よ
く
聞
く
言
葉
で
す
「
今
の
若
い
人
た

ち
は
…
」。
し
か
し
私
か
ら
み
れ
ば
私
よ

り
今
の
若
者
は
よ
ほ
ど
し
っ
か
り
し
て
い

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
考
え
る
に
、
私
が

農
業
を
始
め
て
い
く
つ
か
誤
算
だ
っ
た
こ

と
は
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
お
金
が
か
か
る

と
い
う
こ
と
と
、
な
に
よ
り
高
い
経
営
ス

3.11 後、アウトドア派に人気の旅館業を営んでいた福島県南相
馬市から紆余曲折を経て奈良に移住。奈良県被災者の会代表とし
て支援活動を行うかたわら、断腸の思いで旅館を売却、奈良市都
祁吐山町にて「のまはら農園」を開き就農、奈良での新しい人生
を歩み始める。避難を余儀なくされた人や地元の人が集える農家
レストランを開くのが夢。

第２回　高橋周介

醤
油
小
噺　

第
３
話 農

業
の
現
場
に
立
っ
て

2 年目のジャガイモ北あかり 植付完了。無事に育ちますように。
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オ
フ
ィ
ス
キ
ャ
ン
プ
東
吉
野 

代
表 

坂
本
大
祐
と  

エ
ル
イ
ン
ク 

阿
南
セ
イ
コ
の

【
問
4
】　
こ
の
ご
ろ
気
に
な
る
こ
と

　
　
　
　
に
関
し
て
。

【かたりて】さかもと・だいす
け／ 1975 年、大阪府生まれ。
商品やプロジェクトなどの企画
立案からディレクションまで手
がけるデザイナー。2015 年３月
にオープンした「OFFICE CAMP 
HIGASHIYOSHINO」設立に参与
し企画からデザイン、運営まで
を担当。

【ききて】あなん・せいこ / さ
とびごころ編集委員。オフィス
エルインクとして地域に根ざし
た編集活動を行う。

OFFICE CAMP 東吉野
この場所を訪ねたことがきっかけになって、幾組ものクリエ
イターが東吉野村に移住してきた。坂本さんはそのキーパー
ソンとなって、地域と新参の移住者をつないでいる。また来
訪者どうしの横のつながりも生まれている。 

創
刊
か
ら
8
年
目
の
春
で
す
。「
俚
志
」
か

ら
「
さ
と
び
ご
こ
ろ
」
に
変
わ
っ
て
2
年
た

ち
、
お
か
げ
さ
ま
で
次
号
で
30
号
。
こ
の
小

さ
な
マ
ガ
ジ
ン
を
読
ん
で
く
だ
さ
っ
て
い
る

み
な
さ
ん
に
、
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。

次
へ
の
区
切
り
と
し
て
、
ま
た
気
持
ち
を
入

れ
替
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
が
、「
1
0
0

年
住
み
続
け
た
い
奈
良
と
は
ど
ん
な
奈
良
だ

ろ
う
」
と
い
う
視
点
は
変
わ
ら
ず
持
ち
続
け

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
個
人
的
に
抱
く
理

想
は
、
環
境
調
和
型
で
、
人
々
が
「
や
さ
し

さ
」
と
い
う
ゆ
と
り
を
持
っ
て
暮
ら
す
社
会

…
な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
一
足
飛
び
に
実
現

さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
各
々
志
の
あ

る
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
別
々
の
動
き
に
見
え

な
が
ら
も
、
ど
こ
か
で
シ
ン
ク
ロ
ニ
テ
ィ
ー

が
生
ま
れ
、
作
ら
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
い

か
、
な
ど
と
感
じ
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
望
む

未
来
は
ど
ん
な
姿
を
し
て
い
ま
す
か
。（
S
）

30 号（2017 夏号）
7 月 10 日発行予定

特集　奈良とお茶
        

これからの京終玉手箱
「まほろばステーション　一箱古本市＋あるふぁ」　

5 月 14 日（日）（京終駅前）11：00 ～ 16：00

10 月 7 日（土）（宵宮玉手箱：京終飛鳥神社）

　　　　　　　　17：00 ～ 21：00

12 月 10 日（日）（京終駅前）11：00 ～ 16：00

お問い合わせ　京終玉手箱事務局　0742-27-6538

vol.29 2017 年 4 月 10 日発行

「さとびごころ」は直接販です。お近くに販売スポットがない方の場合は、右記発
行元までご連絡ください。ウェブサイトからは最新号・バックナンバーをご覧に
なれます。satobigokoro.org

「わび茶の祖」村田珠光（1423 ～ 1502）が生まれた奈良は、今
も茶道が盛んな土地です。床の間の掛け軸（書）に使う墨や筆、
茶せん、茶碗も生産され、大和高原では茶が栽培されています。
朝の茶粥も含め、風土や生活と深く結びついた「奈良とお茶」に
関わるよもやま話を集めます。

『和菓子のほん
（たくさんのふしぎ傑作集）』

中山圭子／文　阿部真由美／絵
福音館書店

『落ちこぼれ
 茨木のり子詩集』
理論社　

春
と
落
ち
こ
ぼ
れ

http://satobigokoro.org

編集委員  大浦悦子　北井弘　神野武美　嶋田貴子   阿南セイコ
編集・デザイン 阿南セイコ（オフィスエルインク）

発行人  大浦悦子
発行・発売　 地域研究会俚志
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最
近
、
い
ろ
い
ろ
う
ま
く
い
か
な
い
こ

と
が
多
い
な
。
焦
る
な
。
そ
ん
な
時
に
、

心
の
さ
さ
え
に
な
っ
て
く
れ
る
の
が
一
編

の
詩
。
詩
人
・
茨
木
の
り
子
さ
ん
の
「
落

ち
こ
ぼ
れ
」
は
わ
た
し
の
20
代
か
ら
の
心

の
友
。「
お
・
ち
・
こ
・
ぼ
・
れ
」
の
五

つ
の
音
の
ひ
び
き
を
「
和
菓
子
の
名
に
つ

け
た
い
よ
う
な
や
さ
し
さ
」と
表
現
。「
落

ち
こ
ぼ
れ
に
こ
そ
魅
力
も
風
合
い
も
薫

る
」ん
で
す
。
だ
か
ら「
結
果
で
は
な
く
」、

「
華
々
し
い
意
思
で
あ
れ
」。
そ
う
そ
う
。

落
ち
こ
ぼ
れ
、
い
い
じ
ゃ
ん
。
と
、
力
強

く
奮
い
立
た
せ
て
く
れ
る
の
で
し
た
。

　

先
月
、
な
ら
ま
ち
の
和
菓
子
屋
「
中
西

与
三
郎
」
さ
ん
で
、
人
生
初
の
和
菓
子
づ

く
り
を
体
験
。
さ
わ
ら
び
の
干
菓
子
と

椿
の
ね
り
き
り
を
作
り
ま
し
た
。
餡

を
重
ね
て
内
側
の
色
を
う
っ
す
ら
と

出
す
ほ
の
か
な
風
合
い
は
洋
菓
子
に

は
な
い
感
覚
。
眺
め
て
い
る
だ
け
で
、

気
持
ち
が
和
み
ま
す
。『
和
菓
子
の
ほ

ん
』
は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
お
菓
子

を
丁
寧
に
描
い
た
美
し
い
絵
本
。
和

菓
子
に
は
、
こ
の
ご
ろ
忘
れ
が
ち
な

季
節
の
う
つ
り
か
わ
り
を
繊
細
に
感

じ
と
ら
せ
て
く
れ
る
力
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
き
ま
す
。

　

そ
う
い
え
ば
、
落
ち
こ
ぼ
れ
っ
て
、

ど
ん
な
色
、
ど
ん
な
味
、
ど
ん
な
形

の
和
菓
子
な
ん
だ
ろ
う
？　

想
像
し

て
み
る
と
、
春
を
待
つ
つ
ぼ
み
の
よ

う
に
胸
が
高
鳴
り
ま
す
。　

　

こ
れ
は
僕
が
今
一
人
で
勝
手
に
構
想
し

て
い
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
動
き
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
の
だ
け
ど
、「
奥
大
和
メ

デ
ィ
ア
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
作
っ
て

み
た
い
で
す
。
な
る
べ
く
特
定
の
要
因
に

と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
な
、
自
由
な
ス
タ

ン
ス
の
も
の
が
い
い
で
す
ね
。O

FFICE 

CAM
P

東
吉
野
が
オ
ー
プ
ン
し
て
、
村

の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ビ
レ
ッ
ジ
構
想
の
も

と
、
さ
ま
ざ
ま
な
ク
リ
エ
イ
タ
ー
た
ち
が

移
住
し
て
き
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
奈
良

全
体
を
み
て
も
、
ラ
イ
タ
ー
や
編
集
者
と

い
っ
た
プ
ロ
た
ち
が
移
住
し
て
き
て
い
る

ん
で
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
の
力
を
あ

わ
せ
て
、
奥
大
和
の
い
ろ
ん
な
ジ
ャ
ン
ル

の
、
長
く
そ
こ
に
生
き
て
き
た
人
た
ち
の

こ
と
を
綴
っ
て
い
く
よ
う
な
、
そ
し
て
こ

れ
か
ら
の
生
き
か
た
の
指
標
と
な
る
よ
う

な
も
の
が
発
信
で
き
た
ら
な
あ
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
（
編
集
者
よ
り
＝
そ

れ
っ
て
、
さ
と
び
ご
こ
ろ
的
な
気
配
が
し

ま
す
の
で
、
何
か
連
携
で
き
る
と
い
い
で

す
ね
）。
同
じ
テ
ー
マ
で
も
語
り
方
の
違

い
で
伝
わ
り
方
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
、

そ
れ
だ
け
多
様
な
伝
わ
り
方
が
で
き
る

と
思
う
ん
で
す
。
紙
媒
体
に
な
る
の
か
、

ウ
ェ
ブ
な
の
か
、
ま
だ
こ
れ
と
言
っ
て
決

ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い

ん
で
す
が
。
お
金
ま
わ
り
も
、
ま
だ
ま
だ

考
え
中
。
あ
、
も
し
か
し
た
ら
、
何
か
ひ

と
つ
取
材
し
た
ら
す
ぐ
に
小
さ
な
読
み
物

に
し
て
、
手
紙
の
よ
う
な
形
で
次
々
と
発

信
す
る
、
み
た
い
な
こ
と
を
し
て
も
面
白

い
か
も
し
れ
な
い
な
あ
。

（
構
成　

阿
南
セ
イ
コ
）

も
う
１
冊
。
道
ば
た
の
小
さ
な
花
を
見
つ
け

る
の
も
、
春
の
楽
し
み
。
何
げ
な
く
通
り
す

ぎ
て
し
ま
う
草
花
に
も
、
名
前
が
あ
る
ん
で

す
よ
ね
。『
花
と
葉
で
見
わ
け
る
野
草
』
は
、

図
版
が
く
っ
き
り
と
見
や
す
く
、
装
丁
も
美

し
い
ポ
ケ
ッ
ト
図
鑑
。
散
策
の
お
と
も
に
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。
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まで、お早めにどうぞ。
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