
巨樹の「グッときた」もの探し。
木漏れ日、新緑の瑞々しさ、巨樹
の力強さ等の意見が出ました。

郵便振替 00950-2-331164「水源地の森守募金」あて

　

普
段
通
り
も
必
要
で
す
が
、
世
間
全
体
が
新
し

い
仕
組
み
づ
く
り
へ
と
向
い
て
い
る
今
が
再
始
動

の
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、
折
角
だ
か
ら
工
夫
し
て
み

よ
う
！
と
い
う
こ
と
で
、
受
け
手
側
の
視
点
を

大
切
に
で
き
る
よ
う
、
水
源
地
の
森
ツ
ア
ー
と

オ
ン
ラ
イ
ン
源
流
教
室
で
実
施
し
た
工
夫
を

紹
介
し
ま
す
。

　

水
源
地
の
森
ツ
ア
ー
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ

た
「
お
も
し
ろ
い
」
を
共
有
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

か
ね
て
か
ら
、
ツ
ア
ー
中
の
解
説
よ
り
も
昼
食
後

の
観
察
タ
イ
ム
の
方
が
参
加
者
さ
ん
の
反
応
が
良

い
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。
ツ
ア
ー
中
の
解
説

は
、
い
わ
ば
教
科
書
の
様
な
も
の
で
、
伝
え
た
い

事
が
一
方
通
行
に
な
っ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
し

た
。
今
回
は
、「
見
つ
け
る
」
面
白
さ
を
伝
え
ら

れ
る
よ
う
心
掛
け
、観
察
タ
イ
ム
で
は
「
気
づ
き
」

を
返
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
心
に
グ
ッ
と
き
た
も

の
を
探
し
て
も
ら
う
自
由
時
間
を
設
け
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
見
つ
け
た
グ
ッ
と
き
た
も
の
は
、
巨

樹
か
ら
の
木
漏
れ
日
、
風
に
ざ
わ
め
く
葉
の
音
、

絶
え
間
な
く
変
化
す
る
水
面
の
き
ら
め
き
、
森
の

香
り
な
ど
、
五
感
で
感
じ
ら
れ
る
魅
力
に
富
ん
で

お
り
、
樹
木
や
昆
虫
な
ど
、
そ
こ
に
在
る
も
の
の

名
前
を
知
ら
な
く
て
も
、
水
源
地
の
森
と
い
う
空

間
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
伝
え
て
も
ら

え
ま
し
た
。
水
が
生
ま
れ
る
場
所
に
足
を
運
ぶ
だ

け
で
様
々
な
気
づ
き
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
、
今
回

の
ツ
ア
ー
か
ら
学
ば
せ
て
も
ら
え
ま
し
た
。　

　

オ
ン
ラ
イ
ン
源
流
教
室
で
は
、「
昆
虫
が
嫌

い
な
理
由
」
を
共
有
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み

ま
し
た
。
昆
虫
嫌
い
の
子
ど
も
に
ど
う
や
っ
て

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
か
。
昆
虫
の
授
業
で
は

常
に
こ
の
課
題
が
付
き
ま
と
い
ま
す
。
嫌
い
の

理
由
は
「
気
持
ち
悪
い
か
ら
。」「
脚
が
多
い

か
ら
。」「
変
な
動
き
を
す
る
か
ら
。」
な
ど
と

い
う
相
手
の
こ
と
を
良
く
知
ら
な
い
こ
と
か
ら

生
ま
れ
る
苦
手
意
識
が
原
因
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。「
ク
ラ
ス
の
友
達
と
ど
う
や
っ
て
仲
良
く

な
っ
た
？
相
手
の
事
を
良
く
知
っ
た
ら
友
達
に

な
れ
た
の
と
一
緒
で
、昆
虫
の
事
を
知
っ
た
ら
、

昆
虫
嫌
い
で
も
平
気
に
な
れ
る
よ
。」こ
の
一
言

で
教
室
の
雰
囲
気
は
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
こ
か

ら
目
を
輝
か
せ
て
話
を
聞
い
て
く
れ
る
よ
う
に

な
り
、
積
極
的
に
疑
問
や
質
問
を
投
げ
か
け
て

く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
日
の
夕
方
、

授
業
の
御
礼
の
お
手
紙
が
届
け
ら
れ
、
前
年
度

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
昆
虫
に
興
味
を
持

っ
た
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
面
白
い
」
や
「
嫌
い
」
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ

た
視
点
を
共
有
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
一
体
感

を
大
事
に
で
き
る
よ
う
、
今
後
も
工
夫
を
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ふりかえり、さぁ 進もう。

『川上宣言』から学ぶ ”他を思う心”

川上村と伝統野菜をみつめて

あらためて源流人会とは

川上第一小学校の石垣

森ツアー／源流教室／草刈りボランティア

●
●
●
●
●
●

再
始
動
へ
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http://www.genryuu.or.jp
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奈
良
県
、
和
歌
山
県
か
ら
の
12
人
の
参
加
者
で

実
施
し
ま
し
た
。
森
と
水
の
源
流
館
が
管
理
す
る

一
区
画
（
見
本
園
）
の
草
刈
り
と
白
屋
地
区
の
自

然
観
察
を
行
い
、
併
せ
て
前
回
に
引
き
続
き
侵
略

的
な
外
来
種
（
主
に
ナ
ル
ト
サ
ワ
ギ
ク
と
ア
メ
リ

カ
オ
ニ
ア
ザ
ミ
）
の
駆
除
を
実
施
し
ま
し
た
。
見

本
園
に
は
、
自
然
に
生
え
て
き
た
パ
イ
オ
ニ
ア
種

の
樹
木
を
少
し
残
し
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
ク
ワ

の
実
が
た
わ
わ
に
実
っ
て
い
ま
し
た
。
草
刈
り
の

合
間
に
甘
酸
っ
ぱ
い
ご
ほ
う
び
も
楽
し
み
ま
し
た

　

後
半
の
自
然
観
察
と
外
来
種
の
駆
除
で
は
、
参

加
者
の
み
な
さ
ん
で
ア
メ
リ
カ
オ
ニ
ア
ザ
ミ
の
ト

ゲ
の
危
な
さ
を
じ
っ
く
り
と
観
察
し
、
相
手
を
よ

く
知
っ
た
上
で
駆
除
作
業
を
行
う
な
ど
し
て
作
業

を
行
い
ま
し
た
。

　

終
了
後
「
白
屋
で
環
境
保
全

活
動
を
行
え
た
こ
と
、
そ
れ
に

み
な
さ
ん
と
の
出
会
い
が
と
て

も
う
れ
し
か
っ
た
」
と
い
う
う

れ
し
い
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
参
加
し
た
み
な
さ
ん
も
笑

顔
で
感
想
を
共
有
し
て
い
き
ま

し
た
。
水
源
地
の
村
づ
く
り
は

川
上
村
に
集
ま
る
み
な
さ
ん
の

協
力
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
、
キ

ラ
リ
と
光
る
村
づ
く
り
に
な
っ

て
い
ま
す
。
今
後
も
活
動
を
通

じ
た
交
流
の
輪
を
広
げ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

令和2年度は、130,846円の森守募金を
お預かりし「水源地の森」啓発パンフ
レットと啓発看板の作成を行いました。

源流域の環境保全は
みなさまの善意に
支えられています。
ひきつづき、ご協力をお願いいたします。

森
も り も り

守募金
にご協力ありがとうございました。
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吉野川・紀の川流域の遺跡

図１　川上第一小学校の石垣

図２　川上第一尋常高等小学校の校舎と児童
（大正～昭和初期）

ふ
り
か
え
り
、
さ
ぁ 

進
も
う
。

　

春
以
降
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
は
収
ま
る
兆
候
を
見
せ
ず
、
森

と
水
の
源
流
館
で
も
、
５
月
の
遠
足
来

館
予
定
の
半
分
近
く
の
学
校
が
延
期

や
キ
ャ
ン
セ
ル
と
な
り
ま
し
た
。
早
く
か

つ
て
の
日
常
が
戻
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

し
か
し
、
き
っ
と
こ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で

通
り
で
な
い
、
新
し
い
日
常
の
か
た
ち
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

「
さ
ぁ
」
と
気
持
ち
を
切
替
え
て
20
年

目
の
年
を
進
ん
で
い
ま
す
。

　

森
と
水
の
源
流
館
が
で
き
た

2
0
0
2
年
は
、
全
国
の
小
中
学
校
に

お
い
て
文
部
科
学
省
が
定
め
た
「
総
合

的
な
学
習
の
時
間
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た

年
で
し
た
。［
生
き
る
力
］
を
は
ぐ
く

む
た
め
に
、
各
学
校
で
目
標
や
内
容
を

定
め
、
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
等

を
創
意
工
夫
し
て
行
う
と
い
う
趣
旨
で

す
。「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
は
今

も
学
校
現
場
で
設
け
ら
れ
て
い
て
、
そ

の
中
で
森
と
水
の
源
流
館
を
ご
利
用
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

翌
年
、
森
と
水
の
源
流
館
は
、『
そ
れ
ぞ

れ
の
源
流
物
語
』
と
い
う
ビ
デ
オ
を
つ
く
り

ま
し
た
。「
総
合
的
な
学
習
に
向
け
た
私
た

ち
の
願
い
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
奈
良
県
内
と
和
歌
山
県
の
紀
の
川
流

域
市
町
村
の
小
学
校
へ
配
布
し
ま
し
た
。
当

時
「
よ
く
で
き
て
い
る
な
～
」
と
自
画
自
賛

し
た
も
の
で
す
が
、
正
直
言
っ
て
、
あ
ま
り
反

響
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

久
し
ぶ
り
に
こ
の
ビ
デ
オ
を
観
ま
し
た
。

今
で
も
や
っ
ぱ
り
「
よ
く
で
き
て
い
る
な
～
」

と
思
い
ま
す
。（
笑
）

　

今
、
[私
た
ち
の
願
い
]は
、
当
時
よ
り
も

深
く
、
明
確
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
経

験
も
増
え
て
い
ま
す
。
い
つ
も
“
ト
ラ
イ
＆
エ

ラ
ー
”
の
繰
り
返
し
で
す
が
、
そ
の
先
が
大

事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ビ
デ
オ
も
文
字

通
り
「
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
」
で
す
。
館

に
は
１
本
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
基
本
を

ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
活
動
に
い

か
す
た
め
の
宝
だ
と
思
い
ま
す
。

上記のビデオをはじめ、これまで、特に開館当初の
頃に製作したビデオ番組やテレビで紹介された映像
をちょっと昔の横長でないテレビでご覧いただいて
います。来年の森と水の源流館 20 周年に向けて、
タイムトリップしてみましょう！

公益財団法人 吉野川紀の川源流物語　事務局長　尾上忠大

育
施
設
で
し
た
が
、
英
語
の
授
業
が
行
わ
れ
る

な
ど
質
の
高
い
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
入
塾
希
望
者
が
多
く
、
明
治
18
年

（
１
８
８
５
年
）
に
は
隣
の
西
河
地
区
（
現
在
、

し
ら
く
ら
会
館
が
あ
る
場
所
）
に
新
し
い
校
舎

を
建
設
・
移
転
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
教
育
制
度
で
は
、
小
学
校
６
年

間
、
中
学
校
３
年
間
の
９
年
間
が
義
務
教
育
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
明
治
19
年
～
昭
和
16
年

（
１
８
８
６
～
１
９
４
１
年
）
は
、
小
学
校
が

尋
常
小
学
校
（
当
初
４
年
、
後
に
６
年
）
と
、

高
等
小
学
校
（
当
初
４
年
、
後
に
２
年
）
の

川
上
小
学
校
の
東
側
に
並
ぶ
西
河
教
員
住
宅

と
、
し
ら
く
ら
会
館
の
間
に
立
派
な
石
垣
が
続

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
こ
の
場
所
に
建

っ
て
い
た
川
上
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
、
の
ち

の
川
上
第
一
小
学
校
の
校
舎
の
名
残
り
で
す
。

川
上
村
に
小
学
校
が
で
き
た
の
は
明
治
六

年
（
１
８
７
３
年
）
に
寺
尾
地
区
に
設
立
さ
れ

た
の
が
最
初
で
、
翌
年
に
東
川
・
北
和
田
・
大

滝
地
区
に
も
小
学
校
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
明
治
15
年
（
１
８
８
２
年
）
に
は
、

土
倉
庄
三
郎
が
大
滝
地
区
に
芳
水
館
を
設
立
し

ま
し
た
。
芳
水
館
は
土
倉
家
の
私
的
な
中
等
教

２
種
類
あ
り
、
初
等
教
育
の
尋
常
小
学
校
の
み

義
務
教
育
で
、
中
等
教
育
の
高
等
小
学
校
は
、

義
務
教
育
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

川
上
村
で
は
明
治
32
年
（
１
８
９
９
年
）

に
芳
水
館
を
仮
校
舎
と
し
て
川
上
第
一
高
等
小

学
校
が
創
立
。
明
治
41
年
（
１
９
０
８
年
）
に

は
大
滝
と
西
河
の
尋
常
小
学
校
と
合
併
し
、
川

上
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
と
な
り
ま
し
た
。　

新
校
舎
の
建
設
も
進
め
ら
れ
、
明
治
45
年

（
１
９
１
２
年
）
に
総
工
費
１
６
，０
０
０
円

（
３
，０
０
０
円
は
土
倉
庄
三
郎
の
寄
付
）
を
費

や
し
完
成
し
ま
し
た
。
新
校
舎
は
県
内
最
高
と

評
さ
れ
た
出
来
栄
え
で
、
落
成
式
は
当
時
の
奈

良
県
知
事
も
出
席
し
、餅
が
一
石（
約
１
５
０
㌔
）

も
撒
か
れ
る
ほ
ど
盛
大
な
式
典
だ
っ
た
と
伝
わ

っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
昭
和
16
年
（
１
９
４
１
年
）
に
川

上
第
一
国
民
学
校
、昭
和
22
年
（
１
９
４
７
年
）

に
川
上
第
一
小
学
校
と
校
名
が
変
わ
り
、
昭
和

五
八
年
（
１
９
８
３
年
）
に
、
村
内
の
６
小
学

校
が
川
上
東
・
川
上
西
小
学
校
の
２
校
に
統
合

さ
れ
る
こ
と
に
と
も
な
い
、
そ
の
歴
史
に
幕
を

下
ろ
し
ま
し
た
。

こ
の
２
校
も
平
成
15
年
（
２
０
０
３
年
）
に

統
合
さ
れ
て
川
上
小
学
校
の
１
校
と
な
り
、

令
和
６
年
（
２
０
２
４
年
）
に
は
小
・
中
学
校

を
統
合
し
た
義
務
教
育
学
校
と
な
り
ま
す
。

小
・
中
学
校
の
統
合
は
、
川
上
村
の
子
ど

も
の
数
が
減
っ
た
た
め
で
す
が
、
近
年
、
川
上

村
に
移
住
す
る
子
育
て
世
帯
が
増
え
て
い
る
と

い
う
新
し
い
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
義
務
教
育
学
校
は
「
村
づ
く
り
は

人
づ
く
り
・
人
づ
く
り
は
教
育
」
を
信
念
と
し
、

「
15
の
春
は
正
夢
に
」
を
目
標
に
掲
げ
て
い
ま

す
。
新
校
舎
の
材
料
に
は
土
倉
庄
三
郎
が
設
け

た
村
有
林
の
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
用
い
る
な
ど
、

人
が
減
っ
た
か
ら
統
合
と
い
う
後
ろ
向
き
な
も

の
で
は
な
く
、川
上
村
の
教
育
の
再
ス
タ
ー
ト
、

新
た
な
幕
開
け
に
し
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。　
　

川
上
村
は
今
も
昔
も
教
育
に
力
を
入
れ
て

い
る
土
地
柄
で
す
。
土
倉
庄
三
郎
が
芳
水
館
を

設
立
し
た
と
き
も
、
川
上
第
一
尋
常
高
等
小
学

校
に
県
内
最
高
の
校
舎
が
建
て
ら
れ
た
と
き

も
、
き
っ
と
同
じ
よ
う
な
意
気
込
み
を
も
っ
て

あ
た
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

今
は
基
礎
の
石
垣
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
そ
の
前
に
立
つ
と
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な

い
川
上
村
の
人
た
ち
の
教
育
に
対
す
る
熱
い
お

も
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

参
考
文
献

百
年
史
編
纂
委
員
会
編　

１
９
７
７『
百
年
史
』

川
上
村
立
川
上
第
一
小
学
校

田
中
淳
夫　

２
０
１
２
『
森
と
近
代
日
本
を
動

か
し
た
男 : 

山
林
王·

土
倉
庄
三
郎
の
生
涯
』　

洋
泉
社

～
今
に
伝
わ
る
、
村
人
た
ち
の
教
育
へ
の
熱
い
お
も
い
の
礎（
い
し
ず
え
）～

～
今
に
伝
わ
る
、
村
人
た
ち
の
教
育
へ
の
熱
い
お
も
い
の
礎（
い
し
ず
え
）～
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連載はコミュニティーライターの西久保智美が担当します。

これまでの会員特典

座談会

巨樹巡りプレツアー

初期の会員募集チラシ

源流塾

森づくり Before After

学生と現役教員のための ESD 実践
セミナーで森と水の源流館へ引率
されたとき（2016 年 1 月）

｜

E
S
D
と
の
出
会
い
は

　

2
0
0
7
年
、
奈
良
教
育
大
学
で
開
か
れ
た
、

パ
リ
・
ユ
ネ
ス
コ
本
部
の
ニ
ー
デ
ル
マ
イ
ヤ
ー
さ

ん
の
講
演
で
す
。
当
時
、
私
は
奈
良
市
教
育
委

員
会
の
指
導
主
事
を
し
て
世
界
遺
産
学
習
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
が
、
こ
れ

か
ら
何
を
や
っ
た
ら
い
い
の
か
悩
ん
で
い
た
時

期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ニ
ー
デ
ル
マ
イ
ヤ
ー
さ
ん

は
「
い
く
ら
勉
強
を
し
て
も
、
こ
の
社
会
が
持
続

し
な
い
と
勉
強
し
た
こ
と
は
全
部
無
駄
に
な
る
。

個
人
の
幸
せ
の
た
め
に
勉
強
す
る
こ
と
も
大
事
だ

が
、
そ
れ
以
前
に
社
会
を
よ
く
す
る
た
め
の
勉
強

の
方
が
も
っ
と
大
事
」
。
確
か
そ
ん
な
内
容
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
心
に
「
こ
れ
か
ら
の
教

育
は
こ
れ
だ
！
」
と
確
信
し
た
の
で
す
。

　

勉
強
は
世
の
中
の
た
め
に
な
る
こ
と
は
、
ぼ
ん

や
り
と
分
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
地
球
の
持
続
可

能
な
た
め
の
勉
強
だ
と
い
う
発
想
は
全
然
な
か
っ

た
。
こ
れ
か
ら
の
教
育
は
、
今
だ
け
で
な
く
将
来

性
を
考
え
、
地
球
や
人
類
社
会
が
こ
れ
か
ら
も
継

　

今
号
か
ら
、
源
流
や
水
源
地
に
関
わ
る「
都
市
側
」

か
ら
見
た
源
流
の
村
へ
の
思
い
や
視
点
を
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。
今
回
は
、
源
流
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
E
S
D

※（
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
）に
取
り
組
ん

で
い
る
奈
良
教
育
大
学
次
世
代
教
員
養
成
セ
ン
タ

ー
准
教
授
の
中
澤
静
男
さ
ん
で
す
。

｜

ど
ん
な
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　

E
S
D
と
い
っ
て
、
持
続
可
能
な
社
会
の
創
り

手
を
育
む
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
川
上
村

で
は
森
と
水
の
源
流
館
と
協
働
で
「
E
S
D
授
業

づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
E
S
D

に
は
教
科
書
は
な
く
、
源
流
館
の
職
員
に
自
然
環

境
保
全
の
取
り
組
み
や
水
生
生
物
に
関
す
る
情
報

を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
大
学
教
員
が
単
元
デ
ザ

イ
ン
作
成
に
関
す
る
助
言
を
行
い
、
現
職
教
員
が

指
導
案
を
作
成
し
て
授
業
実
践
を
行
う
取
り
組
み

で
す
。

　

E
S
D
と
い
う
の
は
、
人
々
の
価
値
観
と
行
動

の
変
革
を
促
す
教
育
な
ん
で
す
よ
。
価
値
観
と
い

う
の
は
、
一
人
一
人
の
心
の
中
に
あ
る
基
準
。
そ

の
基
準
が
変
わ
れ
ば
行
動
も
変
わ
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
、
一
人
一
人
の
行
動
を
変
え
る
こ
と
で

世
の
中
を
変
え
て
い
く
と
い
う
下
か
ら
の
持
続
可

能
な
社
会
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
。

続
す
る
た
め
に
貢
献
す
る
教
育
で
な
け
れ
ば
い
け

な
い
な
と
思
っ
た
の
で
す
。
川
上
村
の
取
り
組
み

は
ま
さ
し
く
そ
れ
で
す
よ
ね
。

｜

水
源
地
の
村
づ
く
り
で
す
ね
。

　

ダ
ム
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
村
が

沈
む
こ
と
で
、
奈
良
県
の
吉
野
川
分
水
や
和
歌
山

県
な
ど
、
他
の
と
こ
ろ
に
す
ご
く
恩
恵
を
与
え
て

い
る
の
で
す
。
他
の
人
の
こ
と
を
た
だ
思
う
だ
け

で
な
く
、
実
際
に
行
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
ご

い
。
そ
れ
に
『
川
上
宣
言
』
の
第
一
条
も
そ
う
で

す
よ
ね
。
自
分
た
ち
は
使
わ
な
い
の
に
、「
私
た

ち
川
上
は
、
か
け
が
え
の
な
い
水
が
つ
く
ら
れ
る

場
に
暮
ら
す
も
の
と
し
て
、
下
流
に
は
い
つ
も
き

れ
い
な
水
を
流
し
ま
す
」
。
自
分
の
こ
と
ば
か
り

を
言
う
世
の
中
で
す
が
、
川
上
村
は
水
を
通
し

て
、
無
償
の
愛
を
各
地
に
送
っ
て
く
れ
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
、「
利
他
」
の
精
神
な
の
で
す
。こ
れ

は
、本
当
に
す
ご
い
こ
と
な
ん
で
す
よ
。

｜「
川
上
宣
言
」は
、25
年
前
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
『
川
上
宣
言
』
は
、
人
々
の
幸
せ
な
社
会
づ
く
り

を
目
指
す
「
S
D
Gs
」
そ
の
も
の
。
私
が
E
S
D

に
出
会
う
は
る
か
前
か
ら
、
将
来
性
を
見
据
え
た

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。
上
流
（
源

流
）
の
村
が
下
流
の
村
に
、
美
し
い
水
を
流
し
ま

す
よ
と
い
う
宣
言
を
意
識
し
て
い
た
ら
、
村
の
人

た
ち
の
生
活
の
仕
方
も
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
が
E
S
D
や
S
D
G
s
な
の
で
す
。
こ
れ
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
村
と
し
て
今
後
も
協
働
で
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

※Education for Sustainable D
evelopm

ent

■
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

1
9
6
0
年
大
阪
市
生
ま
れ
。
立
命
館
大
学

文
学
部
史
学
科
卒
業
、
奈
良
教
育
大
学
大
学
院

修
了
、
教
育
学
修
士
。
奈
良
市
立
小
学
校
教

諭
、
奈
良
市
教
育
委
員
会
指
導
主
事
を
経
て
、

2
0
1
1
年
度
よ
り
現
職
。

■
主
な
著
書

「
学
校
教
育
に
お
け
る
S
D
Gs
・
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
理

論
と
実
践
」
（
協
同
出
版
：
共
著
）

「
奈
良
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
学
び
旅
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
（
奈

良
新
し
い
学
び
旅
推
進
協
議
会
：
共
著
）

「
奈
良
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
学
び
の
旅
」
（
奈
良
奈
良
新
し

い
学
び
旅
推
進
協
議
会
：
共
著
）

「P
erspectives on education for 

sustainable developm
ent through local 

cultural heritage

」
（Routledge

：
共
著
）

「
集
団
を
育
て
る
特
別
活
動
」
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
：
共
著
）

「
環
境
教
育
と
E
S
D
」（
東
洋
館
出
版
社
：
共
著
）

「
学
べ
る
！
世
界
遺
産
の
本
～
奈
良
」
（
京
阪

奈
情
報
教
育
出
版
：
共
著
）	

「
人
生
設
計
能
力
を
育
て
る
社
会
科
授
業
」

（
黎
明
書
房
：
共
著
）

る
の
は
、
こ
の
19
年
間
で
源
流
に
集
っ
た
人

た
ち
か
ら
海
や
都
市
へ
と
つ
な
が
り
が
深
ま

っ
て
い
っ
た
か
ら
で
す
。

源
流
地
域
の
自
然
の
魅
力
、
村
の
暮
ら
し

の
知
恵
や
工
夫
を
学
ぶ
と
同
時
に
、
森
林
の

荒
廃
、
過
疎
化
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も

共
に
考
え
て
い
く
こ
と
を
「
源
流
学
」
と
名

付
け
、
時
に
は
会
員
の
方
々
か
ら
ア
イ
デ
ア

を
い
た
だ
き
つ
つ
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

開
館
の
翌
年
、
会
員
様
か
ら
の
要
望
で
、

故
御
勢
久
右
衛
門
先
生
を
講
師
に
「
源
流
塾
」

を
開
催
し
、
吉
野
川
の
生
態
に
つ
い
て
講
義
　
　	

森
と
水
の
源
流
館
は
オ
ー
プ
ン
前
か
ら
こ

れ
ま
で
多
く
の
方
々
に
ご
支
援
い
た
だ
い
て

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
源
流
の
川
上
村
が
好

き
で
集
ま
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

組
織
「
吉
野
川
紀
の
川
源
流
人
会
」
も
開
館

と
同
じ
頃
に
始
ま
り
ま
す
。
当
初
の
募
集
チ

ラ
シ
に
は
「
か
け
が
え
の
な
い
水
を
育
む
豊

か
な
自
然
を
愛
し
て
い
る
『
源
流
人
』
が
集

う
と
こ
ろ
。
話
し
、
遊
び
、
触
れ
、
学
び
、

考
え
、
喜
び
を
分
か
ち
合
い
な
が
ら
源
流
を

守
り
育
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
本
誌
裏
面
と
微
妙
に
文
面
が
異
な

こ
れ
ら
の
経
験
を
き
っ
か
け
に
各
地
の
、

そ
し
て
様
々
な
「
源
流
」
で
活
躍
さ
れ
て

い
る
方
も
い
ま
す
。
開
館
15
周
年
の
会
員

様
の
座
談
会
で
色
々
と
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
源
流
を
守
り
、
源
流
の

新
た
な
担
い
手
を
育
て
る
源
流
人
会
を
皆

様
と
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

	

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
は
イ
ベ
ン

ト
名
や
形
式
を
変
え
な
が
ら
も
源
流
学
の

取
り
組
み
は
続
い
て
い
ま
す
。
川
上
村
の

巨
樹
を
巡
っ
た
プ
レ
ツ
ア
ー
も
こ
の
一
つ

で
す
。
本
年
も
6
月
12
日（
土
）に「
源
流

学
教
室
～
源
流
学
の
教
科
書
を
作
る
～
」

と
し
て
実
施
し
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組

み
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
詳
し
く
は

次
号
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

同
じ
く
、
伐
採
さ
れ
た
源
流
の
森
を

再
生
さ
せ
る
「
源
流
学
の
森
づ
く
り
」
も
始

ま
り
ま
す
。
森
づ
く
り
と
は
何
？
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
、
木
を
植
え
て
育
て
る
の
で
は
な

く
、
自
然
に
育
っ
た
木
を
大
き
く
す
る
た
め

に
手
を
入
れ
て
再
生
を
促
進
し
よ
う
と
試
行

錯
誤
し
、
今
に
至
り
ま
す
。
拠
点
と
な
る
山

小
屋
も
皆
様
の
協
力
を
得
て
建
て
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
風
呂
や
炭
焼
き
窯
の
増
築
、

シ
イ
タ
ケ
の
栽
培
、
獣
害
対
策
な
ど
も
森
づ

く
り
の
中
で
行
い
ま
し
た
。

源
流
人
会

あ
ら
た
め
て

と
は

吉 野 川
紀 の 川

『
川
上
宣
言
』
か
ら
学
ぶ
“
他
を
思
う
心
”

mori-to-mizu-no-genryu-kan
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写真１.　トウヂシャ

写真２.　うまい菜

写真３.　小菜

表 . 川上村の主な伝統野菜とその特徴

統
野
菜
に
着
目
し
て
、
野
菜
と
食
文
化
に

関
し
て
少
し
み
つ
め
な
お
し
て
み
よ
う
と

思
う
。

春
の
伝
統
野
菜

　
川
上
村
の
春
の
伝
統
野
菜
は
、
ト
ウ
ヂ

シ
ャ
、
み
が
ら
し
、
バ
シ
ョ
ウ
菜
、
チ
シ

ャ
、
小こ

な菜
な
ど
が
代
表
的
だ
。
バ
シ
ョ
ウ

菜
は
一
般
的
に
は
高
菜
で
知
ら
れ
て
お

り
、
紀
伊
半
島
南
部
で
は
白
ご
飯
を
高
菜

の
浅
漬
け
の
葉
で
包
ん
だ
郷
土
料
理
・
め

は
り
寿
司
と
し
て
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
チ
シ
ャ
な
ど
も
一
般
的
に
知

ら
れ
る
野
菜
だ
が
、
川
上
村
で
は
代
々
タ

ネ
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ

る
。
チ
シ
ャ
は
一
般
的
に
緑
色
だ
が
、
赤

葉
の
も
の
が
あ
り
、
緑
色
の
葉
の
チ
シ
ャ

よ
り
も
歯
ご
た
え
が
柔
ら
か
い
特
徴
が

あ
る
。

　
今
あ
げ
た
2
つ
の
伝
統
野
菜
は
、
一
般

的
に
知
ら
れ
て
い
る
野
菜
だ
が
、
地
域
で

代
々
育
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
食
べ
方
に

地
域
の
特
徴
が
出
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
ャ
と
比
べ
て
葉
が
立
っ
て
育
つ
特
徴
が

あ
る
。
ま
た
、う
ま
い
菜
の
方
が
軸
が
白
く
、

葉
も
大
き
く
な
り
や
す
い
（
写
真
2
）。
　

　
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
の
育
て
方
は
、
5
月
の
始

め
ご
ろ
に
タ
ネ
ま
き
し
、
大
き
く
な
っ
た
ら

間
引
い
て
別
の
場
所
に
植
え
替
え
す
る
。

ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
他
の
野
菜
と
比
べ
て
も
非

常
に
強
く
、
年
中
収
穫
で
き
る
そ
う
だ
。

収
穫
の
際
は
、
外
側
の
成
長
し
た
葉
か
ら

順
に
採
取
す
る
。
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
も
う
ま
い

菜
も
浸
し
も
の
や
煮
物
に
し
て
食
べ
る

が
、
ク
セ
が
な
い
の
が
特
徴
だ
。

 【
小
菜
】

　
小
菜
は
川
上
村
に
し
か
な
い
可
能

性
に
あ
る
野
菜
で
、
地
域
の
な
か
で
は

「
昔む

か
し
ご
な

小
菜
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
戦
後
に
白
菜
が
普
及
す
る
前
に
は
冬

か
ら
春
に
か
け
て
最
も
一
般
的
な
葉
物
野

菜
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は

育
て
て
い
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
が
、
育
っ
た
地
区
ご
と
で
の
形
や
風
味

ふ
た
た
び

伝
統
野
菜
を
み
つ
め
な
お
す

　
1
9
7
0
年
年
以
降
、
大
量
生
産
・
大

量
消
費
に
よ
る
農
業
の
効
率
化
を
図
っ
た

結
果
、
地
域
で
育
て
ら
れ
て
い
た
伝
統
野

菜
が
徐
々
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し

現
在
で
は
、
伝
統
野
菜
の
保
全
を
し
よ
う

と
す
る
動
き
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
数
年
で
は
、
地
域
固
有
の
伝
統
野
菜
を

保
全
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
京
野
菜
や
加

賀
野
菜
、
大
和
野
菜
の
よ
う
に
各
都
道
府

県
で
定
義
づ
け
て
い
る
地
域
も
あ
る
。
ま

た
、
例
え
ば
な
に
わ
伝
統
野
菜
を
題
材
に

し
た
歌
や
絵
本
な
ど
、
文
化
活
動
を
通
し

て
知
っ
て
も
ら
う
（
参
考
1
）
な
ど
、
単

に
野
菜
の
売
買
だ
け
で
な
い
部
分
で
地
域

の
伝
統
野
菜
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。

　
川
上
村
の
伝
統
野
菜
に
関
し
て
は
、
第

49
号
の
『
ぽ
た
り
』
で
も
言
及
し
た
が
、

多
く
の
種
類
の
伝
統
野
菜
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（
表
）。
今
回
は
、
主
に
春
の

季
節
に
採
る
こ
と
が
で
き
る
川
上
村
の
伝

今
回
は
川
上
村
で
代
々
タ
ネ
が
引
き
継
が

れ
て
い
る
春
の
伝
統
野
菜
を
2
種
類
ほ
ど

取
り
上
げ
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の

か
、
野
菜
の
性
質
や
食
べ
方
か
ら
見
て
い
く
。

伝
統
野
菜
と
そ
の
食
べ
方

【
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
】

　
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
フ
ダ
ン
ソ
ウ
の
仲
間
で
、

類
似
し
た
種
類
に
う
ま
い
菜
な
ど
の
野
菜
が

あ
る
。
う
ま
い
菜
は
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い

る
も
の
だ
が
、
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
川
上
村
内
で

代
々
タ
ネ
が
引
き
継
が
れ
る
、
伝
統
野
菜
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
、
一
般

的
に
「
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
」（
唐
＋
チ
シ
ャ
）
と
い

う
呼
び
方
が
定
着
し
て
い
る
が
、
川
上
村
内

で
は
「
ト
ヂ
シ
ャ
」
あ
る
い
は
「
ト
イ
シ
ャ
」

と
少
し
な
ま
る
場
合
が
あ
る
。

　
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
と
う
ま
い
菜
は
フ
ダ
ン
ソ

ウ
の
仲
間
で
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
野
菜

だ
。
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
地
面
に
這
っ
て
育
つ

（
写
真
1
）。
一
方
、
う
ま
い
菜
は
ト
ウ
ヂ

が
違
う
（
写
真
3
）
。

　
主
な
食
べ
方
は
漬
物
で
、
盆
の
時
期
や

お
寺
の
行
事
の
際
に
、
古
漬
け
を
供
え
て

い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
菜
の

古
漬
け
な
ど
を
ご
飯
に
炊
き
込
む
「
お
く

も
め
し
」
は
川
上
村
の
郷
土
料
理
と
し
て

知
ら
れ
る
（
注
）
。

伝
統
野
菜
と
食
文
化

　
こ
れ
ま
で
川
上
村
の
地
域
で
代
々
引
き

継
が
れ
て
い
る
伝
統
野
菜
に
つ
い
て
、
詳

し
く
取
り
上
げ
た
2
種
類
の
野
菜
も
含

め
、
多
く
の
伝
統
野
菜
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
現
状
で
は
、
表
に
記
載
さ
れ
て
い

る
主
な
伝
統
野
菜
の
可
能
性
の
あ
る
も
の

は
、
大
和
野
菜
と
し
て
奈
良
県
の
伝
統
野

菜
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
今
回
取
り
上
げ
た
2
種
類
の

野
菜
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
る
。
ト

ウ
ヂ
シ
ャ
は
、
他
の
地
域
で
は
あ
ま
り
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
野
菜
で
、
一
般
的
に

タ
ネ
が
売
ら
れ
て
い
る
う
ま
い
菜
と
比
べ

川
上
村
と
伝
統
野
菜
を
み
つ
め
て

	
	

―
春
の
伝
統
野
菜
と
食
文
化
か
ら
―

奥
田   

絵

地
域
お
こ
し
協
力
隊
・
や
ま
い
き
市
実
行
委
員
会

て
も
違
い
は
一
目
瞭
然
だ
。
ま
た
、
小
菜

は
白
菜
が
導
入
さ
れ
る
前
に
育
て
ら
れ
て

き
た
野
菜
だ
が
、
小
菜
の
古
漬
け
を
ご
飯

で
炊
い
た
お
く
も
め
し
は
、
川
上
村
で
郷

土
料
理
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
特
に
小

菜
は
白
菜
が
川
上
村
に
入
っ
て
く
る
前
の

食
料
事
情
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

と
も
に
、
地
域
の
食
文
化
に
も
影
響
を
与

え
た
野
菜
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

伝
統
野
菜
を
保
全
す
る
こ
と
は
、
地
域
の

食
の
歴
史
や
文
化
を
保
全
す
る
こ
と
に
も

な
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

■
注
釈

お
く
も
め
し
の
「
お
く
も
」
は
塩
漬
け
の
こ
と

を
指
す
。
古
漬
け
は
塩
分
が
高
い
の
で
水
出
し

を
し
た
上
で
、
細
か
く
刻
ん
で
白
米
と
一
緒
に

炊
く
ご
飯
の
こ
と
（
参
考
2
）。

■
参
考
文
献

（
参
考
1
）
森
下
正
博
、	

2
0
1
9
年
、

「
復
活
し
た
な
に
わ
伝
統
野
菜
」

『BIO
STO

RY

』vol.32

（
参
考
2
）
川
上
村
婦
人
団
体
協
議
会
・
川
上

村
教
育
委
員
会
編
集
、
1
9
8
9

年
、『
ふ
る
さ
と
の
味
を
訪
ね
て

―
奈
良
県
吉
野
郡
川
上
村
か
ら
』

川
上
村
教
育
委
員
会
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写真１.　トウヂシャ

写真２.　うまい菜

写真３.　小菜

表 . 川上村の主な伝統野菜とその特徴

統
野
菜
に
着
目
し
て
、
野
菜
と
食
文
化
に

関
し
て
少
し
み
つ
め
な
お
し
て
み
よ
う
と

思
う
。

春
の
伝
統
野
菜

　
川
上
村
の
春
の
伝
統
野
菜
は
、
ト
ウ
ヂ

シ
ャ
、
み
が
ら
し
、
バ
シ
ョ
ウ
菜
、
チ
シ

ャ
、
小こ

な菜
な
ど
が
代
表
的
だ
。
バ
シ
ョ
ウ

菜
は
一
般
的
に
は
高
菜
で
知
ら
れ
て
お

り
、
紀
伊
半
島
南
部
で
は
白
ご
飯
を
高
菜

の
浅
漬
け
の
葉
で
包
ん
だ
郷
土
料
理
・
め

は
り
寿
司
と
し
て
よ
く
食
べ
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
、
チ
シ
ャ
な
ど
も
一
般
的
に
知

ら
れ
る
野
菜
だ
が
、
川
上
村
で
は
代
々
タ

ネ
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ

る
。
チ
シ
ャ
は
一
般
的
に
緑
色
だ
が
、
赤

葉
の
も
の
が
あ
り
、
緑
色
の
葉
の
チ
シ
ャ

よ
り
も
歯
ご
た
え
が
柔
ら
か
い
特
徴
が

あ
る
。

　
今
あ
げ
た
2
つ
の
伝
統
野
菜
は
、
一
般

的
に
知
ら
れ
て
い
る
野
菜
だ
が
、
地
域
で

代
々
育
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
食
べ
方
に

地
域
の
特
徴
が
出
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

シ
ャ
と
比
べ
て
葉
が
立
っ
て
育
つ
特
徴
が

あ
る
。
ま
た
、う
ま
い
菜
の
方
が
軸
が
白
く
、

葉
も
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き
く
な
り
や
す
い
（
写
真
2
）。
　

　
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
の
育
て
方
は
、
5
月
の
始

め
ご
ろ
に
タ
ネ
ま
き
し
、
大
き
く
な
っ
た
ら

間
引
い
て
別
の
場
所
に
植
え
替
え
す
る
。

ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
他
の
野
菜
と
比
べ
て
も
非

常
に
強
く
、
年
中
収
穫
で
き
る
そ
う
だ
。

収
穫
の
際
は
、
外
側
の
成
長
し
た
葉
か
ら

順
に
採
取
す
る
。
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
も
う
ま
い

菜
も
浸
し
も
の
や
煮
物
に
し
て
食
べ
る

が
、
ク
セ
が
な
い
の
が
特
徴
だ
。

 【
小
菜
】

　
小
菜
は
川
上
村
に
し
か
な
い
可
能

性
に
あ
る
野
菜
で
、
地
域
の
な
か
で
は

「
昔む

か
し
ご
な

小
菜
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
戦
後
に
白
菜
が
普
及
す
る
前
に
は
冬

か
ら
春
に
か
け
て
最
も
一
般
的
な
葉
物
野

菜
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
で
は

育
て
て
い
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
が
、
育
っ
た
地
区
ご
と
で
の
形
や
風
味

ふ
た
た
び

伝
統
野
菜
を
み
つ
め
な
お
す

　
1
9
7
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年
年
以
降
、
大
量
生
産
・
大

量
消
費
に
よ
る
農
業
の
効
率
化
を
図
っ
た

結
果
、
地
域
で
育
て
ら
れ
て
い
た
伝
統
野

菜
が
徐
々
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し

現
在
で
は
、
伝
統
野
菜
の
保
全
を
し
よ
う

と
す
る
動
き
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
こ

こ
数
年
で
は
、
地
域
固
有
の
伝
統
野
菜
を

保
全
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
京
野
菜
や
加

賀
野
菜
、
大
和
野
菜
の
よ
う
に
各
都
道
府

県
で
定
義
づ
け
て
い
る
地
域
も
あ
る
。
ま

た
、
例
え
ば
な
に
わ
伝
統
野
菜
を
題
材
に

し
た
歌
や
絵
本
な
ど
、
文
化
活
動
を
通
し

て
知
っ
て
も
ら
う
（
参
考
1
）
な
ど
、
単

に
野
菜
の
売
買
だ
け
で
な
い
部
分
で
地
域

の
伝
統
野
菜
が
見
直
さ
れ
て
い
る
。

　
川
上
村
の
伝
統
野
菜
に
関
し
て
は
、
第

49
号
の
『
ぽ
た
り
』
で
も
言
及
し
た
が
、

多
く
の
種
類
の
伝
統
野
菜
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
（
表
）。
今
回
は
、
主
に
春
の

季
節
に
採
る
こ
と
が
で
き
る
川
上
村
の
伝

今
回
は
川
上
村
で
代
々
タ
ネ
が
引
き
継
が

れ
て
い
る
春
の
伝
統
野
菜
を
2
種
類
ほ
ど

取
り
上
げ
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の

か
、
野
菜
の
性
質
や
食
べ
方
か
ら
見
て
い
く
。

伝
統
野
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と
そ
の
食
べ
方

【
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
】

　
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
フ
ダ
ン
ソ
ウ
の
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間
で
、

類
似
し
た
種
類
に
う
ま
い
菜
な
ど
の
野
菜
が

あ
る
。
う
ま
い
菜
は
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い

る
も
の
だ
が
、
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
川
上
村
内
で

代
々
タ
ネ
が
引
き
継
が
れ
る
、
伝
統
野
菜
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
、
一
般

的
に
「
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
」（
唐
＋
チ
シ
ャ
）
と
い

う
呼
び
方
が
定
着
し
て
い
る
が
、
川
上
村
内

で
は
「
ト
ヂ
シ
ャ
」
あ
る
い
は
「
ト
イ
シ
ャ
」

と
少
し
な
ま
る
場
合
が
あ
る
。

　
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
と
う
ま
い
菜
は
フ
ダ
ン
ソ

ウ
の
仲
間
で
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
野
菜

だ
。
ト
ウ
ヂ
シ
ャ
は
地
面
に
這
っ
て
育
つ

（
写
真
1
）。
一
方
、
う
ま
い
菜
は
ト
ウ
ヂ

が
違
う
（
写
真
3
）
。

　
主
な
食
べ
方
は
漬
物
で
、
盆
の
時
期
や

お
寺
の
行
事
の
際
に
、
古
漬
け
を
供
え
て

い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
小
菜
の

古
漬
け
な
ど
を
ご
飯
に
炊
き
込
む
「
お
く

も
め
し
」
は
川
上
村
の
郷
土
料
理
と
し
て

知
ら
れ
る
（
注
）
。

伝
統
野
菜
と
食
文
化

　
こ
れ
ま
で
川
上
村
の
地
域
で
代
々
引
き

継
が
れ
て
い
る
伝
統
野
菜
に
つ
い
て
、
詳

し
く
取
り
上
げ
た
2
種
類
の
野
菜
も
含

め
、
多
く
の
伝
統
野
菜
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
現
状
で
は
、
表
に
記
載
さ
れ
て
い

る
主
な
伝
統
野
菜
の
可
能
性
の
あ
る
も
の

は
、
大
和
野
菜
と
し
て
奈
良
県
の
伝
統
野

菜
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
今
回
取
り
上
げ
た
2
種
類
の

野
菜
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
る
。
ト

ウ
ヂ
シ
ャ
は
、
他
の
地
域
で
は
あ
ま
り
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
野
菜
で
、
一
般
的
に

タ
ネ
が
売
ら
れ
て
い
る
う
ま
い
菜
と
比
べ

川
上
村
と
伝
統
野
菜
を
み
つ
め
て

	
	

―
春
の
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統
野
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と
食
文
化
か
ら
―

奥
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絵

地
域
お
こ
し
協
力
隊
・
や
ま
い
き
市
実
行
委
員
会

て
も
違
い
は
一
目
瞭
然
だ
。
ま
た
、
小
菜

は
白
菜
が
導
入
さ
れ
る
前
に
育
て
ら
れ
て

き
た
野
菜
だ
が
、
小
菜
の
古
漬
け
を
ご
飯

で
炊
い
た
お
く
も
め
し
は
、
川
上
村
で
郷

土
料
理
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
特
に
小

菜
は
白
菜
が
川
上
村
に
入
っ
て
く
る
前
の

食
料
事
情
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

と
も
に
、
地
域
の
食
文
化
に
も
影
響
を
与

え
た
野
菜
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

伝
統
野
菜
を
保
全
す
る
こ
と
は
、
地
域
の

食
の
歴
史
や
文
化
を
保
全
す
る
こ
と
に
も

な
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

■
注
釈

お
く
も
め
し
の
「
お
く
も
」
は
塩
漬
け
の
こ
と

を
指
す
。
古
漬
け
は
塩
分
が
高
い
の
で
水
出
し

を
し
た
上
で
、
細
か
く
刻
ん
で
白
米
と
一
緒
に

炊
く
ご
飯
の
こ
と
（
参
考
2
）。

■
参
考
文
献

（
参
考
1
）
森
下
正
博
、	

2
0
1
9
年
、

「
復
活
し
た
な
に
わ
伝
統
野
菜
」

『BIO
STO

RY

』vol.32

（
参
考
2
）
川
上
村
婦
人
団
体
協
議
会
・
川
上

村
教
育
委
員
会
編
集
、
1
9
8
9

年
、『
ふ
る
さ
と
の
味
を
訪
ね
て

―
奈
良
県
吉
野
郡
川
上
村
か
ら
』

川
上
村
教
育
委
員
会

第
38
回 

源
流
の
主
役
た
ち 

mori-to-mizu-no-genryu-kan
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連載はコミュニティーライターの西久保智美が担当します。

これまでの会員特典

座談会

巨樹巡りプレツアー

初期の会員募集チラシ

源流塾

森づくり Before After

学生と現役教員のための ESD 実践
セミナーで森と水の源流館へ引率
されたとき（2016 年 1 月）

｜

E
S
D
と
の
出
会
い
は

　

2
0
0
7
年
、
奈
良
教
育
大
学
で
開
か
れ
た
、

パ
リ
・
ユ
ネ
ス
コ
本
部
の
ニ
ー
デ
ル
マ
イ
ヤ
ー
さ

ん
の
講
演
で
す
。
当
時
、
私
は
奈
良
市
教
育
委

員
会
の
指
導
主
事
を
し
て
世
界
遺
産
学
習
の
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
が
、
こ
れ

か
ら
何
を
や
っ
た
ら
い
い
の
か
悩
ん
で
い
た
時

期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ニ
ー
デ
ル
マ
イ
ヤ
ー
さ
ん

は
「
い
く
ら
勉
強
を
し
て
も
、
こ
の
社
会
が
持
続

し
な
い
と
勉
強
し
た
こ
と
は
全
部
無
駄
に
な
る
。

個
人
の
幸
せ
の
た
め
に
勉
強
す
る
こ
と
も
大
事
だ

が
、
そ
れ
以
前
に
社
会
を
よ
く
す
る
た
め
の
勉
強

の
方
が
も
っ
と
大
事
」
。
確
か
そ
ん
な
内
容
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
が
、
私
の
心
に
「
こ
れ
か
ら
の
教

育
は
こ
れ
だ
！
」
と
確
信
し
た
の
で
す
。

　

勉
強
は
世
の
中
の
た
め
に
な
る
こ
と
は
、
ぼ
ん

や
り
と
分
か
っ
て
い
ま
し
た
が
、
地
球
の
持
続
可

能
な
た
め
の
勉
強
だ
と
い
う
発
想
は
全
然
な
か
っ

た
。
こ
れ
か
ら
の
教
育
は
、
今
だ
け
で
な
く
将
来

性
を
考
え
、
地
球
や
人
類
社
会
が
こ
れ
か
ら
も
継

　

今
号
か
ら
、
源
流
や
水
源
地
に
関
わ
る「
都
市
側
」

か
ら
見
た
源
流
の
村
へ
の
思
い
や
視
点
を
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。
今
回
は
、
源
流
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
E
S
D

※（
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
教
育
）に
取
り
組
ん

で
い
る
奈
良
教
育
大
学
次
世
代
教
員
養
成
セ
ン
タ

ー
准
教
授
の
中
澤
静
男
さ
ん
で
す
。

｜

ど
ん
な
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　

E
S
D
と
い
っ
て
、
持
続
可
能
な
社
会
の
創
り

手
を
育
む
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
川
上
村

で
は
森
と
水
の
源
流
館
と
協
働
で
「
E
S
D
授
業

づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
E
S
D

に
は
教
科
書
は
な
く
、
源
流
館
の
職
員
に
自
然
環

境
保
全
の
取
り
組
み
や
水
生
生
物
に
関
す
る
情
報

を
提
供
し
て
い
た
だ
き
、
大
学
教
員
が
単
元
デ
ザ

イ
ン
作
成
に
関
す
る
助
言
を
行
い
、
現
職
教
員
が

指
導
案
を
作
成
し
て
授
業
実
践
を
行
う
取
り
組
み

で
す
。

　

E
S
D
と
い
う
の
は
、
人
々
の
価
値
観
と
行
動

の
変
革
を
促
す
教
育
な
ん
で
す
よ
。
価
値
観
と
い

う
の
は
、
一
人
一
人
の
心
の
中
に
あ
る
基
準
。
そ

の
基
準
が
変
わ
れ
ば
行
動
も
変
わ
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
、
一
人
一
人
の
行
動
を
変
え
る
こ
と
で

世
の
中
を
変
え
て
い
く
と
い
う
下
か
ら
の
持
続
可

能
な
社
会
づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
。

続
す
る
た
め
に
貢
献
す
る
教
育
で
な
け
れ
ば
い
け

な
い
な
と
思
っ
た
の
で
す
。
川
上
村
の
取
り
組
み

は
ま
さ
し
く
そ
れ
で
す
よ
ね
。

｜

水
源
地
の
村
づ
く
り
で
す
ね
。

　

ダ
ム
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
村
が

沈
む
こ
と
で
、
奈
良
県
の
吉
野
川
分
水
や
和
歌
山

県
な
ど
、
他
の
と
こ
ろ
に
す
ご
く
恩
恵
を
与
え
て

い
る
の
で
す
。
他
の
人
の
こ
と
を
た
だ
思
う
だ
け

で
な
く
、
実
際
に
行
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
ご

い
。
そ
れ
に
『
川
上
宣
言
』
の
第
一
条
も
そ
う
で

す
よ
ね
。
自
分
た
ち
は
使
わ
な
い
の
に
、「
私
た

ち
川
上
は
、
か
け
が
え
の
な
い
水
が
つ
く
ら
れ
る

場
に
暮
ら
す
も
の
と
し
て
、
下
流
に
は
い
つ
も
き

れ
い
な
水
を
流
し
ま
す
」
。
自
分
の
こ
と
ば
か
り

を
言
う
世
の
中
で
す
が
、
川
上
村
は
水
を
通
し

て
、
無
償
の
愛
を
各
地
に
送
っ
て
く
れ
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
、「
利
他
」
の
精
神
な
の
で
す
。こ
れ

は
、本
当
に
す
ご
い
こ
と
な
ん
で
す
よ
。

｜「
川
上
宣
言
」は
、25
年
前
に
作
ら
れ
ま
し
た
。

　
『
川
上
宣
言
』
は
、
人
々
の
幸
せ
な
社
会
づ
く
り

を
目
指
す
「
S
D
Gs
」
そ
の
も
の
。
私
が
E
S
D

に
出
会
う
は
る
か
前
か
ら
、
将
来
性
を
見
据
え
た

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
た
の
で
す
。
上
流
（
源

流
）
の
村
が
下
流
の
村
に
、
美
し
い
水
を
流
し
ま

す
よ
と
い
う
宣
言
を
意
識
し
て
い
た
ら
、
村
の
人

た
ち
の
生
活
の
仕
方
も
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
が
E
S
D
や
S
D
G
s
な
の
で
す
。
こ
れ
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
村
と
し
て
今
後
も
協
働
で
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

※Education for Sustainable D
evelopm

ent

■
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

　

1
9
6
0
年
大
阪
市
生
ま
れ
。
立
命
館
大
学

文
学
部
史
学
科
卒
業
、
奈
良
教
育
大
学
大
学
院

修
了
、
教
育
学
修
士
。
奈
良
市
立
小
学
校
教

諭
、
奈
良
市
教
育
委
員
会
指
導
主
事
を
経
て
、

2
0
1
1
年
度
よ
り
現
職
。

■
主
な
著
書

「
学
校
教
育
に
お
け
る
S
D
Gs
・
Ｅ
Ｓ
Ｄ
の
理

論
と
実
践
」
（
協
同
出
版
：
共
著
）

「
奈
良
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
学
び
旅
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
（
奈

良
新
し
い
学
び
旅
推
進
協
議
会
：
共
著
）

「
奈
良
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
学
び
の
旅
」
（
奈
良
奈
良
新
し

い
学
び
旅
推
進
協
議
会
：
共
著
）

「P
erspectives on education for 

sustainable developm
ent through local 

cultural heritage

」
（Routledge

：
共
著
）

「
集
団
を
育
て
る
特
別
活
動
」
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
：
共
著
）

「
環
境
教
育
と
E
S
D
」（
東
洋
館
出
版
社
：
共
著
）

「
学
べ
る
！
世
界
遺
産
の
本
～
奈
良
」
（
京
阪

奈
情
報
教
育
出
版
：
共
著
）	

「
人
生
設
計
能
力
を
育
て
る
社
会
科
授
業
」

（
黎
明
書
房
：
共
著
）

る
の
は
、
こ
の
19
年
間
で
源
流
に
集
っ
た
人

た
ち
か
ら
海
や
都
市
へ
と
つ
な
が
り
が
深
ま

っ
て
い
っ
た
か
ら
で
す
。

源
流
地
域
の
自
然
の
魅
力
、
村
の
暮
ら
し

の
知
恵
や
工
夫
を
学
ぶ
と
同
時
に
、
森
林
の

荒
廃
、
過
疎
化
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
も

共
に
考
え
て
い
く
こ
と
を
「
源
流
学
」
と
名

付
け
、
時
に
は
会
員
の
方
々
か
ら
ア
イ
デ
ア

を
い
た
だ
き
つ
つ
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

開
館
の
翌
年
、
会
員
様
か
ら
の
要
望
で
、

故
御
勢
久
右
衛
門
先
生
を
講
師
に
「
源
流
塾
」

を
開
催
し
、
吉
野
川
の
生
態
に
つ
い
て
講
義
　
　	

森
と
水
の
源
流
館
は
オ
ー
プ
ン
前
か
ら
こ

れ
ま
で
多
く
の
方
々
に
ご
支
援
い
た
だ
い
て

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
源
流
の
川
上
村
が
好

き
で
集
ま
っ
て
く
だ
さ
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

組
織
「
吉
野
川
紀
の
川
源
流
人
会
」
も
開
館

と
同
じ
頃
に
始
ま
り
ま
す
。
当
初
の
募
集
チ

ラ
シ
に
は
「
か
け
が
え
の
な
い
水
を
育
む
豊

か
な
自
然
を
愛
し
て
い
る
『
源
流
人
』
が
集

う
と
こ
ろ
。
話
し
、
遊
び
、
触
れ
、
学
び
、

考
え
、
喜
び
を
分
か
ち
合
い
な
が
ら
源
流
を

守
り
育
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
」
と
書
か
れ
て

い
ま
す
。
本
誌
裏
面
と
微
妙
に
文
面
が
異
な

こ
れ
ら
の
経
験
を
き
っ
か
け
に
各
地
の
、

そ
し
て
様
々
な
「
源
流
」
で
活
躍
さ
れ
て

い
る
方
も
い
ま
す
。
開
館
15
周
年
の
会
員

様
の
座
談
会
で
色
々
と
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
源
流
を
守
り
、
源
流
の

新
た
な
担
い
手
を
育
て
る
源
流
人
会
を
皆

様
と
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

	

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
は
イ
ベ
ン

ト
名
や
形
式
を
変
え
な
が
ら
も
源
流
学
の

取
り
組
み
は
続
い
て
い
ま
す
。
川
上
村
の

巨
樹
を
巡
っ
た
プ
レ
ツ
ア
ー
も
こ
の
一
つ

で
す
。
本
年
も
6
月
12
日（
土
）に「
源
流

学
教
室
～
源
流
学
の
教
科
書
を
作
る
～
」

と
し
て
実
施
し
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組

み
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
詳
し
く
は

次
号
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

同
じ
く
、
伐
採
さ
れ
た
源
流
の
森
を

再
生
さ
せ
る
「
源
流
学
の
森
づ
く
り
」
も
始

ま
り
ま
す
。
森
づ
く
り
と
は
何
？
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
、
木
を
植
え
て
育
て
る
の
で
は
な

く
、
自
然
に
育
っ
た
木
を
大
き
く
す
る
た
め

に
手
を
入
れ
て
再
生
を
促
進
し
よ
う
と
試
行

錯
誤
し
、
今
に
至
り
ま
す
。
拠
点
と
な
る
山

小
屋
も
皆
様
の
協
力
を
得
て
建
て
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
風
呂
や
炭
焼
き
窯
の
増
築
、

シ
イ
タ
ケ
の
栽
培
、
獣
害
対
策
な
ど
も
森
づ

く
り
の
中
で
行
い
ま
し
た
。

源
流
人
会

あ
ら
た
め
て

と
は

吉 野 川
紀 の 川

『
川
上
宣
言
』
か
ら
学
ぶ
“
他
を
思
う
心
”

mori-to-mizu-no-genryu-kan
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吉野川・紀の川流域の遺跡

図１　川上第一小学校の石垣

図２　川上第一尋常高等小学校の校舎と児童
（大正～昭和初期）

ふ
り
か
え
り
、
さ
ぁ 

進
も
う
。

　

春
以
降
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
は
収
ま
る
兆
候
を
見
せ
ず
、
森

と
水
の
源
流
館
で
も
、
５
月
の
遠
足
来

館
予
定
の
半
分
近
く
の
学
校
が
延
期

や
キ
ャ
ン
セ
ル
と
な
り
ま
し
た
。
早
く
か

つ
て
の
日
常
が
戻
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

し
か
し
、
き
っ
と
こ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で

通
り
で
な
い
、
新
し
い
日
常
の
か
た
ち
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

「
さ
ぁ
」
と
気
持
ち
を
切
替
え
て
20
年

目
の
年
を
進
ん
で
い
ま
す
。

　

森
と
水
の
源
流
館
が
で
き
た

2
0
0
2
年
は
、
全
国
の
小
中
学
校
に

お
い
て
文
部
科
学
省
が
定
め
た
「
総
合

的
な
学
習
の
時
間
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た

年
で
し
た
。［
生
き
る
力
］
を
は
ぐ
く

む
た
め
に
、
各
学
校
で
目
標
や
内
容
を

定
め
、
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
等

を
創
意
工
夫
し
て
行
う
と
い
う
趣
旨
で

す
。「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
は
今

も
学
校
現
場
で
設
け
ら
れ
て
い
て
、
そ

の
中
で
森
と
水
の
源
流
館
を
ご
利
用
い

た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

翌
年
、
森
と
水
の
源
流
館
は
、『
そ
れ
ぞ

れ
の
源
流
物
語
』
と
い
う
ビ
デ
オ
を
つ
く
り

ま
し
た
。「
総
合
的
な
学
習
に
向
け
た
私
た

ち
の
願
い
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
奈
良
県
内
と
和
歌
山
県
の
紀
の
川
流

域
市
町
村
の
小
学
校
へ
配
布
し
ま
し
た
。
当

時
「
よ
く
で
き
て
い
る
な
～
」
と
自
画
自
賛

し
た
も
の
で
す
が
、
正
直
言
っ
て
、
あ
ま
り
反

響
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

久
し
ぶ
り
に
こ
の
ビ
デ
オ
を
観
ま
し
た
。

今
で
も
や
っ
ぱ
り
「
よ
く
で
き
て
い
る
な
～
」

と
思
い
ま
す
。（
笑
）

　

今
、
[私
た
ち
の
願
い
]は
、
当
時
よ
り
も

深
く
、
明
確
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
経

験
も
増
え
て
い
ま
す
。
い
つ
も
“
ト
ラ
イ
＆
エ

ラ
ー
”
の
繰
り
返
し
で
す
が
、
そ
の
先
が
大

事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ビ
デ
オ
も
文
字

通
り
「
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
」
で
す
。
館

に
は
１
本
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
基
本
を

ふ
り
か
え
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
活
動
に
い

か
す
た
め
の
宝
だ
と
思
い
ま
す
。

上記のビデオをはじめ、これまで、特に開館当初の
頃に製作したビデオ番組やテレビで紹介された映像
をちょっと昔の横長でないテレビでご覧いただいて
います。来年の森と水の源流館 20 周年に向けて、
タイムトリップしてみましょう！

公益財団法人 吉野川紀の川源流物語　事務局長　尾上忠大

育
施
設
で
し
た
が
、
英
語
の
授
業
が
行
わ
れ
る

な
ど
質
の
高
い
教
育
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
入
塾
希
望
者
が
多
く
、
明
治
18
年

（
１
８
８
５
年
）
に
は
隣
の
西
河
地
区
（
現
在
、

し
ら
く
ら
会
館
が
あ
る
場
所
）
に
新
し
い
校
舎

を
建
設
・
移
転
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
教
育
制
度
で
は
、
小
学
校
６
年

間
、
中
学
校
３
年
間
の
９
年
間
が
義
務
教
育
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
明
治
19
年
～
昭
和
16
年

（
１
８
８
６
～
１
９
４
１
年
）
は
、
小
学
校
が

尋
常
小
学
校
（
当
初
４
年
、
後
に
６
年
）
と
、

高
等
小
学
校
（
当
初
４
年
、
後
に
２
年
）
の

川
上
小
学
校
の
東
側
に
並
ぶ
西
河
教
員
住
宅

と
、
し
ら
く
ら
会
館
の
間
に
立
派
な
石
垣
が
続

い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
こ
の
場
所
に
建

っ
て
い
た
川
上
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
、
の
ち

の
川
上
第
一
小
学
校
の
校
舎
の
名
残
り
で
す
。

川
上
村
に
小
学
校
が
で
き
た
の
は
明
治
六

年
（
１
８
７
３
年
）
に
寺
尾
地
区
に
設
立
さ
れ

た
の
が
最
初
で
、
翌
年
に
東
川
・
北
和
田
・
大

滝
地
区
に
も
小
学
校
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
明
治
15
年
（
１
８
８
２
年
）
に
は
、

土
倉
庄
三
郎
が
大
滝
地
区
に
芳
水
館
を
設
立
し

ま
し
た
。
芳
水
館
は
土
倉
家
の
私
的
な
中
等
教

２
種
類
あ
り
、
初
等
教
育
の
尋
常
小
学
校
の
み

義
務
教
育
で
、
中
等
教
育
の
高
等
小
学
校
は
、

義
務
教
育
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

川
上
村
で
は
明
治
32
年
（
１
８
９
９
年
）

に
芳
水
館
を
仮
校
舎
と
し
て
川
上
第
一
高
等
小

学
校
が
創
立
。
明
治
41
年
（
１
９
０
８
年
）
に

は
大
滝
と
西
河
の
尋
常
小
学
校
と
合
併
し
、
川

上
第
一
尋
常
高
等
小
学
校
と
な
り
ま
し
た
。　

新
校
舎
の
建
設
も
進
め
ら
れ
、
明
治
45
年

（
１
９
１
２
年
）
に
総
工
費
１
６
，０
０
０
円

（
３
，０
０
０
円
は
土
倉
庄
三
郎
の
寄
付
）
を
費

や
し
完
成
し
ま
し
た
。
新
校
舎
は
県
内
最
高
と

評
さ
れ
た
出
来
栄
え
で
、
落
成
式
は
当
時
の
奈

良
県
知
事
も
出
席
し
、餅
が
一
石（
約
１
５
０
㌔
）

も
撒
か
れ
る
ほ
ど
盛
大
な
式
典
だ
っ
た
と
伝
わ

っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
昭
和
16
年
（
１
９
４
１
年
）
に
川

上
第
一
国
民
学
校
、昭
和
22
年
（
１
９
４
７
年
）

に
川
上
第
一
小
学
校
と
校
名
が
変
わ
り
、
昭
和

五
八
年
（
１
９
８
３
年
）
に
、
村
内
の
６
小
学

校
が
川
上
東
・
川
上
西
小
学
校
の
２
校
に
統
合

さ
れ
る
こ
と
に
と
も
な
い
、
そ
の
歴
史
に
幕
を

下
ろ
し
ま
し
た
。

こ
の
２
校
も
平
成
15
年
（
２
０
０
３
年
）
に

統
合
さ
れ
て
川
上
小
学
校
の
１
校
と
な
り
、

令
和
６
年
（
２
０
２
４
年
）
に
は
小
・
中
学
校

を
統
合
し
た
義
務
教
育
学
校
と
な
り
ま
す
。

小
・
中
学
校
の
統
合
は
、
川
上
村
の
子
ど

も
の
数
が
減
っ
た
た
め
で
す
が
、
近
年
、
川
上

村
に
移
住
す
る
子
育
て
世
帯
が
増
え
て
い
る
と

い
う
新
し
い
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
義
務
教
育
学
校
は
「
村
づ
く
り
は

人
づ
く
り
・
人
づ
く
り
は
教
育
」
を
信
念
と
し
、

「
15
の
春
は
正
夢
に
」
を
目
標
に
掲
げ
て
い
ま

す
。
新
校
舎
の
材
料
に
は
土
倉
庄
三
郎
が
設
け

た
村
有
林
の
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
を
用
い
る
な
ど
、

人
が
減
っ
た
か
ら
統
合
と
い
う
後
ろ
向
き
な
も

の
で
は
な
く
、川
上
村
の
教
育
の
再
ス
タ
ー
ト
、

新
た
な
幕
開
け
に
し
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
が

感
じ
ら
れ
ま
す
。　
　

川
上
村
は
今
も
昔
も
教
育
に
力
を
入
れ
て

い
る
土
地
柄
で
す
。
土
倉
庄
三
郎
が
芳
水
館
を

設
立
し
た
と
き
も
、
川
上
第
一
尋
常
高
等
小
学

校
に
県
内
最
高
の
校
舎
が
建
て
ら
れ
た
と
き

も
、
き
っ
と
同
じ
よ
う
な
意
気
込
み
を
も
っ
て

あ
た
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

今
は
基
礎
の
石
垣
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
そ
の
前
に
立
つ
と
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な

い
川
上
村
の
人
た
ち
の
教
育
に
対
す
る
熱
い
お

も
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。
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巨樹の「グッときた」もの探し。
木漏れ日、新緑の瑞々しさ、巨樹
の力強さ等の意見が出ました。
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普
段
通
り
も
必
要
で
す
が
、
世
間
全
体
が
新
し

い
仕
組
み
づ
く
り
へ
と
向
い
て
い
る
今
が
再
始
動

の
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、
折
角
だ
か
ら
工
夫
し
て
み

よ
う
！
と
い
う
こ
と
で
、
受
け
手
側
の
視
点
を

大
切
に
で
き
る
よ
う
、
水
源
地
の
森
ツ
ア
ー
と

オ
ン
ラ
イ
ン
源
流
教
室
で
実
施
し
た
工
夫
を

紹
介
し
ま
す
。

　

水
源
地
の
森
ツ
ア
ー
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ

た
「
お
も
し
ろ
い
」
を
共
有
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

か
ね
て
か
ら
、
ツ
ア
ー
中
の
解
説
よ
り
も
昼
食
後

の
観
察
タ
イ
ム
の
方
が
参
加
者
さ
ん
の
反
応
が
良

い
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
し
た
。
ツ
ア
ー
中
の
解
説

は
、
い
わ
ば
教
科
書
の
様
な
も
の
で
、
伝
え
た
い

事
が
一
方
通
行
に
な
っ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
し

た
。
今
回
は
、「
見
つ
け
る
」
面
白
さ
を
伝
え
ら

れ
る
よ
う
心
掛
け
、観
察
タ
イ
ム
で
は
「
気
づ
き
」

を
返
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
心
に
グ
ッ
と
き
た
も

の
を
探
し
て
も
ら
う
自
由
時
間
を
設
け
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
見
つ
け
た
グ
ッ
と
き
た
も
の
は
、
巨

樹
か
ら
の
木
漏
れ
日
、
風
に
ざ
わ
め
く
葉
の
音
、

絶
え
間
な
く
変
化
す
る
水
面
の
き
ら
め
き
、
森
の

香
り
な
ど
、
五
感
で
感
じ
ら
れ
る
魅
力
に
富
ん
で

お
り
、
樹
木
や
昆
虫
な
ど
、
そ
こ
に
在
る
も
の
の

名
前
を
知
ら
な
く
て
も
、
水
源
地
の
森
と
い
う
空

間
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
伝
え
て
も
ら

え
ま
し
た
。
水
が
生
ま
れ
る
場
所
に
足
を
運
ぶ
だ

け
で
様
々
な
気
づ
き
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
、
今
回

の
ツ
ア
ー
か
ら
学
ば
せ
て
も
ら
え
ま
し
た
。　

　

オ
ン
ラ
イ
ン
源
流
教
室
で
は
、「
昆
虫
が
嫌

い
な
理
由
」
を
共
有
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み

ま
し
た
。
昆
虫
嫌
い
の
子
ど
も
に
ど
う
や
っ
て

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
か
。
昆
虫
の
授
業
で
は

常
に
こ
の
課
題
が
付
き
ま
と
い
ま
す
。
嫌
い
の

理
由
は
「
気
持
ち
悪
い
か
ら
。」「
脚
が
多
い

か
ら
。」「
変
な
動
き
を
す
る
か
ら
。」
な
ど
と

い
う
相
手
の
こ
と
を
良
く
知
ら
な
い
こ
と
か
ら

生
ま
れ
る
苦
手
意
識
が
原
因
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。「
ク
ラ
ス
の
友
達
と
ど
う
や
っ
て
仲
良
く

な
っ
た
？
相
手
の
事
を
良
く
知
っ
た
ら
友
達
に

な
れ
た
の
と
一
緒
で
、昆
虫
の
事
を
知
っ
た
ら
、

昆
虫
嫌
い
で
も
平
気
に
な
れ
る
よ
。」こ
の
一
言

で
教
室
の
雰
囲
気
は
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
こ
か

ら
目
を
輝
か
せ
て
話
を
聞
い
て
く
れ
る
よ
う
に

な
り
、
積
極
的
に
疑
問
や
質
問
を
投
げ
か
け
て

く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
日
の
夕
方
、

授
業
の
御
礼
の
お
手
紙
が
届
け
ら
れ
、
前
年
度

と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
昆
虫
に
興
味
を
持

っ
た
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
面
白
い
」
や
「
嫌
い
」
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ

た
視
点
を
共
有
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
一
体
感

を
大
事
に
で
き
る
よ
う
、
今
後
も
工
夫
を
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ふりかえり、さぁ 進もう。

『川上宣言』から学ぶ ”他を思う心”

川上村と伝統野菜をみつめて

あらためて源流人会とは

川上第一小学校の石垣

森ツアー／源流教室／草刈りボランティア

●
●
●
●
●
●

再
始
動
へ
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奈
良
県
、
和
歌
山
県
か
ら
の
12
人
の
参
加
者
で

実
施
し
ま
し
た
。
森
と
水
の
源
流
館
が
管
理
す
る

一
区
画
（
見
本
園
）
の
草
刈
り
と
白
屋
地
区
の
自

然
観
察
を
行
い
、
併
せ
て
前
回
に
引
き
続
き
侵
略

的
な
外
来
種
（
主
に
ナ
ル
ト
サ
ワ
ギ
ク
と
ア
メ
リ

カ
オ
ニ
ア
ザ
ミ
）
の
駆
除
を
実
施
し
ま
し
た
。
見

本
園
に
は
、
自
然
に
生
え
て
き
た
パ
イ
オ
ニ
ア
種

の
樹
木
を
少
し
残
し
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
ク
ワ

の
実
が
た
わ
わ
に
実
っ
て
い
ま
し
た
。
草
刈
り
の

合
間
に
甘
酸
っ
ぱ
い
ご
ほ
う
び
も
楽
し
み
ま
し
た

　

後
半
の
自
然
観
察
と
外
来
種
の
駆
除
で
は
、
参

加
者
の
み
な
さ
ん
で
ア
メ
リ
カ
オ
ニ
ア
ザ
ミ
の
ト

ゲ
の
危
な
さ
を
じ
っ
く
り
と
観
察
し
、
相
手
を
よ

く
知
っ
た
上
で
駆
除
作
業
を
行
う
な
ど
し
て
作
業

を
行
い
ま
し
た
。

　

終
了
後
「
白
屋
で
環
境
保
全

活
動
を
行
え
た
こ
と
、
そ
れ
に

み
な
さ
ん
と
の
出
会
い
が
と
て

も
う
れ
し
か
っ
た
」
と
い
う
う

れ
し
い
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
参
加
し
た
み
な
さ
ん
も
笑

顔
で
感
想
を
共
有
し
て
い
き
ま

し
た
。
水
源
地
の
村
づ
く
り
は

川
上
村
に
集
ま
る
み
な
さ
ん
の

協
力
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
、
キ

ラ
リ
と
光
る
村
づ
く
り
に
な
っ

て
い
ま
す
。
今
後
も
活
動
を
通

じ
た
交
流
の
輪
を
広
げ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

令和2年度は、130,846円の森守募金を
お預かりし「水源地の森」啓発パンフ
レットと啓発看板の作成を行いました。

源流域の環境保全は
みなさまの善意に
支えられています。
ひきつづき、ご協力をお願いいたします。

森
も り も り

守募金
にご協力ありがとうございました。
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