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あの人・時代・風景をたどる 追憶散歩②

●奈良満喫 アウトドア遊び Vol.2

●リレー連載 世界遺産 奈良の風景㉔

●奈良色十色 02若草色

●もっと知りたい! 探求のトビラ②

●奈良の端っこを見に行く Vol.05

●奈良発 ＳＤＧｓ
●Biblio 啓林堂書店の外さない本棚
●Timely Journal 奈良・大阪・東京の時事ニュース
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24
時
間
以
上
発
酵
さ
せ
た
生
地
が

薪
窯
の
な
か
で
焼
け
、
じ
ん
わ
り
と

チ
ー
ズ
が
と
ろ
け
る
頃
、
期
待
は
最

高
潮
に
。
お
待
ち
遠
様
。Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｒ

Ｏ
が
焼
く
本
場
ナ
ポ
リ
ピ
ッ
ツ
ァ
が

運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
生
地
は
小
麦

粉
使
用
の
も
の
と
グ
ル
テ
ン
フ
リ
ー

の
２
種
類
か
ら
選
択
で
き
、
香
ば
し

く
焼
け
た
チ
ー
ズ
の
ス
テ
ー
ジ
で
は

奈
良
の
有
機
野
菜
た
ち
が
競
演
し
て
い
ま
す
。

　
オ
ー
ナ
ー
シ
ェ
フ
の
強
い
こ
だ
わ
り
の
一
つ
が
、
ナ
ポ
リ
で
学

ん
だ
グ
ル
テ
ン
フ
リ
ー
生
地
。
お
い
し
さ
や
製
法
、
安
全
性
を
追

求
し
、
健
康
や
体
調
に
不
安
を
感
じ
ず
、
家
族
や
友
人
と
存
分
に

ピ
ッ
ツ
ァ
を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
思
い
や
り
が
込
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

　
２
０
１
９
年
、
当
地
開
催
の
ナ
ポ
リ
ピ
ッ
ツ
ァ
世
界
選
手
権

で
グ
ル
テ
ン
フ
リ
ー
部
門
第
１
位
に
輝
い
た
、
そ
の
技
と
味
。

ピ
ッ
ツ
ァ
の
お
い
し
さ
に
目
覚
め
ま
す
。

お店の詳しい情報は
こちらをチェック

PIZZERIA ICARO

イーカロ 薪窯ピッツァ専門店

住　所　奈良県奈良市二条大路5丁目2-48
ＴＥＬ　0742-93-9070
営業日　ランチ 平　日 11:30～15:00（L.O.14:00）
　　　　　　　 土日祝 11:30～15:30（L.O.14:30）
　　　　ディナー 17:30～21:00（L.O.20:00）
定休日　月曜・火曜（不定休あり）
詳しい情報は右側QRコードから公式ホームページをご確認ください。
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竹
内
街
道
をゆく

司
馬
遼
太
郎
の

ふ
る
さ
と

②司馬遼太郎「竹内街道」
たけのうち

　
奈
良
を
愛
す
る
皆
さ
ん
、
冒
頭
か
ら
気

が
滅
い
る
話
で
恐
縮
で
す
。作
家 

司
馬
遼

太
郎
は
『
街
道
を
ゆ
く
「
竹
内
街
道
」』
の

中
で
「
い
ま
の
現
実
の
奈
良
県
の
景
色
」
を
、

「
こ
の
日
本
で
も
も
っ
と
も
汚
ら
し
い
県
の

一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
風
景
」
と
断
じ
て

い
ま
す
。『
街
道
を
ゆ
く
』
の
連
載
が
始

ま
っ
た
１
９
７
１
年
頃
、
日
本
は
イ
ザ
ナ

ギ
景
気
か
ら
日
本
列
島
改
造
期
を
迎
え

つ
つ
あ
り
、
地
方
の
隅
々
ま
で
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
大
増
殖
が
押
し
寄
せ
、
元
来
の

風
土
が
激
変
し
て
い
た
時
代
。「
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
が
赤
松
林
を
根
こ
そ
ぎ
に
均
し
、
古
墳

を
こ
そ
ぎ
と
っ
た
そ
の
剥
げ
地
に
セ
メ
ン
ト

に
赤
青
の
塗
料
を
吹
き
付
け
た
瓦
屋
根
の
む

れ
が
は
り
つ
い
て
い
て
…
」
と
う
ん
ざ
り
さ

れ
た
の
も
仕
方
が
な
い
こ
と
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。取
材
旅
行
の
同
伴
者
で
あ
る
画

家 

須
田
剋
太
氏
も
「
大
和
も
も
う
だ
め
で

す
ね
」と
嘆
い
て
い
ま
す
。

　
週
刊
朝
日
で
『
街
道
を
ゆ
く
』
の
連
載

が
始
ま
っ
た
当
時
か
ら
50
年
以
上
の
歳

月
が
流
れ
た
〝
今
〞
を
生
き
る
私
た
ち
。

司
馬
さ
ん
な
ら
現
在
の
奈
良
を
ど
の
よ

う
に
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
ま
ず

は
司
馬
さ
ん
が
第
二
の
故
郷
と
愛
し
た

奈
良
が
ど
の
よ
う
な
風
景
だ
っ
た
の
か

見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
街
道
を
ゆ
く
」
で
語
ら
れ
た

司
馬
遼
太
郎
の
ふ
る
さ
と
奈
良

長
尾 ― 

竹
内
間
の
ほ
ん
の
数
丁
の
間
は

日
本
で
唯
一
の

国
宝
に
指
定
さ
る
べ
き
道
で
あ
ろ
う
。

（『
街
道
を
ゆ
く「
竹
内
街
道（
葛
城
山
）」』よ
り
）

（
引
用
部『
街
道
を
ゆ
く「
竹
内
街
道（
布
留
の
里
）」』よ
り
）

な
ら
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②司馬遼太郎「竹内街道」

樹叢にうずもれてかすかにうかがえる當麻寺と、青田越しの葛城山系

葛城をあおぐ場所は、
長尾村の北端である事がのぞましい。

それも田のあぜから望まれよ。

　
奈
良
県
葛
城
市
竹
内
。こ
こ
が
今
回
の

追
憶
の
舞
台
で
す
。2
0
2
3
年
に
生
誕

1
0
0
周
年
を
迎
え
る
司
馬
さ
ん
は
大

阪
市
生
ま
れ
で
す
が
、
幼
少
〜
少
年
期
は

母
の
実
家
が
あ
る
竹
内
で
暮
ら
し
て
い

た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。「
竹
内
峠
の
山
麓

は
い
わ
ば
故
郷
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と

『
街
道
を
ゆ
く
』に
記
し
て
い
る
通
り
、
竹

内
は
司
馬
さ
ん
に
と
っ
て
大
事
な
〝
故

郷
〞
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
も
し
文
化
庁
に
そ
の
気
が
あ
っ
て
道
路

を
も
文
化
財
指
定
の
対
象
に
す
る
な
ら
、
長

尾
―
竹
内
間
の
ほ
ん
の
数
丁
の
間
は
日
本
で

唯
一
の
国
宝
に
指
定
さ
る
べ
き
道
で
あ
ろ

う
」と
語
ら
せ
る
ほ
ど
に
、司
馬
さ
ん
は
思

い
入
れ
を
も
っ
て
竹
内
街
道
を
見
て
い

ま
し
た
。

　
竹
内
街
道
と
は
、
日
本
書
紀
に
記
さ
れ

た
官
道
で
、
難
波
と
飛
鳥
を
結
ぶ
重
要
な

道
と
し
て
推
古
天
皇
に
よ
り
敷
設
さ
れ

た
道
を
指
し
、
日
本
最
古
の
官
道
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。司
馬
さ
ん
は
『
街
道
を
ゆ

く
』
で
「
古
代
の
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
と
も
い

う
べ
き
道
」
と
独
自
の
歴
史
観
で
評
し
て

い
ま
す
。

　
「
葛
城
を
あ
お
ぐ
場
所
は
、長
尾
村
の
北
端

で
あ
る
事
が
の
ぞ
ま
し
い
。そ
れ
も
田
の
あ

ぜ
か
ら
望
ま
れ
よ
」「
大
和
で
、こ
の
角
度
か

ら
み
た
景
色
が
い
ち
ば
ん
う
つ
く
し
い
」
と

饒
舌
に
語
る
ほ
ど
こ
の
地
を
気
に
入
っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　

葛
城
山
が
手
前
に
大
き
く
際
立
ち
、
そ

の
む
こ
う
に
金
剛
山
が
わ
ず
か
に
頂
上
だ

け
を
の
ぞ
か
せ
る
。そ
ん
な
葛
城
山
地
の

右
袖
を
ひ
き
た
て
る
よ
う
に
二
上
山
の

稜
線
が
な
だ
ら
か
に
続
き
、
そ
の
麓
に
深

緑
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
當
麻
寺
の
堂
塔

が
佇
む
風
景
を
司
馬
さ
ん
は
闊
達
な
筆

で
描
写
し
て
い
ま
す
。住
宅
地
化
が
進

み
、
幹
線
沿
い
の
風
景
は
多
少
変
わ
り
ま

し
た
が
、
葛
城
市
長
尾
か
ら
は
今
も
司
馬

さ
ん
が
記
し
た
通
り
の
風
景
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
司
馬
さ
ん
と
い
え
ば
先
の
戦
争
に
従

軍
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

『
街
道
を
ゆ
く
』
に
は
出
征
前
に
故
郷
に

立
ち
寄
っ
た
際
、
淡
い
恋
心
を
感
じ
る

シ
ー
ン
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
赤
裸
々
に

つ
づ
ら
れ
て
い
ま
す
。竹
内
街
道
の
坂
を

自
転
車
に
乗
っ
て
く
だ
っ
て
き
た
赤
い

セ
ー
タ
ー
の
女
性
が
い
て
、
す
れ
ち
が
い

ざ
ま
に
司
馬
青
年
に
微
笑
ん
だ
よ
う
に

感
じ
た
の
で
、
振
り
返
っ
た
が
も
う
坂
の

下
に
消
え
て
い
て
、
い
ま
で
も
そ
の
笑
顔

が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
甘
酸
っ
ぱ
い

一
コ
マ
。こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
〝
葛
城

乙
女
〞
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
て
、
司

馬
さ
ん
が
、
後
に
歴
史
小
説
家
と
し
て
大

成
す
る
原
体
験
を
こ
の
土
地
で
刻
ん
で

い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
原
点
は
少
年
時
代
に
ま
で
遡
り

ま
す
。『
街
道
を
ゆ
く
』
で
は
、
司
馬
少
年

が
近
所
の
友
達
と
ヤ
ジ
リ
な
ど
の
石
器

集
め
に
夢
中
に
な
り
、
中
で
も
氏
が
ひ
と

際
得
意
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
あ
ま
り
に
ヤ
ジ
リ
が
小
さ
か
っ
た

の
で
太
古
の
葛
城
人
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
考

「
古
代
の
シ
ル
ク
・
ロ
ー
ド
と
も

い
う
べ
き
道
」
―
竹
内
街
道

少
年
時
代
と
葛
城
乙
女

（『街道をゆく「竹内街道（竹内越）」』より）

か
っ
た
つ
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奈良県

大阪府

橿原市

香芝市

葛城市

2525

24

24
169

郡山IC

葛城IC

至 

大
阪

京
奈
和
道

南阪奈道

京
奈
和
道

西名
阪道

香芝IC

165

168166
葛城市
竹内

竹内街道（長尾-竹内間）

かつて司馬さんが竹内村（現在の葛城市竹内）の友達と
海の大きさを語った上池（かみのいけ）。写真奥には竹内街道が通っている

竹内峠頂上付近 司馬遼太郎揮毫の鶯の関址文学碑と道標

司馬さんが「葛城乙
女」とすれ違った場所
…かもしれない竹内街
道の坂道（葛城市内）
周辺には駐車場も整備
されています

竹内遺跡出土の石器
二上山はサヌカイトの産地でもあり、昔は田
畑でも石器が見つかったといわれています
（写真提供：葛城市歴史博物館）

夕日が落ちる二上山

二
上
山
が
、
雌
岳
を
左
に
雄
岳
を
右
に

な
だ
ら
か
に
起
伏
さ
せ
、

そ
し
て
大
和
盆
地
か
ら
み
れ
ば

夕
陽
は
こ
の
山
に
落
ち
る
。

そ
の
西
陽
の
落
ち
る
あ
た
り
に
、

中
世
の
浄
土
信
仰
の

一
淵
叢
で
あ
っ
た
当
麻
寺
が
あ
り
、（
中
略
）

そ
の
堂
塔
は
露
骨
で
は
な
く
、

樹
叢
に
う
ず
も
れ
て
か
す
か
に
う
か
が
え
る
。

「
大
和
で
、こ
の
角
度
か
ら
み
た
景
色
が

い
ち
ば
ん
う
つ
く
し
い
」

え
ん
そ
う

め 

だ
け

ふ
た
が
み
や
ま

た
い
ま

お 

だ
け

じ
ゅ
そ
う

葛城市商工観光プロモーション課
奈良県葛城市柿本166
TEL : 0745-44-5111

協 力
葛城市歴史博物館
奈良県葛城市忍海250-1
TEL : 0745-64-1414

察
し
、心
配
ま
で
し
て
い
た
こ
と
が
描
写
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
竹
内
峠
の
上
池
で
は
友
達
と
の
次
の
よ

う
な
や
り
と
り
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
海
っ
ち
ゅ
う
の
は
デ
ラ
イ
け
？
」
と
友
達
。

「
デ
ラ
イ
」
と
司
馬
少
年
は
断
言
。

「
カ
ミ
の
池
よ
り
デ
ラ
イ
け
」

「
む
こ
う
が
見
え
ん
」

　
こ
の
友
達
と
の
や
り
と
り
か
ら
も
、
人

よ
り
も
一
つ
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
物
事
を

観
る
こ
と
が
で
き
た
少
年
だ
っ
た
の
だ
と

感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　『
街
道
を
ゆ
く「
竹
内
街
道
」』は
、　一
行

が
夜
間
に
竹
内
峠
を
越
え
よ
う
と
す
る
も
、

車
の
故
障
で
足
止
め
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
こ
ろ
で
筆
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
ど
こ

に
宿
を
と
っ
た
の
か
、
以
後
ど
こ
に
向

か
っ
た
の
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
後『
街
道
を
ゆ
く
』は
１
９
９
６
年

ま
で
連
載
が
続
き
ま
す
が
、
氏
の
逝
去
に

よ
り
未
完
の
ま
ま
絶
筆
し
て
い
ま
す
。そ

れ
故
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
少
し
ば

か
り
懐
古
的
で
、
現
代
感
覚
か
ら
す
れ
ば

や
や
気
難
し
い
取
材
旅
行
の
一
行
は
、

〝
今
〞
も
日
本
の
ど
こ
か
で
、
変
わ
り
ゆ
く

風
景
を
眺
め
つ
つ
、
我
々
日
本
人
に
苦
言

を
呈
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

（『
街
道
を
ゆ
く「
竹
内
街
道（
竹
内
越
）」』よ
り
）

（
引
用
部『
街
道
を
ゆ
く「
竹
内
街
道
」』よ
り
）



4

アウトドア遊び

アクティブに遊べる
キャンプ場

Vol.2

みつえ青少年旅行村

ボウケンノモリ オウジ

みつえ青少年旅行村

みつえ青少年旅行村

ボウケンノモリ オウジ

　
新
し
い
生
活
様
式
に
適
う
安
心
・
安
全

な
ア
ウ
ト
ド
ア
レ
ジ
ャ
ー
と
し
て
、
ブ
ー

ム
再
燃
中
の
キ
ャ
ン
プ
。
国
内
ア
ウ
ト
ド

ア
用
品
・
施
設
等
の
市
場
規
模
は
21
年
度

に
３
，０
０
０
億
円
台
に
回
復
見
込
み
で
、

22
年
度
は
３
，１
０
０
億
円
規
模
に
な
る
と

予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
波
に
乗
ろ
う
と
、
今
回
は
「
キ
ャ

ン
プ
」
が
テ
ー
マ
。
奈
良
県
内
に
は
約
60

の
キ
ャ
ン
プ
場
・
施
設
が
あ
り
、
河
原
、

林
間
、
野
趣
満
点
、
整
然
と
区
画
さ
れ
て

い
る
等
、
タ
イ
プ
は
様
々
で
す
。
楽
し
み

方
も
多
様
化
し
て
い
て
、
テ
ン
ト
を
設
営

し
て
、
飯
盒
で
お
米
を
炊
き
、
カ
レ
ー
を

作
っ
て
、
夜
は
ゆ
っ
く
り
と
語
ら
い
、
寝

袋
に
く
る
ま
る
―
は
旧
来
の
定
番
で
、
今

は
ほ
と
ん
ど
を
現
地
調
達
（
レ
ン
タ
ル
）

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
精
神
旺
盛
な
キ
ャ
ン
プ

場
も
あ
り
ま
す
。
日
帰
り
で
自
然
遊
び
を

す
る
な
ら
、
テ
ン
ト
が
な
く
て
も
楽
し
め

ま
す
。
本
企
画
で
紹
介
し
て
い
る
「
冒

険
・
ス
リ
ル
」
「
現
地
限
定
体
験
」
で
遊

べ
る
キ
ャ
ン
プ
場
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

　
キ
ャ
ン
プ
中
は
時
間
無
制
限
で
野
性
的

に
遊
べ
る
子
ど
も
た
ち
。
張
り
切
っ
ち
ゃ

う
お
父
さ
ん
。
子
ど
も
の
た
く
ま
し
さ
に

感
動
す
る
お
母
さ
ん
。
仲
の
良
さ
が
深
ま

る
友
だ
ち
や
恋
人
た
ち
。
た
く
さ
ん
遊
ん

で
、
た
く
さ
ん
ワ
ク
ワ
ク
で
き
る
キ
ャ
ン

プ
へ
。

　
ほ
ら
、
出
発
の
時
間
で
す
よ
！

大
人
も
子
ど
も
も
遊
び
盛
り

じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
！



スリル満点のジップラインを体験！
冒険遊びができるボウ
ケンノモリ オウジでは
ジップラインができま
す！森の中に張ったワ
イヤーを滑車だけで滑
り降りていくスリルと
爽快感に「サイコー！」
（絶叫）間違いなし！
■￥ディスカバリーコース
体験 2,000円

〒630‒8520　奈良市杏町216－1
TEL（0742）63－2001㈹
https://www.skater.co.jp/

スペアリブ
●焼いて煮込むだけの簡単調理で極上の味！

遊んだ後はお腹が空いてきたはず。メスティンを使ってアウトドアご飯を作ってみよう！

材料（2人分）：スペアリブ400ｇ、サラダ油大さじ１、A：酒200ml、
みりん100ml、はちみつ大さじ２、にんにくすりおろし１かけ、B：
しょうゆ大さじ３、ケチャップ大さじ２、お好みでカイワレ大根適量
作り方：❶メスティンにサラダ油をひき、スペアリブを全面しっかり
と焼き色をつける。❷Aを入れて蓋をし、ひっくり返しながら30分
ほど煮込む。❸肉が柔らかくなったらBを入れて水分を飛ばしな
がら煮詰めて完成！

ナポリタンスパゲッティ
●メスティンだけで作る具だくさん洋食パスタ！

材料（2人分）：パスタ200ｇ、玉ねぎ1/2個（スライス）、ピーマン２個（ス
ライス）、ソーセージ４本、水約550ml、固形ブイヨン１かけ、バター大
さじ１、塩コショウ適量、ケチャップ大さじ５、お好みで粉チーズ適量
作り方：❶メスティンにバターを入れ、玉ねぎ、ピーマン、カットした
ソーセージを炒める。❷❶に水を注ぎ、沸騰したら半分にパスタを
折って茹でる。❸茹で上がったら弱火で水分を飛ばす。❹塩コショ
ウ、ケチャップを入れ炒めて完成！

丈夫で熱伝導性に優れたアルミ製
メスティン。飯ごうはもちろん、ハンドルが
付いているのでフライパン・鍋などの調理器具として
料理を作ることも出来ます。
【目盛付き】カラー アルミメスティンL[1000ml]グリーン 3,520円(税込)

暑い日は川で涼しく遊ぼう！
流れが穏やかで水深も
浅く、幼児でも楽しめる
川遊びスポットがみつ
え青少年旅行村にあり
ます。すべり台が設置さ
れていて、浮き輪に乗っ
て滑ることができます。
■￥日帰りプラン／1,500
円～ 

アマゴ掴み  生きた魚を侮るな！
活きのいいアマゴを捕まえる
のは大人でもタイヘン。捕まえ
た瞬間の喜びは忘れられない
思い出になるでしょう！捕ま
えたアマゴは焼いて食べるこ
とができます。
■￥1回5匹／2,500円 （要予約）
（みつえ青少年旅行村）

ツリートップアドベンチャー
森林をそのまま活用した樹上
で体験できる本格アスレチッ
ク!木から木へ色々なアクティ
ビティをクリアしてゴールを
目指します。 
■￥アドベンチャーコース体験
3,000円
（ボウケンノモリ オウジ）

1鍛造（たんぞう）製ペグ
テントやタープに付属しているペグは
曲がったり折れやすく辛い思いをした
事はありませんか。鍛造製なら折れず
に硬い地面にも突き刺さります。

2ペグハンマー
鍛造製ペグを打つハンマーも鍛造製で
頑丈なものを選べば安心です。

3LEDランタン
ガスやオイルのランタンはお洒落で味
わい深いものがありますが、実用性の
高いLEDランタンをオススメします。
火気を使わないのでテント内でも使用
することもできます。中にはランタン
本体がモバイルチャージャーとして機
能する商品もあり、緊急事態用として
も重宝します。背面

5

使ったのは
コレ

●お問合せ

遊べるのはココ!!

メスティンでキャンプ飯を作ろう

あると便利な
キャンプギア

いま
人気の

■1

■2

■3

みつえ青少年旅行村
奈良県宇陀郡御杖村神末1790番地
TEL：0745-95-3088(10時～16時)
※ご予約はインターネットのみ
　https://www.nap-camp.com/nara/12591
　3か月前の1日10:00より、予約受付開始

菩提キャンプ場
『ボウケンノモリ オウジ』
奈良県北葛城郡王寺町太子2-813-4
TEL：090-8821-4010
平日10:00～17:00（最終受付時間15:00）
土日祝9:00～17:00（最終受付時間15:00）
不定休　※デイキャンプのみ
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マ
ン
ガ
『
呪
術
廻
戦
』
が
若
者
を
中

心
に
流
行
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、

呪
術
師
と
よ
ば
れ
る
者
た
ち
が
人
間
の

辛
酸
や
恥
辱
と
い
っ
た
負
の
感
情
か
ら

生
ま
れ
た
化
け
物
を
退
治
す
る
ダ
ー
ク

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
で
あ
る
。
作
中
に

お
い
て
登
場
人
物
の
伏
黒
恵
が
「
布
瑠

部
由
良
由
良
…
」
と
唱
え
、
式
神
を
召

喚
す
る
場
面
が
あ
る
。
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の
呪
言
は
奈
良

県
天
理
市
に
あ
る
石
上
神
宮
に
関
連
す

る
。

　『
先
代
旧
事
本
紀
』（
平
安
初
期
成
立
）

に
よ
る
と
、
天
孫
・
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
命
を
う
け
地
上
に
天

下
り
し
た
際
（
天
孫
降
臨
）
に
天
神
御

祖
か
ら
十
種
類
の
宝
物
と
と
も
に
呪
言

が
物
部
氏
の
遠
祖
で
あ
る
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ

ノ
ミ
コ
ト
に
授
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
々

が
病
疾
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
「
一
二
三

四
五
六
七
八
九
十
」
と
唱
え
、
そ
の
宝

物
を
「
布
瑠
部
。
由
良
由
良
止
布
瑠
部
」

（
ふ
る
わ
せ
な
い
さ
い
。
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ふ

る
わ
せ
な
さ
い
）
と
な
せ
ば
、
死
人
も

生
き
返
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
の
一
節

が
『
呪
術
廻
戦
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
呪
言
は
、
現
在

も
石
上
神
宮
に
祝
詞
「
十
種
祓
詞
」
と

し
て
、
ま
た
毎
年
11
月
22
日
に
行
わ
れ

る
「
鎮
魂
祭
」
と
し
て
石
上
神
宮
に
受

け
継
が
れ
て
い
る
。

　「
鎮
魂
」
は
一
般
的
に
死
者
の
魂
を
慰

め
る
意
で
あ
る
が
、
本
来
「
鎮
魂
」
は

「
た
ま
ふ
り
」
と
よ
ま
れ
、
人
の
魂
を
活

性
化
す
る
祭
儀
で
あ
る
。
古
代
に
お
い

て
人
の
魂
は
、
人
の
体
の
中
に
あ
っ
て

驚
き
や
病
気
な
ど
で
衰
え
た
り
、
遊
離

し
た
り
す
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

驚
く
こ
と
を
「
魂
消
る
」
と
言
う
の
も

そ
れ
に
由
来
し
、
放
心
状
態
を
「
ぬ
け

が
ら
」、
死
ん
だ
体
を
「
な
き
が
ら
」
と

言
う
の
は
、「
魂
」
が
抜
け
去
り
、
空
っ

ぽ
に
な
っ
た
状
態
を
さ
す
か
ら
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
中
臣
宅
守
が
狭
野

弟
上
娘
子
を
娶
っ
た
罪
で
越
前
国
に
配

流
さ
れ
た
際
に
、
平
城
京
に
い
る
狭
野

弟
上
娘
子
が
中
臣
宅
守
に
贈
っ
た
次
の

歌
が
あ
る
。

　・
魂
は 

朝
夕
に 

た
ま
ふ
れ
ど 

我
が

胸
痛
し 

恋
の
繁
き
に

　
（
15
・
三
七
六
七
）

「
私
の
魂
は
朝
な
夕
な
に
〝
た
ま
ふ
り
〞

を
し
、
鎮
め
る
け
れ
ど
も
、
私
の
胸
は

な
お
も
痛
い
。
あ
な
た
へ
の
恋
が
激
し

い
の
で
」
と
い
っ
た
意
で
あ
り
、
最
愛

の
人
に
逢
え
な
い
こ
と
の
辛
さ
を
歌
う
。

「
た
ま
ふ
り
」
に
は
、
辛
い
気
持
ち
を
和

ら
げ
、
心
を
静
め
る
呪
的
作
用
が
あ
っ

拝殿：国宝に指定されている現存する最古の拝殿

じ
ゅ
じ
ゅ
つ
か
い
せ
ん

べ
　
ゆ
　
る
　
ゆ
　
ら

ふ
　
る

せ
ん
だ
い 

く
　
じ
　ほ
ん 

ぎ
め
い

あ
ま
つ
か
み
の
み

お
や

や
ま
い

ひ
と
ふ
た 

み

よ
い
つ
む
ゆ
な
な
や
こ
こ
の
た
り
や

ふ
　
る
　
べ

ゆ
　
ら
　
ゆ
　
ら
　
と
　
ふ
　
る
　
べ

と
く
さ
の
は
ら
え
の
こ
と
ば

ふ
し
ぐ
ろ
め
ぐ
み

み
た
ま
し
づ
め
の
ま
つ
り

ち
ん
こ
ん

た
ま 

げ

あ
さ
な
ゆ
ふ
な

め
と
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た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
石
上
神
宮
は
日
本
最
古
の
神
社
の
一

つ
で
あ
る
。
明
治
時
代
ま
で
本
殿
を
持

た
ず
、
布
留
山
を
神
体
山
と
し
、
霊
剣

や
神
宝
を
「
布
留
社
」
と
刻
ま
れ
た
剣

先
状
の
石
製
瑞
垣
に
囲
ん
だ
禁
足
地
（
足

を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
聖

地
）
に
祀
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
神
宝
の

ひ
と
つ
が
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
で
あ
り
、
石

上
神
宮
の
祭
神
で
あ
る
。
こ
の
フ
ツ
ノ

ミ
タ
マ
に
つ
い
て
は
『
古
事
記
』
に
お

い
て
、
初
代
天
皇
・
神
武
天
皇
と
深
く

関
わ
る
。
日
向
よ
り
東
征
し
て
熊
野
に

入
っ
た
と
き
に
、
大
熊
が
あ
ら
わ
れ
て
、

そ
の
毒
気
に
あ
た
り
神
武
天
皇
の
軍
は

倒
れ
る
が
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
高
倉
下

と
い
う
人
物
に
「
横
刀
」
が
与
え
、
そ

の
霊
威
に
よ
っ
て
勝
利
す
る
。『
古
事
記
』

で
は
「
此
の
刀
の
名
は
佐
士
布
都
神
と

云
ひ
、
亦
の
名
は
甕
布
都
神
と
云
ひ
、

亦
の
名
は
布
都
御
魂
。
石
上
神
宮
に
坐

す
」
と
あ
る
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』

に
お
け
る
「
神
宮
」
は
、
伊
勢
神
宮
と

石
上
神
宮
で
あ
り
、
王
権
に
と
っ
て
特

別
な
神
社
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
拝
殿
は
白
河
天
皇
が
鎮
魂
祭
の
た
め

に
、
平
安
時
代
に
宮
中
の
神
嘉
殿
を
寄

進
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
、
現
存
最

古
の
拝
殿
で
あ
り
国
宝
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
楼
門
は
鎌
倉
時
代
末
期
に

建
立
さ
れ
、
正
面
に
掲
げ
る
「
萬
古
猶

新
」
の
字
は
、
明
治
時
代
の
山
縣
有
朋

の
筆
に
よ
る
。「
萬
古
猶
新
」
は
、「
萬

古
（
い
に
し
え
）
の
も
の
で
あ
り
な
が

ら
新
し
さ
を
失
わ
な
い
。
本
当
に
大
切

な
も
の
は
不
変
で
あ
る
。」
と
い
う
意
が

込
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
石
上
神
宮
、

奈
良
県
そ
の
も
の
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。

　
石
上
神
宮
に
つ
い
て
語
る
に
は
、
七

支
刀
、
物
部
氏
と
の
関
わ
り
、
神
杉
、

鶏
、
万
葉
歌
碑
…
な
ど
な
ど
紙
幅
が
足

り
な
い
。
ま
た
石
上
神
宮
だ
け
で
な
く
、

石
上
神
宮
の
近
く
に
は
良
因
寺
跡
が
あ

る
（
現
在
の
厳
島
神
社
）。
良
因
寺
は

『
後
撰
集
』
に
み
え
る
小
野
小
町
と
遍
昭

が
贈
答
歌
を
か
わ
し
た
石
上
寺
の
こ
と

と
さ
れ
る
（
歌
碑
あ
り
）。
遍
昭
や
子
・

素
性
法
師
も
共
住
し
た
。
平
安
時
代
、

初
瀬
詣
の
旅
路
に
相
模
・
伊
勢
・
菅
原

孝
標
娘
な
ど
も
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
。

是
非
「
石
上
」
の
地
を
訪
れ
、「
萬
古
猶

新
」
を
体
感
し
て
も
ら
い
た
い
。

鈴木 喬
［すずき たかし］
愛知県生まれ。愛知県立大学大学院博士後期
課程修了。博士（国際文化）。
著書『万葉集の基礎知識』（角川選書・2021
年｟共著｠）、『万葉をヨム―方法論の今とこれ
から 』（笠間書院・2019（共著））など。論文「『古
事記』における文字運用―「賣」字における
表語性をめぐって―」（『古事記年報』第 62 号・
2020 年）では第14回萬葉学会奨励賞（語学）
を受賞。

先代旧事本紀
（江戸時代寛永21年版：国会図書館）

先代旧事本紀
（江戸時代寛永21年版：国会図書館）

石上神宮楼門「萬古猶新」石上神宮楼門「萬古猶新」

タ
カ
ク
ラ  

ジ

さ
　
じ

ふ 

つ
の
か
み

み
か 

ふ  

つ
の
か
み

ふ 

つ
の
み  

た
ま

ば
ん 

こ

し
ん

や
ま
が
た
あ
り
と
も

ゆ
う



02 若草色

色
奈良の歴史・文化・風景とつながる
日本の伝統　　を紹介します。

若草色の代表的な近似
色として、『源氏物語』
に「柳の織物の細長萌
黄にやあらむ」と記さ
れた萌黄色■、食用
にする菜類の総称とす
る若菜色■、夏前の
草木の黄緑色を表した
若葉色■がある。

若　草　色

色図鑑
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02 若草色

奈良奈 の歴史・文化・風景とつながる

奈良色十色

主な参考文献：「日本の色辞典」吉岡幸雄著　2000年
　　　　　　　「大日本名所図会　第1輯　第3編　大和名所図会」　大正8年（国立国会図書館）

　
奈
良
公
園
の
東
側
に
位
置
す
る
若
草
山
。

そ
れ
を
聞
い
て
、
思
い
浮
か
ぶ
色
、
そ
れ

が
若
草
色
で
す
。
江
戸
時
代
の
図
会
な
ど

で
若
草
山
と
い
う
言
葉
が
明
記
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
色
名
が
つ
け
ら
れ
た
の
は
明
治

時
代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
で
も
山

の
西
麓
が
芝
生
で
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、

4
〜
5
月
頃
か
ら
そ
の
名
の
通
り
若
草
色

に
染
め
ら
れ
ま
す
。

　
若
草
色
と
は
あ
ざ
や
か
な
黄
緑
で
彩
度

の
高
い
色
を
指
し
ま
す
。
春
に
な
り
、

い
っ
せ
い
に
芽
吹
い
た
若
草
を
イ
メ
ー
ジ

し
ま
す
が
、
そ
の
瑞
々
し
さ
か
ら
若
い
女

性
に
も
た
と
え
ら
れ
て
、『
伊
勢
物
語
』
で

は
男
が
妹
を
思
い
、「
う
ら
若
み
ね
よ
げ
に

見
ゆ
る
若
草
を
人
の
結
ば
む
こ
と
を
し
ぞ

思
ふ
」
と
若
く
可
愛
い
妹
が
誰
か
ほ
か
の

人
と
結
ば
れ
る
と
思
う
と
惜
し
い
と
詠
ん

で
い
ま
す
。

　『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
時
期
は
不
明
で
す

が
、
平
安
中
期
成
立
の
『
源
氏
物
語
』
に

『
伊
勢
物
語
』
に
触
れ
る
箇
所
が
あ
る
た

め
、
そ
れ
以
前
と
み
ら
れ
、「
若
草
」
は
遅

く
と
も
平
安
中
期
以
前
に
は
使
わ
れ
て
い

た
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
冒
頭
の
シ
ー
ン
で
は
在
原
業
平
が
春
日

の
里
で
柵
越
し
に
美
し
い
姉
妹
を
の
ぞ
き

見
し
、「
春
日
の
の
わ
か
紫
の
す
り
衣
忍
ぶ

の
み
だ
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
」
と
恋
文
を

送
っ
た
逸
話
が
あ
ま
す
。

　
春
日
野
と
い
え
ば
、
現
在
は
東
大
寺
の

東
側
に
春
日
野
園
地
が
あ
り
、
見
る
角
度

に
よ
っ
て
は
背
景
に
若
草
山
を
写
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。
一
面
若
草
色
の
山
を
み
て

在
原
業
平
は
春
の
訪
れ
と
共
に
恋
の
訪
れ

を
感
じ
て
気
持
ち
が
高
揚
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
冬
の
伝
統
行
事
と
し
て
「
若
草

山
焼
き
」
が
あ
り
ま
す
。
山
焼
き
は
灰
を

肥
料
に
し
て
新
し
い
草
の
生
長
を
促
す
効

果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
、
古
く
か
ら
守

ら
れ
て
き
た
若
草
色
を
今
年
も
私
た
ち
に

見
せ
て
く
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

春日野の若菜の摺衣（巻之一）

春日野園地からの眺め

もえ ぎ いろ 若々しく、美しい。
何かのはじまりを感じさせる若草色



もっと知りたい!

Tankyu  no  Tob i r a

② 草木染

自
然
を
生
か
す

　
　モ
ノ
づ
く
り

知
っ
て
い
る
よ
う
で

意
外
と
知
ら
な
い

奈良県明日香村立部448番地

TEL0744-24-5802
9：00～17：00
定休日：月曜・火曜
体　験：1,500円（ハンカチ）
　　　 2,000円（ストール）
※ご予約は
下記アドレスの
専用フォームから

水谷草木染

 

「
草
木
染
」
と
は
草
木
を
煮
出
し
て
作
っ

た
染
料
を
使
っ
て
材
料
を
染
め
る
こ
と
を

い
い
、
天
然
で
あ
る
点
で
、
合
成
染
料
と

は
一
線
を
画
し
ま
す
。

 

草
木
染
の
歴
史
は
奈
良
時
代
以
前
に
遡
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
す
。
聖
徳
太
子
の

冠
位
十
二
階
で
は
、
地
位
を
示
す
色
に
染

め
た
冠
が
朝
廷
臣
下
に
授
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
「
食
用
の
植
物
や
木
の
実
の
茹
で

汁
を
別
の
何
か
に
使
え
な
い
か
」
「
衣
服

な
ど
を
染
め
て
個
性
を
出
そ
う
」
。
草
木

染
の
黎
明
、
古
代
の
人
々
も
お
し
ゃ
れ
を

楽
し
ん
で
い
た
こ
と
を
想
像
し
て
み
る

と
、
愉
快
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
当
時
は
布
が
貴
重
だ
っ
た
た
め
、
色
あ

せ
た
布
を
何
度
も
染
め
直
せ
る
よ
う
に
、

普
遍
的
な
柄
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。
鱗

雲
や
亀
甲
柄
な
ど
景
色
や
縁
起
の
良
い
模

様
が
多
く
伝
わ
っ
て
お
り
、
美
し
い
も
の

を
表
現
し
た
い
と
い
う
思
い
や
幸
せ
を
願

う
気
持
ち
も
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
染
料
に
使
わ
れ
る
草
根

木
皮
は
漢
方
薬
と
の
共
通
点
が
あ
り
、
防

虫
や
殺
菌
の
効
果
も
あ
り
ま
し
た
。

　
自
然
の
恵
み
を
生
か
し
て
丁
寧
に
作
ら

れ
た
モ
ノ
を
長
く
大
切
に
す
る
気
持
ち

は
、
こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
に
こ
そ
必
要
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

主な参考文献：「草木染の事典」山崎青樹著　東京堂出版　1981年
　　　　　　　「草木染の世界」村上道太郎著　大月書店　1990年
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様々なジャンルの現場
を訪ね、その道のことを
もっと深く学びたい！
第２回は明日香の地を
を訪ねて草木染につい
て学びます。古代からあ
る染色の技術や歴史は、
今の私たちに必要なモ
ノづくりのあり方につ
いて教えてくれました。

１

３

生地選びと
模様付け
生地選びと
模様付け

乾かして完成

色が染まりやすいように
大豆をしみ込ませた生地
を使用します。折り方で
模様が決まるので、完成
図を想像しながら作業し
ていきます。

染め終えた生地を広げる
作業はどきどきわくわく。

栗 玉ねぎ アカネ 枇杷

草木染の
流れ

２染色

植物によって異なる色合
いを感じながら丁寧に染
めていきます。

稲（赤米）、クチナシ、スモモなど
染料になる植物はたくさん！

古典柄や花柄のなど数多くの
模様があり、昔の人は棒切れや
板切れだけで工夫しながら
様々な模様を作っていたこと
がわかります。

https://mizutani-kusakizome.com/index.html

体
験
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奈
良
を
形
づ
く
る
県
境
＝
端
っ
こ
と
い

う
と
、
山
地
や
山
里
に
目
が
向
き
が
ち
で

す
が
、
今
回
は
「
川
」
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

ま
す
。
舞
台
は
五
條
市
。
大
台
ケ
原
を
水

源
と
す
る
吉
野
川
に
北
か
ら
落
合
川
が
、

南
か
ら
東
の
川
が
合
流
し
て
、
紀
の
川
と

名
を
変
え
る
エ
リ
ア
で
す
。

　
こ
の
一
帯
、
昭
和
34
年
（
１
９
５
９

年
）
元
日
ま
で
宇
智
郡
阪
合
部
村
で
し

た
。『
奈
良
県
宇
智
郡
誌
』（
大
正
13
年
発

行
）
を
繰
る
と
、「
宇
智
郡
は
奈
良
縣
の
西

南
隅
に
位
し
、
北
は
南
葛
城
郡
及
び
大
阪

府
南
河
内
郡
に
隣
り
東
と
南
は
一
帯
吉
野

郡
に
接
し
、
西
方
和
歌
山
縣
伊
都
郡
に
境

す
。
吉
野
川
は
龍
門
山
脈
と
吉
野
山
彙
の

間
を
西
流
し
郡
の
中
央
部
を
貫
き
て
和
歌

山
縣
に
入
る
。」
と
あ
り
、
ま
さ
に
県
境
＝

端
っ
こ
を
成
し
て
い
ま
し
た
。

　
京
奈
和
道
を
橋
本
東
I
C
で
降
り
、
五

條
市
側
の
阪
合
部
橋
、
あ
る
い
は
和
歌
山

県
橋
本
市
側
の
紀
の
川
水
管
橋
か
ら
、
川

に
引
か
れ
た
県
境
を
探
し
ま
す
。

　
訪
ね
た
の
は
１
月
厳
冬
。「
源
を
葛
城

山
脈
中
に
発
し
紀
和
の
国
境
を
な
し
つ
つ

吉
野
川
に
入
る
。」
の
落
合
川
と
、「
源
を

吉
野
川
か
ら
紀
の
川
へ

吉
野
川
か
ら
紀
の
川
へ

古
代
、舶
来
の
人
・
モ
ノ
・
文
化
が
ヤ
マ
ト
を
目
指
し
た
川
の
道

古
代
、舶
来
の
人
・
モ
ノ
・
文
化
が
ヤ
マ
ト
を
目
指
し
た
川
の
道

紀の川水管橋（和歌山県橋本市）からの眺望。写真左
奥から落合川が注ぎ、吉野川が紀の川と名を変える。

落合川
吉野川

紀の川

10



和歌山県
橋本市

奈良県
五條市

五條西
I.C.
五條西
I.C.

橋本東
I.C.
橋本東
I.C.

24

落
合
川

東
ノ
川

紀の川水管橋

火打遺跡銅鐸
出土地

阪合部橋

飛び越え石

JＲ和歌山線

京奈
和自
動車
道

上野公園

念仏寺

吉野
川

紀の
川

隅
田

和
歌
山
縣
伊
都
郡
富
貴
村
に
発
し
国
境
を

流
れ
て
郡
界
を
な
す
。」
の
東
ノ
川
（
田
殿

川
／
い
ず
れ
も『
郡
誌
』
引
用
）
を
集
め
る

吉
野
川
（
紀
の
川
）
に
、
県
境
は
も
ち
ろ

ん
見
え
ま
せ
ん
が
〝
見
え
ぬ
け
れ
ど
も
あ

る
ん
だ
よ
〞
の
心
境
で
耳
を
す
ま
す
と
、

水
響
が
キ
リ
リ
と
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　
悠
々
と
流
れ
る
吉
野
川
を
見
て
い
る

と
、
こ
ち
ら
ま
で
大
ら
か
な
気
持
ち
に

な
っ
て
く
る
か
ら
不
思
議
で
す
。
古
来
、

平
時
の
川
は
、
水
や
魚
な
ど
の
糧
を
得
る

た
め
だ
け
で
な
く
、
暮
ら
す
人
・
見
る
人

の
心
を
悠
然
と
さ
せ
る
サ
プ
リ
メ
ン
ト
で

も
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。

詠
ま
れ
た
山
と
魚
影
を
探
し
て

　
さ
て
、「
川
を
」
と
し
な
が
ら
、
次
に
真

土
山
を
目
指
し
ま
す
。『
郡
誌
』
に
は
「
待

乳
山
」
と
あ
り
、「
大
和
、
紀
伊
の
國
境
に

て
伊
勢
街
道
の
要
所
た
り
、
故
に
昔
は
關

所
を
設
け
ら
れ
た
る
事
も
有
り
き
。」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
さ
も
よ
し

　紀
人
羨
し
も

　真
土
山

行
き
来
と
見
ら
む

　紀
人
羨
し
も

　
紀
伊
国
の
人
は
行
き
も
帰
り
も
真
土
山

を
見
る
こ
と
が
で
き
て
羨
ま
し
い
―
。
万

葉
集
に
あ
る
調
首
淡
海
の
一
首
で
す
。
大

宝
元
年
（
７
０
１
年
）
に
持
統
上
皇
の
紀

伊
国
行
幸
に
従
っ
た
際
に
詠
ま
れ
ま
し

た
。「
調
首
」
姓
は
渡
来
氏
族
と
考
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
五
條
地
域
に
あ
る
５

世
紀
頃
の
古
墳
に
は
朝
鮮
半
島
系
の
副
葬

品
が
見
ら
れ
、
当
時
の
紀
の
川
が
渡
来

人
・
渡
来
文
化
の
大
和
へ
の
流
入
ル
ー
ト

だ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
ま
す
。

　
清
澄
な
吉
野
川
が
紀
伊
国
へ
と
流
れ
て

い
く
県
境
。
江
戸
時
代
、
主
に
冬
季
の
風

物
詩
と
し
て
、
吉
野
の
山
で
育
っ
た
良
質

の
杉
・
檜
な
ど
を
乗
せ
た
材
木
運
搬
の
筏

が
盛
ん
に
行
き
交
っ
た
と
言
い
ま
す
か

ら
、
こ
の
あ
た
り
で
も
筏
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と

流
下
す
る
光
景
が
見
ら
れ
た
は
ず
で
す
。

　
阪
合
部
村
は
川
の
恩
恵
も
大
き
く
、
大

正
９
年
（
１
９
２
０
年
）
の
鮎
漁
獲
量
は

２
０
０
貫
（
７
５
０
㎏
）
で
し
た
。
時
を

経
て
現
在
、
五
條
市
の
統
計
資
料
で
は
ゼ

ロ
（
※
遊
漁
に
よ
る
採
捕
は
含
ま
な
い
／

奈
良
県
全
体
で
は
40
ト
ン
＝
２
０
２
０

年
）。
１
０
０
年
前
の
吉
野
川
は
ピ
チ
ピ
チ

パ
チ
パ
チ
と
弾
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

　
紀
の
川
水
系
の
鮎
漁
・
釣
り
は
例
年
６
月

に
解
禁
さ
れ
ま
す
（
五
條
市
は
６
月
１

日
）。
ま
も
な
く
、

そ
の
季
節
。
県
境
の

川
面
に
魚
影
が
翻
っ

た
か
に
見
え
た
の

は
、
幻
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。

つ
き
の
お
び
と
あ
ふ
み

2火打遺跡銅鐸出土地　中遺跡（縄文～弥生
時代）の関係地とみられ、高さ約43㎝、底の長
径22㎝の扁平鈕式六区袈裟襷文銅鐸が出土
した。
3念仏寺　毎年1月14日の「陀々堂の鬼はしり」
（国の重要無形民俗文化財）が有名。父鬼・母
鬼・子鬼が大松明の炎で災厄を追い払う。

1落合川・飛び越え石　県境を成しながら吉野川に注ぐ川。真土山の林間で川幅が狭まり、「飛び越え石」がある。日本文
学者の犬養孝氏は「大きな石をまたいで渡るようになっている。ここがおそらく古代の渡り場であったろう。」と著作に記し
ている。周辺に四季の花畑、休憩所、トイレなどが整備されている。

■3

■2 ■1

五
條
市
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　「
夜
に
爪
を
切
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
子
供

の
こ
ろ
親
に
言
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

か
？
私
も
よ
く
親
か
ら
言
わ
れ
た
記
憶
が
あ

る
。
昔
は
明
か
り
も
乏
し
い
の
で
暗
い
中
で

爪
を
切
り
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
か
ら
程
度
に

考
え
て
い
た
。
本
書
を
店
頭
で
見
つ
け
何
気

な
く
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
「
夜
に
爪
を
切
る
」

　
コ
ロ
ナ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
こ

の
2
年
間
で
大
き
く
社
会
が
変
化
し
た
。
今

後
の
先
行
き
が
見
え
な
い
、
そ
も
そ
も
原
因

と
な
る
ウ
イ
ル
ス
自
体
が
目
に
見
え
な
い
。

気
に
掛
け
す
ぎ
て
も
し
過
ぎ
る
事
は
な
い
と

い
う
考
え
も
当
然
と
言
え
る
。
た
だ
不
安
だ

と
言
う
ば
か
り
で
自
分
で
何
か
調
べ
た
事
は

あ
る
の
か
、
メ
デ
ィ
ア
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て

流
れ
て
く
る
色
々
な
情
報
を
鵜
吞
み
に
し
て

安
易
に
判
断
し
て
い
な
い
か
を
考
え
て
み

る
事
は
必
要
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
な

変
化
の
中
だ
か
ら
こ
そ
、
自
分
自
身
の
物

の
見
方
「
ま
な
ざ
し
」
を
一
旦
リ
セ
ッ
ト

す
る
い
い
機
会
に
も
な
り
う
る
。
簡
単
に

情
報
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
世
の
中
で
は
、

自
分
が
信
じ
や
す
い
常
識
や
誘
導
に
流
さ

れ
て
、
客
観
的
な
事
実
と
大
き
く
乖
離
し

て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
で
も
い
い
と

い
う
考
え
方
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
得
ら

れ
る
情
報
か
ら
少
し
距
離
を
置
い
て
俯
瞰

的
に
見
る
事
で
、
違
和
感
や
何
か
し
ら
の

誘
導
を
疑
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
自
分

自
身
や
大
切
な
人
の
為
に
も
自
分
で
判
断

で
き
る
自
分
な
り
の
「
ま
な
ざ
し
」
を
持
っ

て
い
た
い
。

こ
と
の
詳
し
い
解
説
を
読
み
、
何
気
な
い

風
習
や
言
い
伝
え
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
意
味

が
隠
さ
れ
て
い
た
の
か
と
興
味
を
抱
い
た
。

日
本
の
し
き
た
り
や
年
中
行
事
、
わ
ら
べ

唄
や
昔
話
に
は
、
不
気
味
な
も
の
や
意
味

が
分
か
ら
な
い
も
の
も
多
い
。「
か
ご
め
か

ご
め
」
は
あ
そ
び
唄
で
有
名
だ
が
、
そ
の

歌
詞
は
意
味
不
明
で
あ
る
。
本
書
は
こ
れ

ら
の
ル
ー
ツ
を
探
り
、
そ
こ
に
潜
む
恐
怖

や
ミ
ス
テ
リ
ー
を
感
じ
な
が
ら
日
本
人
の

精
神
性
を
学
べ
る
本
で
あ
る
。
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「SDGs（エスディージーズ）」とは
Sustainable Development Goals（持
続可能な開発目標）の略称。「貧困をな
くそう」「ジェンダー平等を実現しよう」「気
候変動に具体的な対策を」など17の世
界的目標と169の達成基準を掲げた国
際社会共通の行動計画です。

土
に
還
る
素
材
を
使
用
し
た
エ
コ
靴
下

「
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ 

Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
Ｓ
」

S
D
G
s

奈
良
発

料
で
染
め
る
な
ど
、
「
環
境
と
人
に
優
し

く
」
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

　
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ 

Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
Ｓ
を
履
い
て
、
足

元
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
地
球
に
い
い
こ
と
を

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。
広
陵
町
ふ
る
さ
と

納
税
の
返
礼
品
に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

後藤（正）靴下工場
代表：後藤 政弘

　　 

破
れ
た
靴
下
、
も
う
捨
て
な
い
で

　
穴
が
開
い
た
り
、
す
り
切
れ
た
り
し
た
靴

下
、
も
う
捨
て
な
い
で
く
だ
さ
い
。
靴
下
の

産
地
・
広
陵
町
の
後
藤
（
正
）
靴
下
工
場
は

２
０
２
１
年
秋
、
土
に
還
る
糸
を
使
っ
た
靴

下『
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ 

Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
Ｓ
』を
開
発

し
ま
し
た
。

　
使
用
す
る
糸
は
、
生
分
解
性
の
あ
る

「A
m
ni Soul Eco

®

」。
破
れ
た
靴

下
を
焼
却
処
分
す
れ
ば
Ｃ
О
２
を
排
出

し
ま
す
が
、
Ｚ
Ｅ
Ｒ
Ｏ 

Ｓ
Ｏ
Ｃ
Ｋ
Ｓ

は
土
中
に
埋
め
れ
ば
約
３
年
で
土
に
還

り
ま
す
。

　
ま
た
、
化
学
肥
料
や
農
薬
を
使
わ
ず

に
栽
培
さ
れ
た
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
コ
ッ
ト

ン
を
採
用
。
さ
ら
に
、
フ
ー
ド
ロ
ス
に

な
る
は
ず
だ
っ
た
食
品
（
桜
の
塩
漬

け
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
）
を
元
に
し
た
染

開発
企業

ステップ❶
靴下に穴が空いたらゴ
ミ箱に捨てずにハサミ
で細かくする。

ステップ❷
お庭かプランターな
ど、靴下を入れられる
容器を準備。

ステップ❸
お庭の土を掘るか、プ
ランターなどに土を貯
める。

ステップ❺
これで約3年後には靴
下はなくなり、繊維が土
に還ることでCO₂が出
ることはありません。

ステップ❹
靴下を入れて、土をか
ぶせる。

土への還しかた

TEL 0745-55-5555
お問い合わせ・WEBショップ
などはこちらから
https://gto-sox.com/

啓林堂書店の外さない本棚 https://www.books-keirindo.co.jp/

まなざしの革命
世界の見方は変えられる

知れば恐ろしい
日本人の風習

ハナムラチカヒロ 著（河出書房新社）千葉公慈 著（河出文庫）

新たな「まなざし」を・・・恐怖の感性が真相の扉をひらく
【
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
奈
良
店
　
店
長
　
中
村 

　
潔
】

【
啓
林
堂
書
店
郡
山
店
　
店
長
　
佐
藤 

篤
志
】



悠
久
の
歴
史
の
流
れ
、
古
の
都
は

今
も
、
そ
の
面
影
を
色
濃
く
残
す 

い
く
つ
も
の
ド
ラ
マ
が
あ
り

新
た
な
時
代
が
生
ま
れ
た 

そ
こ
か
ら
先
人
の
英
知
を
知
り

人
を
見
つ
め
直
す

そ
し
て
「
今
」
を
創
造
す

本誌は、「FSCⓇミックス認証紙」を
使用しています。

メスティンで作るキャンプ飯


