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若
い
人
に
﹁
４
月
28
日
は
何
の

日
で
す
か
﹂
と
聞
い
て
も
︑
ま
ず

答
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
お
り

ま
せ
ん
︒
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も
市
販

の
手
帳
に
も
︑
こ
の
日
が
特
別
な

日
だ
と
の
説
明
が
あ
り
ま
せ
ん

し
︑
ま
た
︑
こ
の
日
が
来
て
も
メ

デ
ィ
ア
は
一
切
報
じ
ま
せ
ん
︒

　

実
は
１
９
５
２
年
の
こ
の
日

に
︑
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
が

連
合
軍
に
よ
る
占
領
を
脱
し
︑
独

立
を
回
復
し
た
の
で
す
︵
沖
縄
や

奄
美
・
小
笠
原
は
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
︶︒

　

こ
の
日
を
記
念
せ
ず
︑
区
切
り

の
日
と
し
て
意
識
し
な
い
と
い
う

こ
と
は
︑
占
領
時
代
の
継
続
を
意

味
し
て
い
ま
す
し
︑
わ
れ
わ
れ
が

占
領
時
代
に
最
高
司
令
部
に
よ
っ

て
信
書
の
開
封
や
焚
書
ま
で
や
る

と
い
う
︑
野
蛮
で
厳
し
い
言
論
弾

圧
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
記
憶
も

で
き
て
い
な
い
し
︑
そ
れ
を
今
日

に
生
か
す
こ
と
も
出
来
て
い
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
︒

　

言
論
弾
圧
を
さ
れ
て
い
た
な
ど

と
言
う
と
︑
言
論
の
自
由
は
戦
後

に
占
領
軍
か
ら
与
え
ら
れ
た
と
考

え
て
い
る
若
者
も
多
い
の
で
す

が
︑
実
際
は
︑
と
ん
で
も
な
い
言

論
弾
圧
を
し
て
い
た
の
で
し
た
︒

　

占
領
時
代
の
検
閲
で
﹁
削
除
ま

た
は
掲
載
発
効
停
止
の
対
象
﹂
と

さ
れ
た
も
の
の
中
に
︑﹁
日
本
の

新
憲
法
の
起
草
に
あ
た
っ
て
連
合

国
最
高
司
令
部
が
果
た
し
た
役
割

に
つ
い
て
の
一
切
の
言
及
﹂
が
あ

り
ま
し
た
︒

　

占
領
軍
に
よ
る
憲
法
の
制
定
過

程
に
一
切
言
及
で
き
な
い
状
況
と

は
︑
憲
法
そ
の
も
の
を
批
判
で
き

な
く
な
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
︑

そ
れ
が
今
日
ま
で
そ
の
ま
ま
継
続

し
て
い
る
の
で
す
︒
連
合
軍
に
よ

る
占
領
の
終
了
を
認
識
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
︑
そ
う
い
う
こ
と
な

の
で
す
︒

　

世
界
の
先
進
国
が
戦
後
何
度
も

憲
法
を
改
正
し
︑
女
性
の
地
位
向

上
規
定
な
ど
を
憲
法
に
追
加
し
て

き
た
の
に
︑
そ
れ
も
で
き
な
い
と

い
う
情
け
な
い
日
本
の
憲
法
事
情

は
こ
こ
か
ら
来
て
い
ま
す
︒

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
が
起
こ
り
︑
憲
法
前
文
の
﹁
平

和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信

義
に
信
頼
し
て
︑
わ
れ
ら
の
安
全

と
生
存
を
保
持
す
る
﹂
な
ど
︑
夢

物
語
で
し
か
な
い
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
の
で
す
が
︙
︒

日
本
人
の
忘
れ
も
の

景
観
︑
自
然
︑
歴
史
︑
文
化
な
ど
地

域
資
源
を
生
か
し
︑
各
地
で
美
し
い
ま

ち
・
み
ち
づ
く
り
を
展
開
し
て
い
る﹁
日

本
風
景
街
道
﹂
活
動
団
体
は
︑
長
引
く

コ
ロ
ナ
禍
や
相
次
ぐ
災
害
に
打
ち
勝

ち
︑
地
域
活
性
化
や
観
光
振
興
を
い
っ

そ
う
盛
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
︑
関

連
団
体
と
の
連
携
進
化
へ
と
活
発
に
動

き
出
し
て
い
る
︒

宮
崎
市
内
で
今
年
１
月
に
開
か
れ
た

﹁
第
12
回
日
本
風
景
街
道
宮
崎
大
学
﹂

は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
﹁
日
本
風
景
街
道
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
﹂︵
代
表
理
事
・
石
田
東
生

筑
波
大
学
名
誉
教
授
︶が
中
心
に
な
り
︑

２
０
１
２
年
か
ら
毎
年
︑
宮
崎
大
学
の

ほ
か
静
岡
︑
福
島
︑
北
海
道
な
ど
各
地

で
の
分
校
や
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
︑
研
究

会
を
開
催
︒
今
回
は
﹁
多
様
な
関
連
団

体
と
の
連
携
進
化
﹂
が
目
的

で
︑
地
元
の
道
の
駅
や
行
政

も
参
加
す
る
活
動
団
体
﹁
日

南
海
岸
地
域
シ
ー
ニ
ッ
ク
バ

イ
ウ
ェ
イ
推
進
協
議
会
﹂と
︑

み
ち
好
き
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体﹁
道
守
み
や
ざ
き
会
議
﹂

と
の
３
者
が
共
催
し
た
︒

風
景
街
道
は
現
在
全
国
に

１
４
４
ル
ー
ト
が
登
録
さ
れ

て
い
る
︒
討
議
の
対
象
に
な

っ
た
﹁
日
南
海
岸
き
ら
め
き

ラ
イ
ン
﹂
は
︑
国
定
公
園
内

の
人
気
観
光
ル
ー
ト
︒
同
推

進
協
議
会
が
繰
り
広
げ
る
多

彩
な
お
も
て
な
し
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
モ
デ
ル
活
動
例
と
し
て

全
国
に
知
ら
れ
て
き
た
︒

﹁
三
者
連
携
で
創
る
新
た

な
価
値
﹂
を
テ
ー
マ
と
し
た

報
告
会
の
中
で
は
︑
南
海
ト

ラ
フ
大
地
震
等
の
災
害
時
の
輸
送
ル
ー

ト
と
し
て
も
期
待
さ
れ
る
︑
東
九
州
自

動
車
道
の
清
武
南
Ｉ
Ｃ
~
日
南
北
郷
Ｉ

Ｃ
間
が
開
通
す
る
と
︑
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス

や
椰
子
並
木
の
美
し
い
国
道
２
２
０
号

は
裏
道
化
さ
れ
︑
観
光
客
が
減
少
す
る

懸
念
が
あ
り
︑
緊
密
な
３
者
連
携
で
案

内
情
報
設
備
︑
駐
輪
場
︑
休
憩
・
飲
食

サ
ー
ビ
ス
充
実
に
尽
力
す
る
こ
と
な
ど

が
討
議
さ
れ
た
︒

風
景
街
道
は
本
来
︑
多
様
な
主
体
に

よ
る
活
動
が
原
則
だ
が
︑
活
動
の
沈
滞

も
見
ら
れ
る
と
し
て
２
０
１
８
年
︑
国

交
省
に
設
け
ら
れ
た
有
識
者
懇
談
会
の

答
申
に
︑
改
め
て
道
の
駅
な
ど
と
の
幅

広
い
連
携
促
進
が
盛
り
込
ま
れ
た
︒

国
土
交
通
省
道
路
局
の
荒
瀬
美
和
環

境
安
全
・
防
災
課
長
は
﹁
地
域
住
民
に

道
路
清
掃
や
沿
道
植
栽
に
参
加
し
て
も

ら
う
﹃
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
サ
ポ
ー
ト
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
﹄
や
路
上
オ
ー
プ
ン
カ
フ

ェ
も
可
能
に
す
る
﹃
道
路
協
力
団
体
制

度
﹄︑テ
ラ
ス
付
き
飲
食
店
な
ど
の
﹃
歩

行
者
利
便
増
進
道
路
︵
ほ
こ
み
ち
︶﹄

な
ど
連
携
対
象
は
多
様
で
︑
互
い
の
特

長
を
ど
う
活
用
す
る
か
話
し
合
っ
て
ほ

し
い
﹂
と
話
す
︒

国土学アナリスト

連携強化で地域活性化や観光振興
道
の
駅
酒
谷
前
で
は
道
守
会
員
た
ち
が
そ
ば
畑
の

手
入
れ

東
オ
ホ
ー
ツ
ク
（
北
海
道
斜
里
町
）
で

ガ
ー
ド
レ
ー
ル
除
雪
に
よ
る
景
観
改
善

みのかも
河合哲也駅長

人と自然が共生する里山をイメージ

岐阜県美濃加茂市山之上町 2292-1
県道平成記念公園線　TEL.0574-23-0066

し、懐かしい雰囲気の「ぎふ清流里山公園」に併
設されています。お土産売場のおんさい館では県
産品を多く取り揃え、自家製はちみつや和紅茶も
お勧め。里山の湯も併設し日帰り旅行も楽しめま
す。週末にはイベントやマルシェも開催します。

くんま水車の里
大石顥駅長

　山と川、自然いっぱい、昔懐かしい

静岡県浜松市天竜区熊 1976-1
主要地方道天竜東栄線　TEL.053-929-0636

風景の食事処で素敵な笑顔の元気母さんがつくる
「舞茸天ぷらそば」を食べ、とびっきりの時を過
ごしてください。物産館にも生そば、みそ、こん
にゃく、まんじゅう、金山寺など手づくり食品が
あり、体験工房でそば打ちや五平餅づくりも可。

大栄
手嶋俊樹駅長

　鳥取県のほぼ中央に位置する北栄町

鳥取県北栄町由良宿 1458-10
国道９号　TEL.0858-37-5451

の道の駅。新鮮な農産物や加工品が並ぶ直売所で
は、6～7月に本町特産の「大栄西瓜」が好評で
す。「名探偵コナン」の作者青山剛昌氏の出身地で、
氏の作品が持つ世界観を楽しむことができる「青
山剛昌ふるさと館」に隣接しています。
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皆
さ
ん
は
小
学
校
時
代
︑
47
都

道
府
県
の
位
置
と
県
庁
所
在
地
の

名
称
を
暗
記
し
た
こ
と
を
憶
え
て

お
ら
れ
ま
す
か
︒
そ
の
時
︑﹁
県

境︵
け
ん
き
ょ
う
︑け
ん
ざ
か
い
︶﹂

に
つ
い
て
詳
し
く
学
習
さ
れ
た
で

し
ょ
う
か
︒
今
回
は
︑
県
境
に
つ

い
て
の
お
話
し
で
す
︒

都
道
府
県
の
は
じ
ま
り

現
在
の
都
道
府
県
の
原
型
は
︑

明
治
維
新︵
１
８
７
１
年
︶の﹁
廃

藩
置
県
﹂
に
よ
っ
て
生
ま
れ
ま
し

た
︵
３
府
３
０
２
県
︶︒
そ
の
後
︑

府
県
の
管
轄
地
域
を
﹁
藩
﹂
単
位

か
ら
律
令
国
時
代
の
﹁
国
﹂
や

﹁
郡
﹂
を
単
位
と
す
る
府
県
統
廃

合
や
区
域
の
分
割
編
入
が
繰
り
返

さ
れ
︑
１
８
８
８
年
に
現
在
の
47

区
分
︵
当
時
は
１
道
３
府
43
県
︶

に
な
り
ま
し
た
︒

ち
な
み
に
︑
律
令
国
時
代
の
地

方
行
政
区
分
を
持
ち
出
す
の
は
あ

ま
り
に
も
先
祖
返
り
で
は
？
と
思

わ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
飛

鳥
時
代
か
ら
明
治
時
代
初
期
ま
で

の
12
世
紀
に
わ
た
り﹁
国
﹂や﹁
郡
﹂

は
日
本
の
地
理
的
区
分
の
基
本
単

位
と
し
て
存
続
し
て
い
ま
し
た
か

ら
︑
こ
の
時
の
府
県
統
廃
合
は
当

時
の
日
本
国
民
に
と
っ
て
む
し
ろ

自
然
な
も
の
で
し
た
︒

山
地(

尾
根)

や
河
川
が

県
境
の
基
本

こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
︑
都

道
府
県
境
は
山
地
や
峠
の
尾
根
︑

川
︑
湖
︑
灘
︑
海
峡
な
ど
律
令
国

以
来
の
自
然
地
形
で
隔
て
ら
れ
て

い
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
︒
中

に
は
市
街
地
や
集
落
︑
田
畑
の
中

に
県
境
が
引
か
れ
て
い
て
︑
標
識

が
な
け
れ
ば
都
府
県
境
と
分
か
ら

な
い
地
域
も
あ
り
ま
す
︒

例
え
ば
︑
先
日
ま
で
私
が
住
ん

で
い
た
茨
城
県
は
律
令
国
時
代
の

﹁
常
陸
国
﹂全
域
と
︑北
西
部
の﹁
陸

奥
国
﹂
白
河
郡
依
上
郷(

太
閤
検

地
以
後
常
陸
国
久
慈
郡
に
編
入
︶︑

及
び
南
西
部
の
﹁
下
総
国
﹂
猿
島

郡
・
結
城
郡
・
相
馬
郡
な
ど
か
ら

成
り
立
っ
て
い
ま
す
︒

北
側
の
福
島
県
境
は
阿
武
隈
山

地
︵
阿
武
隈
高
原
︶
の
南
端
に
相

当
し
︑
県
の
北
西
部
を
南
北
に
縦

走
す
る
八
溝
山
地
が
栃
木
県
と
の

県
境
を
形
成
し
て
い
ま
す
︒
県
西

地
域
の
栃
木
県
境
は
平
野
部
で
あ

る
た
め
︑
市
街
地
や
集
落
︑
田
畑

の
中
に
県
境
が
引
か
れ
て
い
ま
す

が
︑
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
律
令
国

時
代
の
常
陸
国
︑
下
総
国
の
境
界

に
基
づ
い
て
い
ま
す
︒

一
方
︑
南
側
の
千
葉
県
境
︵
一

部
︑
埼
玉
県
境
︶
は
︑
ほ
ぼ
一
貫

し
て
一
級
河
川
・
利
根
川
が
県
境

の
基
本
と
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
こ

の
う
ち
上
流
側
︵
西
側
︶
の
境
界

は
律
令
国
時
代
の
行
政
区
分
︵
常

陸
国
と
下
総
国
の
境
界
︶
と
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
︒

峠
は
境
界
に

ふ
さ
わ
し
い
場
所

か
つ
て
﹁
峠
﹂
は
国
境
︵
く
に

ざ
か
い
︶
で
あ
り
︑
そ
の
先
は
異

郷
の
地
で
し
た
︒
峠
の
向
こ
う
に

何
が
あ
る
の
か
︑
ど
ん
な
人
が
暮

ら
し
︑
ど
ん
な
食
べ
物
が
あ
る
の

か
︑
そ
こ
を
越
え
る
と
全
く
違
う

世
界
が
広
が
っ
て
い
る
︑
そ
ん
な

感
覚
を
日
本
人
は
持
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
﹁
峠
﹂
と
い
う
文
字
を
作

り
出
し
ま
し
た
︒﹁
峠
﹂
と
い
う

字
は
中
国
で
作
ら
れ
た
漢
字
で
は

な
く
︑
日
本
で
作
ら
れ
た
国
字
な

の
で
す
︒

峠
は
︑
こ
れ
か
ら
先
の
無
事
を

祈
り
︑
帰
り
着
い
た
時
の
無
事
を

感
謝
す
る
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と

か
ら
︑
祠ほ

こ
ら

を
設
け
て
い
る
所
が
多

い
よ
う
で
す
︒

栃
木
・
茨
城
県
境
に

鎮
座
す
る
鷲
子
山
上
神
社

八
溝
山
地
に
あ
る
鷲
子
山
上
神

社
は
︑
栃
木
県
那
珂
川
町
と
茨
城

県
常
陸
大
宮
市
の
境
界
に
鎮
座
す

る
神
社
︒
主
祭
神
は
天あ

め
の
ひ
わ
し
の
み
こ
と

日
鷲
命
で

あ
り
︑
フ
ク
ロ
ウ
の
神
社
と
し
て

信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
︒

鷲
子
山
は
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄

に
常
陸
国
と
下
野
国
の
国
境
で
あ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
古

代
か
ら
境
界
の
地
で
し
た
︒
廃
藩

置
県
で
下
野
国
側
が
栃
木
県
の
︑

常
陸
国
側
が
茨
城
県
の
管
轄
と
な

っ
た
た
め
︑
一
つ
の
境
内
に
栃
木

県
側
と
茨
城
県
側
の
二
つ
の
神
社

が
並
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
よ
う

で
︑
鳥
居
の
前
に
は
﹁
こ
こ
が
県

境
﹂
と
書
か
れ
た
看
板
が
立
ち
︑

本
殿
の
中
央
を
県
境
が
貫
い
て
い

ま
す
︒

利
根
川
東
遷
が
千
葉
・

茨
城
県
境
の
謎
を
解
く

最
後
は
千
葉
・
茨
城
県
境
の
謎

に
つ
い
て
︒
現
在
の
利
根
川
は
︑

関
東
平
野
を
ほ
ぼ
西
か
ら
東
に
向

か
っ
て
貫
流
し
太
平
洋
に
注
い
で

い
ま
す
が
︑
近
世
以
前
に
は
利
根

川
︑
渡
良
瀬
川
︑
鬼
怒
川
︵
毛
野

川
︶
は
お
の
お
の
別
の
河
川
と
し

て
存
在
し
︑
利
根
川
は
関
東
平
野

の
中
央
部
を
南
流
し
荒
川
を
合
わ

せ
て
現
在
の
隅
田
川
筋
か
ら
東
京

湾
に
注
い
で
い
ま
し
た
︒

天
正
18
年
︵
１
５
９
０
年
︶
に

徳
川
家
康
の
江
戸
入
府
を
契
機
に

付
替
え
工
事
が
ス
タ
ー
ト
し
︑
分

水
嶺
で
あ
っ
た
台
地
を
削
っ
て
新

川
通
や
赤
堀
川
を
整
備
し
た
結

果
︑
利
根
川
は
太
平
洋
に
注
ぐ
よ

う
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
の
一
連
の

工
事
は
﹁
利
根
川
の
東
遷
﹂
と
言

わ
れ
︑
こ
れ
に
よ
り
現
在
の
利
根

川
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
︒

つ
ま
り
︑
律
令
国
時
代
の
常
陸

国
は
概
ね
鬼
怒
川
・
小
貝
川
︵
毛

野
川
・
衣
河
︶
に
沿
っ
て
国
境
が

あ
り
︑
当
時
の
自
然
地
形
と
し
て

妥
当
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
︒

シリーズ「国土教育」 県境変更と首都東京発展の礎となった利根川の東遷

県境で学ぶ郷土の歴史

東
遷
の
効
果
：
舟
運
・

新
田
開
発
・
治
水

東
遷
に
よ
り
利
根
川
水
系
は
関

東
平
野
に
巨
大
な
水
路
網
を
形
成

し
︑
関
東
地
方
だ
け
で
な
く
︑
外

海
ル
ー
ト
と
結
ば
れ
た
津
軽
や
仙

台
な
ど
陸
奥
方
面
か
ら
も
物
資
が

盛
ん
に
行
き
交
う
よ
う
に
な
り
ま

し
た
︒
こ
の
た
め
利
根
川
は
︑
日

本
き
っ
て
の
内
陸
水
路
と
し
て
栄

え
ま
し
た
︒

利
根
川
の
東
遷
に
は
︑
江
戸
を

利
根
川
の
水
害
か
ら
守
り
︑
新
田

開
発
を
推
進
す
る
こ
と
や
︑
東
北

の
雄
・
伊
達
政
宗
に
対
す
る
防
備

の
意
味
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
︒
た
だ
︑
開
削
さ
れ
た
当
初

の
赤
堀
川
の
幅
は
わ
ず
か
に
７
間

︵
13
㍍
︶︑
文
化
６
年
︵
１
８
０
９

年
︶
の
拡
幅
後
で
も

40
間
︵
72
㍍
︶
程
度

で
し
た
か
ら
︑
赤
堀

川
が
利
根
川
本
川
と

し
て
本
格
的
な
治
水

効
果
を
上
げ
る
の

は
︑
明
治
時
代
以
降

の
河
川
改
修
を
待

つ
こ
と
に
な
り
ま

す
︒い

ず
れ
に
し
て

も
︑
利
根
川
の
東
遷

は
︑
県
︵
国
︶
境
を

変
更
し
︑
首
都
東
京

発
展
の
礎
と
な
り
ま

し
た
︒
こ
の
よ
う
に

県
境
を
調
べ
て
い
く

と
︑
そ
の
土
地
の
地

域
的
な
つ
な
が
り

や
︑
郷
土
へ
の
働
き

か
け
の
歴
史
が
よ
く

分
か
り
ま
す
︒

（
国
土
学

ア
ナ
リ
ス
ト

森
田
康
夫
）

利根川の東遷（左：東遷前、右：東遷後）　出典：国土交通省ＨＰ

利根川の流れ（茨城県境町観光協会ＨＰより）

鷲子山上神社と栃木・茨城県境

旭志
梅本和宏支配人

　阿蘇外輪山の「鞍岳」を背に四季折々

熊本県菊池市旭志川辺 1886
国道 325 号　TEL.0968-37-3719

の自然を満喫できる約2㌶の敷地には、物産館、
食彩館、情報館（イベントホール）、芝生広場が
あります。西日本有数の畜産地帯で生まれ育っ
た「旭志牛」が人気で、その肉を使った手作り
メンチカツ、ハンバーグ、コロッケは逸品！

三本木
工藤光男駅長

物産館「やまなみ」には生産者の顔

宮城県大崎市三本木大豆坂 63-13
国道 4号　TEL.0229-53-1333

が見える朝採りの新鮮な地場産野菜、地元特産の
ひまわりクッキー、ひまわり油等が並びます。三
本木ひまわりの丘で開催される春の菜の花、夏の
ひまわりまつりはにぎわいます。昭和の主産業
だった亜炭坑道を再現した記念館にもどうぞ。

豊根グリーンポート宮嶋
塚本新一郎駅長

　愛知県内の道の駅第1号で、年間15

愛知県豊根村坂宇場宮ノ嶋 29-3
国道 151 号　TEL.0536-87-2009

万人のお客様に訪れていただいております。近く
の茶臼山高原にある芝桜の丘をイメージして滑ら
かな曲線を取り入れた外観です。観光協会を併設
して地域のさまざまな旬情報を発信し、地元野菜
等の販売、郷土料理の提供に努めております。
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