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皆
さ
ん
は
小
学
校
時
代
、
郷
土

の
歴
史
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
か
。
そ
の
時
、
地

域
の
発
展
に
尽
く
し
た
先
人
が
、

ど
の
よ
う
な
苦
心
や
努
力
を
し
て

当
時
の
生
活
の
向
上
に
貢
献
し
て

く
れ
た
と
学
ん
だ
で
し
ょ
う
か
。

今
回
は
、
郷
土
学
習
に
つ
い
て
の

お
話
し
で
す
。

未
来
へ
の
架
け
橋

　

｢

橋
を
架
け
る
。
熊
本
の
白
糸

台
地
は
江
戸
時
代
、
水
に
乏
し
い

不
毛
の
大
地
で
し
た
。
こ
の
困
難

の
中
に
布
田
保
之
助
は
希
望
を
見

出
し
ま
し
た
。
水
路
橋
を
架
け
、

山
か
ら
水
を
引
く
。
高
さ
20
㍍
も

の
石
橋
は
当
時
存
在
し
ま
せ
ん
で

し
た
。
30
億
円
を
超
え
る
費
用
を

捻
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高

い
水
圧
、
大
雨
、
想
定
外
の
事
態

に
何
度
も
失
敗
し
ま
し
た｣

　
「
そ
れ
で
も
保
之
助
は
決
し
て

諦
め
ま
せ
ん
で
し
た
。
30
年
以
上

に
わ
た
る
挑
戦
の
末
に『
通
潤
橋
』

を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
熊
本
地
震

で
一
部
損
壊
し
た
も
の
の
今
で
も

現
役
。
１
５
０
年
に
わ
た
り
白
糸

台
地
を
潤
し
豊
か
な
実
り
を
も
た

ら
し
て
き
た
。
ま
さ
に
『
未
来
へ

の
架
け
橋
』
と
な
り
ま
し
た
」

　

こ
れ
は
２
０
１
６
年
９
月
26
日

招
集
の
第
１
９
２
回
国
会
冒
頭
で

の
安
倍
首
相
（
当
時
）
の
所
信
表

明
演
説
の
一
部
で
す
。
演
説
は
熊

本
県
山
都
町
の
白
糸
台
地
に
布
田

保
之
助
ら
に
よ
っ
て
架
け
ら
れ
た

石
橋
「
通
潤
橋
」
の
物
語
で
締
め

く
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
国
会

で
は
大
規
模
な
平
成
28
年
度
第
２

次
補
正
予
算
が
成
立
、
熊
本
地
震

災
害
復
旧
・
復
興
関
係
予
算
も
大

幅
に
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

小
学
４
年
生
社
会
科
の

郷
土
学
習

　
「
地
域
の
発
展
に
尽
く
し
た
先

人
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
心
や
努
力

に
よ
り
当
時
の
生
活
の
向
上
に
貢

献
し
た
こ
と
を
学
ぶ
」
学
習
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
、
戦
後
の
小
学
校
の
学

習
指
導
要
領
が
一
貫
し
て
、
児
童

の
発
達
段
階
（
学
習
能
力
）
が
高

ま
っ
た
小
学
４
年
生
の
社
会
科
で

義
務
付
け
て
き
た
も
の
で
す
。

　

現
行
の
学
習
指
導
要
領
・
同
解

説
に
よ
る
と
「
例
え
ば
用
水
路
の

開
削
や
堤
防
の
改
修
、
砂
防
ダ
ム

の
建
設
、
農
地
の
開
拓
な
ど
を
行

っ
て
地
域
を
興
し
た
人
、
藩
校
や

私
塾
な
ど
を
設
け
て
地
域
の
教
育

を
発
展
さ
せ
た
人
、
新
し
い
医
療

技
術
等
を
開
発
し
た
り
病
院
を
設

立
し
た
り
し
て
医
学
の
進
歩
に
貢

献
し
た
人
、
新
聞
社
を
興
す
な
ど

文
化
を
広
め
た
人
、
地
域
の
農
業

・
漁
業
・
工
業
な
ど
産
業
の
発
展

に
尽
く
し
た
人
な
ど
『
開
発
、
教

育
、
医
療
、
文
化
、
産
業
な
ど
』

の
面
で
地
域
の
発
展
や
技
術
の
開

発
に
尽
く
し
た
先
人
の
具
体
的
事

例
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択
し
て
取

り
上
げ
る
」
と
あ
り
ま
す
。

　

発
行
さ
れ
て
い
る
東
京
書
籍
／

教
育
出
版
／
日
本
文
教
出
版
の
三

つ
の
教
科
書
は
い
ず
れ
も「
開
発
」

の
面
で
地
域
の
発
展
に
尽
く
し
た

先
人
の
苦
労
や
功
績
を
取
り
上
げ

て
い
ま
す
。

通
潤
橋
／
見
沼
代
用
水
／

那
須
疎
水

　

東
京
書
籍
は
「
通
潤
橋
」
を
学

習
素
材
と
し
て
取
り
上
げ
『
谷
に

囲
ま
れ
た
台
地
に
水
を
引
く
』
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
18
頁
を
割
い
て

い
ま
す
。
教
科
書
は
、
熊
本
地
震

か
ら
の
復
旧
も
進
み
今
は
熊
本
県

を
代
表
す
る
観
光
資
源
と
し
て
も

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、

現
在
も
保
之
助
の
誕
生
日
と
命
日

に
は
毎
年
例
祭
が
行
わ
れ
て
い
る

な
ど
、
通
潤
橋
が
地
域
住
民
の
宝

に
な
っ
て
い
る
と
記
し
て
い
ま
す
。

　

教
育
出
版
の
教
科
書
は
井
沢
弥

惣
兵
衛
為
永
が
新
田
開
発
の
た
め

に
武
蔵
国
に
普
請
し
た
灌
漑
農
業

用
水
「
見
沼
代
用
水
」
を
、
日
本

文
教
出
版
の
教
科
書
は
栃
木
県
北

部
の
那
須
野
が
原
に
飲
料
・
農
業

用
水
を
供
給
す
る
用
水
路
で
、
矢

板
武
や
印
南
丈
作
ら
の
尽
力
に
よ

り
整
備
さ
れ
た
「
那
須
疎
水
」
を

採
録
し
て
お
り
、
い
ず
れ
の
教
科

書
も
十
分
な
ペ
ー
ジ
を
割
い
て

「
地
域
の
発
展
に
尽
く
し
た
先
人

が
さ
ま
ざ
ま
な
苦
心
や
努
力
に
よ

り
当
時
の
生
活
の
向
上
に
貢
献
し

た
こ
と
」
を
教
え
て
い
ま
す
。

安
倍
元
首
相

国
会
演
説
の
結
び

　

安
倍
元
首
相
の
所
信
表
明
演
説

は
、
次
の
言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
「
少
子
高
齢
化
、
不
透
明
感
を

増
す
世
界
経
済
、
複
雑
化
す
る
国

際
情
勢
、
厳
し
い
安
保
環
境
。
我

が
国
は
今
も
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に

直
面
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
に
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
悲
観
す
る

こ
と
で
も
、評
論
す
る
こ
と
で
も
、

ま
し
て
や
批
判
に
明
け
暮
れ
る
こ

と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
建
設
的
な

議
論
を
行
い
、
先
送
り
す
る
こ
と

な
く
『
結
果
』
を
出
す
。
私
た
ち

は
国
民
の
代
表
と
し
て
そ
の
負
託

に
し
っ
か
り
応
え
て
い
こ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。（
中
略
）
決
し

て
思
考
停
止
に
陥
っ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。互
い
に
知
恵
を
出
し
合
い
、

共
に
『
未
来
』
へ
の
橋
を
架
け
よ

う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

イ
ン
フ
ラ
／
教
育
／

民
主
主
義
は
「
幸
福
の
基
盤
」

　

現
在
私
た
ち
が
享
受
し
て
い
る

シリーズ「国土教育」 布田保之助と通潤橋の物語

郷土のインフラ作り 先人の功績を学ぶ

安
全
で
快
適
な
生
活
は
、
先
人
た

ち
が
森
林
や
田
畑
、
鉄
道
や
道
路

・
橋
を
整
備
し
、
川
を
治
め
、
水

資
源
を
開
発
す
る
な
ど
、
絶
え
間

な
く
国
土
に
働
き
か
け
続
け
る
こ

と
に
よ
り
、
国
土
か
ら
恵
み
を
返

し
て
も
ら
っ
て
き
た
歴
史
の
賜
物

で
す
。
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の

世
代
も
国
土
に
対
し
て
働
き
か
け

を
続
け
、
将
来
世
代
に
よ
り
良
い

イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
（
社

会
基
盤
）
を
引
き
継
い
で
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

正
確
な
知
識
や
道
徳
と
い
う
共

通
基
盤
が
な
け
れ
ば
、
正
し
い
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
共
同
生
活

を
営
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、

個
人
の
持
つ
能
力
を
引
き
出
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
・
経
済
を
維

持
・
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。「
布
田
保
之
助
と
通

潤
橋
の
物
語
」
は
、
戦
前

は
修
身
、
戦
後
は
国
語
・

社
会
・
道
徳
の
教
科
書
に

幾
度
も
採
録
さ
れ
て
き
た

伝
記
で
あ
り
、
児
童
・
生

徒
に
生
き
方
の
一
つ
の
規

範
を
示
す
役
割
を
果
た
し

て
き
ま
し
た
。

イ
ン
フ
ラ
／
教
育
／
民

主
主
義
は
、
国
を
豊
か
に

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ

に
住
む
人
々
に
基
本
的
な

健
康
や
安
全
を
提
供
し
、

機
会
や
希
望
や
尊
厳
を
与

え
る
「
幸
福
の
基
盤
」
な

の
で
す
。

（
国
土
学
ア
ナ
リ
ス
ト

　
森
田
康
夫
）

い
財
政
管
理
の
手
法
を
用
い
て
、

と
に
か
く
財
政
が
赤
字
で
な
け
れ

ば
い
い
と
い
う
政
策
を
取
り
続
け

て
き
た
。

そ
れ
が
日
本
の
停
滞
、
下
落
に

直
結
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ

に
代
わ
る
学
説
が
な
か
な
か
生
ま

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
国
民
を
豊
か

に
で
き
な
い
経
済
学
な
ど
そ
も
そ

も
間
違
っ
て
い
る
の
だ
。

国
民
を
豊
か
に
す
る
政
治
を

小
さ
な
政
府
を
目
指
し
、
規
制

を
緩
和
し
、
自
由
化
や
民
営
化
を

進
め
た
「
新
自
由
主
義
経
済
学
」

は
、
既
に
破
綻
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
経
済
学
者
ら
は
そ
れ

を
認
め
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
当
然
の
結
果
と

し
て
国
民
の
貧
困
化
や
労
働
者
の

非
正
規
雇
用
化
が
進
み
、
結
婚
で

き
な
い
所
得
層
が
生
ま
れ
、
子
供

の
数
が
減
っ
て
、
生
活
保
護
が
急

増
し
、
働
か
ざ
る
を
得
な
い
主
婦

が
増
え
て
い
る
。

財
政
危
機
宣
言
が
出
さ
れ
た
１

９
９
５
年
以
降
、
日
本
人
の
賃

金
・
給
与
は
ほ
と
ん
ど
伸
び
て
い

な
い
が
、
こ
れ
は
先
進
国
で
唯
一

の
現
象
だ
。
わ
が
国
の
今
の
状
況

は
、
政
治
が
本
来
目
指
す
べ
き
方

向
「
国
民
を
豊
か
に
す
る
こ
と
」

で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

通
潤
橋
（
熊
本
県
山
都
町
）

布田保之助の墓（熊本県熊本市）

くつき新本陣
清水勝徳駅長

若狭から京都へ塩鯖を運んだ鯖街道

滋賀県高島市朽木市場 777
国道 367 号　TEL.0740-38-2398

沿いの道の駅で、鯖寿司や鯖の熟れ寿司とともに
独特な苦味が癖になる栃餅が特産品です。タラの
芽などの山菜をはじめ、四季折々の旬の食材を販
売しており、特に恒例の日曜朝市には県内外から
多くのお客様にお越しいただいています。

竹田
堀哲郎店長

　自然豊かな山々に囲まれ、一日に数

大分県竹田市米納 663-1
国道 442 号　TEL.0974-66-3553

万㌧を超える湧水があふれだす「名水の里 竹田
市」は、県内有数の農業産地です。道の駅竹田に
は地元の新鮮野菜や農産加工品が揃った直売所、
野菜たっぷりメニューのレストランがあり、1 月
から 5 月までは、いちご狩りも楽しめます。

川口・あんぎょう
小林一駅長

　｢花と緑｣をテーマとした道の駅です。

埼玉県川口市大字安行領家 844-2
国道 298 号　048-296-4021

通年、緑花に関するイベントを開催し、緑に触
れる機会を提供しています。館内には、園芸売店、
屋上庭園、レストラン、和菓子売店などがあり、
名物の樹里安アイスは、川口産の原料を使用し
た３種類のオリジナルアイスで好評です。




