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一
般
財
団
法
人 

22
世
紀
吉
野
桜
を
愛
で
る
会

桜
に
は
、
人
と
、
心
の
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す

　

吉
野
の
自
然
と
歴
史
を
守
り
、
人
工
林
の
植
林
や
自
然

災
害
な
ど
で
減
少
す
る
「
奥
千
本
」
の
桜
の
再
生
を
目
的

に
活
動
す
る
「
２２
世
紀
吉
野
桜
を
愛
で
る
会
」
は
、
こ
れ

ま
で
約
２
、
０
０
０
本
の
桜
を
植
え
、
今
後
も
長
尾
山
に

１０
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
の
植
樹
を
す
る
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ほ
ど
の
活
動
規
模
か
ら
、
会
の
歴
史
が
長
く
吉
野

と
大
き
な
関
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
代
表
理
事

の
平
氏
に
よ
れ
ば
設
立
は
平
成
２１
年
６
月
と
若
く
、
会
を

立
ち
上
げ
た
前
代
表
理
事
は
関
東
出
身
だ
と
い
い
ま
す
。

「
仕
事
が
一
段
落
し
て
や
り
た
い
事
を
考
え
た
時
、
縁
が
有
っ

た
吉
野
の
美
し
い
桜
の
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

そ
こ
で
私
の
父
親
が  

”

  　

桜
を
植
え
て
も
い
い
よ　
“
と
い
う
地

主
さ
ん
を
紹
介
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
結
果
、
金
峯
神
社

近
く
の
修
行
門
周
辺
に
桜
を
植
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
」

　

観
光
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
吉
野
の
桜
で
す
が
、
総
本
山

金
峯
山
寺
で
は
桜
を
お
供
え
す
る
な
ど
吉
野
の
人
に
は
「
献

木
」
と
し
て
馴
染
み
が
あ
り
「
桜
は
日
本
の
原
点
」
と
い

う
人
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
ん
な
神
聖
な
桜
に
前
代
表
理

事
も
惹
か
れ
た
と
平
氏
は
話
し
ま
す
。

　

し
か
し
〝
本
当
に
奥
千
本
に
千
本
も
桜
が
あ
る
の
か 

〞

と
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
〝
な
ら
ば
、
ち
ゃ
ん
と
千
本

桜
の
持
つ

本
当
の
意
味
を

伝
え
る

一般財団法人

22 世紀吉野桜を愛でる会

平　典子 氏

金峯神社近くの修行門と献木桜

献木桜に取り付けられたプレート

植樹作業

「ずっと昔は、あちらこちら

で桜の苗が売られ、それを観

光客が買って “植えといてく

ださい” と頼まれて植えた、

そんなつながりが千本桜を生

んだのです。」

に
し
よ
う
、
桜
が
な
い
と
こ
ろ
に
も
植
え
よ
う 

〞
と
前
代

表
理
事
が
考
え
、
会
を
財
団
法
人
に
し
て
活
動
を
本
格
化

さ
せ
た
と
い
い
ま
す
。
吉
野
の
桜
に
は
、
美
し
さ
だ
け
で

な
く
人
と
、
心
の
つ
な
が
り
が
あ
り
、
会
の
活
動
は
そ
ん

な
桜
の
本
当
の
意
味
を
後
世
に
残
す
大
き
な
役
割
を
担
う

と
い
い
ま
す
。

思
い
が
宿
る
桜
だ
か
ら

手
間
と
愛
情
を
惜
し
み
な
く
注
ぎ
育
て
ま
す

　

奥
千
本
に
植
え
る
桜
、
そ
れ
は
「
献
木
」
と
し
て
個
々

の
思
い
や
願
い
を
込
め
て
植
え
、
そ
の
成
長
を
見
守
っ
て

い
た
だ
く
た
め
と
い
い
ま
す
。

「
桜
に
は
ご
家
族
の
ご
結
婚
や
お
孫
さ
ん
の
ご
誕
生
、
結
婚

何
周
年
記
念
な
ど
様
々
な
理
由
や
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
献
木
と
い
う
と
宗
教
心
や
信
仰
心
が
必
要
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
桜
や
吉
野
の
た
め
、
家
族
や
大
切
な
人
の
た
め
に
と

い
う
純
粋
な
気
持
ち
だ
け
で
十
分
な
の
で
す
。
」

　

献
木
を
す
る
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
氏
名
が
書
か
れ
た
プ

レ
ー
ト
を
桜
の
支
柱
に
付
け
、
植
樹
の
際
の
写
真
や
植
樹

場
所
の
案
内
地
図
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
デ
ー
タ
も
提
供
さ
れ
、
献
木
者

が
桜
の
成
長
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。

「
献
木
の
募
集
を
す
る
と
全
国
か
ら
応
募
が
く
る
の
で
、
ど

こ
に
自
分
の
桜
が
あ
る
か
を
分
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
応
募
は
北
海

道
や
関
東
か
ら
が
多
い
で

す
ね
。
」

　

植
樹
後
は
〝
苗
の
成
長

の
様
子
を
教
え
て
〞
と
い

う
手
紙
が
届
い
た
り
、
実
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桜
に
は
、
人
と
、
心
の
つ
な
が
り
が
あ
り
ま
す

今春見頃の献木桜

献木された方の名簿から、様々な思いが溢れます。

際
に
桜
の
成
長
を
吉
野
ま
で
見
に
来
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
、

献
木
者
は
も
ち
ろ
ん
、
ま
わ
り
の
ご
家
族
も
、
桜
に
深
い

愛
情
を
持
っ
て
く
だ
さ
る
と
い
い
ま
す
。
「 

様
々
な
思
い
が

込
め
ら
れ
た
桜
で
す
か
ら
、
責
任
を
持
っ
て
苗
の
世
話
や
管

理
を
し
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
」

圧
倒
的
な
ス
ケ
ー
ル
で
桜
の
世
界
を
つ
く
り
た
い

　

１０
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
の
土
地
の
整
地
、
苗
木
づ
く
り
、
植
樹

後
の
桜
の
維
持
・
管
理
な
ど
、
活
動
の
規
模
が
大
き
く
、
多

岐
に
わ
た
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ベ
テ
ラ
ン
桜
守
さ
ん
や
森

林
組
合
と
連
携
を
と
り
な
が
ら
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

「
サ
ク
ラ
ン
ボ
（
種
）
拾
い
か
ら
始
ま
り
、
植
樹
は
苗
を
５

〜
６
年
育
て
て
か
ら
に
な
り
ま
す
し
、
そ
の
間
も
獣
害
や
天

候
の
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
桜
や
山
の
事
を
知
り
尽
く
し
た

人
の
経
験
と
知
識
が
不
可
欠
で
す
。
桜
守
さ
ん
と
森
林
組
合

の
協
力
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。
木
々
の
見
回
り
を

は
じ
め
天
候
を
見
な
が
ら
の
桜
の
育
つ
環
境
づ
く
り
と
い
っ

た
、
私
た
ち
に
は
真
似
の
出
来
な
い
知
恵
と
工
夫
で
桜
の
成

長
を
日
々
見
守
っ
て
く
れ
ま
す
。
」

　

ま
た
会
は
桜
の
育
成
だ
け
で
な
く
、
吉
野
の
象
徴
と
い
え

る
「
金
峯
山
寺
蔵
王
堂
」

と
桜
を
通
じ
て
つ
な
が

り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

竹
林
院
、
櫻
本
坊
、
喜

蔵
院
、
東
南
院
が
集
ま

り
吉
野
桜
再
生
と
献
木

さ
れ
た
方
々
の
幸
せ
を

祈
願
す
る
護
摩
法
要
「
蔵

王
讃
仰
・
桜
の
大
護
摩

供
」
を
執
り
行
い
、
桜

が
生
む
「
絆
と
つ
な
が

り
」
も
大
切
に
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
４
寺
院
が
集
ま
っ

て
の
護
摩
法
要
は
【
歴
史
上

初
】
で
、
第
１
回
は
献
木
者
や
そ
の
ご
家
族
等
約
３
０
０
人

が
参
加
さ
れ
、
今
年
で
４
回
目
を
迎
え
ま
す
。

「
花
が
咲
く
ま
で
約

１０
年
か
か
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
間
、
献

木
者
の
皆
様
は
楽
し
み
に
待
た
れ
ま
す
。
そ
ん
な
壮
大
な
も

の
で
す
し
個
々
の
思
い
も
深
く
大
き
い
も
の
で
す
か
ら
、
圧

倒
的
な
ス
ケ
ー
ル
で
桜
の
世
界
を
築
き
再
生
し
た
い
で
す
。
」

吉
野
の
自
然
と
山
も
守
り
た
い

　

活
動
を
通
し
て
平
氏
は
、
桜
だ
け
で
な
く
吉
野
の
山
や
自

然
に
も
危
機
感
を
持
っ
た
と
い
い
ま
す
。
「
最
近
は
材
木
の

需
要
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
か
ら
林
業
従
事
者
が
年
々
減
っ

て
い
ま
す
。
す
る
と
山
や
自
然
を
守
る
知
恵
の
伝
承
が
で
き

な
い
の
で
す
。
今
、
中
心
と
な
っ
て
植
込
み
や
管
理
を
し
て

く
れ
て
い
る
の
が

８４
歳
の
桜
守
さ
ん
で
、
長
年
、
山
と
向
き

合
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
『
知
恵
』
を
豊
富
に
お
持

ち
で
、  

”

  　

こ
の
山
は
こ
う
し
な
い
と
い
け
な
い　
“ 

”

  　

切
っ
た

後
は
こ
う
し
た
方
が
い
い　
“
と
分
か
る
こ
と
が
た
く
さ
ん

あ
る
と
い
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
林
業
に
携
わ
る
人
が

減
る
現
状
で
、
作
業
の
経
験
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
ま
で
入

り
込
ん
だ
知
恵
を
持
っ
て
い
る
か
と
な
れ
ば
難
し
い
こ
と

で
す
し
、
今
教
え
て
も
ら
わ
な
い
と
、
と
い
う
感
じ
は
し

て
い
ま
す
。
自
然
相
手
で
す
か
ら
、
い
か
に
マ
ニ
ュ
ア
ル

以
外
の
事
を
知
っ
て
い
る
か
が
大
き
い
の
で
す
。
」

　

実
際
、
風
の
強
い
長
尾
山
で
は
密
植
す
る
こ
と
で
真
っ

す
ぐ
育
た
せ
、
更
に
木
の
下
に
影
が
で
き
る
た
め
雑
草
が

生
え
に
く
く
草
刈
り
の
手
間
も
省
け
、
無
駄
な
費
用
や
手

間
の
か
か
ら
な
い
植
樹
を
考
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、

後
継
者
の
確
保
と
育
成
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な

り
ま
す
。
「
会
が
ど
う
こ
う
で
は
な
く
、
山
全
体
を
見
て
い

か
な
い
と
会
も
活
動
も
続
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
原
点
は  

”

  　

自

然
に
手
を
合
わ
せ
る
感
謝
の
気
持
ち　
“
。
そ
の
気
持
ち
が

吉
野
の
桜
や
自
然
を
ど

う
守
っ
て
い
く
か
を
考

え
る
意
識
と
行
動
に
つ

な
が
り
ま
す
。
」

　

会
の
桜
や
吉
野
を
思

う
気
持
ち
が
あ
る
限
り
、

様
々
な
人
の
思
い
が
託

さ
れ
た
桜
は
途
絶
え
る

こ
と
な
く
、
こ
れ
か
ら

も
吉
野
の
地
で
咲
き
続

け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

山
野
草
の
里
づ
く
り
の
会

さ
ん   

や   

そ
う

長谷寺駅

至名張

至針IC

至桜井

長谷寺
卍

・ 瀧蔵神社

菅原神社 ・
・ 

旧
上
之
郷
小
学
校

山野草の里

三谷

小夫

初瀬

165

初瀬ダム

自
然
を
学
び
、

守
り
、
伝
え
ま
す

は
じ
ま
り
は
意
外
な
出
会
い

　

山
野
草
の
里
・
三
谷
は
標
高
３
５
０
〜
５
０
０
m
の
桜
井

市
東
北
部
、
大
和
川
の
本
流
源
流
地
域
で
大
和
高
原
の
一
角

に
位
置
し
て
い
ま
す
。
１
９
７
０
年
頃
ま
で
農
林
業
の
営
み

の
中
で
き
れ
い
な
里
山
の
景
観
が
保
た
れ
、
多
く
の
動
植
物

が
人
と
共
生
・
共
存
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
農
林
業
の

不
振
に
よ
り
離
村
が
進
み
、
田
畑
や
山
林
の
管
理
放
棄
地
が

拡
大
し
里
山
に
生
息
す
る
山
野
草
・
昆
虫
は
激
減
し
つ
つ
あ

り
ま
し
た
。

　

会
の
立
ち
上
げ
は
意
外
な
も
の
で
し
た
。
１９
年
前
、
芳
原

和
夫
氏
（
副
理
事
長
）
が
一
家
で
桜
井
市
の
笠
山
荒
神
の
そ

ば
処
に
出
か
け
た
際
、
道
に
迷
い
助
け
を
求
め
た
の
が
大
学

時
代
の
友
人
で
三
谷
在
住
の
福
岡
定
晃
氏
（
前
理
事
長
）
で

す
。
こ
の
と
き
、
福
岡
定
晃
氏
の
村
お
こ
し
の
話
に
意
気
投

合
さ
れ
、
奥
様
や
友
人
と
と
も
に
三
谷
へ
通
い
始
め
た
そ
う

で
す
。
こ
れ
が
、
後
に
「
山
野
草
の
里
づ
く
り
の
会
」
結
成
（
２

０
０
１
年
）
へ
と
発
展
し
、
結
成
２
年
目
に
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

化
し
ま
し
た
。

活
動
の
始
ま
り

　

地
域
の
自
然
環
境
を
守
る
た
め
に
、
「
自
生
山
野
草
の
調

査
及
び
維
持
管
理
」
「
放
置
水
田
、
畑
及
び
そ
の
周
辺
の
ク

ロ
ガ
リ
（
農
地
に
隣
接
し
た
山
林
の
一
部
）
等
の
維
持
管
理

活
動
」
「
農
業
用
水
路
や
農
道
の
復
旧
、
管
理
活
動
」
等
に

取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
会
員
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
々
と
と
も
に
地
域
住
民
も
加
わ
り
、
竹
等
で
覆
わ
れ
て
い

た
農
地
の
復
旧
等
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

そ
の
後
の
活
動

　

参
加
者
の
増
加
と
と
も
に
復
旧
を
要
す
る
土
地
も
増
え
、

特
に
自
生
山
野
草
の
調
査
に
関
わ
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
ま

し
た
。
福
岡
夫
妻
や
芳
原
氏
が
学
ん
だ
「
大
阪
シ
ニ
ア
自
然

大
学
校
」
か
ら
応
援
し
て
も
ら
え
な
い
か
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

サ
ー
ク
ル
の
一
団
体
な
ら
可
能
と
の
答
え
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
当
大
学
校
で
の
同
窓
生
な
ど
に
声
を
か
け
２
０
０
８
年

「
里
山
の
山
野
草
を
守
る
会
」
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
、

こ
の
会
に
「
自
生
山
野
草
の
調
査
及
び
維
持
管
理
」
を
任
せ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
代
表
的
な
里
山
の
一
つ
に

　

当
初
、
会
の
活
動
日
は
週
１
回
で
し
た
が
、
活
動
の
広
が

り
と
と
も
に
平
成
１７
年
４
月
以
降
は
毎
週
水
曜
日
・
土
曜
日

の
週
２
回
に
な
り
ま
し
た
。
活
動
場
所
は
、
桜
井
市
三
谷
５

２
８
番
地
の
事
務
所
を
拠
点
に
、
三
谷
地
区
内
と
一
部
小
夫
・

小
夫
嵩
方
（
お
お
ぶ
・
お
お
ぶ
だ
け
ほ
う
）
地
区
を
含
め
た

エ
リ
ア
で
す
。
自
然
環
境
が
一
番
よ
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
昭

和
３０
年
代
に
近
づ
け
よ
う
と
い
う
目
標
を
持
ち
、
里
山
林
の

整
備
、
ク
ロ
ガ
リ
整
備
、
遊
休
農
地
を
利
用
し
た
果
樹
園
づ

く
り
等
、
地
域
住
民
と
も
連
携
し
、
三
谷
地
区
・
山
野
草
の

里
の
景
観
づ
く
り
の
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

里
山
の
自
然
を
守
る
た
め
、
「
持
ち
込
ま
な
い
。
持
ち
出

さ
な
い
。
」
に
こ
だ
わ
り
、
炭
焼
き
を
し
た
り
、
古
代
米
を

農
薬
や
化
学
肥
料
を
一
切
使
わ
ず
自
然
に
近
い
か
た
ち
で
育

て
た
り
と
い
っ
た
地
道
な
活
動
に
大
勢
の
方
が
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。
ま
た
「
里
山
の
山
野
草
を
守
る
会
」
の
協
力
や
、

奈
良
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー
、
国
・
奈
良
県
・
桜
井
市
、
多
く
の

企
業
か
ら
の
支
援
も
頂
き
、
里
山
づ
く
り
事
業
が
大
き
く
進

展
し
ま
し
た
。

ＮＰＯ法人

山野草の里づくりの会

村上 秀夫 氏

「里山では、イノシシ侵入の

多発、ナラ枯れ発生等、毎年

予定外のことが起こります。

対応に資金の必要な場合もあ

り、なかなかやりくりが大変

です。」

赤い花のそば園
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農地の復旧と活用

農地に隣接した土手で農地から約

５メートルの高さまでの部分をクロ

ガリといい、農地所有者に管理義

務があります。このクロガリは山

菜や山野草の宝庫で、この環境を

維持するには年数回の草刈りが必

要です。急傾斜地で作業しづらく、

多くの時間を要します。遊休農地

が発生すると、隣接するクロガリ、

農道、水路の管理が行われず、そ

の地に咲く花を好む昆虫類も棲ま

なくなります。私たちは、農地の

復旧に努め、「赤い花のそば」「古

代米」「花菖蒲」の栽培、「果樹オー

ナー園」として活用しています。

里山に関心のある方が一人でも多く、ボラン

ティア活動に参加してもらえるように、里山保

全にかかる知識と技能の習得を目的とした講

座を開講しました。奈良森林インストラクター

会所属の森林インストラクターに講師をお願

いしスタートしました。第１回の修了者は１７

人でした。

珍しい山野草やホタルなどの動植物、そして

里山の景観に触れながら、里山の自然を楽し

んでいただいています。

放置山林の復旧と活用

山林も木材不況やクヌギ・コナラ

の利用激減により、管理放棄が進

んでいます。山への進入路を復活

させ、間伐、不要な竹樹木の除去

により日光が射し込み、山野草の

生育を助けます。伐採したクヌギ・

コナラ等を利用して、炭焼きやキ

ノコ栽培をしています。

田植え クロガリ整備の作業

花の宴　そば園にて 稲刈り、稲架かけ

養成講座　竹林間伐 養成講座　刈払機の講習

ヘイケボタルの棲む田んぼで古代米の栽培を

行います。種まきからはじめ、育った苗の田植

え、田の草取り、稲の成長の観察をし、秋には

稲刈り、12月には古代米の餅つきとしめ縄づく

りを行っています。

山野草園内の畑で自然栽培したハヤト瓜を橿

原市のお漬物屋さんの協力を得て、コラボ商

品「ハヤトウリ奈良漬」にして販売。三谷の

黒米は毎年約 40 キロを京都の料亭に送って

います。

■里山保全ボランティア養成講座

■花の宴、里山自然体験

2007年に地元の親子に呼びかけてビオトープ

づくりを始め、2008年から「みんなでいかそう

ビオトープ」の活動を開始。2012年からは三谷

の生き物調査とともに、生き物を子どもたちが

図鑑に描く「三谷生き物図鑑づくり」の活動を

開始しました。

平城京天平祭・大和川源流体験ツアーに、竹

工作等を出展、川上村森と水の源流館との交

流など市外とのつながりも大切にしています。

■ビオトープづくり

■竹工作等を出展

■里地里山を守り活かし楽しむ会■ハヤトウリ・三谷の黒米

か
ら
応
援
し
て
も
ら
え
な
い
か
相
談
し
た
と
こ
ろ
、

「
里
山
の
山
野
草
を
守
る
会
」

　

そ
の
結
果
「
山
野
草
の
里
」
は
、
２
０
１
５
年
１２
月
に
環

境
省
か
ら
「
生
物
多
様
性
保
全
上
重
要
な
里
地
里
山
」
に
選

定
さ
れ
、
日
本
の
代
表
的
な
里
山
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

資
金
面
、
人
材
面
の
問
題
解
決
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

　

イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
、
里
山
づ
く
り
で
問
題
と
な
る
の
は
、

や
は
り
お
金
と
人
の
こ
と
だ
と
い
い
ま
す
。
「
資
金
に
関
し

て
は
、
ま
だ
ま
だ
助
成
金
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状

で
す
。
保
全
活
動
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
問
題
は
も
っ
と

重
要
で
す
。
現
在
は
70
歳
代
の
方
が
活
動

の
中
心
で
す
が
、
定
年
退
職
者
だ
け
で
な

く
女
性
や
現
役
世
代
の
方
の
参
加
が
大
事

で
す
。
２
０
１
７
年
か
ら
、
奈
良
森
林
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
会
・
奈
良
Ｎ
Ｐ
Ｏ
セ
ン

タ
ー
の
ご
協
力
を
得
て
『
里
山
保
全
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
』
を
開
催
し
、
里
山

保
全
活
動
の
き
っ
か
け
づ
く
り
を
始
め
ま

し
た
。
受
講
生
か
ら
里
山
保
全
活
動
に
参

加
す
る
人
も
あ
り
ま
す
。
団
塊
の
世
代
か

ら
次
世
代
が
中
心
の
活
動
に
変
わ
っ
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
活
動
を
魅
力
あ
る

も
の
に
す
る
こ
と
、
リ
ー
ダ
ー
を
養
成
す

る
こ
と
が
課
題
で
す
。
」

里
山
づ
く
り
の
活
動
の
継
続
を
目
標
に

　

現
理
事
長
・
村
上
秀
夫
氏
は
、
７
年
前

に
「
ホ
タ
ル
の
夕
べ
」
に
参
加
し
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
三
谷
へ
通
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
平
成
２７
年
に
福
岡
氏
が
体
調
悪

化
に
よ
り
理
事
長
を
退
任
さ
れ
、
後
任
理

事
長
を
引
き
受
け
ま
し
た
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
活
動
趣
旨
を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
里
山

保
全
に
関
心
の
あ
る
方
は
、
誰
で
も
活
動
に
参
加
で
き
る
と

い
い
ま
す
。
実
際
、
村
上
氏
は
大
和
高
田
市
、
芳
原
氏
は
東

大
阪
市
、
そ
の
ほ
か
奈
良
市
、
宇
陀
市
、
香
芝
市
、
橿
原
市
、

五
條
市
、
吉
野
郡
等
か
ら
マ
イ
カ
ー
で
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
村
上
氏
は
地
元
・
桜
井
市
か
ら
の
参
加
が
少
な
い

こ
と
が
少
し
残
念
と
も
い
い
ま
す
。
「
地
元
三
谷
地
区
も
過

疎
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ご
高
齢
の
方
は
三
谷
に
住
み
農
業

を
続
け
て
い
た
だ
け
る
だ
け
で
あ
り
が
た
く
、
里
山
保
全

の
活
動
と
と
も
に
地
元
の
方
と
の
つ
な
が
り
を
深
め
て
い

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
」

　

先
輩
の
皆
さ
ん
が
切
り
開
き
再
生
さ
せ
た
「
山
野
草
の

里
」
は
、
日
本
の
代
表
的
な
里
山
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
放
置
す
れ
ば
あ
っ
と
い
う
間
に

２
０
年
前
の
荒
れ
た
姿
に
戻
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
里
山
の
景
観
、
自
然
環
境
を
残
せ
る
よ
う
に
活
動

を
継
続
し
て
い
き
た
い
と
村
上
氏
は
い
い
ま
す
。

山野草の里といわれる桜井市三谷を

拠点に活動しています。

会で取り組んだ事はパンフレット

や冊子にして発信します。
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天
理
市
　
田
井
庄
池
公
園
再
整
備

天
理
市
の
新
し
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
ス
ポ
ッ
ト

公
園
整
備
が
駅
周
辺
を
活
気
づ
け
る

　

天
理
駅
西
側
に
あ
る
田
井
庄
池
公
園
は
、
都
市
公
園
と

し
て
昭
和
４７
年
に
整
備
さ
れ
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
形
を
し
た
大

き
な
す
べ
り
台
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
ロ
ボ
ッ
ト
公
園
」
と

呼
ば
れ
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
公
園
内
に
は
本
物
の
蒸

気
機
関
車
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
駅
か
ら
近
い
こ
と

も
あ
り
園
内
の
通
路
は
多
く
の
市
民
が
行
き
来
し
ま
す
。

こ
の
公
園
が
平
成
２６
年
よ
り
進
め
ら
れ
た
天
理
駅
周
辺
の

整
備
計
画
に
お
い
て
再
整
備
さ
れ
た
の
で
す
。

　

駅
の
正
面
に
な
る
東
側
は
、
天
理
教
本
部
へ
と
抜
け
る

商
店
街
も
あ
り
駅
前
広
場
の
整
備
を
行
い
ま
し
た
が
、
西

側
に
も
人
気
の
お
店
や
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
か
ら
公
園

の
再
整
備
は
西
側
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
大
き
な
意
味

が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

よ
り
愛
さ
れ
る
公
園
づ
く
り

　

再
整
備
に
際
し
〝
健
康
づ
く
り
の
場
に
も
し
て
ほ
し
い
〞

と
い
う
声
が
数
多
く
出
た
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
で
ま
ず
公

園
に
あ
る
池
の
周
囲
に
一
周
２
５
０
ｍ
の
遊
歩
道
を
つ
く

り
、
歩
行
距
離
が
わ
か
る
よ
う
路
面
に
○
○
メ
ー
ト
ル
と

ペ
イ
ン
ト
し
ま
し
た
。
ま
た
、
池
に
面
し
た
ベ
ン
チ
や
芝

生
広
場
の
設
置
、
成
長
し
す
ぎ
た
樹
木
の
伐
採
や
照
明
の

増
設
に
よ
り
、
安
全
で
楽
し
め
る
憩
い
の
場
へ
様
変
わ
り

し
ま
し
た
。
今
で
は
高
齢
者
が
散
歩
や
趣
味
を
楽
し
ん
だ

り
、
若
者
が
サ
ー
ク
ル
活
動
を
行
っ
た
り
、
お
母
さ
ん
と

子
供
さ
ん
た
ち
の
集
う
場
に
な
っ
た
り
、
学
生
が
遊
歩
道

を
ジ
ョ
ギ
ン
グ
し
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
仕
事
帰
り
の

社
会
人
が
ベ
ン
チ
で
休
憩
し
て
家
路
に
つ
い
た
り
と
各
々

が
公
園
を
楽
し
む
姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
公

園
に
花
を
植
え
た
い
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
声
も
出
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
、
よ
り
愛
さ
れ
る
公
園
づ
く
り
に

手
応
え
を
感
じ
た
と
い
い
ま
す
。

更
な
る
公
園
づ
く
り
へ

　

多
く
の
市
民
が
公
園
を
訪
れ
ま
す
が
、
公
園
の
シ
ン
ボ

ル
で
も
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
形
す
べ
り
台
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
は

こ
れ
か
ら
と
い
い
ま
す
。
こ
の
遊
具
は
日
本
中
で
も
数
基

し
か
な
く
、
今
後
塗
装
の
更
新
（
色
の
塗
り
替
え
）
な
ど

を
行
う
そ
う
で
す
。
ま
た
、
地
元
の
方
の
要
望
も
反
映
し

き
れ
て
い
な
い
た
め
、
市
民
と
共
に
更
な
る
公
園
づ
く
り

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
い
い
ま
す
。

街
が
活
気
づ
い
て
い
る
の
が
わ
か
り
ま
す

　

街
の
賑
わ
い
の
場
と
な
り
つ
つ
あ
る
田
井
庄
池
公
園
。

天
理
市
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
公
園
を
Ｐ
Ｒ
し
た
り
、
年
末
年
始
の

期
間
に
３０
万
個
も
の
電
球
を
使
っ
た
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

で
装
飾
す
る
な
ど
、
公
園
の
認
知
度
Ｕ
Ｐ
や
市
外
か
ら
も

来
て
も
ら
え
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

更
に
公
園
内
に
桜
の
木
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
桜
の
季
節

に
イ
ベ
ン
ト
が
で
き
な
い
か
と
地
元
か
ら
声
が
上
が
る
な

ど
公
園
を
中
心
に
街
が
活
気
づ
い
て
い
る
の
が
わ
か
る
と

い
い
、
こ
れ
か
ら
も
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
ひ
ろ
が
る

公
園
に
し
た
い
と
の
こ
と
で
す
。

公園内に展示されている D５１

桜の時期の公園

着工前

施工中

天理市
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曽
爾
高
原
ス
ス
キ
景
観
向
上
の
取
り
組
み

日
本
の
原
風
景
を

次
世
代
へ

秋
に
輝
く
世
界
に
今
、
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

　

秋
の
曽
爾
高
原
を
彩
る
ス
ス
キ
。
特
に
黄
金
色
に
輝
き
揺

れ
る
夕
暮
れ
は
、
こ
こ
に
し
か
な
い
美
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
近
年
ス
ス
キ
の
丈
が
低
く
な
る
等
、
植
生
の
衰
退
が

顕
著
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
奈
良
県
は
平
成
２６
年
に
ス
ス
キ

の
保
全
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

衰
退
の
原
因
の
特
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す

が
、
人
の
立
ち
入
り
に
よ
る
踏
圧
の
影
響
が
大
き
い
と
推
測

で
き
ま
し
た
。
実
際
、
遊
歩
道
付
近
や
緩
傾
斜
地
の
ス
ス
キ

が
特
に
弱
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
写
真
撮
影
や
山
菜
採
り
等

に
よ
る
立
ち
入
り
を
想
像
さ
せ
る
の
で
す
。

課
題
に
取
り
組
む
難
し
さ

　

曽
爾
高
原
は
県
有
地
で
す
が
管
理
は
古
く
か
ら
同
高
原
と

関
わ
っ
て
き
た
曽
爾
村
が
担
い
、
ス
ス
キ
に
代
表
さ
れ
る
美

し
い
風
景
が
楽
し
め
る
県
内
有
数
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て

年
間
４０
〜
５０
万
人
が
訪
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
人
の

立
ち
入
り
防
止
対
策
は
大
き
な
課
題
で
す
が
、
同
高
原
は
自

然
公
園
に
指
定
さ
れ
て
お
り
保
護
と
の
兼
ね
合
い
か
ら
、
や

た
ら
に
人
工
物
を
設
置
す
る
等
人
為
的
に
手
を
加
え
る
こ
と

が
難
し
く
、
今
後
も
ス
ス
キ
を
守
る
た
め
の
試
行
錯
誤
が
続

く
と
い
い
ま
す
。

「
気
持
ち
の
誘
導
」
で
ス
ス
キ
や
自
然
を
守
る

　

平
成
２６
年
の
調
査
を
踏
ま
え
、
奈
良
県
で
は
平
成
２７
〜
２９

年
度
の
３
年
間
で
立
ち
入
り
や
す
い
場
所
に
優
先
順
位
を
付

け
て
景
観
に
配
慮
し
た
侵
入
防
止
柵
を
２
㎞
・
立
入
禁
止
看

板
を
３
ヶ
所
設
置
、
ま
た
遊
歩
道
を
進
む
と
出
て
く
る
小
高

い
丘
２
ヶ
所
に
「
夕
景
テ
ラ
ス
」
と
し
て
ベ
ン
チ
が
あ
る
眺

望
ス
ポ
ッ
ト
を
整
備
し
、
テ
ラ
ス
か
ら
風
景
を
楽
し
ん
だ
り

写
真
撮
影
し
て
も
ら
う
よ
う
に
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
で
考
え
た
こ
と
は
「
気
持
ち
の
誘
導
」

だ
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
対
策
で
人
の
立
ち
入
り
を
完
全

に
な
く
す
こ
と
は
難
し
い
で
す
が
「
立
ち
入
っ
て
は
い
け
な

い
」
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
た
の
で

す
。
ま
た
曽
爾
村
に
お
い
て
も
誘
導
員
を
独
自
に
配
置
し
、

曽
爾
高
原
を
守
る
動
き
を
強
め
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

ど
ん
な
策
を
講
じ
て
も
、
最
後
は
「
気
持
ち
」

　

自
然
に
親
し
み
を
感
じ
る
場
所
な
の
で
、
人
の
配
置
や
人

工
物
の
設
置
は
避
け
た
い
の
で
す
が
、
自
然
の
美
し
い
風
景

を
守
る
こ
と
を
考
え
た
時
、
ま
だ
そ
れ
ら
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い
の
が
現
状
と
い
い
ま
す
。
必
要
で
あ
り
大
切
な
の
は
、

そ
れ
ら
が
な
く
て
も
「
い
つ
ま
で
も
こ
の
自
然
を
残
し
た
い
」

と
い
う
一
人
ひ
と
り
の
気
持
ち
な
の
で
す
。

　

現
在
は
、
裸
地
に
な
っ
て
い
た
場
所
が
部
分
的
に
回
復
し

て
き
た
兆
候
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
植
生
は
１
年
や
２
年
で

回
復
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
今
後
も
じ
っ
く
り
向
き
合

い
な
が
ら
、
よ
り
人
と
自
然
の
融
和
に
つ
な
が
る
取
り
組
み

を
し
た
い
と
の
こ
と
で
す
。

秋の曽爾高原夕景　「奈良県景観資産」より

毎年３月中旬に行われる曽爾高原山焼き

夕景テラス

立入禁止看板

曽爾村
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日本三大山城　高取城跡 三峰山の霧氷

奈良県景観資産のご紹介

 

奈良県立民俗博物館　行事のご案内

県内の素晴らしい景観、守りたい景観

を、テーマを定めて一般公募の上審査

し、１６１点を奈良県景観資産として登

録しています。奈良県ホームページ「奈

良県景観資産総合案内所」をご覧にな

り、お出かけ先にぜひご検討ください。

常設展･企画展･特別展・季節展 その他展示 古民家ワークショップ・講演会など

　　

展示解説 10/7日

　　　　    11/25日

 　　　

展示解説 2/24日 
　　　　   3/2土

 　　　

　　　 

　 　

　　

明治150年記念特別展

くらしから読み解く
明治150年

季節展　ひなまつり
－人形たちの宴－

10/6土～12/16日

奈良県景観資産を

訪れてみませんか？

昔のくらし関連展

子どものくらし
－あそびとまなび－

開催中～1/27日

玄関ホール写真展

私がとらえた
大和の民俗
－火－

10/27土～
12/16日

10/14日

10/20土

11/10土11日

11/11日

12/9日

12/23日㊗

12/24月㊗

1/ 5土6日

1/14月㊗

2/16土17日

3/3日

3/23土

つくろう！ あそぼう！ 昔のおもちゃ

昔のくらし体験① 昔のあかり＆秋の夜のおはなし会

第５回 なら民博ふるさとフェスタ

明治150年記念講演会

「明治維新と奈良の祭り－おん祭・村落祭祀の近代－」

天理大学文学部教授　幡鎌一弘 氏

写真展関連イベント 写真家座談会

里山のお正月かざり

昔のくらし体験② 掃除

新春お正月あそび＆体験！火をつかう道具

昔のくらし体験③ 炭火アイロン

春の子どもワークショップまつり

早春おはなし会 ＿おひなさまの前で＿ 

昔のくらし体験④ かまど

大
和
の
民
家
15

棟
（
う
ち
重
要
文
化
財
3

棟
・
県
指
定
文
化
財
10

棟
）　

常
設
展
「
大
和
の
く
ら
し
」
（
稲
作
・
茶
業
・
林
業
・
昔
の
く
ら
し
）

2/23土～3/24日

コーナー展

冬のくらしと
あたたまる道具

12/8土～
2/24日

コーナー展

桶と篭

3/16土～4/21日

奈良県立民俗博物館

つくる みる・きく ふれる

※イベントの開催時刻や募集時期などは、博物館のホームページ等をご覧ください。

※お申し込みが必要なイベントにつきましては、当館窓口、電話のいずれかでお申し込みください。

※やむをえない事情により行事の内容を変更する場合がございます。ご了承ください。

※天候等でやむを得ず中止する場合や、

　開始時間が変更になる場合があります。

　詳しくは、博物館へお問い合わせください。

各日10:30～15:30
（休憩12:00～13:00）

はたおり実演　毎月第４日曜 メルマガのご案内
博物館の展示やイベントの情報を毎月１日に

お届けしております。

配信のご登録（無料）は、右のＱＲコードか、

博物館ホームページからお願いします。

（ドメインは「@publisher.mag2」）

奈良県植栽計画
「なら四季彩の庭」

〒639-1058 大和郡山市矢田町545番地 

TEL：0743-53-3171

FAX：0743-53-3173 

URL：http://www.pref.nara.jp/1508.htm　

古
民
家
で
ひ
な
ま
つ
り
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