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自
然
と
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
　
誇
れ
る
ま
ち

ふるさと御所
歴史探訪

　

柳
田
川
か
ら
の
取
水
に
関
し
、
寛か

ん
え
ん延

３

年
（
１
７
５
０
）
に
作
成
さ
れ
た
絵
図
（
以

後
、「
水
利
絵
図
」
と
い
い
ま
す
）
が
残
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
の
一
部
を
写
真
１
と
し

て
示
し
ま
す
。
絵
図
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

い
る
「
番ば

ん
す
い水
」
の
文
書
（
加か

も
く
だ
り
み
ず
ち
ょ
う

茂
下
水
帳
）

の
表
紙
を
写
真
２
と
し
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

「
寛
延
庚か

の
え
う
ま午
天
」
と
あ
り
ま
す
が
、
庚
午
は

３
年
で
す
。
他
の
年
の
も
の
は
、表
紙
に「
鴨

下
り
神
水
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
史
料

が
残
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
水
系
の
も
の

だ
け
で
す
。

　
水
利
絵
図
に
は
、
倶く

じ

ら
尸
羅
（
櫛
羅
）
村
へ

水
源
が
「
滝
の
水
」
と
な
っ
て
い
る
別
の

水
系
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
し
や

う
こ
ん
井
手
」
の
下
流
に
は
、
松
本
村
と

竹
田
村
が
あ
り
ま
す
。
写
真
１
で
は
、
こ

れ
ら
を
割
愛
し
て
い
ま
す
。

　

水
利
慣
行
と
し
て
、
番
水
は
重
要
で
す

が
、『
国
史
大
辞
典
』
の
説
明
は
左
記
の
通

り
で
す
。

用
水
の
配
分
に
関
す
る
方
法
の
一
つ
。
同

一
の
用
水
源
に
依
存
し
て
稲
作
を
行
う
荘

園･

村
落･

用
水
組
合
間
で
、
一
定
の
日
時

を
一
定
の
順
番
で
引
水
す
る
慣
行
が
存
在

し
た
。
す
で
に
中
世
の
大
和
地
方
で
行
わ

れ
て
お
り
、
近
世
を
経
て
近
代
に
至
っ
て

も
慣
習
と
し
て
残
り
、
近
代
的
な
用
水
施

設
が
完
備
す
る
ま
で
存
続
し
た
。

　

番
水
に
は
、
日
照
り
続
き
の
時
等
、
渇

水
期
間
の
み
に
行
わ
れ
る
も
の
と
、
田
植

え
時
期
等
に
定
常
的
に
行
わ
れ
る
も
の
が

あ
り
ま
す
。
柳
田
川
の
番
水
は
前
者
で
、

楢
原
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
後
者
で
す
。

楢
原
の
「
番
水
の
時
計
」
は
よ
く
話
題
に

な
り
ま
す
。

　

柳
田
川
の
番
水
に
は
二
つ
の
段
階
が
あ

り
ま
す
。
先
月

号
で
説
明
し
ま

し
た
よ
う
に
、

取
水
口
の
こ
と

を
「
井い

で手
」
と

い
い
ま
す
。
そ

れ
ら
各
井
手
の

取
水
の
順
番
と

時
間
、
お
よ
び

井
手
か
ら
の
水

を
各
田
地
に
取

り
入
れ
る
順
番

と
時
間
で
す
。
水
利
絵
図
に
は
左
記
の
井

手
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
井
手
の
数･

名
前

･

場
所
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
ま

す
。六

反
井
手
、
米
な
み
井
手
、
石
井
井
手
、

横
井
井
手
、
み
た
ら
し
井
手
、
こ
し
井
手
、

し
や
う
こ
ん
井
手

　

文
書
に
は
、
井
手
毎
の
取
水
の
順
番
と

日
数
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
み
た
ら
し

井
手
」
か
ら
取
水
し
た
「
鴨
下
り
」
は
、

合
計
が
３
日
３
晩
で
、
各
人
の
名
前
と
割

り
当
て
の
歩ぶ

す
う数
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
１

歩ぶ

は
１
刻こ

く

す
な
わ
ち
２
時
間
で
す
。
御
所

と
三
室
の
人
た
ち
が
こ
れ
を
利
用
し
て
い

た
よ
う
で
す
。
な
お
、「
み
た
ら
し
」
は

「
御み

た
ら
い

手
洗
」
が
訛な

ま

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

水
利
絵
図
に
は
「
御
所
村
池
」
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
現
在
、
市
立
大

正
小
学
校
の
グ
ラ
ン
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
池
に
は
、
横
井
井
手
か
ら
水
が
供
給

さ
れ
て
い
て
、
柳
田
川
に
戻
さ
れ
て
い
ま

水
利
慣
行
〈
2
〉

写真1

す
。
そ
し
て
、
供
給
口
と
出
口
を
結
ぶ
バ

イ
パ
ス
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
柳
田
川

に
戻
す
と
こ
ろ
に
は
、「
井
ノ
本
井
手
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
井
ノ
本
は
、
こ
こ

の
北
側
の
小
字
名
で
、
御
所
町
の
田
畑
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
の
池
の
目
的
は
、
左
記

の
通
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

⑴
横
井
井
手
か
ら
取
水
し
、
途
中
の
田
地

に
供
給
す
る
。
絵
図
に
は
、「
く
じ
ら
村･

な
ら
原
村
入
組
、
地
数
五･

六
町
」
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。

⑵
水
が
豊
富
に
あ
る
と
き
は
、
池
に
貯
水

す
る
か
、
バ
イ
パ
ス
を
通
し
て
井
ノ
本
の

田
地
に
供
給
す
る
。

⑶
渇
水
期
に
は
、
池
か
ら
井
ノ
本
等
に
供

給
す
る
と
と
も
に
、
柳
田
川
に
戻
し
て
下

流
の
井
手
に
供
給
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
合
理
的
に
運
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
の
池
の
土
地
は
櫛
羅
村
に

属
し
て
い
ま
し
た
が
、
勾
配
の
関
係
で
こ

こ
に
池
を
設
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

櫛
羅
村
に
年
貢
を
払
っ
て
い
ま
し
た
が
、

先
月
号
で
述
べ
ま
し
た
蛇
穴
の
涌
水
池
と

同
様
、
幕
府
が
そ
の
半
分
を
負
担
し
て
い

ま
し
た
。　
　
　
　
　
（
文
責
　
中
井
陽
一
）

其の二十九

写真2

▶まっさらな高速道路を走り抜ける感覚、歩いて渡り眺める景色。一度きりの非日常体験、いかがでしたか？

　


