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暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
を
目
指
す
行
政
と
、

自
ら
の
考
え
で
立
ち
上
が
っ
た
住
民
た
ち
。

そ
の
双
方
の
前
向
き
な
力
が
合
わ
さ
り
、

和
歌
山
県
有
田
郡
有
田
川
町
で
は
今
、

ゆ
っ
く
り
と
、
そ
し
て
し
っ
か
り
と

活
性
化
が
進
ん
で
い
る
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力  和歌山県有田郡有田川町

和歌山県有田川町が誇る美しい景色の代表格「あらぎ島
じま

」は、
江戸時代に開拓が行われた棚田。県内では唯一「日本の棚田
百選」に選ばれており、2013 年には「蘭

あらぎ

島および三田・清
水の農山村景観」として国の重要文化的景観に登録された。

住
民
一
人
ひ
と
り
の

思
い
が
実
を
結
ぶ

和
歌
山
県
有あ

り

田だ

川が
わ

町ち
ょ
う
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「さまざまな施策により人口減少を抑えて 2060 年にも人
口 2 万人の確保を目指す中、5 年ごとの『人口ビジョン』
を設定しているのですが、現状では 2025 年の目標値を上
回る結果が期待できそうです」と話す町長の中山正隆氏。

有田川に建設された二川ダムの維持放流水
を活用する小水力発電は、新エネルギー財
団による「平成 28 年度新エネ大賞」で資源
エネルギー庁長官賞を受賞した。

環
境
、
教
育
、
子
育
て
を

柱
に
し
た
暮
ら
し
や
す
い

ま
ち
づ
く
り

　

和
歌
山
県
の
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
有

田
郡
有
田
川
町
は
、
二
○
○
六
年
に
旧

清
水
町
、
旧
金
屋
町
、
旧
吉
備
町
が
合

併
し
て
誕
生
し
た
。
そ
の
主
要
産
業
は
、

「
有
田
み
か
ん
」
を
要
と
す
る
柑か

ん
き
つ橘

類
の

栽
培
。
江
戸
時
代
に
発
展
し
た
伝
統
が

受
け
継
が
れ
、
二
〇
二
一
年
に
は
「
み

か
ん
栽
培
の
礎

い
し
ず
えを

築
い
た
有
田
み
か
ん

シ
ス
テ
ム
」
と
し
て
日
本
農
業
遺
産
に

登
録
さ
れ
た
。

 　

人
口
は
約
二
万
五
〇
〇
〇
人
と
県
内

の
町
村
で
は
最
多
な
が
ら
、
近
年
は
ゆ

る
や
か
な
減
少
を
続
け
て
き
た
。
し
か

し
こ
こ
数
年
、
転
入
者
の
増
加
に
よ
り

そ
れ
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て
い
る
と
い

う
。
町
内
唯
一
の
駅
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
藤
並

駅
ま
で
、
特
急
利
用
な
ら
新
大
阪
か
ら

直
通
で
約
九
〇
分
、
和
歌
山
市
内
ま
で

阪
和
自
動
車
道
有
田
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
か
ら
約
二
〇
分
と
い
う
利
便
性
も
あ

る
が
、
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
。

旧
吉
備
町
の
町
長
を
経
て
有
田
川
町
の

初
代
町
長
に
就
任
し
た
中
山
正
隆
氏
に
、

そ
の
背
景
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

　
「
若
い
世
代
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
を
目
指
し
、
合
併
直
後
か
ら
柱
に

し
て
い
る
の
は
環
境
、
教
育
、
そ
し
て

子
育
て
支
援
で
す
。
ま
ず
は
子
ど
も
た

ち
が
学
ぶ
場
の
環
境
整
備
が
大
事
だ
と

い
う
こ
と
で
、
就
任
後
は
真
っ
先
に
幼

稚
園
か
ら
中
学
校
ま
で
ク
ー
ラ
ー
を
設

置
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
夏
場
で
も

十
分
な
授
業
時
間
が
確
保
で
き
た
こ
と

に
加
え
て
、
夏
バ
テ
を
回
避
で
き
た
こ

と
を
通
じ
て
子
ど
も
た
ち
は
給
食
を
残

さ
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

他
に
も
学
童
保
育
や
図
書
館
の
充
実
、

高
校
生
ま
で
の
医
療
費
無
料
化
な
ど
、

教
育
、
子
育
て
に
は
多
く
の
予
算
が
割

か
れ
て
い
る
。

　

環
境
面
で
は
、
資
源
ご
み
の
活
用
に

注
目
し
た
い
。
町
の
随
所
に
「
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
」
が
設
け
ら
れ
、
住
民
が

分
別
を
徹
底
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で

は
仕
分
け
に
約
三
〇
〇
〇
万
円
か
か
っ

て
い
た
費
用
負
担
が
、
逆
に
資
源
ご
み

の
売
却
に
よ
り
三
年
間
で
約
八
〇
〇
万

円
の
収
益
と
な
っ
た
。

　
「
分
別
に
は
手
間
が
か
か
り
ま
す
か

ら
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
が
あ
っ

て
こ
そ
の
こ
と
で
す
。
職
員
が
幾
度
も

足
を
運
ん
で
話
し
合
い
を
重
ね
、
ご
理

解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
で
は
子
ど

も
た
ち
も
、
細
か
い
ご
み
の
分
別
を
当

た
り
前
に
思
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
」

　

二ふ
た
が
わ川
ダ
ム
の
維
持
放
流
水
（
注
）
を
利

用
し
た
小
水
力
発
電
は
、
画

期
的
な
試
み
だ
っ
た
。
約

三
億
円
が
建
設
に
費
や
さ
れ

た
が
、
完
成
後
は
売
電
に
よ

り
年
間
約
五
〇
〇
〇
万
円
の

収
益
を
生
ん
で
い
る
。
こ
れ

は
役
場
職
員
の
意
見
を
実
現

さ
せ
た
も
の
で
、
町
の
創
生

総
合
戦
略
も
職
員
の
提
案

を
受
け
て
四
〇
歳
未
満
の

若
手
が
手
掛
け
る
。

（注） 維持放流／自然環境保持の目的等で行われる、
河川の流水の機能を正常に維持するための放流。

有田川町

関西国際空港

奈良県

大阪府

日高川町

和歌山線

紀
勢
本
線

480

ふじなみ

広川町

湯浅町

有田川 湯川川

四村川

紀美野町

和歌山市

阪
和
線

阪和自
動車道

有田IC

和歌山 IC

和歌山県

関西国際空港
連絡橋

・
生石高原

あらぎ島
・

・二川ダム・鷲ヶ峰
  コスモスパーク

424

かつらぎ町

田辺市

わかやま

海南市

有田市

わかやまし

町のあちらこちらに設け
られた「ごみステーショ
ン」は、それぞれの自治
会が管理。細かいごみの
分別で町の経費が削減さ
れたことにより「低炭素
社会づくり推進基金」が
生まれ、「太陽熱利用設備
補助制度」「コンポスト容
器の無料貸与制度」など
の新制度が設けられた。
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「みかんのみっちゃん農園」の小澤光範氏は、みかんを
含めた約 60 種類の柑橘類の栽培にいそしむ。学生イン
ターンの受け入れや子どもたちを対象とした講演など、
農業の未来のために積極的な活動を行っている。

鎌倉時代の僧・明
みょう

恵
え

上人は有田地域
の出身。鷲

わし

ヶ
が

峰
みね

の中腹、明恵上人が
修行を重ねた場所は「神

かみたに

谷遺跡」と
して国指定史跡に。標高 586 メート
ルの鷲ヶ峰は、頂上から町を広く見
渡せ、コスモスやツツジの名所とし
ても知られる。 （写真提供：有田川町）

果
実
の
み
な
ら
ず
、
有
田
み
か
ん
は
ジ
ュ
ー
ス

を
は
じ
め
多
様
に
加
工
、
商
品
化
さ
れ
て
き
た
。

写
真
は
有
田
川
町
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
推

進
協
議
会
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
オ
ー
プ
ン
の

際
、
記
念
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し
て
使
わ
れ
た
「
絵

本
の
ま
ち
有
田
川 

み
か
ん
ジ
ュ
ー
ス
」。

上
／
み
か
ん
畑
が
広
が
る
の
は
、
水
は
け
が
良
く
日
当
た
り
に
恵

ま
れ
た
斜
面
。
機
械
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
、
坂
道
を
上
り

下
り
し
て
い
た
先
人
の
苦
労
が
そ
の
礎
を
つ
く
っ
た
。

下
／
よ
り
注
目
を
集
め
る
た
め
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
み
か
ん
を
模
し

た
帽
子
を
か
ぶ
る
な
ど
、小
澤
氏
は
自
ら
が
広
告
塔
に
な
る
こ
と
も
。

（
写
真
提
供
：
み
か
ん
の
み
っ
ち
ゃ
ん
農
園
）

二川ダムの上流に架けられた「蔵
ざ

王
おうばし

橋」は、
全長約 160 メートルのつり橋。近年では
景観の美しさでも人気を博している。

　
「
役
場
の
幹

部
た
ち
に
は
、

若
い
世
代
の

声
は
と
に
か

く
一
回
取
り

上
げ
て
く
れ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

予
算
が
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で

ア
イ
デ
ア
を
否
定
す
る
と
、
前
進
で
き

な
い
。
困
難
が
あ
っ
て
も
、『
や
ろ
ら
（
や

ろ
う
）』
と
な
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を

み
ん
な
で
考
え
て
進
ん
で
い
け
る
。
住

民
の
皆
さ
ん
に
は
、
自
分
た
ち
が
住
む

町
は
自
分
た
ち
で
よ
く
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
お
話
し
し
て
い
ま
す
。
行
政

が
主
導
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
自
分

た
ち
で
考
え
る
。
そ
れ
を
町
が
サ
ポ
ー

ト
す
る
。
実
際
、
有
田
川
町
に
は
今
、

そ
う
い
う
主
体
的
な
住
民
が
た
く
さ
ん

い
る
ん
で
す
」

　

二
〇
一
五
年
に
は
、
官
民
の
連
携
に

よ
り
環
境
を
立
て
直
し
「
全
米
で
も
っ

と
も
住
み
た
い
ま
ち
」
と
称
さ
れ
る
米

国
オ
レ
ゴ
ン
州
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
市
と
連

携
が
結
ば
れ
た
。
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
市
と
、

互
い
に
行
き
来
し
て
行
わ
れ
た
講
演
会

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
、
有
田
川
町

の
住
民
が
主
体
と
な
っ
た
活
動
に
つ
な

が
っ
た
。

あ
ら
た
な
手
法
を
取
り
入
れ

伝
統
的
な
産
業
を
受
け
継
ぐ

　

自
分
で
考
え
て
立
ち
上
が
っ
た
住
民

の
ひ
と
り
が
、「
み
か
ん
の
み
っ
ち
ゃ
ん

農
園
」
の
小
澤
光
範
氏
だ
。
江
戸
時
代

か
ら
続
く
み
か
ん
農
家
に
六
代
目
の
長

男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
供
給
過
多
に

よ
る
値
崩
れ
か
ら
家
族
が
苦
労
す
る
姿

を
見
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
当
初
は
家

業
を
継
ぐ
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
大
学

は
農
学
部
に
進
学
し
、
紆う

よ余
曲き

ょ
く
せ
つ

折
を
経

て
青
果
物
を
扱
う
企
業
に
就
職
し
た
。

　
「
そ
こ
で
は
全
国
の
農
家
さ
ん
と
の
出

会
い
が
あ
り
、
販
売
方
法
や
規
模
、
取

り
組
み
方
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
農
業
ス
タ

イ
ル
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

消
費
者
と
生
産
者
が
よ
り
密
に
つ
な
が

る
時
代
が
来
る
か
ら
、
や
り
方
次
第
で

農
家
は
稼
げ
る
。
長
男
な
ら
地
盤
も
機

械
も
あ
る
し
、
絶
対
に
継
い
だ
ほ
う
が

い
い
。
出
会
っ
た
農
家
さ
ん
か
ら
そ
う

言
わ
れ
た
の
も
、
心
に
響
き
ま
し
た
」

　

二
〇
一
六
年
、
父
の
背
中
を
追
い
な

が
ら
み
か
ん
畑
で
働
き
始
め
た
が
、
し

ば
ら
く
は
試
行
錯
誤
の
日
々
が
続
く
。

　
「
み
か
ん
の
木
の
栽
培
は
、三
年
、五
年
、

十
年
と
、
先
を
見
据
え
た
仕
事
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

雑
に
扱
え
ば
、
そ
れ

が
後
々
返
っ
て
く
る
。

自
分
が
育
て
た
み
か

ん
が
お
い
し
い
と
お

客
様
か
ら
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と

で
、
自
分
が
つ
く
り

た
い
み
か
ん
、
や
り
た
い
農
業
に
つ
い

て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
」

　

同
じ
有
田
地
域
で
も
場
所
に
よ
り
継

が
れ
て
き
た
栽
培
方
法
は
異
な
り
、
こ

れ
ま
で
は
他よ

そ所
の
技
術
を
取
り
入
れ
る

こ
と
は
ま
れ
だ
っ
た
。
だ
が
、
小
澤
氏

は
関
心
を
も
っ
た
農
家
の
手
法
を
学
び
、

収
穫
量
を
増
や
し
て
い
く
。
さ
ら
に
は

和歌山県有田郡有田川町地域の底力
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「
ぶ
ど
う
山
椒
の
存
在
や
風
味
の
魅
力
を
、
よ
り
ア

ピ
ー
ル
し
て
広
め
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
自
分
の
利

益
に
つ
な
が
る
だ
け
で
は
な
く
、
将
来
的
に
は
産
地

を
守
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と

話
す
、「
き
と
ら
農
園
」
の
新
田
清
信
氏
。

約 46 メートルの落差があり、
和歌山県内では「那智の滝」に
次ぐ高さと言われたことからそ
の名が付けられた「次の滝」は、
展望台からその全景が臨める。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
積
極
的
に
活
用
し
た
直
販
で

そ
の
お
い
し
さ
が
口
コ
ミ
に
よ
り
広
が

り
、
飲
食
店
や
食
品
メ
ー
カ
ー
と
の
コ

ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
生
ま
れ
る
。
コ
ロ

ナ
禍
で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
直
接
や
り
取
り
を

重
ね
て
き
た
そ
の
関
係
が
活
き
、
売
り

上
げ
が
増
加
し
た
。

　

外
に
向
け
て
単
独
で
発
信
し
続
け
て

き
た
小
澤
氏
が
現
在
、
目
を
向
け
て
い

る
の
は
地
元
だ
。

　
「
自
分
ひ
と
り
が
も
う
か
る
だ
け
で

は
、
有
田
み
か
ん
と
い
う
産

業
は
持
続
し
な
い
。
Ｅ
Ｃ
（
電

子
商
取
引
）
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用

に
関
し
て
相
談
を
受
け
た
こ

と
も
あ
り
、
同
世
代
の
生
産
者

を
中
心
に
グ
ル
ー
プ
を
つ
く

り
、
生
産
技
術
の
情
報
交
換
や

海
外
輸
出
を
含
む
新
規
ビ
ジ

ネ
ス
を
考
え
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。僕
自
身
が
ハ
ブ
に
な
り
、

人
を
つ
な
げ
ら
れ
る
と
良
い

で
す
ね
。
現
在
、
若
手
生
産
者

グ
ル
ー
プ
で
ド
ロ
ー
ン
で
の
農
薬
散
布

の
仕
組
み
を
考
え
た
り
も
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
が
話
題
に
な
れ
ば
、

新
規
就
農
者
や
後
継
者
の
育
成
、
最
終

的
に
は
有
田
み
か
ん
の
ブ
ラ
ン
ド
を
守

る
結
果
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

危
機
的
状
況
が
生
ん
だ 

慣
習
に
と
ら
わ
れ
な
い 

取
り
組
み

　

有
田
み
か
ん
同
様
、
有
田
川
町
が
日

本
随
一
の
産
地
と
し
て
誇
る
特
産
品
が

山さ
ん

椒し
ょ
う。

栽
培
さ
れ
て
い
る
の
は
、
粒
が

大
き
い
ぶ
ど
う
山
椒
と
い
う
品
種
だ
。

　

そ
の
あ
ら
た
な
試
み
で
注
目
を
浴
び

て
い
る
の
が
、「
き
と
ら
農
園
」
の
新し

ん

田だ

清
信
氏
だ
。
実
家
は
農
家
で
は
な
く
、
大

学
進
学
以
降
は
県
外
で
暮
ら
し
て
い
た

が
、
結
婚
を
機
に
帰
郷
し
て
二
〇
一
一

年
に
就
農
す
る
。

　
「
ち
ょ
う
ど
山
椒
に
高
値
が
つ
い
て
い

た
時
期
で
、
山
椒
農
家
の
親
戚
の
勧
め

も
あ
り
、
も
う
か
る
な
ら
や
っ
て
み
よ

う
か
と
考
え
た
ん
で
す
。
し
か
し
、
ほ

ど
な
く
山
椒
の
価
格
が
暴
落
し
、
収
穫

は
上
が
っ
て
い
た
も
の
の
廃
棄
せ
ざ
る

を
得
な
い
状
況
に
陥
り
ま
し
た
」

　

そ
れ
ま
で
は
栽
培
し
て
卸
す
だ
け

だ
っ
た
が
、
危
機
的
な
状
況
の
中
で
新

田
氏
は
山
椒
の
粉
末
加
工
、
直
販
と
い

う
自
立
に
活
路
を
見
い
だ
す
。

　
「
摘
ん
だ
ば
か
り
の
新
鮮
な
山
椒
は

緑
色
で
す
が
、
時
間
が
経
つ
と
茶
色
に

変
わ
り
ま
す
。
採
取
し
た
ば
か
り
の
鮮

や
か
な
色
の
ま
ま
の
山
椒
を
、
加
工
し

て
商
品
と
し
て
出
せ
る
の
は
農
家
だ
け
。

そ
れ
を
付
加
価
値
と
し
て
売
っ
て
い
こ

う
と
思
い
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
活
用
し
た
発
信
、
販
売
な
ど
を
重
ね
、

お
客
様
と
直
接
や
り
取
り
す
る
う
ち
に

品
質
を
評
価
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

な
り
、
よ
り
上
質
な
も
の
を
、
と
い
う

思
い
も
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
」

　

実
際
、
き
と
ら
農
園
の
粉
山
椒
は
、

す
が
す
が
し
い
香
り
と
辛
さ
が
際
立
っ

て
い
た
。
こ
こ
最
近
は
、
海
外
で
、
あ

る
い
は
ス
イ
ー
ツ
や
、
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー

ル
、
ク
ラ
フ
ト
ジ
ン
の
業
界
な
ど
山
椒

の
需
要
が
広
が
っ
て
い
る
う
え
、
供
給

量
が
減
っ
た
こ
と
で
価
格
は
再
び
高
騰

し
て
い
る
。

　
「
一
方
で
、
約
二
〇
〇
軒
あ
る
栽
培
農

家
の
平
均
年
齢
は
八
〇
歳
と
高
齢
者
が

左／粒の大きさだけではなく、ぶどう山
椒は風味も通常の山椒より強い。
上／新田氏が栽培から加工まで手掛け
る、ぶどう山椒を石

いしうす

臼でひいて粉末にし
た商品と、自然林で採取した桑の葉茶。
桑の葉茶は血糖値の上昇抑制などに効く
といわれる。

有田川町と隣接する紀
き み の

美野 町
ちょう

に広がる生
お

石
いし

高原は、標高 870
メートル。夏の深緑や秋のスス
キの時期には、その美しい景色
を目当てに観光客が訪れる。
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「家庭の事情で教師になる夢を自分があきらめた
こともあり、夢をかなえられる強い子どもが地域
に育ってほしいという思いを、絵本の読み聞かせ
を始めた頃から抱いていました」と、有田川町地
域交流センター長の杉本和子氏は話す。

有田川町の地域交流センター「ALEC」は図
書機能を要としつつも、カフェや読書や原画
展を楽しめる施設。子どもたちが遊べる屋外
のコーナーなどを有し、幅広い世代がひとと
きを過ごせる。

多
く
、
存
続
が
厳
し
い
状
況
で
す
か
ら
、

今
は
何
と
か
産
地
を
守
っ
て
い
き
た
い

と
い
う
気
持
ち
で
移
住
就
農
イ
ン
タ
ー

ン
も
受
け
入
れ
て
い
ま
す
」

　

新
田
氏
は
山
椒
畑
の
周
辺
に
広
が
る

天
然
の
桑
に
も
着
目
。
こ
の
桑
は
養
蚕
が

盛
ん
だ
っ
た
時
代
の
名
残
で
、
か
つ
て
地

元
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
茶
葉
の
製
法
を
学

び
、
桑
の
葉
茶
の
販
売
も
始
め
た
。

　
「
蒸
し
の
工
程
で
は
間

伐
材
や
倒
木
を
乾
燥
さ

せ
た
薪ま

き

を
使
用
す
る
な

ど
、
無
駄
を
省
い
た
こ
と

で
結
果
的
に
環
境
負
荷

の
小
さ
い
形
に
な
り
ま

し
た
。
徐
々
に
そ
う
い
っ

た
こ
と
も
意
識
す
る
よ

う
に
な
り
、
ぶ
ど
う
山
椒

も
、
一
部
を
有
機
栽
培
に

切
り
替
え
ま
し
た
」　

　

そ
の
地
道
な
尽
力
は
、
二
〇
二
二
年

六
月
に
「
第
二
一
回
わ
か
や
ま
環
境
賞
」

で
最
優
秀
賞
を
も
た
ら
す
。

　
「
山
椒
に
限
ら
ず
、
今
や
第
一
次
産

業
は
加
工
か
ら
販
売
ま
で
手
掛
け
な
い

と
生
き
残
れ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
れ
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成

立
し
、
農
業
で
も
稼
げ
る
と
証
明
で
き

れ
ば
、
自
分
の
よ
う
に
地
元
で
就
農
し

て
後
に
続
く
人
が
出
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
期
待
し
て
い
ま
す
」

子
ど
も
た
ち
の
心
を 

豊
か
に
育
む 

絵
本
が
日
常
に
あ
る
生
活

　

実
は
、
有
田
川
町
は
絵
本
の
世
界

で
は
広
く
名
の
知
ら
れ
る
存
在
だ
。
著

名
な
作
家
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
や
個
展
、

町
主
催
の
絵
本
コ
ン

ク
ー
ル
が
開
催
さ
れ
、

「
絵
本
の
ま
ち
」
を
提

唱
し
て
い
る
。
き
っ
か

け
を
つ
く
っ
た
の
は
、

有
田
川
町
地
域
交
流
セ

ン
タ
ー
「
Aア

レ

ッ

ク

L
E
C
」

の
セ
ン
タ
ー
長
で
司
書

の
資
格
を
持
つ
杉
本
和
子
氏
だ
。

　
「
合
併
前
、
旧
金
屋
町
の
文
化
保
健
セ

ン
タ
ー
図
書
室
で
勤
務
し
て
い
た
頃
の

来
訪
者
は
日
に
数
え
る
ほ
ど
。
地
元
の

生
活
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を

実
感
す
る
中
、
司
書
と
し
て
自
分
に
で

き
る
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
思
い
立
っ

た
の
が
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
で
し
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
講
座
を
受
講
し
て
ノ
ウ
ハ

ウ
を
学
び
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
も

得
な
が
ら
活
動
を
進
め
る
う
ち
に
や
が

て
、
著
名
な
絵
本
作
家
さ
ん
を

招
い
た
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る

ま
で
に
な
り
ま
し
た
」

　

合
併
後
の
二
〇
〇
九
年
に
、

図
書
機
能
に
カ
フ
ェ
や
遊
び
場

な
ど
を
備
え
た
有
田
川
町
地
域

交
流
セ
ン
タ
ー
が
完
成
。
絵
本

で
有
田
川
を
全
国
に
発
信
す
る

と
い
う
声
が
上
が
り
、「
絵
本
の

ま
ち
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が

生
ま
れ
る
。

　
「
そ
の
言
葉
を
意
識
し
て
い
よ
う
が
い

ま
い
が
、
町
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て

は
常
に
絵
本
が
身
近
に
あ
り
、
作
家
さ

ん
の
イ
ベ
ン
ト
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に

参
加
で
き
る
の
が
ふ
つ
う
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
を
当
た
り
前
だ
と
感
じ
ら
れ

る
の
は
、
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
」

　

絵
本
を
家
庭
に
配
達
す
る
「
お
う
ち

絵
本
作
家
を
招
く
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
地
元
民
だ
け
で
は
な

く
広
く
町
外
か
ら
も
参
加
者
が
集
ま
る
。（
写
真
提
供
：
A
L
E
C
）

住
民
が
自
由
に
絵
本
を
借
り
ら
れ
る
「
ま
ち
か
ど
絵
本
箱
」
の
一
つ
。

モ
チ
ー
フ
は
絵
本
作
家
の
長
谷
川
義
史
氏
。

「よみきかせ隊養成講座」の受講後、も
う 1 年活動すると、保護者を対象とし
た絵本に関するアドバイスを行える「絵
本コンシェルジュ」の資格が取れると
いう、ステップアップを図れる仕組み
になっている。 （写真提供：ALEC）
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絵
本
箱
」、
町
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
自

由
に
絵
本
を
借
り
ら
れ
る
「
ま
ち
か
ど

絵
本
箱
・
絵
本
館
」
な
ど
、
読
み
聞
か

せ
か
ら
始
ま
っ
た
活
動
は
広
が
り
続
け

て
い
る
。

　
「
う
ち
の
町
で
も
こ
ん
な
こ
と
を
し
て

ほ
し
い
と
い
う
、
町
外
の
声
も
聞
こ
え

て
き
ま
す
。
絵
本
が
決
定
打
に
な
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
移
住
先
に
は

教
育
的
な
取
り
組
み
が
あ
る
地
域

を
、
と
考
え
る
方
は
多
い
で
す
ね
。

今
後
の
課
題
は
取
り
組
み
の
継
続

で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
成

す
る
『
よ
み
き
か
せ
隊
養
成
講
座
』

は
、
五
期
目
の
二
〇
二
二
年
ま
で

に
約
一
〇
〇
人
の
参
加
者
を
数
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、
多
く
の

人
の
前
向
き
な
姿
勢
に
支
え
ら
れ
て
き

ま
し
た
が
、
セ
ン
タ
ー
の
ス
タ
ッ
フ
を

含
め
、
私
の
周
り
に
は
何
か
あ
た
ら
し

い
こ
と
に
対
し
て
『
や
ら
ん
と
こ
う
』

と
は
な
ら
な
い
の
が
面
白
い
で
す
ね
」

女
性
た
ち
が
手
掛
け
た 

冊
子
が
地
元
に
再
発
見
の

扉
を
開
く

　

有
田
川
町
を
初
め
て
訪
れ
た
際
、
お

そ
ら
く
多
く
の
人
が
手
に
す
る
の
が
、

グ
ル
メ
、
特
産
品
、
人
、
暮
ら
し
な
ど
、

多
角
的
な
町
の
紹
介
を
盛
り
込
ん
だ

八
〇
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
冊
子
「s

シ

ヨ

ラ

hiyola

」

だ
。
タ
イ
ト
ル
は
方
言
で
、「
～
し
よ
う
」

と
い
う
意
味
。
そ
の
制
作
は
「
有
田
川

女
子
会U

P Girls
」
が
担
い
、
町
が
出

版
費
用
を
負
担
し
た
。

　

女
子
会
の
誕
生
は
、
二
〇
一
六
年
。

発
端
は
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
市
と
の
連
携
か

ら
続
く
流
れ
で
行
わ
れ
た
、
二
〇
～

四
〇
代
の
女
性
を
対
象
と
し
た
フ
ォ
ー

ラ
ム
だ
っ
た
、
と
振
り
返
る
の
は
楠
部

睦
美
氏
だ
。

　
「『
女
性
が
住
み
た
い
ま
ち
づ
く
り
』
と

い
う
町
が
掲
げ
る
目
標
に
対
し
て
の
意

見
交
換
の
際
、
行
政
に
言
わ
れ
た
か
ら

で
は
な
く
、
自
分
た
ち
で
主
体
的
に
動

こ
う
と
い
う
話
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
ま

ま
で
は
先
細
り
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
未

来
に
対
し
て
、
皆
、

何
か
し
ら
思
っ
て
い

た
か
ら
で
し
ょ
う
」

　

約
四
〇
名
の
会
員

の
経
歴
は
Ｕ
タ
ー
ン
、

Ｉ
タ
ー
ン
を
含
め
多

様
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
ね
な

が
ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
映
画
や
漫
画
、

郷
土
料
理
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
が
好
き

な
分
野
を
活
か
し
た
分
科
会
な
ど
が
開

催
さ
れ
て
き
た
。

　
「shiyola

」
の
制
作
で
は
、
取
材
、
撮

影
か
ら
編
集
ま
で
、
す
べ
て
が
初
め
て

の
作
業
だ
っ
た
た
め
苦
労
は
あ
っ
た
が
、

初
版
の
三
〇
〇
〇
部
が
一
年
足
ら
ず
で

な
く
な
っ
た
。
現
在
も
Ｐ
Ｒ
資
料
や
情

報
誌
と
し
て
ニ
ー
ズ
は
強
い
。

　
「
意
外
だ
っ
た
の
は
、
有
田
川
に
は

こ
ん
な
に
良
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
と
、

ま
ず
は
町
外
か
ら
反
応
が
あ
っ
た
こ
と

で
し
た
。
町
内
か
ら
も
、
再
発
見
で
き

た
と
い
う
声
が
多
く
あ
り
、
う
れ
し
か
っ

た
で
す
ね
。
私
た
ち
自
身
も
、
な
に
げ

な
い
景
色
な
ど
あ
ら
た
め
て
町
の
良
さ

を
知
る
き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
」

　

そ
う
話
す

楠
部
氏
は
、

Ｕ
タ
ー
ン
組

だ
。
一
方
で

同
じ
く
編
集

に
携
わ
っ
た

岩
本
奈
央
子

氏
は
、
こ
れ

ま
で
ほ
ぼ
地

元
か
ら
離
れ

る
こ
と
な
く
暮
ら
し
て
き
た
。

　
「
長
く
住
ん
で
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
町

の
良
さ
に
は
気
付
き
に
く
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
何
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
人

は
案
外
い
ま
す
し
、
私
自
身
、
こ
の
町

で
は
住
民
が
参
加
で
き
る
イ
ベ
ン
ト
が

多
数
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
ま
し
た
。

冊
子
を
手
に
取
っ
た
方
が
、
こ
の
町
の

魅
力
に
触
れ
て
く
れ
る
と
良
い
で
す
ね
」

「まちのリビングルーム」をコンセプトとした
「THE LIVING ROOM」。閉園した保育所を再活用
したもので、地元の若手を中心とした地方創生グ
ループ「AGW」が中心となり、住民がアイデア
を出し合って、開設に至った。ここにあるパン屋

「グランアヴニール」（左）やカフェ＆バー、クラ
フトビールの醸造所には、町外からも人が訪れる。

左から「有田川女子会 UP Girls」の岩本奈央子氏、楠部睦美
氏、天津やよい氏。3 人が立つのは、楠部氏が営む 2016 年創
業の民宿「もらいもん」。親戚からこの建物を譲り受けたことが、
楠部氏のＵターンにつながった。

女 子 会 が 制 作 し た「shiyola」 と
「ASOBOLA」は、男性でも手に取
りやすいデザインを心掛けたという。

「shiyola」の裏表紙にある、「種を蒔
ま

かなければいつまでたっても花は咲か
ない」というメッセージが心に残る。
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二
〇
二
〇
年
に
は
、
さ
ら
に
深
掘
り

し
た
「A

ア

ソ

ボ

ラ

SO
BO

LA

」
を
制
作
。
現

在
は
役
場
の
依
頼
を
受
け
、
移
住
者
に

特
化
し
た
「s

ス

モ

ラ

um
ola

」
の
二
○
二
二

年
内
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
の

取
材
を
担
当
し
た
天
津
や
よ
い
氏
は
、

二
〇
一
九
年
に
県
内
か
ら
移
住
し
た
。

　
「
仕
事
が
き
っ
か
け
で
赴
任
し
ま
し
た

が
、
そ
の
任
期
が
終
わ
っ
て
も
ま
だ
住

み
続
け
た
い
な
と
思
え
る
ほ
ど
楽
し
く

過
ご
し
て
い
ま
す
。
事
業
を
さ
れ
て
い

る
方
を
は
じ
め
、
女
子
会
の
活
動
を
通

し
て
す
て
き
な
人
と
知
り
合
え
た
の
も

大
き
い
。
こ
の
町
は
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
の
枠
を
超
え
て
人
が
つ
な
が
り
、

プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
の
部
分
を
一
緒
に
取

り
組
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
が
あ
り
ま

す
ね
」

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
現
在
は
活
発
に
動

け
な
い
も
の
の
、
楠
部
氏
は
女
子
会
の

未
来
を
こ
う
語
る
。

　
「
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
市
を
個
人
的
に
訪
れ

た
際
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
自
分
た
ち
の

暮
ら
し
を
楽
し
み
、
町
に
愛
着
を
持
っ

て
い
る
の
が
伝
わ
っ
て
き
た
の
が
印
象

的
で
し
た
。
女
子
会
の
次
の
展
開
に
ま

だ
具
体
策
は
な
く
、
継
続
は
容
易
で
は

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
は
自

分
た
ち
が
日
々
を
楽
し
む
こ
と
が
、
次

の
世
代
に
つ
な
げ
て
い
く
う
え
で
大
切

な
の
で
は
な
い
か
と
い
つ
も
思
っ
て
い

ま
す
」町

に
根
付
こ
う
と
し
て
い
る

若
い
世
代
の
移
住
者
の
増
加

　

有
田
川
町
を
巡
る
中
で
気
付
い
た
の

は
、
役
場
の
周
辺
や
基
点
と
な
る
藤
並

駅
周
辺
の
吉
備
地
区
で
新
築
中
の
家
屋

が
多
い
こ
と
。
町
長
の
中
山
氏
に
そ
う

伝
え
た
と
こ
ろ
、
笑
顔
が
返
っ
て
き
た
。

　
「
お
か
げ
さ
ま
で
二
〇
代
、
三
〇
代
の

若
い
世
代
を
中
心
に
移
住
者
が
増
え
、
し

か
も
そ
の
多
く
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
や
ア

パ
ー
ト
で
は
な
く
一
戸
建
て
の
持
ち
家

を
選
ば
れ
て
い
る
。
う
れ
し
い
で
す
ね
。

二
〇
二
一
年
九
月
に
は
初
め
て
、
前
の

月
に
比
べ
て
わ
ず
か
な
が
ら
町
の
人
口

が
増
加
に
転
じ
ま
し
た
。
中
で
も
吉
備

地
区
は
こ
こ
数
年
で
人
口
が
一
五
〇
〇

人
ほ
ど
増
え
、
小
学
校
で
教
室
が
足
り

な
く
な
っ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
実
際

に
有
田
川
町
に
来
て
喜
ん
で
も
ら
え
る
、

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
こ
れ
か

ら
も
推
し
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

農
業
、
林
業
従
事
者
が
多
く
自
然
豊

か
な
金
屋
地
区
、
清
水
地
区
は
人
口
減

が
課
題
だ
が
、
交
流
人
口
の
増
加
を
目

指
し
た
グ
ラ
ン
ピ
ン
グ
や
温
泉
施
設
の

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　

有
田
川
町
で
は
、
初
夏
に
白
い
花
で

覆
わ
れ
、
秋
に
は
黄
色
い
実
を
つ
け
る

み
か
ん
畑
の
景
色
の
美
し
さ
に
も
、
人
々

が
魅
了
さ
れ
る
と
い
う
。
お
会
い
し
た

方
々
は
皆
、
自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
な

く
広
く
町
を
、
そ
し
て
未
来
を
考
え
て

い
た
の
が
共
通
し
て
い
た
。
そ
の
思
い

は
先
々
、
ど
の
よ
う
な
花
や
実
を
つ
け

る
の
だ
ろ
う
か
。
農
家
が
手
間
暇
か
け

た
み
か
ん
の
木
が
育
つ
よ
う
に
ゆ
っ
く

り
、
そ
し
て
し
っ
か
り
、
有
田
川
町
は

前
向
き
に
進
ん
で
い
る
。

和歌山県有田郡有田川町地域の底力

小水力発電やゴミステーションと併せて町の環境政策
の一翼を担っているのは、ユーラス有田川ウインド
ファーム。

交通網の基点として住民が行き交う JR 藤並駅構内
には、絵本を読める「まちかど絵本館」が設けら
れている。

2002 年に廃線となった有田鉄道の旧御
ご

霊
りょう

駅跡
は、多数の絵本作家の手によりカラフルに再生。
旧御霊駅を含む有田鉄道跡は、歩行者・自転車優
先道路「ポッポみち」として整備され、絵本作家
の作品で多数彩られている。

みかん畑がある高台から眺めた有
田川町の景色。みかんの花の季節
には、その香りが町を包むという。




