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崇
高
な
自
然
を

愛
お
し
み
、

　 

感
謝
す
る
心

だ
ん
だ
ん
と
秋
の
気
配
が
色
濃
く
な
り
、秋
晴
れ
の
中
に
風
が
心
地
よ
い
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

ア
ル
カ
デ
ィ
ア
地
域
は
、実
り
の
秋
を
迎
え
て
い
ま
す
。

「
東
洋
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
を
子
ど
も
た
ち
へ
」

こ
れ
は
、私
た
ち
や
ま
が
た
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
観
光
局
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
。

豊
か
な
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
地
域
の
自
然
や
文
化
を
未
来
の
子
ど
も
た
ち
へ
つ
な
い
で
い
き
た
い
と

い
う
想
い
か
ら
、こ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
観
光
局
に
関
わ
る
仲
間
と
一
緒
に
考
え
ま
し
た
。

自
然
豊
か
な
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
地
域
に
暮
ら
し
て
い
な
が
ら
、自
然
と
深
く
関
わ
る
仕
事
を
し
て
い

な
い
限
り
、私
た
ち
が「
自
然
と
の
共
生
」を
考
え
る
機
会
は
減
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
お
い
し
い
水
が
飲
め
る
の
も
、
四
季
の
移
ろ
い
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
す
べ

て
豊
か
な
自
然
や
そ
れ
を
支
え
る
人
の
働
き
、繋
い
で
き
た
文
化
が
あ
っ
て
こ
そ
で
す
。

今
暮
ら
し
の
中
に
あ
る
す
べ
て
の
こ
と
が
、繋
い
で
い
か
な
け
れ
ば
当
た
り
前
で
は
な
く
な
る
こ

と
を
心
に
留
め
、今
年
の
秋
は
感
謝
の
気
持
ち
を
持
っ
て
お
い
し
く
秋
の
味
覚
を
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

季
刊
誌「
ａ
ｒ
ｃ
ａ
ｄ
ｉ
ａ
」編
集
部

0408121618

特
集
１　
草
木
塔

	

自
然
と
人
間
の
共
生

　
　
感
謝
と
願
い
と
畏
敬
の
念

小
国
町
の
自
然
を
楽
し
み

癒
し
と
活
力
で
人
生
を
満
た
す

	

や
ま
が
た
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
観
光
局

特
集
２　
鶴
の
恩
返
し

	

思
い
や
り
と
感
謝

　
　
ご
恩
返
し
の
精
神
を
語
り
継
ぐ

自
然
と
調
和
し
て
生
き
る
た
め
に

	

循
環
型
社
会
に
寄
与
す
る
企
業
・
団
体
を
紹
介

２
市
３
町
フ
ォ
ト
ス
ポ
ッ
ト
マ
ッ
プ

	

フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
越
し
に
見
る

	

東
洋
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

C O N T E N T S

Cover STORY
夏の日、登山道の傍に大きな木の幹が横たわっていた。
苔やキノコに覆われ、生命の息吹を感じる。
見上げると葉が無い折れた古木。
生命を育むため、自らが土に還ろうとしているのだ。
私たちはどうだろう。
地球から恵みをいただき何かを還せているのだろうか。

P02-P03：小国町温身平、生命の循環
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山
川
草
木

自
然
と
人
間
の

共
生生

命
に
感
謝
す
る
心
と

共
同
体
の
存
在

　
草
木
塔
は
、
採
取
し
た
草
木
の
命
に
感
謝

し
、
供
養
す
る
気
持
ち
か
ら
建
立
さ
れ
た
石

塔
だ
。「
草
木
塔
」「
草
木
供
養
塔
」「
草そ

う

木も
く

国こ
く

土ど

悉し
っ
か
い皆

成じ
ょ
う
ぶ
つ仏

」な
ど
の
碑ひ

文ぶ
ん

の
ほ
か
、
経き
ょ
う
も
ん文、

梵ぼ
ん

字じ

が
刻
ま
れ
た
も
の
も
あ
る
。
大
き
さ
は

50
～
80
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
自
然
石

が
多
い
。
日
本
国
内
で
確
認
さ
れ
て
い
る
の

は
１
７
０
基
以
上
。
そ
の
う
ち
の
９
割
が
山

形
県
内
に
あ
り
、
置
賜
地
域
に
集
中
し
て
い

る
。
最
も
古
い
も
の
は
、
１
７
８
０（
安
永

９
）年
に
建
立
さ
れ
、
米
沢
市
田
沢
地
区
塩し

お

地じ

平だ
い
らに
現
存
し
て
い
る
。
江
戸
大
火
に
よ
り

米
沢
藩
の
江
戸
屋
敷
が
焼
失
し
た
際
、
再
建

の
た
め
山
林
の
木
々
が
大
量
に
伐
採
さ
れ
た

こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
。
以
降
、
林
業
の

盛
ん
な
地
域
、
特
に「
木
流
し
」の
拠
点
に

沿
っ
て
分
布
し
て
い
る
。

　
「
木
流
し
」と
は
、江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初

期
ま
で
続
い
て
い
た
木
材
の
搬
出
方
法
で
、山

奥
で
伐
採
し
た
木
を
雪
面
を
滑
ら
せ
て
川
辺

ま
で
運
び
、
春
の
雪
解
け
で
増
水
し
た
川
の

流
れ
を
利
用
し
下
流
ま
で
運
ぶ
作
業
で
あ
る
。

一
木
一
草
に
神
性
を
み
る

草
木
塔

　

日
本
の
国
土
の
７
割
近
く
を
覆
う
森
林
。

古
来
よ
り
山
岳
や
樹
木
は
、
人
々
の
信
仰
の

対
象
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
置
賜
地
域
は

内
陸
地
の
山
間
部
に
あ
り
、
南
に
吾
妻
・
飯

豊
山
地
、北
に
朝
日
岳
、白
鷹
山
と
、雄
大
な

山
々
と
人
は
常
に
共
に
あ
っ
た
。
山
か
ら
流

れ
る
川
や
、森
林
地
帯
で
の
狩
猟
採
集
、鉱
山

か
ら
得
ら
れ
る
恵
み
が
人
々
の
暮
ら
し
を
長

く
支
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

厳
し
い
自
然
環
境
や
険
し
い
地
形
は
、
と
き

に
命
を
脅
か
し
、
畏
敬
の
念
を
抱
く
と
と
も

に
恐
れ
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
人
々

は
、
巨
石
や
巨
樹
に
注し

連め

縄な
わ

を
張
っ
て
神
格

性
を
持
た
せ
、
祀
る
こ
と
で
安
泰
を
願
っ
た
。

天
と
地
を
結
ぶ
よ
う
に
高
く
伸
び
る
樹
木
は

神
々
の
依よ

り
し
ろ代
で
あ
り
、精
霊
、祖
霊
の
す
み
か

で
あ
り
、
人
間
の
生
命
よ
り
も
遥
か
に
長
い

時
間
を
生
き
る
、神
聖
な
も
の
。そ
う
い
っ
た

山
岳
信
仰
、樹
木
崇
拝
、ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
身
近

に
感
じ
ら
れ
る
土
壌
が
置
賜
地
域
に
は
あ
り
、

こ
の
土
地
に
多
く
存
在
す
る「
草そ

う

木も
く
塔と
う
」に
も

そ
の
精
神
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

飯豊町の数馬沢わらび園から望む、雄壮な飯豊山

飯豊町指定文化財となっている、飯豊町中津川にある草木塔
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流
送
、
陸
揚
げ
の
過
程
で
は
川
に
飛
び
込
む

こ
と
も
あ
り
、
草
木
塔
に
は
過
酷
な
山
仕
事

の
安
全
祈
願
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
期

に
建
立
さ
れ
た
草
木
塔
34
基
の
建
立
者
を
み

て
み
る
と
、
村
中
ま
た
は
地
名
が
記
さ
れ
て

い
る
も
の
が
８
基
、
講
中
３
基
、
個
人
名
３

基
、
導
師
名
２
基
、
町
方
１
基
、
記
載
な
し

が
17
基
で
あ
る
。
村
中
、
講
中
な
ど
集
落
単

位
で
草
木
塔
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
当
時

の
生
活
単
位
が
大
き
く
、
山
仕
事
を
す
る
共

同
体
と
し
て
の
団
結
が
強
か
っ
た
こ
と
が
窺う

か
が

え
る
。

人
の
暮
ら
し
と
自
然
と
の

共
生
を
考
え
る

　

白
鷹
町
深
山
地
区
に
あ
る
材
木
供
養
塔

（
１
８
１
０
、
文
化
７
年
）、
財
木
供
養
塔

（
１
８
６
６
、
慶
応
２
年
）は
、
草
木
塔
の
数

に
は
数
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
人
の

た
め
の
資
材
と
す
る
樹
木
に
感
謝
と
成
育

を
願
い
供
養
す
る
心
は
、
草
木
塔
と
共
通
の

も
の
で
あ
る
。
財
木
供
養
塔
を
建
て
た
樋
口

金
右
エ
門
は
木こ

び挽
き
、
材
木
供
養
塔
の
願
主
、

弥
五
郎
も
山
仕
事
や
木
流
し
に
従
事
し
て
い

た
と
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

同
じ
く
白
鷹
町
十じ

ゅ
う
お
う王
地
区
の
五い

十ず

峯み
ね

家

は
、
代
々
山や
ま
も
り守
役
を
続
け
て
き
た
家
系
で
、

裏
山
一
帯
が
上
杉
領
地
に
な
っ
て
い
る
。
自

宅
の
松
の
根
元
に
あ
る「
草
木
供
養
塔
」

（
１
８
９
１
、明
治
24
年
）を
建
立
し
た
の
は

五い

十ず

峯み
ね

惣そ
う
き
ち吉

。
伐ば
つ
ぼ
く木

を
生
業
に
し
て
い
た
惣

吉
は
あ
る
日
、
悪
い
病
に
罹か

か

っ
て
し
ま
っ
た
。

生
死
の
境
を
彷さ

ま
よ徨
う
惣
吉
が
見
た
の
は
、
走

馬
灯
の
よ
う
に
自
分
の
周
囲
を
巡
る
木
々
。

こ
れ
ま
で
自
分
が
切
り
倒
し
て
き
た
全
て
の

樹
木
の
姿
に
苛さ

い
なま
れ
、
木
々
の
霊
を
鎮
め
る

よ
う
草
木
供
養
塔
の
建
立
を
願
っ
た
。
親
が

建
碑
を
聞
き
入
れ
る
と
、
間
も
な
く
惣
吉
は

事
切
れ
た
と
い
う
。

　
初
期
の
草
木
塔
に
刻
ま
れ
る「
草そ

う

木も
く

国こ
く

土ど

悉し
っ
か
い皆
成じ
ょ
う
ぶ
つ仏
」と
い
う
願
文
は
、『
涅ね
は
ん
ぎ
ょ
う

槃
経
』の

「
一い

っ

切さ
い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

悉し
つ

有う

仏ほ
と
け

性し
ょ
う」に

由
来
し
た
日
本

仏
教
の
思
想
で
、「
草
木
や
国
土
の
よ
う
に

心
を
も
た
な
い
も
の
さ
え
も
、
仏
性
を
も
っ

て
い
る
の
で
、
こ
と
ご
と
く
皆
仏
に
な
る
」

と
言
う
意
味
で
あ
る
。
人
と
山
川
草
木
は
同

じ
宇
宙
に
在
り
、
自
然
界
で
深
く
結
び
付
い

て
い
る
。
山
の
恵
み
を
い
た
だ
く
人
の
、
感

謝
や
願
い
や
畏
敬
や
悼
む
心
、
人
の
さ
ま
ざ

ま
な
念
は
草
木
塔
に
な
り
、
自
然
の
中
に
溶

け
て
い
る
の
だ
。
地
球
環
境
や
自
然
保
護
の

精
神
が
見
直
さ
れ
て
い
る
現
在
、
自
然
と
の

共
生
に
対
す
る
共
感
や
認
識
を「
草
木
塔
」

か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

参考文献／
置賜民俗学会『草木塔の心をさぐる』
山形大学出版会『いのちをいただく』

P06 上段：白鷹町十王地区の五
い

十
ず

峯
みね

家にある、草木供養塔
中段：背面に「明治二四年九月吉日」と建立日が刻まれている
下段：建立者五

い

十
ず

峯
みね

惣吉の子孫で、五
い

十
ず

峯
みね

征一氏
P07 上段：山奥で人知れず折れた大木
中段：倒木の幹に生えた苔が水を蓄え、新たな生命をつなぐ
下段：白鷹町深山地区にある材木供養塔

草
木
塔
に
込
め
た

感
謝
と
願
い
と

畏
敬
の
念
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INFORMATION

　
小
国
町
の
観
光
事
業
、
施
設
運
営
等
を
手
が
け
る

「
お
ぐ
に
白
い
森
株
式
会
社
」
で
営
業
企
画
を
担
当

し
て
い
る
、
村
上
小
百
合
さ
ん
。
国
際
資
格
を
持
つ

ヨ
ガ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
観
光
局
の
旅
行

商
品「
ブ
ナ
の
森
リ
ト
リ
ー
ト
ツ
ア
ー
」
で
は
森
林

ヨ
ガ
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
20
代
で
大
手
ス
ポ
ー

ツ
用
品
メ
ー
カ
ー
を
退
職
。
単
身
カ
ナ
ダ
に
渡
り
、

ス
ポ
ー
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学
校
で
ス
キ
ー
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
学
ん
だ
後
、
現
地
で
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ガ
イ
ド

を
務
め
て
い
た
村
上
さ
ん
に
、
小
国
町
の
魅
力
と
現

在
の
活
動
に
つ
い
て
伺
っ
た
。

− 
カ
ナ
ダ
か
ら
小
国
町
に
移
住
し
た
き
っ
か
け

は
？

　
東
日
本
大
震
災
が
ひ
と
つ
の
契
機
で
し
た
。
日
本

に
戻
ろ
う
と
考
え
た
と
き
に
、
夫
の
出
身
地
で
あ
る

小
国
町
な
ら
、
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
子
育
て
の

環
境
と
し
て
も
都
会
よ
り
適
し
て
い
ま
す
し
、
何
よ

り
車
で
５
分
の
と
こ
ろ
に
ス
キ
ー
場
が
あ
る
の
が
よ

か
っ
た
ん
で
す
。
冬
季
は
町
営
の
横
根
ス
キ
ー
場
の

運
営
管
理
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
30
分

で
も
時
間
が
あ
っ
た
ら
滑
り
に
行
っ
て
ま
す（
笑
）。

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
も
サ
ッ
プ
も
で
き
ま
す
し
、
私

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
カ
ナ
ダ
に
い
る
頃
と
あ
ま

り
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

− 
ヨ
ガ
指
導
の
や
り
が
い
は
？

　

町
の
人
が
元
気
に
過
ご
し
て
い
け
れ
ば
い
い
な

と
思
っ
て
い
ま
す
。
カ
ナ
ダ
で
は
ア
ス
リ
ー
ト
の
街

に
い
た
の
で
、
強
い
ヨ
ガ
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
小
国
町
で
や
っ
て
み
た
ら
全
く
ダ

メ
で
し
た
。
あ
ま
り
身
体
を
動
か
し
て
い
な
い
生
徒

さ
ん
が
満
足
で
き
る
、
寄
り
添
う
内
容
の
教
室
が
必

要
だ
と
思
い
、
介
護
予
防
運
動
指
導
士
と
シ
ニ
ア
ヨ

ガ
の
資
格
を
取
得
し
ま
し
た
。
１
時
間
教
室
に
来
て
、

身
体
じ
ゃ
な
く
口
だ
け
動
か
し
て
帰
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
。
い
か
に
楽
し
く
や
る

か
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。

− 
森
林
ヨ
ガ
な
ど
、
小
国
町
の
魅
力
を
活
か
し
た

素
敵
な
企
画
も
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
反
応
は
ど
う
で

す
か
？

　
先
日
３
名
の
方
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ

れ
お
一
人
ず
つ
の
お
申
し
込
み
で
し
た
。
全
然
知
ら

な
い
人
が
こ
こ
で
出
会
い
、
友
達
に
な
っ
た
り
す
る

の
は
す
ご
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
一
人
で
門
を
叩
く

PROFILE
村上　小百合（むらかみ・さゆり）　群馬県
高崎市出身。おぐに白い森（株）営業企画課
主任。全米ヨガアライアンス（RYT200）、ヨ
ガインストラクター。介護予防運動指導士。
キッズダンス教室 PEAK 主宰。やまがたアル
カディア観光局戦略会議にも参画。

I N T E R V I E WA B O U T  U S

の
は
勇
気
が
必
要
で
す
し
、
緊
張
も
す
る
と
思
う

の
で
、
私
た
ち
が
そ
の
扉
を
取
っ
払
っ
て「
誰
で
も

ウ
ェ
ル
カ
ム
で
す
！
」と
い
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
く

よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
あ
と
は
、
も
っ
と
町
内
の
方

が
森
林
ヨ
ガ
に
参
加
し
て
下
さ
る
と
い
い
で
す
ね
。

近
す
ぎ
て
魅
力
が
伝
わ
ら
な
い
の
か
、
山
や
川
が
近

く
に
あ
る
環
境
に
も
関
わ
ら
ず
、
利
用
す
る
大
人
が

少
な
い
の
は
残
念
に
思
い
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
冬
に
向
け
て
の
企
画
も
考
え
て
い
ま
す
。

小
国
町
は
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
観
光
局
に
加
入
し
て
日
が

浅
く
、
ま
だ
手
探
り
の
状
態
で
す
が
、
観
光
局
と
一

緒
に
お
手
伝
い
で
き
る
こ
と
は
ど
ん
ど
ん
や
っ
て
い

き
た
い
で
す
。
知
ら
な
い
人
が「
な
に
や
っ
て
る
ん

だ
ろ
う
？
」と
思
わ
ず
振
り
返
る
く
ら
い
、
自
分
た

ち
が
本
気
で
楽
し
む
姿
勢
を
大
事
に
や
っ
て
い
き
た

い
で
す
ね
。

自
然
を
楽
し
み

癒
し
と
活
力
で

人
生
を
満
た
す

森
林
や
川
、
あ
ふ
れ
る
自
然
が
小
国
町
の
魅
力

大
人
が
本
気
で
楽
し
む
姿
が
未
来
を
つ
く
る

やまがたアルカディア
観光局について

（一社）やまがたアルカ
ディア観光局は、長井市・
南陽市・白鷹町・飯豊町・
小国町によって設立され
た地域連携 DMO 。
観光地域づくりを通して、
地域の多様な事業者と住
民が一体となり、限りな
く持続可能な地域の発展
に寄与していく。

V IS ION
日 本 最 強 の ロ ー カ ル

緑や花に囲まれた、美しい里山風景。人々が行き交い、まちは住ま
う人の笑顔に包まれ、活気に満ち溢れている。
住む人、働く人、訪れる人は、「東洋のアルカディア」と呼ばれる
この地に想いを馳せる。
この地に暮らすことを誇り、100 年、はるか先まで続く〝日本最強
のローカル〟を目指す。

豊かな風土、持続可能なコミュニティ、
いつでも帰れる、みんなを迎えられる心のふるさとやまがた

MISS ION
東 洋 の ア ル カ デ ィ ア を 子 ど も た ち へ
私たちは、この地に住む人、働く人、訪れる人とともに、精神的にも
経済的にも幸福度の高い地域をつくりあげ、次世代につないでいく。 

BRAND  CONCEPT
やまがたアルカディア〜新たな自分に出逢える郷

さと
山
やま

〜

滞在交流型
プログラム等の
企画・催行

受入施設
および

二次交通等の
整備

地域の
ブランディング

および
各種情報発信

PRODUCTS

白鷹町
南陽市

長井市
小国町
飯豊町

公式 HP

詳しくは
ツアー HPを
ご覧ください。

facebook Instagram

村む
ら

上か
み	

小さ

百ゆ

合り	

氏

（
一
社
）
や
ま
が
た
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
観
光
局 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戦
略
会
議
委
員
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1 月の朝日、凍った大地を照らす。
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「
鶴
の
恩
返
し
」
発
祥
の
地
。

　

南
陽
市
漆
山
に
あ
る
鶴か
く

布ふ

山ざ
ん

珍ち
ん

蔵ぞ
う

寺じ

は
、
仙
台
伊
達
家
と
縁
の
深
い
曹
洞
宗
金
剛
山
輪
王

寺
・
極き
ょ
く
ど
う堂
宗そ
う

三ざ
ん

和お
し
ょ
う尚
に
よ
っ
て
、
１
４
６
０
（
寛
正
元
）
年
に
開
山
さ
れ
た
と
伝
わ
る
古こ

刹さ
つ

で

あ
る
。
上
杉
家
代
々
の
領
主
が
訪
れ
厚
遇
し
た
寺
で
も
あ
り
、
米
沢
藩
の
地
理
や
城
郭
、
神

社
仏
閣
、
旧
跡
な
ど
の
縁
起
や
概
略
を
記
録
し
た
『
鶴か
く

城じ
ょ
う

地ち

名め
い

選せ
ん

』（
小
幡
忠
明
、
１
８
０
４

年
）
に
は
、
昔
話
「
鶴
の
恩
返
し
」
と
よ
く
似
た
話
が
開
山
縁
起
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　

昔
話
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
主
人
公
の
金
蔵
が
鶴
の
機
織
り
姿
を
目
に
し
て
い
な
い
こ

と
。
妻
と
な
っ
た
女
性
が
織
物
を
残
し
て
消
え
た
こ
と
で
金
蔵
が
出
家
し
た
こ
と
。
鶴
の
毛

織
物
が
大
変
珍
し
い
も
の
と
し
て
寺
の
宝
物
に
な
っ
た
こ
と
。
金
蔵
の
名
前
か
ら
金
蔵
寺
と

名
付
け
ら
れ
た
寺
が
、
い
つ
し
か
「
珍
蔵
寺
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
る
点
だ
。
副
住
職
に
よ
る
と
、
宝
物
の
織
物
は
現
存
し
て
い
な
い
と
い
う
。
現
在

の
本
堂
は
１
８
０
７
（
文
化
４
）
年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
火
災
で
消

失
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
開
山
縁
起
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
場
所
に
は
も

と
も
と
小
さ
な
お
堂
が
あ
り
、
そ
れ
を
開
い
た
の
が
極
堂
宗
三
和
尚
な
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
話
で
あ
る
。「
鶴
の
恩
返
し
」
の
よ
う
な
話
は
、
青
森
や
新
潟
、
岡
山
や
鹿
児
島
な
ど
全

国
に
点
在
し
て
い
る
が
、
珍
蔵
寺
の
開
山
縁
起
の
伝
承
が
最
も
古
い
記
述
と
さ
れ
て
い
る
。

地
域
に
紐
付
い
た
物
語
。

　

南
陽
市
が
「
鶴
の
恩
返
し
」
発
祥
の
地
と
考
え
ら
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
に
、
鶴つ
る

巻ま
き

田た

、

織お
り

機は
た

川が
わ

、
羽は
ね

付つ
き

な
ど
、
鶴
に
ま
つ
わ
る
地
名
が
珍
蔵
寺
周
辺
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
こ
の
地
は
一
面
が
湿
地
帯
で
鶴
が
飛
来
し
て
い
た
と
い
う
言
い

伝
え
が
あ
り
、
上
杉
家
の
御
年
譜
に
「
１
６
２
５
（
寛
永
２
）
年
10
月
に
鶴
を
一
双
、
幕
府

に
献
上
し
た
」
と
い
う
記
実
が
あ
る
。
子
ど
も
向
け
の
視
聴
覚
教
材
『
鶴
の
恩
返
し
』
を
制

作
し
、
昭
和
59
年
度
全
国
自
作
視
聴
覚
教
材
コ
ン
ク
ー
ル
で
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
加

藤
正
人
氏
は
、「
発
祥
の
地
が
南
陽
市
で
あ
る
こ
と
を
意
外
に
も
市
民
の
方
が
あ
ま
り
知

ら
な
い
の
で
、
少
し
で
も
広
く
見
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
制
作
し
ま
し
た
。
今
見
て
も

作
品
に
込
め
ら
れ
た
願
い
や
想
い
は
古
い
気
が
し
ま
せ
ん
。
思
い
や
り
と
感
謝
、
素
晴
ら

し
い
ご
恩
返
し
の
心
は
、
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。
後
世
に
語
り
継
い
で
い
き

た
い
で
す
ね
」
と
語
る
。

　

作
品
は
物
語
の
謎
解
き
を
中
核
に
し
つ
つ
、
南
陽
市
の
風
景
、
自
然
と
調
和
す
る
珍
蔵

思
い
や
り
と
感
謝

ご
恩
返
し
の
精
神
を
語
り
継
ぐ

「鶴の恩返し」の世界に入り込んだかのような趣きがある、夕鶴の里資料館。

語り部は土地の言葉と訛りで語る。民話の真髄を感じることができる。
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寺
、
那
須
野
浩
氏
に
よ
る
美
し
い
挿
絵
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
た
た
か
く
柔

ら
か
な
佐
藤
七
衛
門
氏
の
語
り
が
、
心
に
染
み
入
る
よ
う
に
情
景
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
。

語
り
の
冒
頭
を
紹
介
し
た
い
。

む
が
す
あ
っ
た
け
ず
ま
な
ぁ
。
織お
り
は
た機

川
の
ほ
と
り
こ
こ
新に
い
や
ま山

に
金
蔵
て
い
う
正
直
で

働
き
も
の
い
た
け
ず
ま
。

い
づ
だ
っ
た
か
隣
の
宮
内
さ
い
っ
た
帰
り
道
、
別
所
前
あ
た
り
の
た
ん
ぼ
道
で
、
そ

こ
ら
の
腕わ
ん
ぱ
く白
や
ろ
こ
め
ら
大
き
な
鶴
一
羽
足
縄
で
し
ば
っ
て
い
づ
め
っ
た
け
ず
ま
。

金
蔵
ぁ
も
ご
せ
が
っ
て
、
あ
り
金
は
だ
い
て
助
け
て
け
っ
ち
ゃ
ず
ま
。
鶴
ぁ
あ
り
が

ど
う
な
ん
べ
ん
も
頭
さ
げ
て
、
金
蔵
の
頭
の
う
え
っ
か
大
き
く
回
っ
て
鶴
巻
田
の
ほ

う
さ
飛
ん
で
い
っ
た
ず
ま
。

あ
ふ
れ
る
情
感
を
、
土
地
の
言
葉
で
語
り
継
ぐ
。

　

昔
話
と
は
一
般
的
に「
昔
む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
…
…
」と
い
う
よ
う
に
、
時
代
や
場
所
、

人
物
を
不
特
定
に
語
る
架
空
の
話
で
あ
る
が
、
南
陽
市
で
語
り
継
が
れ
て
い
る
「
鶴
の
恩
返

し
」
に
は
具
体
的
な
地
名
が
出
て
く
る
。『
鶴
城
地
名
選
』
に
出
て
く
る
地
名
は
「
漆
山
」「
宮

内
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
民
間
で
口
頭
伝
承
さ
れ
る
う
ち
に
現
実
の
要
素
が
加

え
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
南
陽
市
は
米
沢
藩
以
来
の
養
蚕
地
帯
で
あ
り
、
明
治
時

代
に
は
製
糸
業
が
地
場
産
業
と
な
り
海
外
貿
易
で
栄
え
た
歴
史
が
あ
る
。
鶴
が
飛
来
す
る

環
境
で
、
江
戸
時
代
に
絹
糸
を
紡
ぐ
暮
ら
し
を
し
て
い
た
人
々
は
、
今
よ
り
ず
っ
と
身
近
な

調
子
で
子
ど
も
に
語
り
聞
か
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

文
化
施
設
「
夕
鶴
の
里
」
に
は
、
製
紙
工
場
の
敷
地
内
で
使
用
さ
れ
て
い
た
〝
ま
ゆ
蔵
〟

を
利
用
し
て
つ
く
ら
れ
た
「
夕
鶴
の
里
資
料
館
」
が
あ
り
、
戯
曲
『
夕
鶴
』
の
資
料
や
、
養
蚕
、

繰
り
糸
、織
り
、信
仰
、近
代
製
糸
に
関
す
る
展
示
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て「
語
り
部
の
館
」

で
は
、
地
域
に
口
伝
え
で
残
さ
れ
て
き
た
民
話
を
土
地
の
言
葉
で
伝
え
る
た
め
に
、
語
り
部

た
ち
が
今
も
民
話
を
語
り
継
い
で
い
る
。

上：美しい庭園と紅葉の名所でもある珍蔵寺。山
門の桁には波の彫刻が施されている。
左：加藤正人氏（左）と武田俊孝副住職（右）。掛
け軸の「舞鶴」は上杉鷹山公の書。
下：「鶴の恩返し」の場面が描かれている梵

ぼんしょう

鐘「夕
鶴之鐘」の音が里山に響く。

I N F O R M A T I O N
&  M A P

夕鶴の里
〒992-0474 山形県南陽市漆山 2025-2
Tel/0238-47-5800
開館時間/9:00～16:30
定休日/月曜（祝日は開館）
https://nanyo-bunka.jp/yuduru/ind

珍蔵寺
〒 992-0474 山形県南陽市漆山 1747-1
Tel/0238-47-2264

加藤氏が東南置賜教育事務所時代に制作した
作品の制作資料。
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S U S T A I N A B L E

自然環境、社会、人との深いつながりが

文化を醸成している、置賜地域。

豊かな自然を守り継ぐため、消費型の経済・社会から脱却し、

循環型社会の実現に取り組み発展している企業、団体があります。

自
然
の
恵
み　

木
の
美
し
さ

伝
統
と
現
代
的
な
技

　
競
技
用
け
ん
玉
生
産
量
日
本
一
を
誇
る「
山
形
工

房
」。室
町
時
代
か
ら
続
く
山
守
の
家
系
で
、初
代
社

長
は「
木
流
し
」を
し
て
い
た
鈴
木
与
三
郎
氏
。
地

元
木
材
の
美
し
さ
に
惚
れ
込
み
、
木
地
玩
具
・
民
芸

品
の
製
造
メ
ー
カ
ー
を
１
９
７
３
年
に
創
業
し
た

こ
と
か
ら
歴
史
は
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
け
ん
玉
に
使

う
木
材
は
、
桜
、
ブ
ナ
、
楓
な
ど
。
現
在
は
、
裏
山
の

木
々
だ
け
で
は
賄
え
な
い
も
の
の
、
丈
夫
で
質
の
良

い
国
内
産
の
木
材
を
使
用
し
、
精
度
の
高
い
け
ん
玉

を
作
り
続
け
て
い
ま
す
。

　

創
業
者
か
ら
続
く「
自
然
と
共
に
生
き
て
き
た
」

と
い
う
意
識
、
恩
恵
に
感
謝
す
る
気
持
ち
は
強
く
、

２
０
１
８
年
か
ら
は
植
樹
を
実
施
。
未
来
の
子
ど
も

た
ち
に
木
の
け
ん
玉
を
渡
せ
る
よ
う
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を

利
用
し
た
植
樹
の
企
画
や
、
木
屑
の
再
利
用
シ
ス
テ

ム
の
構
築
な
ど
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

土
は
生
命
の
み
な
も
と

台
所
と
農
業
を
つ
な
ぐ
環

　

長
井
市
の
地
域
資
源
循
環
シ
ス
テ
ム「
レ
イ
ン

ボ
ー
プ
ラ
ン
」。
市
内
５
０
０
０
世
帯
が
生
ご
み
を

分
別
し
、
回
収
し
た
も
の
を
農
業
廃
棄
物
の
籾も
み
が
ら殻
や

畜
ふ
ん
と
合
わ
せ
て
良
質
な
堆
肥
に
し
て
い
ま
す
。

堆
肥
を
農
地
に
還
す
こ
と
で
土
地
が
肥
え
、
農
作
物

が
実
り
、
市
民
の
食
卓
に
は
安
全
な
認
証
農
作
物
が

並
ぶ
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　

レ
イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ン
の
検
討
が
始
ま
っ
た
の
は
、

１
９
８
８
年
。
土
か
ら
の
恵
み
を
感
じ
て
い
る
人
々

が
、
農
地
を
保
全
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
生
ま

れ
た
動
き
で
、
官
民
協
働
で
１
９
９
７
年
か
ら
本
格

始
動
し
ま
し
た
。
持
続
可
能
な
社
会
の
た
め
の
確
立

し
た
シ
ス
テ
ム
で
す
が
、
生
ご
み
の
回
収
量
が
減
少

し
て
い
る
現
状
も
あ
り
ま
す
。「
自
然
に
還
す
」気
持

ち
が
途
絶
え
な
い
よ
う
、
次
世
代
が
取
り
組
み
や
す

い
仕
組
み
づ
く
り
を
模
索
し
て
い
ま
す
。

自
然
と
共
生
す
る

循
環
型
社
会
を
拓
く

　

日
本
三
大
和
牛
と
い
わ
れ
る「
米
沢
牛
」の
約
４

割
を
生
産
す
る
飯
豊
町
。
肥
育
牛
の
排
せ
つ
量
は
１

頭
１
日
あ
た
り
30
キ
ロ
ほ
ど
あ
り
、
堆
肥
化
し
た
と

し
て
も
そ
の
過
程
で
出
る
臭
気
は
大
き
な
環
境
課
題

で
し
た
。
そ
こ
で
考
え
だ
さ
れ
た
の
が
、
畜
舎
か
ら

直
接
、
排
せ
つ
物
を
地
下
埋
設
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で

バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
に
搬
入
し
、
メ
タ
ン
ガ
ス
化

し
発
電
・
処
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

　
肥
育
牛
の
排
せ
つ
物
を
使
用
す
る
発
電
所
は
全
国

初
。
乳
牛
と
比
べ
て
ガ
ス
発
生
率
が
低
く
発
電
量
が

少
な
い
部
分
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
、
副
原
料
と
し

て
山
形
県
産
の
米
を
使
っ
た
菓
子
ク
ズ
、
果
物
加
工

の
残ざ
ん

渣さ

を
使
用
。
ま
た
、
発
酵
残ざ
ん

渣さ

の
固
体
は
牛
の

敷
料
に
再
利
用
、
液
体
は
肥
料
と
し
て
地
域
の
人
や

農
業
高
校
に
無
償
で
配
布
し
、
地
域
に
活
力
を
生
む

資
源
循
環
社
会
を
構
築
し
て
い
ま
す
。

有
限
会
社	

山
形
工
房

レ
イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ン

な
が
め
や
ま

バ
イ
オ
ガ
ス
発
電
所

有限会社山形工房
〒 993-0061
山形県長井市寺泉 6493-2
Tel/0238-84-6062
Fax/0238-84-6061
https://www.kendama.co.jp/

レインボープラン推進協議会
〒 993-0002 
山形県長井市屋城町 1-40
Tel/0238-88-2601
Fax/0238-88-2601
http://samidare.jp/rainbow/

ながめやまバイオガス発電所
〒 999-0605
山形県西置賜郡飯豊町添川
袋谷 3664-1

東北おひさま発電株式会社
〒 993-0002
山形県長井市屋城町 7-1

Tel/0238-87-4157
（那須建設株式会社内）
Fax/0238-88-5244
http://tohoku-ohisama.co.jp

自然と調和して生きる

循 環 型 社 会 を 目 指 す
企 業・団 体

東北おひさま発電株式会社
代表取締役社長　後藤博信 氏

有限会社山形工房
代表取締役社長　梅津雄治 氏

レインボープラン推進協議会
事務局　小林美和子 氏
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長井市中心部
NAGAI CITY

白鷹町中心部
SHIRATAKA TOWN

南陽市中心部
NANYO CITY

飯豊町中心部
IIDE TOWN

小国町中心部
OGUNI TOWN

市街地エリア M A P

本
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

写
真
の
場
所
に
行
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

そ
し
て
す
こ
し
の
間
だ
け
ス
マ
ホ
を
し
ま
っ
て

イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
が
感
じ
た

美
し
い
風
景
を
眺
め
て
み
て
く
だ
さ
い
。

1

7

3

6

8 4

5

2

next #10
WINTER issue

特集 1_ 最上川舟運
特集 2_ 置賜伝承野菜

発　　行／一般社団法人やまがたアルカディア観光局
編　　集／株式会社 やまがたアルカディア編集社
写　　真／船山　裕紀
文　　章／上林　晃子
デザイン／坂井理枝子

arcadia 季刊誌アルカディア

#09　　2021年10月発行（年4回発行）

7 P14：南陽市漆山
鶴布山珍蔵寺にて
撮影date：2020年11月
4日　午後1時50分頃

8 裏表紙：長井市白兎
置賜葉山登山道から
撮 影 date：2020 年 9 月
30日　午前5時20分頃

6 P10-11：長井市勧進代
塩田養鯉場前にて
撮 影 date：2020 年 1 月
19日　午前7時20分頃

5 P08：小国町小玉川
温身平飯豊山荘
撮 影 date：2021 年 8 月
19日　午後1時頃

2 P02-03：小国町小玉川
温身平にて
撮 影 date：2021 年 8 月
19日　正午頃

1 表紙：飯豊町岩倉
川入切合登山口より登る

（飯豊トンネル付近）
撮 影 date：2021 年 8 月
18日　午前11時50分頃

3 P05：飯豊町岩倉
県道378号線沿いにて
撮 影 date：2021 年 8 月
18日　午前11時頃

4 P06：白鷹町十王
五十峯様宅にて
撮 影 date：2021 年 8 月
24日　午前10時30頃
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