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高
野
山
で
の
、ゆ
っ
た
り
と
し
た

時
間
を
大
切
に
し
て
ほ
し
い

人
々
が
こ
の
真
言
密
教
の
聖
地
に
足
を
運

び
続
け
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、

大
き
く
変
わ
っ
た
も
の
も
あ
る
。「
時
間
」だ
。

「
高
野
山
で
過
ご
さ
れ
る
時
間
が
短
い
。

宿
泊
を
伴
う
方
が
減
り
、
日
帰
り
の
方
が
多

く
な
っ
た
。
大
分
落
ち
着
い
た
が
、
世
界
遺

産
に
登
録
さ
れ
た
当
初
は
、
高
野
山
だ
け
で

は
な
く
、
高
野
山
と
熊
野
・
白
浜
と
い
う
よ

う
に
、
何
カ
所
も
日
帰
り
で
回
る
よ
う
な
慌

た
だ
し
い
旅
行
客
も
多
か
っ
た
」

最
近
の
日
本
人
の
旅
行
は
、〝
行
っ
た
〞〝
見

た
〞
―
―
目
的
地
に
到
着
し
た
こ
と
で
す
べ

て
が
完
了
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら

な
い
。

「
観
光
と
い
う
言
葉
は
〝
光
を
観
る
〞
と

い
う
意
。
本
来
の
観
光
と
い
う
意
味
合
い
で

あ
れ
ば
、
高
野
山
も
観
光
地
で
構
わ
な
い
。

し
か
し
〝
見
物
〞
に
来
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
―
―
〝
観
光
〞
と
〝
見
物
〞、
そ

こ
は
し
っ
か
り
分
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う

思
い
が
あ
る
」

高
野
山
の
魅
力
の
一
つ
に
、
夜
の
静
け
さ

や
朝
の
平
穏
な
ど
〝
非
日
常
の
時
間
〞
の
体

験
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
慌
た
だ
し
い
タ
イ
ム
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
か
ら
解
放
さ
れ
て
こ
そ
味
わ
え

る
も
の
だ
。
宿
坊
の
夜
の
食
事
は
だ
い
た
い

６
時
か
ら
で
、
そ
の
後
は
長
く
静
か
な
時
間

を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。
ゆ
っ
く
り
と
身
体

を
休
め
、
朝
早
く
起
床
す
る
。

「
し
か
し
、
数
十
年
前
ま
で
は
そ
れ
が
日

本
人
の
日
常
生
活
で
あ
り
、
時
間
の
使
い
方

だ
っ
た
。
忙
し
い
現
代
社
会
で
は
そ
ん
な
時

間
の
過
ご
し
方
が
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
高

野
山
で
な
ら
、そ
れ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

高
野
山
は
、
日
本
人
本
来
の
姿
に
回
帰
で
き

る
場
所
で
は
な
い
か
」

朝
の
勤
行
に
参
加
し
、
朝
の
時
間
を
有
意

義
に
過
ご
す
。

「
そ
の
場
所
に
実
際
に
身
を
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
得
る
も
の
は
、
写
真
や
映
像
な
ど
で

得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
空
気
、
日

常
生
活
と
は
非
な
る
雰
囲
気
を
、
ゆ
っ
く
り

と
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」

か
え
っ
て
、
外
国
人
観
光
客
の
方
が
高
野

山
で
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
味
わ
っ
て

い
る
と
も
思
う
。

世
界
遺
産
登
録
な
ど
を
き
っ
か
け
に
、
こ

の
５
年
間
、
毎
年
30
％
増
と
い
う
勢
い
で
外

国
人
観
光
客
が
足
を
運
ぶ
。
外
国
人
観
光
客

の
高
野
山
で
の
過
ご
し
方
を
見
て
、
日
本
人

の
観
光
の
仕
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
。

「
外
国
の
方
々
は
、事
前
に
丹
念
な
下
調

べ
を
済
ま
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
滞
在

で
き
る
範
囲
内
で
宿
泊
し
、
ゆ
っ
く
り
時
間

を
費
や
し
て
い
る
。
奥
之
院
な
ど
で
は
、
日

本
人
の
中
に
は
見
物
だ
け
に
な
っ
て
い
る
人

も
い
る
が
、
外
国
の
方
々
は
参
拝
す
る
。
神

聖
な
も
の
に
対
す
る
敬
意
が
根
づ
き
、
そ
う

観光から
参詣へ

平
成
27
年
、
開
創
１
２
０
０
年
を
迎
え
る
高
野
山
。

世
界
遺
産
登
録
以
降
は
、
海
外
で
の
評
価
も
高
ま
り
、

国
内
外
か
ら
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
る
。

他
の
観
光
地
・
参
詣
地
に
は
な
い
、「
高
野
山
」
な
ら
で
は
の
魅
力
―
―

高
野
山
と
い
う
聖
地
の
魅
力
を
深
め
、
高
野
山
の
魅
力
を
伝
え
、

高
野
山
観
光
に
尽
力
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
高
野
山
に
心
を
寄
せ
る
皆
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。
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「
南
海
電
鉄
か
ら
企
画
を
提
案
さ
れ
た
時

は
、
ど
こ
ま
で
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の

が
正
直
な
思
い
だ
っ
た
。
し
か
し
〝
本
物
を

味
わ
っ
て
い
た
だ
く
〞
と
い
う
こ
と
、
そ
の

コ
ン
セ
プ
ト
に
非
常
に
魅
か
れ
る
も
の
が
あ
っ

た
。
仏
事
や
寺
院
に
関
心
は
あ
る
も
の
の
直

接
触
れ
る
機
会
が
少
な
い
方
に
、
本
物
の
情

報
を
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
若
い
世
代
の
中
に
は
自
分
の
家

が
ど
こ
の
宗
旨
か
分
か
ら
な
い
人
も
多
い
が
、

そ
う
し
た
方
々
に
自
分
の
家
の
宗
旨
が
何

だ
っ
た
の
か
、
考
え
て
も
ら
う
き
っ
か
け
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
も
、
や
る

価
値
は
あ
る
と
考
え
た
」

カ
フ
ェ
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
飲
食
だ
け

で
は
な
く
、
高
野
山
の
僧
侶
た
ち
に
よ
る
写

経
や
瞑
想
の
体
験
指
導
、
精
進
料
理
の
講
義

も
行
っ
た
。

「
写
経
に
興
味
を
持
た
れ
る
方
が
非
常
に

多
い
こ
と
に
驚
い
た
。
ま
た
、
こ
う
い
う
機

会
を
増
や
し
て
ほ
し
い
と
い
う
声
が
多
か
っ

た
。
同
時
期
、
他
の
宗
旨
で
も
そ
れ
ま
で
に

な
い
試
み
を
行
っ
て
お
り
、
宗
教
や
そ
の
行

事
に
関
す
る
こ
と
が
若
い
世
代
に
も
少
し
伝

わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
」　

「
高
野
山
カ
フ
ェ
」
は
青
山
で
３
年
続
き
、

今
年
は
さ
ら
に
趣
向
を
凝
ら
し
実
施
す
る
予

定
だ
。

「
こ
れ
ま
で
年
配
者
が
多
か
っ
た
高
野
山
に

も
、
近
年
、
若
い
世
代
の
小
人
数
旅
行
の
姿

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
将
来
的

に
は
高
野
山
独
自
で
も
、
本
物
を
知
り
、
体

験
し
て
い
た
だ
け
る
機
会
を
、
首
都
圏
な
ど

で
提
供
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
」

一
方
で
、
高
野
山
の
観
光
が
促
進
さ
れ
る

と
、
聖
地
に
物
見
遊
山
の
見
物
客
が
押
し
寄

せ
る
と
懸
念
す
る
声
も
あ
り
、
さ
ら
に
寺
院

は
観
光
の
場
で
は
な
く
布
教
の
場
で
あ
る
と

い
う
批
判
も
耳
に
す
る
。

「
最
初
は
、
観
光
で
も
構
わ
な
い
。
そ
こ
で

何
か
心
に
持
っ
て
帰
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
う
。
弘
法
大
師
の
偉
大
さ
や
高
野
山
が
守

り
続
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
れ
が
布
教
の

第
一
歩
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
が
宗

祖
の
思
い
で
も
あ
る
か
と
思
う
。
若
干
な
り

と
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
こ

か
ら
発
展
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
」

高
野
山
の
周
知
活
動
は
必
要
で
あ
り
、
大

切
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。

「
南
海
電
鉄
は
、高
野
山
を
知
ら
し
め
よ
う
、

高
野
山
地
域
に
貢
献
し
よ
う
と
精
力
的
に
取

り
組
み
、
高
野
線
の
起
点
と
な
る
難
波
の
ま

ち
づ
く
り
も
活
発
に
進
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

メ
デ
ィ
ア
へ
の
掲
載
な
ど
Ｐ
Ｒ
活
動
も
こ
れ

ま
で
に
な
い
も
の
で
、
そ
う
し
た
活
動
に
よ
る

高
野
山
の
周
知
の
高
ま
り
も
出
て
き
て
い
る

と
思
う
」

高
野
山
は
ま
も
な
く
開
創
１
２
０
０
年
を

迎
え
る
。
現
在
、
そ
の
記
念
事
業
と
し
て
天

保
14
（
１
８
４
３
）
年
に
焼
失
し
た
、
壇
上

伽
藍
の
中
門
の
再
建
事
業
が
進
め
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
だ
。

昭
和
９
年
、
弘
法
大
師
御ご

に
ゅ
う
じ
ょ
う

入
定
１
１
０
０

年
御ご

お
ん
き

遠
忌
に
は
51
日
間
で
約
37
万
８
０
０
０

人
が
入
山
し
た
と
い
う
。

開
創
１
２
０
０
年
に
あ
た
る
平
成
27
年
４

月
２
日
か
ら
５
月
21
日
ま
で
の
50
日
間
に
は
、

大
法
会
が
毎
日
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

し
た
場
所
で
は
き
ち
ん
と
礼
を
尽
く
さ
れ
る
」

そ
う
し
た
外
国
人
観
光
客
は
、
京
都
や
奈

良
周
遊
の
流
れ
で
立
ち
寄
る
の
で
は
な
く
、

高
野
山
を
あ
え
て
選
ん
で
訪
れ
て
い
る
。

「
寺
社
自
体
は
京
都
や
奈
良
に
も
た
く
さ
ん

あ
る
が
、
寺
社
の
敷
地
を
一
歩
出
る
と
ビ
ル

群
が
建
ち
並
び
、
日
常
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
高
野
山
は
山
上
に
、
寺
院
と
自
然

が
一
体
化
し
た
世
界
が
あ
る
。
そ
う
し
た
も

の
を
求
め
て
、
わ
ざ
わ
ざ
足
を
運
ば
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

周
知
は
大
き
な
意
味
で
一
つ
の
布
教

平
成
19
年
、
高
野
山
真
言
宗
総
本
山
金
剛

峯
寺
は
南
海
電
鉄
と
と
も
に
、
東
京
・
青
山

に「
高
野
山
カ
フ
ェ
」を
出
店
し
た
。
青
山
で
、

あ
の
高
野
山
が
カ
フ
ェ
を
開
く
、
そ
の
意
外

性
が
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。

多くの人が訪れ高野山を体感した「高野山カフェ」
（写真提供：南海電気鉄道株式会社）

金剛峯寺は高野山真言宗の総本山で座主の住寺
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異
文
化
と
交
流
し
、

よ
り
よ
り
よ
い
方
向
へ

金
剛
峯
寺
の
高
野
山
大
師
教
会
内
に
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
高
野
山
異
文
化
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
Ｋ
Ｃ
Ｃ
Ｎ
）が
運
営
す
る「
高
野
山
ビ
ジ
タ
ー

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」
が
あ
る
。

各
種
外
国
語
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
資
料
を
取
り

揃
え
、
外
国
人
観
光
客
に
高
野
山
に
関
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。

松
山
代
表
は
、
学
生
の
頃
か
ら
異
文
化
理

解
、
国
際
交
流
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

英
会
話
講
師
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、「
半
分
、

趣
味
で
」、
高
野
山
の
勉
強
を
続
け
て
い
た
。

高
野
山
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
、ち
ょ

う
ど
そ
の
頃
、
金
剛
峯
寺
の
前
で
外
国
人
観

光
客
と
大
学
生
の
や
り
と
り
を
耳
に
し
た
。

「
大
学
生
が
外
国
人
に
、
こ
こ
に
は
何
も
な

い
か
ら
帰
ろ
う
っ
て
言
っ
て
い
る
。
と
ん
で

も
な
い
。〝
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
、素
晴
ら
し
い
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
か
ら
き
ち
ん
と
伝
え

て
〞
と
私
が
声
を
か
け
る
と
〝
自
分
は
分
か

ら
な
い
〞
と
言
う
」

大
学
生
に
代
わ
っ
て
説
明
し
、
案
内
し
た
。

「
高
野
山

を
外
国
人
に

説
明
で
き
る

人
が
い
な
い

状
況
だ
っ
た
。

高
野
山
を
訪
ね
て
く
れ
た
彼
ら
に
高
野
山
を

理
解
し
て
も
ら
う
に
は
、
迎
え
入
れ
る
側
に

も
〝
伝
え
る
〞
責
任
が
あ
る
の
に
」

有
志
を
募
り
、
高
野
山
が
世
界
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
翌
年
の
平
成
17
年
、
高
野
山
通
訳

ガ
イ
ド
ク
ラ
ブ
を
発
足
。
主
に
高
野
山
の
説

明
案
内
が
中
心
だ
っ
た
が
、
さ
ら
に
活
動
内

容
を
広
げ
よ
う
と
20
年
、
特
定
非
営
利
活
動

法
人
格
を
取
得
、
改
編
し
た
。

「
案
内
で
回
っ
て
い
る
と
、
ガ
イ
ド
が
つ

い
て
い
な
い
外
国
人
観
光
客
か
ら
〝
こ
れ
は

何
？
〞〝
こ
れ
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
？
〞

と
い
ろ
い
ろ
な
質
問
を
受
け
る
。
歴
史
や
文

化
、
行
事
や
伝
統
―
―
高
野
山
の
情
報
を
提

供
す
る
場
が
望
ま
れ
て
い
る
と
感

じ
た
」

高
野
山
の
歴
史
・
文
化
を
外

国
人
に
伝
え
る
Ｋ
Ｃ
Ｃ
Ｎ
の
活
動

は
、
布
教
活
動
に
も
通
じ
る
と
し

て
、
高
野
山
大
師
教
会
の
一
室
を

使
わ
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
高
野
山
の
観
光
や
道
案
内
、

交
通
手
段
の
利
用
方
法
な
ど
、
外

国
人
観
光
客
の
た
め
の
情
報
セ
ン

タ
ー
と
し
て
活
動
。
主
に
英
語
で
対
応
し
て

い
る
。ま
た
、宗
教
に
関
す
る
質
疑
応
答
に
は
、

僧
侶
の
通
訳
も
務
め
る
。

「
外
国
人
観
光
客
は
、
山
内
を
歩
き
、
ゆ
っ

く
り
見
て
回

る
。
高
野
山

観
光
の
醍
醐

味
を
味
わ
い
、

高
野
山
本
来

の
滞
在
型
の
旅
を
楽
し
ん
で
い
る
」

仏
教
を
哲
学
と
し
て
と
ら
え
、
事
前
に
勉

強
を
し
て
く
る
人
が
多
い
こ
と
も
特
徴
だ
。

「
山
門
の
装
飾
や
梁
の
構
造
ま
で
、
隅
々

ま
で
じ
っ
く
り
観
賞
し
て
い
る
。
海
外
の
方
々

と
の
交
流
を
通
じ
て
、
私
た
ち
の
方
が
日
本

の
文
化
の
奥
深
さ
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た

り
、
教
わ
る
こ
と
も
多
い
」

課
題
は
、
宗
教
と
観
光
と
の
兼
ね
合
い
だ
。

漢
字
が
読
め
な
い
外
国
人
観
光
客
は
、
言
葉

を
〝
音
〞
で
判
断
す
る
し
か
な
い
。
寺
院
の

名
前
な
ど
、
似
た
響
き
の
言
葉
は
た
く
さ
ん

あ
る
。
地
図
を
片
手
に
苦
労
し
て
い
る
姿
も

よ
く
見
か
け
る
。

「
日
本
の
観
光
地
は
ど
こ
も
外
国
語
表
記

を
進
め
て
い
る
。
で
も
高
野
山
は
〝
一
山
境

内
地
〞
の
考
え
に
基
づ
き
、
町
全
体
の
調
和

を
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。
道
案
内
の
看
板
ひ

と
つ
に
も
配
慮
し
、
町
全
体
と
し
て
の
魅
力

を
損
な
わ
な
い
工
夫
が
大
切
」

い
く
ら
外
国
人
が
増
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、

僧
侶
が
英
語
で
法
会
を
行
う
必
要
は
な
い
。

古
式
に
則
る
こ
と
は
崩
せ
な
い
砦
だ
。
そ
う
、

考
え
て
い
る
。
正
し
い
知
識
に
基
づ
き
説
明

す
れ
ば
、
異
な
る
文
化
の
そ
の
伝
統
に
対
し
、

敬
意
を
示
し
て
く
れ
る
。

「
訪
れ
る
人
や
時
代
の
流
れ
に
迎
合
す
る
の

で
は
な
く
、自
分
た
ち
の
軸
を
し
っ
か
り
持
っ

て
、
高
野
山
の
文
化
・
基
準
を
理
解
し
て
も

ら
う
努
力
や
、
誠
心
誠
意
お
も
て
な
し
を
す

る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。
外
国
人
の
代
弁

者
に
な
る
つ
も
り
は
な
い
。
け
れ
ど
も
不
便
な

点
は
、
改
善
を
呼
び
か
け
て
い
き
た
い
。
組

織
の
名
前
の
よ
う
に
異
文
化
を
持
つ
も
の
が

交
流
し
、
訪
れ
た
人
も
迎
え
る
方
も
一
期
一

会
に
感
謝
し
、
共
に
心
地
よ
く
過
ご
せ
る
環

境
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
」

出会った外国人観光客に気さくに声をかける

高野山異文化交流ネットワーク：http://www.koyasan-ccn.com

ＮＰＯ法人
高野山異文化交流ネットワーク
代表

松山典子
Noriko MATSUYAMA

異
文
化
交
流
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高
野
山
観
光
に
つ
な
が
る

地
域
づ
く
り
を

伊
都
地
方
と
は
橋
本
市
、
高
野
町
、
九
度

山
町
、
か
つ
ら
ぎ
町
の
１
市
３
町
を
指
す
。

高
野
山
と
そ
の
ふ
も
と
の
地
域
だ
。
古
来
、

京
都
や
熊
野
、
奈
良
、
大
阪
方
面
か
ら
続
く

高
野
街
道
に
は
、
高
野
山
に
入
山
す
る
七
つ

の
参
詣
登
山
道
が
開
け
、「
高
野
七
口
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
。ふ
も
と
に
は
、高
野
詣
で
の
人
々

が
遠
路
の
疲
れ
を
癒
し
身
体
を
清
め
る
宿
場

や
茶
屋
が
軒
を
並
べ
て
い
た
。

「
ふ
も
と
の
町
は
、
高
野
詣
で
を
支
え
発
達

し
た
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
も
て
な
し

の
心
は
今
も
息
づ
い
て
お
り
、
高
野
山
観
光

に
つ
な
が
る
現
代
の
〝
高
野
七
口
〞
を
目
指

し
て
、
地
域
の
歴
史
や
自
然
、
生
活
文
化
に

も
と
づ
い
た
新
し
い
ブ
ラ
ン
ド
が
つ
く
ら
れ
よ

う
と
し
て
い
る
」

伊
都
地
方
の
商
工
会
議
所
・
商
工
会
な

ど
で
構
成
す
る
伊
都
・
橋
本
産
業
創
造
セ
ン

タ
ー
が
中
心
と
な
り
、
行
政
、
南
海
電
鉄
の

協
力
も
得
て
、
高
野
七
口
に
ち
な
ん
だ
7
ブ

ラ
ン
ド
（
ジ
ャ
ン
ル
）
の
名
産
品
「
高
野
七

口
ブ
ラ
ン
ド
」
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

現
在
、誕
生
し
て
い
る
の
は
「
高
野
ス
イ
ー

ツ
」。〝
柿
の
フ
ィ
ナ
ン
シ
ェ
〞〝
梅
ま
き
柿
〞

な
ど
９
点
を
商
品
化
。
昨
年
の
春
か
ら
産
業

創
造
セ
ン
タ
ー
や
地
域
内
の
菓
子
店
で
販
売

し
て
お
り
、
南
海
高
野
線
の
「
天
空
」
と
の

タ
イ
ア
ッ
プ
や
橋
本
駅
・
極
楽
橋
駅
で
の
販

売
も
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

「
伊
都
地
方
は
特
産
品
が
多
い
。
生
産
量

日
本
一
の
柿
を
筆
頭
に
、
ミ
カ
ン
や
ブ
ド
ウ
・

桃
な
ど
の
フ
ル
ー
ツ
に
卵
。
知
る
人
ぞ
知
る

も
の
で
は
全
国
シ
ェ
ア
の
90
％
を
占
め
る
手

づ
く
り
の
ヘ
ラ
竿
が
あ
り
、
パ
イ
ル
織
物
も
あ

る
。
高
野
ス
イ
ー
ツ
に
続
く
二
つ
目
、
三
つ

目
の
七
口
ブ
ラ
ン
ド
の
早
々
の
立
ち
上
げ
が

望
ま
れ
る
」

ブ
ラ
ン
ド
品
の
開
発
だ
け
で
は
な
く
、
高

野
山
へ
の
旅
の
行
き
帰
り
に
途
中
下
車
し
、

ふ
も
と
で
も
楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
と
、
地
域

内
で
は
〝
お
も
て
な
し
〞
の
ま
ち
づ
く
り
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
九
度
山
町
。
真
田
幸
村
ゆ
か
り

の
地
で
あ
る
同
町
で
は
、
住
民
、
行
政
と
南

海
電
鉄
が
協
働
で
町
並
み
を
整
備
し
、
語
り

部
の
養
成
、
紀
州
真
田
そ
ば
の
開
発
な
ど
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

ま
た
昨
年
か
ら
は
、
４
月
１
日
か
ら
５
月

５
日
ま
で
の
期
間
、
端
午
の
節
句
に
ち
な
ん

だ
「
町
家
の
人
形
め
ぐ
り
」
を
開
催
。
住
民

自
ら
の
企
画
に
よ
る
も
の
で
、
ま
ち
な
か
の

民
家
や
商
店
な
ど
68
カ
所
（
平
成
22
年
）
に
、

手
持
ち
の
五
月
人
形
や
鎧
兜
、
雛
人
形
な
ど

を
展
示
し
て
い
る
。
観
光
客
に
人
形
め
ぐ
り

と
地
元
住
民
と
の
談
笑
を
楽
し
ん
で
も
ら
お

う
と
い
う
催
し
だ
。

「〝
町
家
の
人
形
め
ぐ
り
〞
は
、
駅
か
ら
出

発
し
、
ま
ち
な
か
を
ぐ
る
っ
と
一
周
し
て
駅

に
戻
る
。
一
つ
の
い
い
成
功
モ
デ
ル
に
な
っ

た
と
思
う
。
高
野
線
の
橋
本
か
ら
極
楽
橋
ま

で
10
の
駅
が
あ
る
が
、
駅
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
他
所
か
ら
人
が
来
て
く
れ
る
と
い
う

こ
と
。
こ
れ
は
地
域
に
と
っ
て
非
常
に
有
利

な
こ
と
で
、
鉄
道
と
駅
は
地
域
の
大
き
な
財

産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
南
海
電
鉄
は
と
て
も

協
力
的
で
、〝
こ
う
や
花
鉄
道
〞
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
と
一
緒
に
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
が
で
き

る
。
観
光
も
含
め
て
、
今
後
も
駅
を
活
か
し

た
地
域
づ
く
り
を
し
て
い
き
た
い
」

こ
の
地
域
の
取
り
組
み
の
大
き
な
特
徴

は
、
住
民
が
自
ら
発
案
し
、
活
動
に
積
極
的

に
参
加
し
て
い
る
こ
と
だ
と
い
う
。
大
勢
の

人
に
訪
れ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
も
て
な
し
の

心
、
町
の
誇
り
が
熱
意
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

「
商
業
者
や
住
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組

み
は
、
地
域
の
活
性
化
に
効
果
を
も
た
ら
す

だ
け
で
は
な
く
、人
々
の
生
き
が
い
に
も
な
る
。

〝
ウ
ェ
ル
ネ
ス
〞
と
は
心
も
身
体
も
健
康
で
生

き
生
き
と
し
た
生
活
を
す
る
こ
と
だ
が
、
こ

れ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
観
光
・
生
き
が
い
・
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
提
供
す
る
地
域
に
し
て
い
き

た
い
」

「高野スイーツ」を紹介する
地域振興部企画産業課の深江久美子主事

名産の柿を使った
あんぽ柿や
ジャムなど

和歌山県伊都振興局
地域振興部　部長

古田雅昭
Masaaki FURUTA

ふ
も
と
の
活
性
化


