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甘
草
を
活
か
し
た

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

先
月
号
で
報
告
し
ま
し
た
が
、
二
十
五
年
度
か
ら
甲
州

市
で
は
、
甘
草
屋
敷
の
甘
草
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
を

行
う
た
め
、
甘
草
栽
培
を
始
め
ま
す
。
二
月
十
五
日
に
関

係
者
が
出
席
し
、「
包
括
的
連
携
協
定
」
の
調
印
式
が
旧
高

野
家
住
宅
・
主
屋
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

甘
草
は
漢
方
処
方
の
七
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
含
ま
れ
る
、

大
変
重
要
な
原
料
で
す
が
、
ほ
ぼ
全
て
の
量
を
中
国
な
ど

か
ら
の
輸
入
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
今
回
甲
州
市
が
協
定
を

締
結
し
た
新
日
本
製
薬
グ
ル
ー
プ
（
福
岡
県
）
は
、
早
く

か
ら
甘
草
の
国
内
栽
培
に
取
り
組
ん
で
き
た
会
社
で
す
。

調
印
式
に
は
、
立
会
人
と
し
て
山
梨
県
農
政
部
長
も
参

加
さ
れ
た
ほ
か
、
す
で

に
栽
培
を
始
め
て
い
る

熊
本
県
合
志
市
と
新
潟

県
胎
内
市
の
担
当
者
、

さ
ら
に
甘
草
屋
敷
の
甘

草
を
ず
っ
と
注
目
し
て

い
た
研
究
者
で
あ
る
草

野
源
次
郎
先
生
も
参
加

さ
れ
、
そ
の
様
子
は
多

く
の
マ
ス
コ
ミ
に
も
取

り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

甲
州
市
で
は
、
昨
年
の
十
二
月
か
ら
庁
内
の
関
係
者
を
集
め

た
「
甲
州
市
甘
草
の
里
づ
く
り
研
究
会
」
を
発
足
さ
せ
、
今
後

の
取
り
組
み
方
に
つ
い
て
協
議
を
し
て
い
ま
す
。

甘
草
栽
培
は
遊
休
農
地
対
策
に
効
果
が
あ
る
も
の
と
期
待

さ
れ
て
お
り
、
山
梨
県
も
注
目
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
現

実
的
に
は
中
国
か
ら
安
価
で
入
っ
て
く
る
甘
草
と
の
競
争
に

な
り
、
漢
方
薬
の
原
材
料
と
し
て
の
甘
草
単
体
で
は
と
て
も
勝

負
に
な
り
ま
せ
ん
。
甘
草
を
栽
培
し
て
、
な
お
か
つ
今
後
の
ま

ち
づ
く
り
に
資
す
る
た
め
に
は
、
甘
草
の
利
活
用
も
同
時
に
し

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
研
究
会
で
は
、
「
地
域
の
歴
史
・
文
化
資
源
を
活

用
し
た
甘
草
の
里
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
作
成
す
べ
く
、
検
討

を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
民
に
よ
る
甘
草
栽
培
の
取
り
組
み
促
進
と
普
及
を

図
る
た
め
、「
甲
州
市
甘
草
活
用
懇
話
会
」
を
設
立
し
ま
し
た
。

こ
の
懇
話
会
に
は
、
公
募
に
よ
る
委
員
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

協
定
調
印
式
の
前
日
、
二
月
十
四
日
に
は
懇
話
会
の
委
嘱
式

と
、
懇
話
会
・
研
究
会
共
同
の
学
習
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

学
習
会
は
新
日
本
医
薬
の
開
発
事
業
室
次
長
・
長
根
氏
が
司
会

を
務
め
、
甘
草
の
現
状
を
解
説
さ
れ
た
あ
と
、
熊
本
県
合
志
市

と
新
潟
県
胎
内
市
の
栽
培
事
例
に
つ
い
て
と
、
今
後
甲
州
市
で

実
施
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

十
五
日
の
調
印
式
は
、
ひ
な
飾
り
を
展
示
中
の
旧
高
野
家
住

宅
の
主
屋
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
田
辺
市
長
と
、
新
日
本
製
薬
社

長
・
後
藤
孝
洋
氏
、
新
日
本
医
薬
社
長
・
高
須
賀
佳
人
氏
の
三

氏
が
協
定
書
に
そ
れ
ぞ
れ
記
名
押
印
し
、
立
会
人
と
し
て
県
農

政
部
長
・
加
藤
啓
氏
が
サ
イ
ン
し
ま
し
た
。

協
定
書
の
内
容
は
、
新
日
本
医
薬
が
甲
州
市
で
の
甘
草
栽
培

に
つ
い
て
、
苗
の
提
供
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
提
供
を
含
め
て
全
面
的

な
協
力
を
す
る
こ
と
、
甲
州
市
は
わ
が
国
最
古
の
甘
草
を
保
持

す
る
地
と
し
て
、
他
の

栽
培
自
治
体
と
の
交
流

や
情
報
発
信
に
務
め
る

こ
と
、
な
ど
で
す
。

甘
草
屋
敷
の
甘
草
が
、

こ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ

て
い
る
と
は
考
え
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

か
ら
は
色
々
な
方
法
で

情
報
を
お
伝
え
し
て
い

き
ま
す
の
で
、
ご
注
目

く
だ
さ
い
。

調印後握手する新日本製薬・後藤社長（左）、市
長（中）、新日本医薬・高須賀社長（右）。

甘草について説明する長根氏（上）と、学習
会の様子（下）。

調印式の様子（上）と、調印した協定書を手に並ぶ
高須賀社長・後藤社長・田辺市長（下）。関係者が集まり記念写真。



国
が
選
定
す
る
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
は
、
制

度
が
で
き
て
か
ら
三
十
三
年
で
一
〇
二
件
を
数
え
ま
す
。
伝

建
で
は
な
い
も
の
の
そ
の
地
区
の
歴
史
的
建
造
物
を
大
切

に
保
存
し
、
上
手
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
独
自
の
ま
ち
づ
く

り
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
上
条
報
告
第
十
五

号
で
紹
介
し
た
岐
阜
県
中
津
川
市
の
馬
籠
宿
や
、
同
四
十
一

号
で
紹
介
し
た
北
海
道
小
樽
市
、
ま
た
、
本
誌
で
は
ま
だ
取

り
上
げ
て
い
ま
せ
ん
が
、
静
岡
県
蒲
原
町
の
蒲
原
宿
、
長
野

県
小
布
施
町
な
ど
は
そ
の
例
で
、
馬
籠
宿
や
小
樽
市
は
今
後

も
伝
建
の
制
度
に
頼
ら
ず
に
ま
ち
づ
く
り
を
続
け
て
い
く

の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
同
様
な
取
り
組
み
を
し
な
が
ら
伝
建

地
区
を
目
指
し
て
い
る
地
区
も
あ
り
ま
す
。
長
野
県
松
本
市

の
中
町
通
り
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

松
本
市
は
長
野
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
て
お
り
、
人
口

は
二
十
四
万
三
千
人
を
超
え
る
大
都
市
で
す
。
中
央
道
を
使

え
ば
二
時
間
弱
の
距
離
な
の
で
、
観
光
で
訪
れ
た
こ
と
の
あ

る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

松
本
市
の
観
光
地
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
ま
ず
松
本

城
で
し
ょ
う
。
松
本
城
は
戦
国
時
代
の
末
に
築
城
さ
れ
、
石

川
・
小
笠
原
・
戸
田
・
松
平
・
堀
田
・
水
野
な
ど
多
く
の
大

名
が
入
城
し
ま
し
た
。
明
治
期
に
大
改
修
が
実
施
さ
れ
、
昭

和
十
一
年
に
国
宝
に
指
定
（
昭
和
二
十
七
年
に
再
指
定
）
さ

れ
て
い
ま

す
。松

本
城

の
城
下
町

と
し
て
中

町
通
り
が

あ
り
ま
す
。

国宝松本城と堀。

蔵
シ
ッ
ク
館
の
運
営
や
通
り
の
宣
伝
活
動
は
、
松
本
市
中

町
商
店
街
振
興
組
合
が
行
っ
て
い
ま
す
。
蔵
シ
ッ
ク
館
で
は

各
種
の
催
し
や
商
談
会
が
随
時
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

通
り
も
き
れ
い
に
整
備
さ
れ
て
お
り
、
外
観
は
古
く
て
も

お
し
ゃ
れ
な
店
が
並
ん
で
い
ま
す
。
松
本
城
か
ら
徒
歩
で
十

五
分
程
度
で
す
の
で
、
松
本
城
と
セ
ッ

ト
で
散
策

し
て
み
て

く
だ
さ
い
。

中
町
通
り
は
、
西
か
ら
東
へ
抜
け
る
善
光
寺
街
道
（
北
国

街
道
西
街
道
）
沿
い
に
あ
り
、
主
に
酒
造
業
や
呉
服
な
ど
の

問
屋
が
集
ま
り
繁
盛
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
江
戸
末
期
や

明
治
に
南
深
志
一
帯
が
大
火
に
見
舞
わ
れ
主
要
な
施
設
や

町
家
が
多
数
失
わ
れ
ま
し
た
。
再
三
に
わ
た
る
火
災
か
ら
守

る
た
め
、
商
人
た
ち
の
知
恵
で
「
な
ま
こ
壁
の
土
蔵
」
が
造

ら
れ
ま
し
た
。

白
と
黒
と
の
簡
潔
な
デ
ザ
イ
ン
の
土
蔵
造
り
の
家
が
、
中

町
付
近
に
は
今
な
お
多
く
残
っ
て
お
り
、
古
き
松
本
の
雰
囲

気
を
漂
わ
せ
て
い
ま
す
。
現
在
の
中
町
は
民
芸
・
工
芸
な
ど

の
店
が
集
ま
り
、
独
特
の
町
並
み
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

左
の
写
真
は
「
中
町
蔵
シ
ッ
ク
館
」
と
い
う
施
設
で
、
床

も
柱
も
ケ
ヤ
キ
材
を
多
用
し
て
い
ま
す
。

中町通りの様子。
蔵シック館。総ケヤキの光沢が印象的な、
なんとも贅沢な建物です。

松本市中町通り 


