
薬
草
逍
遥（
や
く
そ
う
し
ょ
う
よ
う
）

毎
回「
薬
草
」に
関
わ
る
内
容
を
連
載
で
お
届
け
す
る

コ
ラ
ム
で
す
。
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➋
「
防
災
研
修
会
」
を

　
　
　
　
　
開
催
し
ま
し
た

　～
田
口
地
区
ま
ち
協
～

　
３
月
５
日
、
ふ
る
さ
と
元
気
村
に
お
い
て

第
１
回
田
口
地
区
防
災
研
修
会
を
行
い
、
55

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
こ
の
研
修
会
は
、
①
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

地
域
づ
く
り
　
②
多
世
代
や
地
域
が
防
災
研

修
を
通
し
て
連
携
や
交
流
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
企
画
し
た
も
の
で
す
。

　
当
日
は
、
宇
陀
消
防
署
北
分
署
員
か
ら
、

防
災
と
避
難
持
出
袋
、
救
急
救
命
、
Ａ
Ｅ
Ｄ

➌
東
榛
原
の
歴
史
と
旧
跡
を

知
る
「
地
元
再
発
見 

学
習

会
」
１
７
０
名
が
参
加
！

　～
東
榛
原
ま
ち
協
～

　
東
榛
原
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
　
文
化
・
教

養
部
会
が
、
現
地
視
察
や
取
材
を
行
い
、
地

域
に
あ
る
寺
や
神
社
等
の
文
化
遺
産
の
歴
史

と
地
元
の
魅
力
を
掲
載
し
た
冊
子
を
作
成
し

ま
し
た
。

　
3
月
11
日
、
こ
の
冊
子
を
使
い
学
習
会
を

実
施
し
、
１
７
０
名
も
の
方
が
参
加
さ
れ
ま

し
た
。
講
演
会
で
は
市
教
育
委
員
会
　
文
化

財
課
　
柳
澤
一
宏
主
幹
よ
り
「
東
榛
原
の
歴

史
と
旧
跡
」
を
テ
ー
マ
に
お
話
い
た
だ
き
ま

し
た
。
み
な
さ
ん
熱
心
に
聞
き
入
り
、
参
加

者
か
ら
は
「
と
て
も
素
晴
ら
し
い
内
容
の
講

演
で
、
今
後
も
ぜ
ひ
続
け
て
も
ら
い
た
い
」

と
の
声
が
あ
り
ま
し
た
。

と
題
し
て
、
高
齢
者
を
狙
っ
た
特
殊
詐
欺
の

被
害
状
況
や
被
害
に
遭
わ
な
い
方
法
に
つ
い

て
学
び
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
詐
欺
に
あ
っ

た
被
害
者
の
約
９
割
が
「
被
害
に
遭
わ
な
い

自
信
が
あ
っ
た
」
と
回
答
し
て
い
る
こ
と
に

驚
い
て
い
ま
し
た
。

▲消火器の取扱い訓練

➊
「
安
全
運
転
講
習
会
」
を

　
　
　
　
　
開
催
し
ま
し
た

　～
西
谷
地
区
ま
ち
協
～

　
３
月
５
日
、
西
谷
地
区
公
民
館
に
お
い
て

高
齢
者
を
対
象
に
、
第
２
回
安
全
運
転
講
習

会
を
開
催
し
、
34
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
西
谷
地
域
で
も
、
高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
が

増
加
し
て
い
る
た
め
、
講
習
会
を
通
し
て
交

通
安
全
の
意
識
向
上
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
日
は
、
桜
井
警
察
署
員
か
ら
、
道
路

交
通
法
の
改
正
や
地
域
の
交
差
点
表
示
な
ど

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
身
を
守
る

方
法
と
し
て
、
リ
ス
ト
バ
ン
ド
な
ど
の
反
射

板
が
有
効
で
あ
る
と
学
び
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
大
和
の
安
全
・
特
殊
詐
欺
状
況
」

▲安全運転講習会に多数の高齢者が
参加しました

の
取
扱
い
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
お
話
い
た
だ

き
、
そ
の
後
運
動
場
で
初
期
消
火
の
訓
練
を

行
い
ま
し
た
。

　
今
回
の
防
災
研
修
会
に
合
わ
せ
て
、「
田

口
地
区
危
機
管
理
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を
作
成

し
ま
し
た
。
こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
緊
急

時
の
対
応
を
簡
潔
に
ま
と
め
、
ま
た
読
み
や

す
い
よ
う
に
文
字
を
大
き
く
表
し
た
こ
と
が

特
徴
で
す
。

　
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
こ
の
研
修
会
後
、
自

治
会
を
通
じ
て
全
戸
に
配
布
し
ま
し
た
。

▲田口地区危機管理ハンドブック

▲学習会の様子
◀今回作成した冊子
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～
ジ
ャ
ガ
芋
～

　
食
卓
で
お
な
じ
み
の
ジ
ャ
ガ
芋
が
、
非
常
に
効
果

的
な
薬
草
で
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　
ジ
ャ
ガ
芋
の
皮
を
除
き
、
お
ろ
し
金
で
す
り
お
ろ

し
ま
す
。
同
量
の
小
麦
粉
を
混
ぜ
、
ど
ろ
ど
ろ
の
状

態
に
な
る
ま
で
酢
を
混
ぜ
て
よ
く
練
り
、
そ
れ
を
布

な
ど
に
伸
ば
し
て
患
部
に
張
る
の
で
す
。
実
は
湿
布

に
す
る
と
、
の
ど
の
痛
み
、
扁
桃
炎
、
と
び
ひ
、
や

け
ど
、
便
秘
、
膀
胱
炎
、
五
十
肩
に
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
お
ろ
し
た
も
の
を
布
で
こ
し
、
そ
の
汁
を

コ
ッ
プ
半
量
（
約
１
０
０
ｃ
ｃ
）
ず
つ
服
用
す
れ
ば
、

胃
潰
瘍
、十
二
指
腸
潰
瘍
、胃
炎
な
ど
の
炎
症
を
抑
え
、

ア
レ
ル
ギ
ー
体
質
、
腺
病
質
に
も
効
果
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
、こ
の
汁
は
、空
気
に
触
れ
る
と
酸
化
す
る
の
で
、

服
用
時
に
作
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
し
か
し
忙

し
い
人
は
、
毎
日
作
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
ん

な
場
合
、
布
で
絞
っ
た
汁
を
土
鍋
な
ど
の
土
器
に
取

り
、と
ろ
火
で
水
を
十
分
に
蒸
発
さ
せ
ま
す
。
す
る
と
、

鍋
の
底
に
黒
い
も
の
が
残
る
の
で
、
こ
れ
を
１
日
１

回
、
茶
さ
じ
１
杯
ず
つ
飲
む
か
、
水
な
ど
に
溶
い
て

患
部
に
塗
布
す
る
と
、
同
様
の
効
果
が
あ
り
ま
す
。

　
ジ
ャ
ガ
芋
は
ビ
タ
ミ
ン
C
が
１
０
０
ｇ
中
23
ｍ
ｇ

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ほ
か
の
食
物
と
違
い
、

加
熱
に
よ
る
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
の
減
少
が
12
％
程
度
に
と

ど
ま
る
の
で
、
土
中
の
果
実
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
食
生
活
が
欧
米
化
し
、
野
菜

か
ら
の
ビ
タ
ミ
ン
類
の
摂
取
が
欠
乏
し
が
ち
な
現
在
、

ぜ
ひ
、
ジ
ャ
ガ
芋
を
使
っ
て
健
康
を
取
り
戻
し
て
も

ら
い
た
い
も
の
で
す
。

 ▲豊富にビタミンＣを含むジャガ芋

※当市で「薬草活用講演会」をしていただいた
　村上光太郎先生の連載より一部抜粋

団体名 事業名と活動の概要

新
規
事
業

宇陀スカイ
ランタン

プロジェクト

「宇陀スカイランタンプロジェクト」

　市民はもとより、近隣の市町村、県外の方
にも市の魅力をアピールできるイベントを開
催し、スカイランタンを活用して市の新たな
町おこしを目指す。地元食材や地元資源を使っ
た新メニューや商品を、飲食店や企業に開発・
提供して頂き、さらなる市の可能性を見出し、
産業の発展を推進する。

伊那佐地区
まちづくり協議会

地域振興・産
業・観光部会

「いなさの里・灯篭流し」

　日本の伝統行事でもある、故人の魂を弔って
灯篭を川に流す「灯篭流し」を企画・運営する
ことにより、交流の場を提供し、長年培われて
きた伝統文化・原風景・心の豊かさ等、地域に
対する価値観を見出す。この事業を継続・拡大
することにより、伝統的行事に位置づけたい。

うたの夢街道
実行委員会

「～町おこしは人おこし～
魅力発見♪うたの手づくりフェスタ♪」

　地域在住の「人」の魅力を再発見し、フェス
タでの交流を通じて「町を知る」「人を知る」「自
分を知り」「地域への愛着」を育てていく。多
くの方に幅広く参加してもらえる「体づくり」
「手づくり」を軸に体験を通じて、世代間交流
や地域間交流を図る。

継
続
事
業

宇陀ランチ・
プロジェクト

「地産地消の学校給食と地域力向上計画」

　遊休農地を活用して、子どもたちに野菜の栽
培・収穫等の農業体験を開催し、農に親しみ、
その大切さを知らせる。地産地消の学校給食を
推進し、宇陀の食材を使った食育活動を実施す
る。２年目の事業として、市内に地場産野菜を
循環させることを目的として、情報収集活動を
する。また、奈良県立大学やその他との地域活
動連携も実施する。

天満台西３丁目
自治会

「コミュニティ公園づくり」

　未利用地を花壇・菜園・ビオトープ等に整備
することによりコミュニティ公園化を図って
きた。今年度は公園内の整備充実と、周辺緑地
の環境整備を行う。また、子どもを対象とした
栽培体験・自然に親しむ世代間の交流促進等を
実施し、地域コミュニティの活性化を図る。

三本松
まちづくり協議会

「三本松地域活性化　町並みにぎわい事業」

　歴史文化等の継承や来訪者の誘客を目指し、
「町並み歴史散策マップ」を作成し、地域の魅
力を発信するため案内看板整備を行ってきた。
今年度は、「おもてなし」をテーマに、観光ボ
ランティアガイドを養成し、散策ウォーキング
などの交流事業を開催する。伊勢街道や近隣地
域との広域的なつながりで地域づくりを進め
ていく。

平成29年度まちづくり活動応援補助金の
交付事業が決まりました！
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