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養
老
と
い
う
町
名
は
、
養
老
の
滝
に
ま
つ
わ

る
孝
子
伝
説
で
全
国
的
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

養
老
は
奈
良
時
代
の
元
号
と
し
て
も
有
名
で
す
。

『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
霊
亀
３
（
７
１
７
）

年
９
月
、
養
老
に
行
幸
さ
れ
た
元
正
天
皇
は
、

多
度
山
に
あ
る
美
泉
の
水
を
浴
び
る
と
若
返
っ

て
美
し
く
な
る
こ
と
を
知
り
、
こ
の
泉
で
老
を

養
い
な
さ
い
と
告
げ
ら
れ
、「
老
い
を
養
う
＝
養

老
」
と
元
号
を
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
80

歳
以
上
の
お
年
寄
り
に
は
褒
美
を
与
え
、
親
孝

行
な
子
ど
も
を
表
彰
し
ま
し
た
。
養
老
の
名
は

平
安
時
代
に
編
ま
れ
た
こ
の
『
続
日
本
紀
』
に

よ
っ
て
世
に
知
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
に
著
さ
れ
た

『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
の
説
話
集
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
さ
ら
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し

た
。
来
た
る
２
０
１
７
年
に
は
養
老
改
元
か
ら

１
３
０
０
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
ま
す
。
人
と

人
の
絆
の
礎
と
も
言
う
べ
き
親
を
敬
い
大
切
に

す
る
と
い
う
孝
徳
の
精
神
は
、
こ
の
地
に
脈
々

と
受
け
継
が
れ
、
花
開
い
て
い
ま
す
。

養老の滝の伝説で知られる孝
子・源丞内は、わが国の孝徳
心の象徴です。ひと昔前の小
学生は教科書に載った源丞内
の話を読んで親孝行の大切さ
を学びました。
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一
章

養
子
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の
を
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絆

親
を
大
切
に
思
う
孝
行
心
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

広
く
親
し
ま
れ
て
き
た
養
老
の
滝
の
孝
子
伝
説
。

１
３
０
０
年
前
に
生
ま
れ
た
こ
の
伝
説
の

舞
台
に
な
っ
た
養
老
町
は
「
絆
」
を
大
切
に
す
る
ま
ち
で
す
。

ご
あ
い
さ
つ

養
老
町
長　

大
橋　

孝

　

今
日
の
養
老
町
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
は
、

多
く
の
地
方
自
治
体
と
同
様
に
長
い
デ
フ
レ
経
済
の

状
況
の
も
と
、
少
子
高
齢
化
、
C
O
2
の
排
出
量
を

含
む
地
球
規
模
の
環
境
保
護
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

普
及
や
高
度
情
報
化
な
ど
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
昨
年
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ

る
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
の
た
め
、
行
政
経
営
を
行
う
環

境
と
し
て
は
大
変
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
本
町
は
、
西
暦
７
１
７
年
、
元
正
天
皇
が

元
号
を
「
霊
亀
」
か
ら
「
養
老
」
に
改
元
さ
れ
た
史

実
に
基
づ
き
、
元
号
を
町
名
に
取
り
入
れ
て
い
る
唯

一
の
地
方
自
治
体
で
す
。
そ
し
て
、
西
暦
２
０
１
７

年
に
は
養
老
改
元
か
ら
１
３
０
０
年
と
い
う
節
目
の

年
を
迎
え
ま
す
。
本
町
で
は
こ
の
年
を
目
標
に
、
夢

あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、「
第
５
次
総
合

計
画
（
絆
プ
ラ
ン
）」
や
「
行
政
経
営
改
革
プ
ラ
ン
」

な
ど
を
策
定
し
、
新
し
い
視
点
か
ら
行
財
政
改
革
に

取
り
組
む
と
と
も
に
、
住
民
、
行
政
、
事
業
所
な
ど

と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
な
ど
、
住
民

視
点
か
ら
の
行
政
経
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
今
後
も
、
よ
り
一
層
の
創
意
工
夫
を
重

ね
、「
誇
り
と
愛
着
が
持
て
る　

絆
を
大
切
に
す
る

ま
ち
」
を
め
ざ
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

こ
の
町
勢
要
覧
は
、
本
町
の
現
状
と
未
来
に
向

か
っ
て
羽
ば
た
く
姿
を
つ
づ
っ
た
も
の
で
す
。

　

多
く
の
皆
様
に
ご
高
覧
い
た
だ
き
、
本
町
の
ま
ち

づ
く
り
に
つ
い
て
お
力
添
え
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。
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老
町
の
シ
ン
ボ
ル
・
養
老
の
滝

が
舞
台
に
な
る
孝
子
伝
説
は
、

戦
前
に
は
親
孝
行
の
モ
デ
ル
と

し
て
教
科
書
に
必
ず
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

　「
昔
、
美
濃
の
国
に
き
こ
り
の
青
年
が
年
老

い
た
父
親
と
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
青
年
は
親

思
い
で
、
酒
好
き
な
老
父
に
思
う
存
分
お
酒
を

飲
ま
せ
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
貧

し
く
て
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
日
、
青
年

は
山
中
で
お
酒
が
こ
ん
こ
ん
と
わ
き
出
る
泉
を

み
つ
け
ま
し
た
。
青
年
が
汲
ん
で
帰
っ
た
そ
の

お
酒
を
老
父
が
喜
ん
で
飲
み
続
け
て
い
る
と

す
っ
か
り
若
返
り
ま
し
た
。」

　
こ
れ
が
孝
子
伝
説
の
あ
ら
ま
し
で
す
。
親

と
子
の
絆
の
す
ば
ら
し
さ
を
う
た
い
あ
げ
、

人
の
心
を
あ
た
た
め
て
き
た
こ
の
伝
説
は
人

間
関
係
が
希
薄
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

現
在
、
さ
ら
に
輝
き
を
増
し
て
い
ま
す
。

環境省選定の名水百選にも指定
されている菊水泉。孝子伝説に
ある親子の情愛の清らかさを映
すかのように、澄んだ清水が今
もこんこんとわき出ています。

養老神社境内にある菊水泉。孝子伝説に登場する
酒のわく泉は菊水泉とする説が有力です。

親
思
い
の
息
子
が
岩
間
の
泉
か
ら
わ
き
出
た

お
酒
に
な
っ
た
水
を
汲
み

老
父
に
飲
ま
せ
た
と
こ
ろ
、

見
違
え
る
よ
う
に
若
々
し
く
な
っ
た
と
い
う

養
老
の
滝
に
ま
つ
わ
る
伝
説
。

人
と
人
の
絆
の
基
本
で
あ
る

親
と
子
の
心
の
ふ
れ
あ
い
を
つ
づ
っ
た

1
3
0
0
年
前
の
心
あ
た
た
ま
る
物
語
は
、

こ
の
地
か
ら
全
国
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

養

一
三
　
　
年
の
絆

第
　
一
　
章

絆
の

は
じ
ま
り
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養老公園の奥、巨岩巨木
に囲まれた幽玄の地に水
音を響かせる養老の滝。
高さ約30mから放たれた
水がとうとうと流れ落
ち、名瀑らしい威容を見
せています。
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ま
す
。
な
お
、
養
老
公
園
の
桜
は
飛
騨
・
美

濃
の
さ
く
ら
33
選
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
涼

を
求
め
、
水
辺
が
恋
し
く
な
る
夏
、
元
正
天

皇
や
聖
武
天
皇
の
行
幸
の
栄
誉
に
浴
し
た

養
老
の
滝
や
秣
の
滝
が
涼
や
か
な
滝
音
を

響
か
せ
ま
す
。
秋
は
錦
秋
の
名
に
ふ
さ
わ
し

く
養
老
の
滝
や
滝
上
流
の
滝
谷
周
辺
は
見
事

な
紅
や
黄
に
染
ま
り
、
人
を
魅
了
し
て
や
み

ま
せ
ん
。

　

本
町
に
は
樹
齢
が
ゆ
う
に
百
年
を
超
え
る

巨
木
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
岐
阜
県
の
天
然

記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
六
社
神
社
の
ム

ク
の
木
を
筆
頭
に
、
古
い
も
の
で
は
樹
齢
４

５
０
年
以
上
に
な
る
巨
木
巨
樹
は
、
土
地
の

宝
と
し
て
世
代
を
超
え
て
地
域
の
人
に
愛
さ

れ
、
地
域
の
強
い
絆
に
よ
っ
て
大
切
に
守
ら

れ
て
い
ま
す
。

老
町
は
海
抜
０
ｍ
の
平
野
部
か

ら
標
高
８
５
９
ｍ
の
養
老
山
を

擁
す
る
養
老
山
地
と
そ
の
山
麓

部
ま
で
変
化
に
富
ん
だ
景
観
を
持
つ
、
自
然

の
豊
か
な
ま
ち
で
す
。
河
川
が
う
る
お
す
肥

沃
な
土
壌
に
恵
ま
れ
た
町
東
部
の
平
野
部

は
、そ
の
大
部
分
が
農
地
と
し
て
利
用
さ
れ
、

の
ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が
り
ま
す
。一
方
、

町
の
西
側
に
位
置
す
る
養
老
山
麓
一
帯
は
一

部
が
風
致
地
区
に
指
定
さ
れ
、
緑
の
濃
い
自

然
の
景
観
が
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
養
老
山
地

は
豊
か
な
水
の
恵
み
も
授
け
て
く
れ
、
伝
説

の
滝
と
し
て
そ
の
名
を
全
国
に
知
ら
れ
る
養

老
の
滝
や
環
境
省
の
名
水
百
選
に
選
ば
れ
て

い
る
菊
水
泉
の
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
町
の
自
然
の
豊
か
さ
は
生
息
す
る
生
き

物
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
清
流
に
し
か
す
ま
な

い
こ
と
で
知
ら
れ
る
希
少
な
淡
水
魚
ハ
リ
ヨ
も

養
老
町
な
ら
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

人
は
自
然
な
し
に
は
生
き
て
い
け
ま
せ

ん
。
現
代
人
に
と
っ
て
自
然
と
の
共
生
は
永

遠
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
憧
れ
で
す
。
本
町
で

自
然
と
の
共
生
を
示
す
象
徴
的
な
空
間
が
養

老
公
園
で
す
。
明
治
13
（
１
８
８
０
）
年
の

開
園
と
、
全
国
の
都
市
公
園
の
中
で
も
屈
指

の
歴
史
あ
る
公
園
で
、
養
老
の
滝
を
中
心
に

散
策
路
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
自
然
と
芸
術
が
融

合
し
た
養
老
天
命
反
転
地
な
ど
バ
ラ
エ
テ
ィ

に
富
ん
だ
施
設
を
備
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
養
老
山
麓
の
雄
大
な
自
然
と
身
近
に
ふ
れ

あ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
季
節
ご
と
の
自
然

美
を
堪
能
で
き
る
の
も
大
き
な
魅
力
で
す
。

春
を
告
げ
る
桜
は
、
こ
こ
養
老
公
園
で
は
雄

大
な
山
並
み
を
背
景
に
満
開
の
花
を
咲
か
せ

総面積約78万㎡の養老公園は、養老山麓の自
然を活かした都市公園です。園内には養老町
のシンボルで日本の滝百選に選ばれている養
老の滝や神社仏閣、各種施設があります。

絆
の
は
じ
ま
り

そ
れ
は

ま
ち
を
包
む

絆
の
源

岐阜県の天然記念物ハリヨはトゲウオ科の
淡水魚です。全長４～５㎝で、ヒレにトゲ
をもち、巣を作る習性で知られています。
現在は養老町を含む西濃地方と滋賀県の
一部のみに生息し、環境省のレッドリストに
載っています。

ハリヨ

ま
ぐ
さ

養
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（上）養老天命反転地は現代美
術家の荒川修作と詩人のマド
リン・ギンズが創造した身体で
体感する新感覚のアート空間
です。（右下）六社神社のムクの
木。樹高25.5ｍ、根回り10.2ｍ、
幹周囲7ｍの巨木で樹勢は今
なお盛んです。（左中段）養老山
頂遊歩道は人気のハイキング
コース。標高859mの山頂から
は濃尾平野を一望できます。
（左下）養老公園内にある岐阜
県こどもの国。約10万㎡の敷地
にフィールドアスレチックや
遊具など、子ども向けの施設が
充実しています。
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一
三　
　

年
の
絆

標高140mの象鼻山山頂
から山麓にかけて70基の
墳墓が分布する象鼻山古
墳群。墳墓の大半は２世
紀中頃から３世紀初頭の
短期間に築造されたと考
えられています。

古
代
か
ら

栄
え
た
ま
ち

奈
良
時
代
の
元
号
を
町
名
に
持
つ
本
町
は
、

有
史
以
前
か
ら
続
く
、
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
ま
す
。

町
内
に
残
る
数
多
く
の
遺
跡
・
史
跡
は

古
か
ら
連
綿
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た

私
た
ち
の
先
祖
の
営
み
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
く
れ
ま
す
。

0 500m

第
　
一
　
章

き鳳鏡は、およそ２～３世紀に製作された
もので、象鼻山1号墳の埋葬施設から発見
されました。

い
に
し
え
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老
町
を
舞
台
と
す
る
人
々
の
営

み
は
旧
石
器
時
代
に
始
ま
り
ま

す
。
町
内
で
は
、
象
鼻
山
古
墳

群
や
京
ヶ
脇
遺
跡
か
ら
旧
石
器
時
代
の
遺
物

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。氷
河
期
が
終
わ
り
、

縄
文
時
代
に
移
る
と
、
海
水
が
溶
け
出
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
海
面
が
上
昇
し
、
養
老
町
の

か
な
り
の
部
分
は
海
の
下
に
水
没
し
た
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
弥
生
時
代
に
な
る
と
稲

作
が
始
ま
り
、
ム
ラ
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
中

か
ら
力
を
持
っ
た
リ
ー
ダ
ー
が
誕
生
し
ま
し

た
。
支
配
者
は
ど
ん
ど
ん
力
を
つ
け
、
富
と

権
力
の
象
徴
と
し
て
古
墳
を
築
き
ま
し
た
。

古
墳
時
代
と
言
わ
れ
る
３
世
紀
か

ら
７
世
紀
に
か
け
て
養
老
町
で
も

数
多
く
の
古
墳
が
築
造
さ
れ
ま
し

た
。
中
で
も
象
鼻
山
に
位
置
す
る

象
鼻
山
古
墳
群
は
、
前
方
後
方
墳
、

円
墳
、
方
墳
な
ど
70
基
を
有
す
る

大
古
墳
群
で
、
歴
史
資
料
と
し
て

も
非
常
に
貴
重
で
す
。
ま
た
、
養

老
町
桜
井
に
所
在
す
る
桜
井
古
墳
群
の
墳
丘

か
ら
発
見
さ
れ
た
石
室
か
ら
は
５
体
の
人
骨

が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
体
格
か
ら
大
陸
や

朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
き
た
渡
来
人

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

中
央
集
権
国
家
の
大
和
朝
廷
が
誕
生
し
た

こ
ろ
の
養
老
町
は
「
多
藝
」
と
呼
ば
れ
て
い

ま
し
た
。朝
廷
と
の
関
わ
り
も
少
な
く
な
く
、

「
養
老
」
の
元
号
改
元
や
天
皇
の
行
幸
な
ど
、

当
時
の
書
物
に
は
度
々
「
多
藝
」
の
名
が
登

場
し
ま
す
。

　

中
世
に
な
る
と
、
河
川
の
水
運
に
恵
ま
れ

た
養
老
町
は
交
通
の
要
衝
と
し
て
発
展
し
て

い
き
ま
す
。
ま
た
、
比
叡
山
の
天
台
宗
、
白
山

の
白
山
信
仰
、
伊
勢
の
伊
勢
信
仰
と
い
う
巨

大
宗
教
勢
力
の
本
拠
地
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に

位
置
し
て
お
り
、
養
老
山
地
の
山
腹
一
帯
に

は
７
つ
の
寺
院
が
築
か
れ
「
多
芸
七
坊
」
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
現
在
も
残

る
寺
院
跡
が
当
時
の
隆
盛
を
し
の
ば
せ
ま
す
。

多芸七坊のひとつで当時の伽藍配置を伝える柏尾
廃寺跡からは、千体仏と呼ばれる1500体もの石仏
が明治時代に発見されています。

石造りの源氏橋。平治元（1159）年、
平治の乱に敗れた源義朝はここから
柴舟に乗って尾張方面に逃れたと伝
えられます。

濃州三湊と呼ばれた牧田川の３
つの川港と京都・北陸を結んだ
九里半街道。

養

た　

ぎ

ぞ
う
び
ざ
ん

た
ぎ
し
ち
ぼ
う
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経
済
力
を
持
つ
九
州
の
薩
摩
藩
に
木
曽
三
川

の
治
水
工
事
を
命
じ
ま
し
た
。
幕
府
の
無
理

難
題
に
、
薩
摩
藩
内
は
反
対
意
見
が
大
多
数

を
占
め
ま
し
た
が
、家
老
の
平
田
靱
負
は「
美

濃
の
人
々
も
日
本
の
同
胞
で
あ
り
、
同
胞
の

難
儀
を
救
う
の
は
人
間
の
本
分
で
あ
る
」
と

主
張
し
、命
令
に
従
う
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

宝
暦
４
（
１
７
５
４
）
年
２
月
、
治
水
工
事

の
総
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
平
田
靱
負
は
、
工

事
を
指
揮
す
る
総
本
部
を
現
在
の
養
老
町
大

巻
に
置
き
、
工
事
区
間
延
長
１
１
２
㎞
に
及

ぶ
大
治
水
工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。
薩
摩
藩

士
９
４
７
人
は
慣
れ
な
い
作
業
に
苦
し
み
、

多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
な
が
ら
翌
年
5
月

工
事
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
宝
暦
治
水
と

呼
ば
れ
る
こ
の
大
規
模
な
治
水
工
事
に
よ

り
以
後
、
輪
中
地
帯
の
水
害
は
激
減
し
ま

し
た
。
し
か
し
、
水
と
の
闘
い
は
そ
の
後

も
続
き
、
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年
に
は

集
中
豪
雨
と
台
風
の
直
撃
に
よ
り
牧
田
川

の
堤
防
が
決
壊
し
、
多
芸
輪
中
が
冠
水
す

る
と
い
う
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

そ
の
災
害
か
ら
も
見
事
に
復
興
を
遂
げ
、

現
在
の
養
老
町
が
あ
り
ま
す
。
果
敢
に
水

と
闘
っ
た
薩
摩
藩
士
を
は
じ
め
多
く
の
先

人
た
ち
は
郷
土
の
誇
り
で
す
。

昭和 34（1959）年、西濃地方を襲った８月の集中豪雨
と９月の伊勢湾台風で牧田川の堤防は２度決壊。多芸輪
中が冠水するなど養老町一帯は泥海と化しました。

水
と
闘
い

水
と
生
き
る

の
昔
、
海
底
に
あ
っ
た
濃
尾
平

野
は
標
高
が
低
く
、
そ
こ
に
木

曽
川
、
長
良
川
、
揖
斐
川
の
支

流
が
網
の
目
の
よ
う
に
流
れ
る
こ
と
か
ら
大

雨
の
た
び
に
川
が
氾
濫
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

流
域
に
暮
ら
す
人
々
は
水
の
脅
威
か
ら
身
を

守
る
た
め
、
土
地
を
堤
防
で
囲
い
ま
し
た
。

こ
の
堤
防
で
囲
ま
れ
た
土
地
が
輪
中
で
す
。

輪
中
は
江
戸
時
代
に
入
る
と
新
田
開
発
の
た

め
に
数
多
く
造
ら
れ
ま
し
た
が
、
水
害
の
被

害
は
一
向
に
減
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
ま
り

か
ね
た
輪
中
地
帯
の
農
民
た
ち
が
再
三
陳
情

し
た
結
果
、
幕
府
は
外
様
藩
の
中
で
有
数
の

そ

（右）宝暦治水の総奉行に着任した平田靱負が工事の総本部を置い
た大巻薩摩工事役館跡。平田靱負は完工後、この地で自害しました。
（左）昭和初期、「牧田川下流改修促進会」を結成し、牧田川の治
水工事に尽力した佐竹直太郎の功績を讃える顕彰碑。

役館跡にある宝暦治水
で総奉行を務めた薩摩
藩家老の平田靱負の
碑。工事は無事完成し
たものの80余名の犠牲
者を出し、40万両とい
う多額の借財を藩に負
わせたことに責任を感
じ、52歳の生涯を自ら
閉じました。

一
三　
　

年
の
絆

第
　
一
　
章

ゆ
き
え
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大雨が降るたび
に氾濫していた
のが嘘のように
穏やかな表情を
見せる牧田川。

木
曽
三
川
流
域
の
輪
中
地
帯
の
歴
史
は
、

襲
い
く
る
水
と
の
苦
闘
の
歴
史
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

水
と
の
絶
え
ざ
る
闘
い
に
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は

養
老
か
ら
は
る
か
遠
い
薩
摩
の
地
の
武
士
た
ち
で
し
た
。

09



こ
の
地
に
代
々
受
け
継
が
れ
、

守
り
続
け
ら
れ
て
き
た
伝
統
の
祭
り
と
、

ま
ち
の
今
を
築
い
て
く
れ
た
偉
人
た
ち
。

養
老
町
に
生
き
る
こ
と
を
誇
り
に

感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
郷
土
の
宝
で
す
。

風
土
と
人
が

育
ん
だ
絆

高田祭りで町内を曳き回さ
れる３輌の曵　は、車輪の
ついた台座の上が180度回
転するところが特徴で、岐
阜県の重要文化財に指定さ
れています。

郷
土
の
先
人

●❶●❷

一
三　
　

年
の
絆

第
　
一
　
章

室原文楽は文政年間（1818～1829）に養老町に伝わり、
農村の農閑期の娯楽として親しまれました。
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か
ら
地
域
の
人
々
の
心
を
ひ
と

つ
に
し
て
き
た
の
が
神
へ
感
謝

と
祈
り
を
捧
げ
る
祭
り
で
す
。

養
老
町
に
は
何
百
年
も
前
か
ら
こ
の
地
に
伝

え
ら
れ
て
き
た
祭
り
が
あ
り
、
現
在
も
四
季

の
風
物
詩
と
し
て
住
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。
春
、
５
月
の
空
の
下
で
催
さ
れ
る
の
は

３
両
の
曵　

が
登
場
す
る
高
田
祭
り
で
す
。

曵　

は
彫
物
や
見
送
り
幕
な
ど
で
絢
爛
豪
華

に
飾
り
立
て
ら
れ
た
山
車
で
、
道
中
、
見
事

な
動
き
を
見
せ
る
か
ら
く
り
人
形
や
神
楽
が

披
露
さ
れ
る
の
も
み
ど
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で

す
。
秋
に
行
わ
れ
る
室
原
祭
り
に
も
曵　

は

登
場
し
、
雰
囲
気
を
盛
り
立
て
ま
す
。

　

養
老
町
は
伝
統
芸
能
の
宝
庫
で
す
。
栗
笠

の
福
地
神
社
の
例
祭
に
は
、
岐
阜
県
の
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
獅
子

舞
な
ど
伝
統
の
踊
り
が
奉
納
さ
れ
ま
す
。
こ

の
ほ
か
に
も
室
原
地
区
に
伝
わ
る
文
楽
（
人

形
浄
瑠
璃
）
や
、
勇
壮
な
鷲
巣
白
山
神
社
祭

礼
太
鼓
な
ど
伝
統
芸
能
の
多
彩
さ
は
、
養
老

町
の
文
化
的
な
豊
か
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
養
老
町
に
は
各
分
野
で
偉
大
な
足

跡
を
残
し
た
郷
土

の
偉
人
が
大
勢
い

ま
す
。
学
問
や
芸

術
の
分
野
で
め
ざ

ま
し
い
活
躍
を
見

せ
た
人
物
と
し

て
、
江
戸
時
代
に

万
葉
集
の
研
究
に

取
り
組
ん
だ
国
学

者
の
田
中
道
麿
、

作
曲
家
と
し
て
歌

謡
曲
の
世
界
で
多
く
の
ヒ
ッ
ト
曲
を
手
が
け

た
山
口
俊
郎
、
郷
土
の
発
展
に
尽
く
し
た
人

物
で
は
、
牧
田
川
改
修
に
尽
力
し
た
佐
竹
直

太
郎
、
養
老
町
は
も
と
よ
り
、
岐
阜
県
で
も

唯
一
の
横
綱
で
あ
る
鬼
面
山
谷
五
郎
な
ど
が

い
ま
す
。

昔ひ
き
や
ま

❶江戸時代の国学者、田中道麿。❷養老鉄道を開
業した実業家、立川勇次郎。大垣市の出身で西
濃地方の発展を願い、養老鉄道株式会社を設立。
全線電化工事を行いました。❸作曲家の山口俊
郎。三橋美智也の『おんな船頭唄』をはじめ数
多くのヒット曲を世に送り出しました。❹江戸時
代の医師、北尾春圃の顕彰碑。名医の誉れが高く、
医学書も多く著しました。❺明治時代に大相撲で
活躍した第13代横綱、鬼面山谷五郎。

室原祭りは、井畑、色目、東向の３瀬古それぞれの広場から　を引いて、３輌の　がにぎやかに熊野神社
前に飾られます。

栗
笠
の
獅
子
舞
は
伊
勢
神
楽
の
流
れ
を
汲
み
、
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
動
き
が

多
い
の
が
特
徴
で
す
。

●❸●❺ ●❹
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に生きる絆
第
二
章
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今
、
家
族
や
地
域
の
絆
の
大
切
さ
が

改
め
て
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

親
子
、
夫
婦
、
兄
弟
姉
妹
、

友
人
、
知
人
、
隣
近
所
…

人
は
生
き
て
い
く
中
で
多
く
の
人
た
ち
と

関
わ
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
実
感
し
な
が
ら
、

互
い
を
思
い
や
り
、
と
も
に
支
え
合
い
、

活
動
し
て
い
く
こ
と
は
、

豊
か
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
創
造
す
る
原
動
力
で
す
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば
れ
る
今
の
時
代
に
こ
そ
、

一
番
身
近
な
生
活
の
場
で
あ
る
、

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

強
く
結
ば
れ
た
「
家
族
の
絆
」「
世
代
間
の
絆
」

そ
し
て
「
地
域
の
絆
」
が
、

活
気
に
満
ち
た
、
魅
力
的
な
ま
ち
を
創
る
の
で
す
。

今
13



家
族
の
数
だ
け
、

そ
れ
ぞ
れ
の
絆
の
カ
タ
チ
が
あ
り
ま
す
。

あ
っ
た
か
く
て
、
や
さ
し
く
て
、
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る

絆
が
感
じ
ら
れ
る
暮
ら
し
の
よ
う
す
を
紹
介
し
ま
す
。

　

養
老
町
の
ト
マ
ト
栽
培
の
歴
史
は
、
伊
勢

湾
台
風
が
襲
来
し
た
昭
和
34
（
１
９
５
９
）
年

以
降
に
始
ま
り
ま
し
た
。
私
が
現
在
所
属
し

て
い
る
組
合
は
、当
初
47
名
お
り
ま
し
た
が
、

現
在
は
12
名
で
す
。
し
か
し
、
組
合
員
数
は

減
っ
て
は
い
ま
す
が
、年
々
技
術
も
上
が
り
、

組
合
全
体
の
ト
マ
ト
の
収
量
は
ほ
ぼ
変
わ
り

ま
せ
ん
。
今
は
10
ア
ー
ル
あ
た
り
、
20
か
ら

25
ト
ン
く
ら
い
の
収
量
が
あ
り
ま
す
。

　

岐
阜
県
産
の
ト
マ
ト
の
特
徴
は
、
一
年
を

と
お
し
て
の
出
荷
が

あ
り
、
一
年
中
食
べ

ら
れ
る
こ
と
で
す
。

10
月
か
ら
翌
年
６
月

に
収
穫
す
る
「
冬
春

ト
マ
ト
」
が
代
表
的

で
す
。
私
が
作
っ
て

い
る
の
は
『
王
様
ト

マ
ト
』
の
ブ
ラ
ン
ド

の
一
つ
で
あ
る
『
ご
ほ
う
び
』。
品
種
の
特
性

と
し
て
は
、
形
が
保
持
さ
れ
や
す
い
た
め
、

棚
持
ち
も
い
い
。
ま
た
軟
弱
し
に
く
く
日
持

ち
す
る
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。『
ご
ほ

う
び
』
は
、
そ
の
ま
ま
で
も
お
い
し
い
で
す

し
、
私
の
家
で
は
ジ
ュ
ー
ス
に
し
て
よ
く
飲

ん
で
い
ま
す
。
形
の
悪
い
も
の
も
ジ
ュ
ー
ス

に
す
れ
ば
味
は
同
じ
で
す
し
、
と
っ
て
も
簡

単
で
お
い
し
い
で
す
。
や
は
り
養
老
の
滝
が

あ
る
こ
の
町
は
、
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
お
い
し
い
ト
マ
ト
が
育
つ
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
は
家
内
と
二
人
で
や
っ
て
き
ま

し
た
が
、
昨
年
か
ら
息
子
も
ト
マ
ト
づ
く
り

を
手
伝
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
今
後
の
目
標

と
し
て
は
、
10
ア
ー
ル
あ
た
り
30
ト
ン
を
め

ざ
し
、
こ
れ
か
ら
も
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

養
老
町
の
ト
マ
ト
栽
培

湾
台
風
が
襲
来
し
た
昭
和
34

以
降
に
始
ま
り
ま
し
た
。
私

て
い
る
組
合
は
、当
初
47
名

現
在
は
12
名
で
す
。
し
か

減
っ
て
は
い
ま
す
が
、年
々

組
合
全
体
の
ト
マ
ト
の
収

ま
せ
ん
。
今
は
10
ア
ー
ル

絆
の
暮
ら
し

実
感

養
老
の
滝
が
あ
る

め
ぐ
ま
れ
た
環
境
だ
か
ら
こ
そ
、

お
い
し
い
ト
マ
ト
が
で
き
る

これまでの
高い技術を

さらに進化させて
いきたい

熊田さん一家
好一さん、鈴子さん、芳樹さん、
美和子さん、陽紀くん、愛里
ちゃん、達哉くんの７人家族。
好一さんは現在79歳！ その
若々しさの秘訣は、毎日畑に
出て作業しているからだとか。

初
秋
の
こ
ろ
で
も
、
日
中
に
は
ハ
ウ
ス
の
中
は
40
度

を
超
え
る
こ
と
も
。
ど
ん
な
に
暑
く
て
も
毎
日
の
世

話
は
欠
か
せ
な
い
そ
う
で
す
。

岐
と
お

あ
り

ら
れ

10
月

に
収

ト
マ

で
す

い
る

マ
ト
』

イ
ン
タ
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さわやかな秋空のもと、たわわに実った稲穂
が黄金色に輝きます。

て
い
ま
す
。
元
々
息
子
た
ち
に
は
ど
こ
で
何

を
し
て
も
い
い
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
ど
ち

ら
も
大
学
生
活
を
町
外
で
過
ご
し
、
外
の
世

界
を
見
た
上
で
こ
の
道
を
選
ん
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
、
養
老
町
の
よ
さ
と
い
う
も

の
を
実
感
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
私
も
し
ば
ら
く
一
般
の
会
社
で
働
い

て
い
ま
し
た
か
ら
、
社
会
の
き
び
し
さ
も
わ

か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
す
。
そ
の
た
め
、
息

子
た
ち
に
は
一
般
社
会
に
出
て
も
や
っ
て
い

け
る
よ
う
に
、
ま
た
一
人
の
人
間
と
し
て

育
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
で
接

し
て
い
ま
す
。

　

元
々
、私
は
会
社
に
勤
め
て
い
ま
し
た
が
、

父
が
急
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に

イ
チ
ゴ
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
イ
チ
ゴ
だ
け

で
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
や
、
今
後
稲
作
の

担
い
手
を
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
周
り
の
動
き
も
あ
り
、
稲
作
と
、
時

期
に
応
じ
て
イ
チ
ゴ
も
栽
培
し
て
い
ま
す
。

　

農
業
は
天
気
の
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
水

管
理
な
ど
大
変
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
一
か
ら
十
ま
で
手
を
か
け
ら

れ
る
の
が
農
業
の
よ
さ
。
全
部
自
分
で
や
ら

な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
か
ら
、
大
変
な
こ

と
も
多
い
で
す
が
、
そ
の
分
お
も
し
ろ
く
、

や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。

　

長
男
は
米
の
専
業
農
家
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

を
し
て
い
ま
す
が
、
米
の
生
産
一
本
の
た
め
、

冬
場
は
う
ち
の
こ
と
を
手
伝
っ
て
く
れ
て
い

ま
す
。次
男
は
大
学
卒
業
後
か
ら
一
緒
に
や
っ

け
る
よ
う
に
、
ま
た
一
人
の
人
間
と
し
て

育
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
で
接

し
て
い
ま
す
。

ま
す
し
、
水

さ
ん
あ
り
ま

手
を
か
け
ら

自
分
で
や
ら

大
変
な
こ

も
し
ろ
く
、

ペ
レ
ー
タ
ー

本
の
た
め
、

て
く
れ
て
い

一
緒
に
や
っ

全国的に核家族化が進行する
中、養老町においても１世代当た
りの人員数は低下しています。し
かし、平成22年国勢調査の一般
世帯では１世帯当たりの人員数
は3.26、また家族分類別の割合で
は３世代同居率は24%となり、岐
阜県内42市町村のなかでも３番
目に３世代同居が多いことがわか
ります。

3世代家族が多いまち
息
子
た
ち
に
は
、

農
業
を
と
お
し
て
、

い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
い
き
た
い

親父から
学ぶことは
多いです

橋本さん一家
保さん、幸子さん、美江子さん、
匠規さん、智世さん、剛志さ
んの６人家族。テキパキと息子
さんに指示する保さん。きびし
いところもありますが、その瞳
はやさしさにあふれていました。

今
に
生
き
る
絆

第
　
二
　
章
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元々、生活している家の方にお客さんを招いていたところ、
次第に来られるお客さまに口をそろえて「家具が泣いて
いる」と言われ、ギャラリーを設けたそうです。

作品の材料にもこだわりがあ
り、150～250年以上の材木（ナ
ラ材）を使用。

　

私
は
養
老
町
の
生
ま
れ
で
す
が
、
東
京
に

あ
る
大
学
へ
通
う
た
め
、
養
老
町
を
離
れ
ま

し
た
。大
学
卒
業
後
、東
京
の
家
具
メ
ー
カ
ー

に
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
入
り
、
家
具
に
彫
刻

を
施
し
て
い
た
こ
と
が
家
具
づ
く
り
の
き
っ

か
け
で
す
。
そ
し
て
、
２
〜
３
年
後
に
や
め

よ
う
か
と
考
え
て
い
た
と
き
、
ペ
ザ
ン
ト

ア
ー
ト
の
第
一
人
者
で
あ
る
林
二
郎
氏
の
第

一
弟
子
の
山
本
俊
男
氏
の
作
品
に
出
会
い

「
こ
ん
な
家
具
が
で
き
れ
ば
い
い
な
」
と
思

い
、
昭
和
58
（
１
９
８
３
）
年
に
養
老
町
に

戻
り
、
工
房
を
開
設
し
ま
し
た
。

　

自
然
が
豊
か
で
素
材
が
そ
ろ
っ
て
い
る
こ

と
が
養
老
町
の
魅
力
で
し
た
。
ま
た
、
私
は

作
品
づ
く
り
に
お
い
て
、
日
常
生
活
の
中
か

ら
自
然
な
形
で
生
ま
れ
て
く
る
も
の
を
大
切

に
し
て
い
ま
す
。
驕
ら
ず
素
朴
で
、
そ
れ
で

い
て
日
常
生
活
に
安
ら
ぎ
や
心
地
よ
さ
を
醸

し
出
す
も
の
が
で
き
れ
ば
と
い
つ
も
考
え
て

い
ま
す
。
こ
の
田
舎
の
景
色
、
お
い
し
い
空

養
老
町
の
豊
か
な

自
然
や
空
気
が
そ
の
ま
ま

作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
る

私
は
養
老
町

あ
る
大
学
へ
通
う

し
た
。大
学
卒
業

に
ア
ル
バ
イ
ト

を
施
し
て
い
た

か
け
で
す
。
そ

よ
う
か
と
考
え

ア
ー
ト
の
第
一
人

一
弟
子
の
山
本

「
こ
ん
な
家
具
が

い
、
昭
和
58
（

戻
り
、
工
房
を
開

自
然
が
豊
か

と
が
養
老
町
の
魅

作
品
づ
く
り
に

ら
自
然
な
形
で
生

に
し
て
い
ま
す

い
て
日
常
生
活

し
出
す
も
の
が

い
ま
す
。
こ
の

養
老
町
の
豊

自
然
や
空
気

作
品
に
反
映

絆
の

暮
ら
し

実
感

絆
の

暮
ら
し

実
感きっかけは

もちろん父です。
コツコツとやって
いきたい

お
ご

気
、
満
天
の
星
空
…
。
こ
の
豊
か
な
自
然
環

境
が
、
作
品
に
も
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
と
た
く
さ
ん
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し

た
。
若
い
こ
ろ
は
、
東
京
に
目
が
向
い
て
、

何
も
見
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
長
く
養

老
町
に
住
む
と
、
住
み
心
地
が
と
て
も
い
い

こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
息
子
も
ほ
か
の
地

域
や
海
外
な
ど
に
行
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、

養
老
町
に
自
然
と
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
今
の

人
た
ち
は
変
化
を
求
め
ま
す
が
、
変
わ
ら
な

い
か
ら
こ
そ
い
い
こ
と
、
変
わ
っ
ち
ゃ
い
け

な
い
も
の
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
養
老
町
で
静
か
に
仕
事
が
で
き
、
来
る
人

と
楽
し
い
会
話
が
で
き
れ
ば
い
い
な
と
思
い

ま
す
。

久保田さん一家
堅さん、節子さん、芳弘さんの３人
家族。元気な節子さんに、もの静
かな堅さんと芳弘さん。父子二人の
雰囲気はどこか似ていても、作品に
はそれぞれのカラーがあるそうです。

イ
ン
タ
ビ
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募
集
　
周
年
記
念
小
中
学
生
の
部
最
優
秀
賞

か
あ
ち
ゃ
ん
　
神
谷 

朴
秀

お
こ
り
ん
ぼ
か
あ
ち
ゃ
ん
。つ
の
が
で
る
よ
。

あ
た
ま
か
ら
だ
け
じ
ゃ
な
い
よ
。

て
も
あ
し
も
せ
な
か
も  

か
ら
だ
じ
ゅ
う
か
ら
や
よ
。

そ
し
た
ら
、ぼ
く
は
、
あ
お
お
に
に
な
っ
て

ぼ
く
の
め
か
ら
あ
め
が
ふ
る
よ
。

「
お
と
こ
は
ひ
と
ま
え
で
、び
ー
び
ー
な
く
な
。

な
く
な
ら
や
ま
い
っ
て
、

さ
る
と
い
っ
し
ょ
に
な
い
て
こ
い
。
」

だ
か
ら
、ぼ
く
は
、つ
よ
く
な
る
よ
、
か
あ
ち
ゃ
ん
。

お
も
し
ろ
か
あ
ち
ゃ
ん
。

ぼ
く
の
ま
え
で
は
、
お
わ
ら
い
げ
い
に
ん
や
よ
。

そ
の
と
き
は
、ぼ
く
も
か
あ
ち
ゃ
ん
も

お
お
わ
ら
い
の
あ
め
が  

め
か
ら
ふ
る
よ
。

た
の
し
い
っ
て
い
い
ね
、
か
あ
ち
ゃ
ん
。

ふ
わ
ふ
わ
か
あ
ち
ゃ
ん
。

ま
い
に
ち
、ね
る
と
き
に
、

ふ
と
ん
の
な
か
で
え
ほ
ん
を
よ
ん
で
く
れ
る
よ
。

す
ご
く
う
れ
し
い
よ
、
か
あ
ち
ゃ
ん
。

そ
し
て
、ぼ
く
は
、

ぬ
い
ぐ
る
み
と
、ぷ
っ
く
ら
か
あ
ち
ゃ
ん
に

く
っ
つ
い
て
、ね
る
ん
や
ね
。

お
や
す
み
、
か
あ
ち
ゃ
ん
。

10
年
以
上
の
想
い
が
あ
る

『
家
族
の
絆 

愛
の
詩
』

　
養
老
町
で
は
、
ま
ち
に
ゆ
か
り
の
孝

子
伝
説
に
ち
な
ん
で
「
親
と
子
が
心
豊

か
に
ふ
れ
あ
う
ふ
る
さ
と
」
を
キ
ャ
ッ
チ

フ
レ
ー
ズ
に
家
族
の
絆
や
思
い
や
り
、
人

へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
大
切
に
す
る
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

全
国
に
「
親
孝
行
の
ま
ち
・
養
老
」
を
発

信
す
る
活
動
の
一
環
と
し
て
平
成
12
年

か
ら
家
族
愛
を
テ
ー
マ
に
し
た「
愛
の
詩
」

の
全
国
募
集
事
業
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
募
集
は
「
一
般
の
部
」
と
「
小
中
学

生
の
部
」
の
２
部
門
で
、
第
１
回
か
ら
平

成
22
年
の
第
10
回
ま
で
に
延
べ
約
１
万

６
0
0
0
篇
の
作
品
応
募
が
あ
り
ま
し

た
。
寄
せ
ら
れ
た
作
品
は
選
考
委
員
会

に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
、
受
賞
作
品
は
「
家

族
の
絆　
愛
の
詩
」
発
表
会
で
表
彰
と

朗
読
が
行
わ
れ
ま
す
。
心
の
あ
た
た
ま

る
詩
を
通
じ
て
感
動
の
輪
が
全
国
に
広

が
っ
て
い
ま
す
。

町民会館で開催される「家族の絆　愛
の詩」発表会。一般の部と小中学生の
部の優秀作品が表彰され、受賞者による
朗読も行われます。

全国から寄せられた応
募作品の中から最優
秀賞をはじめ受賞作
品を１冊の本にまとめ
た『愛の詩』シリーズ。

全国から寄せ
募作品の中
秀賞をはじ
品を１冊の
た『愛の詩』

今
に
生
き
る
絆

第
　
二
　
章
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（乗車約10分）
JR東海道本線

岐 阜 駅

（乗車約30分）
JR東海道本線

米 原 駅

（乗車約30分）
JR東海道本線

（乗車約20分）
養老鉄道

（乗車約25分）
養老鉄道

名古屋駅美濃高田駅

（乗車約16分）
養老鉄道

烏江駅

養老駅

大
垣
駅

（約1時間）
名神高速道路 大垣IC→東名高速道路 名古屋IC

名古屋

（約2時間）
名神高速道路 関ヶ原IC→名神高速道路 吹田IC

大　阪養
老
町

自動車利用の場合

交通機関利用の場合

関ヶ原
IC

大垣IC

美濃高田駅 烏江駅
養老IC（仮称）

養老駅

岐阜羽島

大垣

岐阜西岐阜
東海道本線

三重県

愛知県

養老町
至名古屋

至桑名

名神高速道路

東海道新幹線

東海環状自動車道（整備中）

養老鉄道

258

こ
こ
で

暮
ら
す
喜
び

名神高速道路の大垣 IC、
関ヶ原 ICまで車で約 15 分、
東海道新幹線の岐阜羽島駅まで
約 30 分、岐阜市まで約 40 分、
名古屋市まで約 1時間という
好立地にあります。

名
関
東
約
名名
好

アクセス
に優れた
交通網

ア
1

快
適
な
住
環
境
、
至
便
な
交
通
ア
ク
セ
ス
、
充
実
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
、

養
老
町
は
「
住
み
た
い
ま
ち
」「
住
み
続
け
た
い
ま
ち
」
と
し
て

多
彩
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

今
に
生
き
る
絆

第
　
二
　
章
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本
町
は
本
州
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
こ

と
か
ら
東
西
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え
て
き

ま
し
た
。
現
在
も
名
神
高
速
道
路
と
整
備
が

進
め
ら
れ
る
東
海
環
状
自
動
車
道
の
２
つ
の

高
規
格
幹
線
道
路
の
結
節
点
に
位
置
し
、
東

海
環
状
自
動
車
道
の
養
老
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
（
仮
称
）
の
設
置
が
予
定
さ
れ
る
な
ど
、

県
南
西
部
の
重
要
な
交
通
拠
点
と
し
て
の
役

割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
県
庁
所
在
地
の
岐
阜

市
や
東
海
地
方
の
中
核
都
市
で
あ
る
名
古
屋

市
も
通
勤
圏
内
で
す
。

　

風
光
明
媚
な
景
観
も
大
き
な
魅
力
で
す
。

町
の
西
に
は
養
老
山
地
が
連
な
り
、
そ
こ
か

ら
な
だ
ら
か
に
扇
状
地
が
広
が
り
、
う
る
お

い
の
あ
る
田
園
風
景
が
見
ら
れ
ま
す
。
さ
ら

に
「
孝
子
伝
説
の
ま
ち
」
な
ら
で
は
の
人
と

人
の
絆
を
大
切
に
す
る
思
い
や
り
と
や
さ
し

さ
に
満
ち
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
定
住
化
の
促
進
を
図
っ
て
、
若
い

世
帯
向
け
に
は
雇
用
の
確
保
や
創
出
、
公
的

住
宅
の
改
善
整
備
を
は
じ
め
と
す
る
住
宅
整

備
、
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
充
実
さ

せ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
人
に
と
っ

て
「
住
み
続
け
た
い
」「
住
ん
で
よ
か
っ
た
」

と
実
感
で
き
る
ま
ち
、
そ
れ
が
養
老
町
な
の

で
す
。

豊
か
な
自
然
環
境
と

恵
ま
れ
た
交
通
立
地
が
調
和
し
た

「
定
住
し
た
く
な
る
」ま
ち

季節のうつろいを感じる田園風景

春爛漫の養老公園春爛漫の養老公園まちをうるおす牧田川名瀑 秣の滝

滋賀県県
至大阪

「養老町次世代育成支援
行動計画」に基づき、
さまざまな子育て施策を
実施しています。
また、保育園から中学校まで
一貫性のある教育体制を
敷いています。

濃尾平野と養老山地という
２つの表情を持ち、
緑と水に恵まれた美しい自然が自慢です。
養老山麓にある養老公園では
四季折々の自然が満喫できます。

「
行
さ
実
ま
一
敷

子育て支援
学校教育
の充実

子育
2

濃
２
緑
養
四

恵まれた
自然環境と
雄大な景観

恵
3
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町
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る

人
づ
く
り
に
力
を
入
れ
て
い
ま

す
。
人
づ
く
り
の
基
礎
に
な
る

の
が
教
育
で
す
。
本
町
に
は
町
立
の
幼
稚
園

６
園
と
小
学
校
７
校
、中
学
校
２
校
が
あ
り
、

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
ま
で
円
滑
な
接

続
を
図
る
こ
と
で
、
創
造
性
豊
か
な
子
ど
も

の
育
成
を
図
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
家
庭
や

学
校
だ
け
で
な
く
地
域
全
体
で
青
少
年
育
成

に
取
り
組
み
、
世
代
間
交
流
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
な
ど
の
社
会
参
加
活
動
を
推
進
す
る
ほ

か
、「
子
ど
も
会
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
や
「
町

少
年
の
主
張
大
会
」な
ど
の
開
催
を
通
じ
て
、

青
少
年
の
健
や
か
な
成
長
を
地
域
ぐ
る
み
で

見
守
っ
て
い
ま
す
。

　

生
涯
学
習
に
つ
い
て
は
「
親
孝
行
と
生
涯

学
習
を
進
め
る
ま
ち
養
老
」
町
民
会
議
が
生

涯
学
習
の
旗
振
り
役
と
し
て
町
民
会
館
や
中

央
公
民
館
、
各
地
区
の
公
民
館
を
拠
点
に
各

種
講
座
や
研
修
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活

動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
住
民
の
ス
ポ
ー
ツ

活
動
も
盛
ん
で
、
養
老
町
体
育
連
盟
や
各
地

区
の
体
育
振
興
会
が
主
催
す
る
町
体
育
大
会

や
マ
ラ
ソ
ン
大
会
、
各
種
ス
ポ
ー
ツ
大
会
や

ス
ポ
ー
ツ
教
室
に
は
大
勢
の
住
民
が
参
加
し

て
気
持
ち
の
い
い
汗
を
流
し
て
い
ま
す
。

友好都市提携を結ぶドイツ・バッドゾーデン市と相互に
交流団を派遣し、文化やスポーツなどの草の根交流を
行っています。

輝
く
瞬
間

輝
く
人
の
ま
ち

YO
RO
 M
asterPlan chapter.1

人
を
大
切
に
す
る
養
老
町
に
は
、

元
気
に
学
び
、
働
き
、
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
の

い
き
い
き
と
し
た
笑
顔
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。

本

養老町では住民参加の催しものが一年を通じて開催されます。新春を飾る養老
新春マラソン大会、春の公民館まつり、町体育大会、養老の滝開きやアクアフェ
スティバル、秋の養老公園もみじまつり、文
化フェスティバル、産業フェスティバルなどが
主だったもので内容はバラエティに富んでい
ます。これらのイベントにはあらゆる世代の住
民が積極的に参加し、住民同士が交流する
よい機会になっています。

公民館まつりなど、行事が豊富
TOPICSTOPICS

今
に
生
き
る
絆

第
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❶ものづくりや収穫体験などを通じて豊かな情操を育んでいま
す。❷男女共同参画のまちづくり条例を施行。男女共同参画社
会推進大会を開催するなど啓発に努めています。❸ライフス
テージごとの学習ニーズに対応した講座や研修会などを実施
し、学習を通じて交流を促進しています。❹世代間交流を推進
しています。❺県立大垣養老高校の生徒たちによる恒例の剪定
実習。地域住民と協力して公園美化に取り組みます。❻子ども
から大人までスポーツに親しんでいます。❼清掃活動などボラ
ンティア活動が盛んです。❽養老町図書館では定期的に読み聞
かせを行い、読書の楽しさを子どもたちに伝えています。

●❶

●❷●❸

●❹

●❺●❻

●❼●❽21



適
な
生
活
を
営
む
う
え
で
、
ま

ち
の
基
盤
整
備
は
必
要
不
可
欠

で
す
。
本
町
は
鉄
道
、
高
速
道
、

広
域
幹
線
道
路
が
町
内
を
縦
断
す
る
交
通

の
便
に
恵
ま
れ
た
立
地
に
あ
り
ま
す
。
現

在
、
延
伸
整
備
が
進
ん
で
い
る
東
海
環
状

自
動
車
道
路
は
養
老
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

（
仮
称
）
の
開
業
が
決
定
し
、モ
ー
タ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
さ
ら
な
る
進
展
が
期
待
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

養
老
鉄
道
は
開
業
以
来
、
通
勤
通
学
な
ど

住
民
の
日
常
生
活
に
広
く
利
用
さ
れ
て
き
た

本
町
の
大
動
脈
で
、
行
政
と
住
民
が
一
体
に

な
っ
て
守
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存

在
で
す
。
民
間
バ
ス
の
路
線
縮
小
を
補
う
た

建設が着々と進む名神高速道路と東海環状自動車道を
結ぶ東海環状自動車道・養老ジャンクション（仮称）

三重県桑名市と岐阜県揖斐川町を結ぶ養老鉄道。住民生活に欠かせない身近な交通手段として親しまれています。

伸
び
ゆ
く

養
老
の
力

快
東
西
交
流
の
結
節
点
と
い
う
立
地
を
活
か
し
た

基
盤
整
備
を
進
め
、
人
が
交
流
し
、

に
ぎ
わ
い
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

活
力
の
あ
る
ま
ち

今
に
生
き
る
絆

第
　
二
　
章

22



め
に
運
行
す
る
公
共
施
設
巡
回
バ
ス
（
げ
ん

ち
ゃ
ん
号
）
は
現
在
４
路
線
が
運
行
し
、
高

齢
者
を
中
心
に
住
民
の
貴
重
な
足
と
し
て
広

く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

土
地
利
用
に
つ
い
て
は
、
東
海
環
状
自
動

車
道
養
老
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
仮
称
）
開

業
の
波
及
効
果
に
よ
る
企
業
・
事
業
所
の
立

地
や
住
宅
地
の
開
発
な
ど
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
た
め
、
都
市
機
能
の

向
上
を
図
っ
て
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

地
域
に
活
力
を
生
む
産
業
の
振
興
で
は
、

東
海
環
状
自
動
車
道
養
老
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ（
仮
称
）の
開
業
を
視
野
に
、
以
前
か
ら
取

り
組
ま
れ
て
き
た
企
業
立
地
の
促
進
を
さ
ら

に
強
力
に
推
し
進
め
、
交
通
ア
ク
セ
ス
の
利

便
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
養
老
山
麓
エ
リ
ア
に

企
業
や
事
業
所
の
誘
致
を
図
る
こ
と
で
新
た

な
就
労
・
雇
用
の
創
出
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

養老インターチェンジ（仮称）の開業が決定している東海環状自動車道は 2020年の全線開通をめざして工事を進めています。

YORO MasterPlan chapter .2

「養老の滝」伝説ゆかりの名水の里として
知られる養老町は、ミネラルウォーターや
サイダー、日本酒など水の恵みを活かした
商品開発が盛んです。良質な水が育んだ
お米、野菜などの農産物やハム・ソーセー
ジなどの加工品も人気です。これらの特
産品は、養老公園内にある「楽市楽座・
養老」で販売されています。

養老の特産品
TOPICS

（上）町の産業をPRする産業フェスティバル。地元
の新鮮な農産物や特産品の展示直売、実演販売や
体験コーナーがあり、毎年、大勢の来場者でにぎ
わいます。（下）養老山地の豊かな伏流水を利用して、
酒造りも行われています。
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家
族
化
や
共
働
き
世
帯
の
増
加

な
ど
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ

り
、
子
育
て
が
昔
に
比
べ
て
難

し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
養
老
町
で
は
「
養
老

町
次
世
代
育
成
支
援
後
期
行
動
計
画
」
を
策

定
し
、
子
育
て
支
援
の
環
境
整
備
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
現
在
町
内
に
は
公
立
５
園
、

私
立
７
園
の
保
育
園
が
あ
り
、
多
様
化
す
る

保
護
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
、
長
時
間
保
育

や
延
長
保
育
な
ど
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
を
充
実

さ
せ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
子
育
て
支
援

セ
ン
タ
ー
の
設
置
や
ひ
よ
こ
ハ
ウ
ス
子
育
て

サ
ロ
ン
の
開
催
を
通
じ
て
、
育
児
に
関
す
る

相
談
や
情
報
交
換
、
親
子
の
交
流
の
場
を
提

供
し
て
い
ま
す
。

　

生
涯
を
通
じ
て
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
よ
う
に

「
健
康
よ
う
ろ
う
21
」
に
基
づ
き
、
ラ
イ
フ
ス

テ
ー
ジ
に
応
じ
た
健
康
づ
く
り
活
動
を
進
め
る

と
と
も
に
、
基
幹
病
院
で
あ
る
西
美
濃
厚
生
病

院
と
診
療
所
と
の
病
診
連
携
を
図
る
な
ど
地

域
医
療
の
充
実
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

３
世
代
同
居
世
帯
が
比
較
的
多
い
こ
と
が

特
徴
で
あ
る
本
町
で
も
、
近
年
は
高
齢
化
の

進
展
に
と
も
な
い
、
高
齢
者
世
帯
が
年
々
増

加
し
て
い
ま
す
。
本
町
に
は
介
護
施
設
と
し

て
介
護
保
険
施
設
が
５
ヵ
所
あ
り
ま
す
が
、

住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ

う
に
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
さ
ら
な
る
充
実

に
努
め
て
い
ま
す
。

　

平
成
23
年
３
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日
本

大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
て
、
防
災
体
制
の

強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
町
は
地
理

条
件
か
ら
水
害
被
害
を
多
く
受
け
て
き
た
た

め
、
防
災
意
識
が
高
く
、
町
内
各
区
に
は
自

主
防
災
組
織
と
し
て
１
６
７
隊
の
防
災
隊
が

組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
り
一
層
の
地
域
防

災
力
の
向
上
を
図
っ
て
「
養
老
町
地
域
防
災

計
画
」
に
基
づ
き
消
防
・
救
急
の
充
実
を
進

め
て
い
ま
す
。 絆

の
ふ
る
さ
と

核

地
域
の
住
民
同
士
が
支
え
合
い

生
涯
に
わ
た
っ
て
安
全
・
安
心
に

暮
ら
し
て
い
け
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

安
全・安
心
な
ま
ち

子どもが健やかに育ち、安
心して子育てができるよう
に、子育て情報が満載のガ
イドブックを作成しています。
「eブックレット」でインター
ネット上の閲覧が可能で、子どもに関する各種手続きや
成長カレンダー、施設の紹介、子育ての豆知識など必要
な情報がいつでも、どこでも簡単に見ることができます。

YO
RO
 M
asterPlan chapter.3

TOPICS

（上）留守家庭児童教室は、共働き世帯など親が昼間
いない家庭の児童が放課後に勉強や遊びをして安全
に過ごせる場を提供しています。（右下）地域の児童
たちの登下校を見守るシルバー警備隊（左下）正し
い交通マナーを指導する交通安全教室

ま
ち

子育て応援ガイドようろうっこ
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（上）未就園児の子育てをサポートする地域子育て支援センター
（下）地域を火災から守るため消防技術の向上に努める消防団

今
に
生
き
る
絆

第
　
二
　
章

25



ち
づ
く
り
の
主
役
は
住
民
で

す
。
養
老
町
で
は
住
民
が
ま
ち

づ
く
り
に
参
画
し
や
す
い
よ
う

に
、月
１
回
発
行
の
「
広
報
養
老
」
や
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
介
し
て
地

域
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
町
行
政
に

対
す
る
住
民
の
意
見
や
要
望
を
吸
い
上
げ
、

き
め
細
や
か
に
施
策
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、

意
見
箱
の
設
置
や
地
区
単
位
で
行
政
懇
談
会

を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

高
齢
化
対
策
や
防
災
に
関
し
て
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
重
要
性
が
改
め
て
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
町
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
活
動
は
１
３
１
あ
る
区
（
自
治
会
や
町

内
会
）
と
そ
の
区
を
さ
ら
に
細
分
化
し
た
班

単
位
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
住
民
自

治
と
地
域
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
、
地
域
の
課
題
に
自
主
的
に
取
り
組

む
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
積
極
的
に
支
援
し

て
い
ま
す
。

　

少
子
高
齢
化
や
高
度
情
報
化
の
進
展
、
環

境
問
題
へ
の
関
心
の
高
ま
り
な
ど
を
背
景
に
、

絆
を
つ
な
ぐ

ま
ち
づ
く
り

ま
「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
の
手
で
つ
く
る
」

地
域
の
絆
を
確
か
め
合
い
な
が
ら
、

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。

地
域
経
営
の
推
進

運動会などの地域行事か
ら防災・防犯活動まで本
町のコミュニティ活動は
広範にわたります。

今
に
生
き
る
絆
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住
民
の
行
政
へ
の
ニ
ー
ズ
は
高
度
化
、
多
様

化
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
、
地
方
自
治
体

の
財
政
状
況
は
依
然
厳
し
く
、
よ
り
効
率
的

な
行
財
政
体
制
の
整
備
確
立
が
不
可
欠
で

す
。
地
方
分
権
で
住
民
に
最
も
身
近
な
町
行

政
へ
の
期
待
が
高
ま
る
中
、
本
町
で
は
行
政

経
営
改
革
プ
ラ
ン
を
策
定
し
、
事
務
分
担
の

見
直
し
や
組
織
・
機
構
の
改
革
、
情
報
シ
ス

テ
ム
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
住
民

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。
同
時

に
地
域
活
性
化
や
定
住
促
進
な
ど
本
町
の
課

題
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

（上）役場窓口ではワンストップサービスなど住民サービスのよ
り一層の向上に努めています。（下）月 1 回発行の『広報 養老』
は町政やまちのできごとを掲載し、養老町の今を伝えています。

住民の意思を体現し、町行政と協力して住民自治を推進する養老町議会

YORO MasterPlan chapter .4

平成 18 年に養老局が開局した CCNet〔中部ケーブルネット
ワーク（株）〕のコミュニティチャンネルでは『Yoroちっく』『広
報立ち読みチェック』など
養老町制作の番組が放映
され、行政情報や地元
ニュースを提供していま
す。災害時などには緊急
情報も配信されます。

養老CATV
TOPICS
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1
月
 
上
旬
 

消
防
出
初
め
式

 

 

町
民
会
館

 

中
旬
 

養
老
新
春
マ
ラ
ソ
ン
大
会

 

 

ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
養
老
周
辺

3
月
 
春
分
の
日
 

菊
水
泉
の
若
水
取
り

 

 

養
老
神
社

 

春
分
の
日
〜
 
養
老
公
園
花
と
緑
の
ま
つ
り

 

 

養
老
公
園

4
月
 
上
旬
 

桜
の
見
ご
ろ

 

 

養
老
公
園

5
月
 
第
3
土
・
日
 
高
田
祭
り

 

 

愛
宕
神
社

7
月
 
1
日
 

養
老
の
滝
開
き

 

 

養
老
の
滝

 

1
日
〜
 

養
老
公
園
納
涼
滝
ま
つ
り

 

 

養
老
公
園

10
月
 
1
日
〜
 

養
老
公
園
も
み
じ
ま
つ
り

 

 

養
老
公
園

 

上
旬
 

室
原
祭
り

 

 

熊
野
神
社

 

上
旬
 

栗
笠
の
獅
子
舞

 

 

福
地
神
社

 

下
旬
〜
 

文
化
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

 

 

中
央
公
民
館

11
月
 
下
旬
 

紅
葉
の
見
ご
ろ

 

 

養
老
公
園

平成29（2017）年に開催され
る「養老改元1300年祭」の
イメージポスター。1300年祭
のシンボルになる水の女神と
滝のパワーをイメージして描
かれています。

養老の滝開き

養老公園の桜

一
三　
　

年
の
絆

絆
を
大
切
に
す
る
ま
ち
、
養
老
町
。

本
町
の
名
前
の
由
来
と
な
っ
た
養
老
改
元
か
ら

１
３
０
０
年
と
い
う
節
目
の
年
を
も
う
す
ぐ
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
長
い
歳
月
の
間
、
孝
子
伝
説
を
よ
り
ど
こ
ろ
に

人
と
人
、
人
と
自
然
、
そ
し
て
人
と
地
域
と
の
力
強
い
絆
が

先
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
よ
っ
て
営
々
と
築
き
あ
げ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
今
、
こ
の
ま
ち
に
は
、

家
族
へ
の
愛
情
、
他
人
へ
の
思
い
や
り
、
感
謝
の
気
持
ち
が

息
づ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
地
の
豊
か
な
自
然
と

地
域
ぐ
る
み
で
支
え
、
支
え
ら
れ
、

人
と
人
の
つ
な
が
り
を
信
じ
る
気
持
ち
に
包
ま
れ
、

ま
ち
の
絆
は
よ
り
一
層
強
ま
り
、

未
来
へ
希
望
を
つ
な
げ
て
い
き
ま
す
。

養老新春マラソン大会

平
る
イ
の
滝
か

主な年間行事
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わたしたちの町、養老町は、緑の山、清らかな水に恵まれた歴史の町です。

わたしたちの、この美しいふるさとは、先人のたゆまぬ努力によって伸びつづけてきました。

わたしたちは、愛の輪をさらにひろげ、力をあわせて未来につづく明るい町をつくります。

１．おはよう　こんにちは　と元気な声がわく町にしましょう

１．美しい自然の中で　力いっぱい　働ける町にしましょう

１．おとしよりが　豊かにくらせる　町にしましょう

町民憲章（昭和48年3月6日制定）

町のシンボル

本町を舞台とした孝子伝説に登場する
重要なアイテムのひょうたんは、本町
の土産品にもなっています。ふるさと
会館では、さまざまな形のひょうたん
を展示しています。

I N F O R M A T I O N

［ 町章 ］
昭和30年4月1日制定。「ヨーロー」の
カタカナ文字を孝子伝説の息子が霊
泉で酒を汲んだと伝えられるひょうた
んの形にデザインしたものです。

［ 町の花 キク ］
昭和50年6月、緑と花の町をめざし、
町の花を一般公募して選定しました。

［ 町の木 ツゲ ］
昭和49年10月、町制20周年を記念
し、町にふさわしい木を一般公募して
選定しました。

ひょうたんと養老町

町のイメージキャラクター
スマイルげんちゃん

「スマイルげんちゃん」は孝子伝説の主人公、
親孝行なきこりの源丞内をモデルにした養老

町のイメージキャラクターです。他の
市町村に先駆けて、平成２（１９９０）
年にイラストでデビュー。以来、町

内外のイベン
トで養老町の
PRに大活躍
しています。
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