
特別号2018年（平成30年） 11月（2）

御所市はユネスコアジア太平洋地域「世界の記憶」に登録された水平社
創立の舞台＝写真は御所市柏原の水平社博物館

　

川
口　
わ
た
し
た
ち
の

ま
ち
の
次
世
代
の
人
た
ち

を
つ
く
っ
て
い
く
。
御
所

に
生
ま
れ
た
こ
と
、
御

所
で
育
っ
た
こ
と
を
誇

り
に
思
う
郷
土
愛
を
育

ん
で
い
く
、
こ
れ
が
わ
た

し
た
ち
政
治
家
の
使
命
で

も
あ
り
、
御
所
の
大
人
の

使
命
と
思
い
ま
す
。
だ
か

ら
わ
た
し
は
県
立
の
高
校

を
２
校
、
絶
対
に
守
り
通

し
ま
す
。

　

こ
の
御
所
で
育
っ
て
も

ら
い
た
い
、
そ
し
て
大
き

く
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が

ど
ん
な
形
で
あ
れ
御
所
に

錦
を
飾
ろ
う
と
す
る
若
者

が
出
て
き
て
も
ら
い
た

い
、
こ
れ
が
わ
た
し
の
願

い
で
す
。

　

本
当
に
御
所
は
素
晴
ら

し
い
場
所
。
風
光
明
媚
で

古
代
の
歴
史
、
文
化
が
香

り
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意

識
も
高
い
ま
ち
。
古
の
ロ

マ
ン
あ
る
ま
ち
を
、
新
た

な
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
ま
ち

に
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。 

最
近
で
は
江
戸
時

代
の
御
所
出
身
の
儒
学

者
・
高
橋
遠
治
が
記
し
た

「
葛
城
名
區
考
」
で
詠
わ

れ
た
葛
城
地
域
の
名
所
38

カ
所(

葛
城
三
十
八
景
漢

詩)

に
看
板
を
設
置
す
る

市
民
団
体
「
か
づ
ら
き
煌

（
き
ら
め
き
）
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
の
活
動
も
注
目
を
集

め
て
い
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
の
市
民
の

方
々
の
幸
せ
や
誇
り
、
そ

う
い
っ
た
も
の
を
作
っ
て

い
く
ま
ち
づ
く
り
を
し
た

い
も
の
で
す
。
こ
れ
か
ら

は
１
０
０
歳
の
時
代
、
生

涯
現
役
で
活
躍
で
き
る
社

会
の
構
築
が
大
切
で
す
。

　

東
川　
そ
う
で
す
ね
、

人
口
は
減
っ
て
い
く
中
、

今
ま
で
と
同
じ
価
値
観
で

は
い
け
な
い
と
思
う
ん
で

す
。
例
え
ば
損
得
だ
っ
た

り
、
量
だ
っ
た
り
。
そ
う

い
っ
た
も
の
か
ら
質
、
本

質
へ
そ
う
い
う
価
値
観

に
し
て
い
く
こ
と
か
な
と

思
い
ま
す
。 

わ
た
し
が
い

つ
も
言
っ
て
い
る
の
は

「
夢
と
誇
り
」
こ
れ
を
子

ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く

こ
と
が
大
切
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

（
１
面
か
ら
続
く
）

　

東
川　
先
生
、
関
係
者

の
皆
さ
ま
の
お
か
げ
で

「
４
分
の
３
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
」
へ
の
実
現
に

向
け
、
国
の
動
き
も
加
速

化
し
て
い
ま
す
。
こ
の「
御

所
の
郷
」
で
御
所
の
発
信

は
も
ち
ろ
ん
南
和
の
特
産

品
を
集
め
、
販
売
す
る
場

に
育
て
て
い
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

　

車
で
お
越
し
の
観
光
客

の
皆
さ
ん
の
吉
野
方
面
の

玄
関
口
と
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た

南
和
の
イ
ベ
ン
ト
や
催
し

の
場
に
活
用
し
、
活
気
あ

る
場
所
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

川
口　
こ
の
由
緒
と
情

緒
あ
る
御
所
の
風
情
を
た

く
さ
ん
の
方
々
に
触
れ
て

も
ら
い
た
い―

。
立
ち

寄
っ
て
い
た
だ
く
気
持
ち

で
整
備
を
し
、
み
な
さ
ん

に
「
立
ち
寄
ら
ざ
る
を
得

な
い
」
と
思
っ
て
も
ら
え

る
「
御
所
の
郷
」
に
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

人
権
の
観
点
で
見
る

と
、
御
所
は
全
国
で
た
っ

た
一
つ
の
場
所
と
言
え
ま

す
。
ユ
ネ
ス
コ
ア
ジ
ア
太

平
洋
地
域
「
世
界
の
記
憶
」

に
登
録
さ
れ
た
水
平
社
創

立
の
舞
台
と
な
っ
た
御
所

を
、「
人
権
文
化
の
ふ
る

さ
と
」
と
し
て
さ
ら
に
世

界
に
ア
ピ
ー
ル
し
ま
す
。

　

ま
た
観
光
客
誘
致
と
共

に
大
切
な
の
は
、
御
所
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
へ

の
産
業
誘
致
。
こ
れ
を
市

長
、
県
と
共
に
力
を
入
れ

た
い
。
人
口
減
少
の
加
速

を
ゆ
る
や
か
に
し
、
ま
た

歯
止
め
を
か
け
、
雇
用
を

創
っ
て
い
く
場
に
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

東
川　
そ
う
で
す
ね
。

観
光
と
企
業
誘
致
、
こ
れ

は
や
っ
て
い
か
な
い
と
い
け

な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
も
、

こ
の
人
口
減
少
と
い
う
の

は
い
わ
ば
全
国
的
な
現
象

で
あ
る
意
味
仕
方
が
な
い

こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

量
よ
り
質
の
時
代
が
来

て
い
る
の
は
確
か
で
す
。

　

人
に
外
か
ら
来
て
も
ら

う
施
策
も
大
切
で
す
が
、

こ
の
環
境
が
良
く
住
ん
で

い
た
だ
い
て
い
る
方
々
の

健
康
の
質
、
こ
れ
が
大
切

に
な
っ
て
く
る
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

川
口　
わ
た
し
は
す
こ

ぶ
る
元
気
で
す
よ
。
空
気

も
環
境
も
良
く
、
た
し
か

に
御
所
に
住
ん
で
る
と
元

気
に
な
る
も
ん
で
す
。

　

東
川　
先
生
の
お
元
気

さ
は
み
ん
な
知
っ
て
ま
す

が
、
御
所
市
は
１
０
０
歳

以
上
の
高
齢
者
が
28
人
も

お
ら
れ
る
ん
で
す
。
人
口
か

ら
見
る
と
か
な
り
多
い
。

一
番
上
は
１
１
１
歳
で
す

よ
。
本
当
に
お
元
気
な

方
々
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ

る
街
で
、
特
に
男
性
の
健

康
寿
命
が
伸
び
て
き
て
い

る
デ
ー
タ
が
あ
り
ま
す
。
私

は
今
「
い
き
い
き
百
歳
体

操
」
と
い
う
の
を
流
行
さ

せ
よ
う
と
市
内
の
あ
ち
こ

ち
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

毎
日
、お
年
寄
り
の
方
々

が
集
ま
っ
て
、
顔
を
合
わ

せ
る
場
を
作
る
。
鍛
え
ら

れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

う
い
っ
た
取
り
組
み
の
中

で
さ
ら
に
御
所
市
の
健
康

寿
命
を
延
ば
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。流
行
と
い

う
よ
り
、お
年
寄
り
の
習
慣

と
し
て
定
着
し
て
い
け
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

川
口　
高
齢
の
方
々
へ

の
健
康
維
持
の
施
策
も
大

事
。
ま
た
若
者
へ
の
教
育

も
大
事
な
こ
と
で
す
。
御

所
で
生
ま
れ
、
御
所
で

育
っ
た
若
者
が
東
京
は
じ

め
、
外
に
出
て
い
っ
て
し

ま
い
、
御
所
に
は
戻
ら
な

い
、
そ
ん
な
悪
循
環
が
生

じ
て
い
ま
す
。

　

故
郷
に
恩
返
し
を
す
る

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
の
制

度
の
構
想
を
１
９
９
９
年

２
月
の
県
議
会
で
提
案
し

ま
し
た
が
、
国
の
「
ふ
る

さ
と
納
税
」
は
、
故
郷
を

思
っ
て
の
行
為
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
も
は
や
商
品
カ

タ
ロ
グ
を
見
る
通
販
の
よ

う
な
も
の
に
な
っ
て
お

り
、
節
税
の
域
を
超
え
て

い
る
現
行
の
制
度
に
は
異

を
唱
え
て
い
ま
す
。

　

生
ま
れ
た
ふ
る
さ
と
に

錦
を
飾
り
た
い
、
御
所
に

何
か
を
し
た
い
。
「
ふ
る

さ
と
を
大
事
に
し
、
一
人

前
に
な
っ
た
ら
親
を
大
切

に
し
て
恩
返
し
を
す
る
」

そ
ん
な
若
者
を
輩
出
す
る

教
育
が
大
切
で
、
ま
た
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

東
川　
地
方
が
過
疎
化

し
て
き
て
い
る
の
は
ま
さ

に
そ
こ
の
教
育
の
部
分
が

大
き
い
よ
う
に
私
も
感
じ

ま
す
。
子
ど
も
の
数
が

減
っ
て
き
て
い
る
の
は
事

実
で
す
が
、
数
の
理
論
で

は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
は
日
本
中

に
「
村
」
と
い
う
の
は
７

万
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ

の
後
、
明
治
の
学
区
制
が

で
き
あ
が
っ
た
時
に
小
学

校
を
作
る
エ
リ
ア
で
一
つ

の
村
域
と
し
て
考
え
た
よ

う
で
す
。
さ
ら
に
戦
後
は

中
学
校
エ
リ
ア
が
だ
い
た

い
一
つ
の
「
村
」
「
町
」
に

な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で

す
。
先
人
の
思
い
に
寄
り

添
う
と
、
お
そ
ら
く
こ
の

村
の
大
人
た
ち
は
「
俺
ら

の
村
、
町
を
将
来
守
る
大

人
を
俺
ら
が
作
る
ん
や
」

と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け

で
す
。
今
、
そ
う
い
う
意

識
が
ち
ょ
っ
と
欠
け
て
い

る
の
か
と
思
い
ま
す
。「
大

き
く
な
っ
た
ら
御
所
市
民

の
役
割
を
果
た
し
て
い
き

や
」
と
、
私
の
立
場
で
は

言
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

大
き
く
な
っ
た
ら
東
京

に
あ
こ
が
れ
て
出
て
行

く
、
そ
れ
は
そ
れ
で
仕
方

が
な
い
こ
と
だ
け
れ
ど

も
、
何
か
御
所
、
ふ
る
さ

と
へ
の
思
い
を
持
っ
て
く

れ
る
若
者
を
育
て
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
ま
す
。

川
口

議
長

「
人
権
文
化
の
ふ
る
さ
と
ア
ピ
ー
ル
」

東
川

市
長

川
口
議
長

「
夢
と
誇
り
を
子
ど
も
た
ち
へ
」

「
郷
土
愛
を
育
む
の
が
政
治
使
命
」

御所出身の儒学者・高橋遠治が記した「葛城名區考」で詠われた、葛城地域
の名所38カ所に看板を設置する市民団体「かづらき煌（きらめき）ネット
ワーク」の活動が注目を集めている＝写真は御所市五百家の船宿寺で

東
川

市
長「
市
の
健
康
寿
命
延
ば
し
た
い
」

宇　陀　郡
吉　野　郡
御　所　市
高　市　郡
宇　陀　市
五　條　市
山　辺　郡
大和郡山市
天　理　市
桜　井　市
磯　城　郡
北 葛 城 郡
奈　良　市
生　駒　市
生　駒　郡
大和高田市
橿　原　市
香　芝　市
葛　城　市

3,009人
38,457人
25,457人
12,221人
29,236人
29,161人
3,389人
85,405人
65,942人
55,572人
46,292人
96,192人
355,350人
117,411人
76,495人
62,489人
122,422人
78,542人
37,028人

11人
45人
28人
13人
31人
30人
3人
53人
40人
33人
27人
52人
181人
59人
38人
24人
44人
25人
6人

0.366%
0.117%
0.110%
0.106%
0.106%
0.103%
0.089%
0.062%
0.061%
0.059%
0.058%
0.054%
0.051%
0.050%
0.050%
0.038%
0.036%
0.032%
0.016%

県内の市郡の人口と１００歳以上の割合
人　口

（平成30年10月1日 現在） 100歳以上の人口 割合

元気な順

※100歳以上の人口は奈良県の推計人口調査より各市町村が公表している最新のものになります。


