
地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2014年

ふ
る
さ
と
再
生
作
戦

特
集
／
人
々
が
集
っ
て
、は
じ
め
る

ふ
る
さ
と
再
生
作
戦



人々が集って、はじめる―ふるさと再生作戦
●特集企画に寄せて

農
作
業
、
森
の
間
伐
や
草
刈
り
作
業
を
定
期
的
に
行
う
プ
ロ
級

の
腕
を
も
つ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
集
団
。
田
舎
暮
ら
し
を
肌
で
体
験
し

て
移
住
を
し
た
幸
せ
い
っ
ぱ
い
の
人
た
ち
。
自
然
や
そ
こ
に
棲
む

動
植
物
に
ふ
れ
、
特
産
品
や
地
域
の
グ
ル
メ
を
味
わ
い
に
出
か
け

る
中
高
年
グ
ル
ー
プ
。
専
門
機
関
が
行
う
研
修
会
や
塾
等
で
地
域

ビ
ジ
ネ
ス
を
学
ぶ
企
業
や
起
業
を
め
ざ
す
人
た
ち
。
農
業
体
験
な

ど
に
通
い
地
域
の
人
や
仲
間
と
交
流
を
深
め
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
。

︱
︱
今
回
、
こ
ん
な
人
た
ち
に
た
く
さ
ん
出
会
っ
た
。

都
市
住
民
と
地
方
で
暮
ら
す
人
た
ち
と
の
交
流
や
体
験
活
動
が

増
え
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
過
疎
化
と
高
齢
化
に
悩
む
地
方
か

ら
の
発
信
・
呼
び
か
け
で
行
わ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
最
近
は
都

市
と
地
方
の
連
携
、
交
流
を
企
画
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
に
よ
っ
て
実

施
さ
れ
る
も
の
も
多
く
、
参
加
希
望
者
は
確
実
に
増
え
て
い
る
と

い
う
。

人
口
が
減
り
人
手
不
足
に
悩
む
農
山
漁
村
に
と
っ
て
、
他
所
か

ら
大
勢
の
人
が
来
て
く
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
一
時
的
に

活
気
が
出
る
が
、
草
刈
り
や
農
作
業
を
し
て
く
れ
る
グ
ル
ー
プ
で

あ
れ
ば
大
助
か
り
。
耕
作
放
棄
さ
れ
た
農
地
に
再
生
の
手
が
入
れ

ば
大
地
は
生
き
生
き
と
蘇
り
、
そ
の
中
か
ら
一
組
で
も
移
住
し
て

く
れ
る
家
族
が
い
れ
ば
地
域
に
活
気
が
出
て
来
る
。

発
信
を
は
じ
め
た
地
域
で
は
、
活
性
化
を
担
っ
て
き
た
地
元
の

リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
加
え
て
、
故
郷
へ
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
り
都
市
か
ら

Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き
た
人
た
ち
の
新
た
な
ア
イ
デ
ア
が
加
わ
っ
た
。

総
務
省
の
支
援
事
業
の
一
つ
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
の
存
在
も

大
き
い
。

「
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
田
舎
が
あ
る
の
に
、
ム
ラ
は
疲
弊
し
て

沢
山
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。い
ま
急
い
で
何
と
か
し
な
け
れ
ば
」

と
痛
感
し
た
人
々
が
住
民
に
呼
び
か
け
、
皆
で
発
信
を
は
じ
め
た
。

住
民
は
ム
ラ
に
宝
物
が
沢
山
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
毎
日
が
輝
い

て
き
た
。

い
ま
こ
そ
ふ
る
さ
と
の
再
生
に
向
け
て
人
々
が
「
集
っ
て
、
は

じ
め
る
」
こ
と
。

「
で
ぽ
ら
」
44
号
で
は
、そ
ん
な
事
例
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

周防大島町／新しい品種の開発
にも熱心な柑橘農家山本さん

西之表市／生姜栽培を復活した「なか
わり生姜山農園」の看板と農場

恵那市／［奧矢作森林塾］で古民
家リフォームをする塾生たち

浦河町／優駿ビレッジAERUの牧場
でくつろぐ名馬たち

網走市／東京農大オホーツクキャン
バスの図書館

大蔵村／肘折温泉で散策を楽しむ湯
治客

伊達市月舘町／つきだて花工房野外ステ
ージで遊ぶ子供たち

奥多摩町／JUON「森の楽校」で山
仕事をするボランティア

牧丘町／JUON「田畑の楽校」でぶどう
農家の作業支援

日南町／農業研修1
期生の農場を見学
する後輩研修生



地方と都市を結ぶ
ホットライン・
マガジン

「でぽら」とは──
D e p o p u l a t e d  L o c a l 
Authorities（人口が減少し
た、つまり過疎化した地方自
治体）からのネーミング。
　過疎市町村の多くは山間地
や離島など森林面積の多い農
山漁村地区で、全般に人口の
減少や高齢化が進んでいます
が、国土の保全・水源のかん
養・地球の温暖化の防止など
の多面的機能により、私たち
の生活や経済活動に重要な役
割を担っています。このよう
な過疎地域は、豊かで貴重な
自然環境に恵まれ、伝統文化
や人情あふれる風土が数多く
残っています。
　多くの人たちが過疎地域を
理解し、過疎地域と都市地域
が交流をすすめ、共生してい
くためのホットラインとして、
また過疎地域相互間の情報誌
として「DePOLA」（でぽら）
を発行しています。

NO.44
●もくじ

特集［人々が集って、はじめる―ふるさと再生作戦］
●特集企画に寄せて 2

■平成25年度過疎地域自立活性化優良事例
　「全国過疎地域自立促進連盟会長賞」受賞団体

・「美味しい」の感動をつなぐ島
　［柑橘の里］山口県周防大島町 4

・貴重な動植物と農業青年を育む里山
　鳥取県日南町 8

・�四ヶ村の棚田と肘折温泉で創る�
ふるさとのにぎわい　山形県大蔵村 12

・主役は子供たち「交流館もりもり」でピザ焼き体験
　福島県伊達市月舘町 16

・馬にふれ、馬たちの時間で暮らす
　移住したい、「ちょっと暮らし」がしたい町
　北海道浦河町 18

・ボランティアが続ける森や里山支援
　JUON�NETWORK［森の楽校］［田畑の楽校］
　東京都奥多摩町、山梨県山梨市牧丘町 22

・産学官でオホーツク地域産業の創成を
　東京農業大学・オホーツク実学センター
　北海道網走市 25

・民家は地域資源、リフォームして定住促進へ
　［奧矢作森林塾］岐阜県恵那市 28

・生姜栽培を復活して、開拓魂を受け継ぐ
　［なかわり生姜山農園］鹿児島県西之表市 32

・アート・手作り品・イベントでおもてなし
「雪浦ウイーク」長崎県西海市 35
・地域の心を一つに、菜の花によるまちづくり
［寄ろ会みなまた］熊本県水俣市 36
・島は魅力溢れるイベント会場
［若松ふるさと塾］長崎県新上五島町 37
・＂幻のそば＂を食べに年間12万人が訪れる里山
［会津山都そば協会］福島県喜多方市 38

●表紙写真
上／「ちょっと暮らし」で移住して
乗馬を楽しむ松嶋夫妻
（北海道浦河町）
左中／「交流館もりもり」でピザ作
りに挑戦する子供たち
（福島県伊達市月舘町）
左下／ JUON　NETWORK「森
の楽校」に参加、奥多摩の山林で
草刈りをするボランティアたち
右／4集落に点在する四ヶ村の棚
田。地区民と保存会が保全に励み、
肘折温泉と共に観光の目玉に（山
形県大蔵村）

■ INFORMATION 39
新たに過疎地域に指定された市町村
平成25年度過疎地域自立活性化優良事例［総務大臣賞］受賞団体
「全国過疎問題シンポジウム2014 in みえ」のご案内
編集後記　奧付け
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高
齢
化
日
本
一
は
島
民
の
誇
り
だ
っ
た

農
業
も
厨
房
仕
事
も
体
験
し
た
こ
と
の
な

い
京
都
生
ま
れ
、
大
学
院
卒
業
後
は
名
古
屋

の
電
力
会
社
に
勤
務
し
て
い
た
松
嶋
匡た
だ
し史

さ

ん（
42
）。
松
嶋
さ
ん
の
ジ
ャ
ム
屋
に
な
る
と

い
う
無
謀
と
も
思
え
る
夢
は
、
５
年
を
経
て
、

周
防
大
島
町
東
部
、
瀬
戸
内
の
穏
や
か
な

島
々
を
望
む
日ひ
く
ま前

海
岸
で
実
現
し
た
。「
地

域
の
価
値
を
生
か
し
地
域
に
根
ざ
し
た
ビ
ジ

ネ
ス
を
め
ざ
す
」
と
い
う
松
嶋
さ
ん
の
地
域

活
性
化
へ
の
思
い
は
全
国
か
ら
注
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
見
学
や
講
演
の
依
頼
が
多
い
。

そ
の
日
も
山
口
県
の
高
校
生
が
研
修
合
宿

を
す
る
場
で
松
嶋
さ
ん
が
講
演
す
る
と
い
う
の
で
、

島
へ
行
く
前
に
、
由ゆ

う宇
青
少
年
自
然
の
家
へ
立
ち
寄

っ
た
。

山
口
県
高
校
農
業
ク
ラ
ブ
の
幹
部
生
徒
51
名
を
前

に
、
松
嶋
さ
ん
は
簡
単
に
自
己
紹
介
し
た
後
、「
周
防

大
島
町
を
知
っ
て
い
ま
す
か
」
と
高
校
生
た
ち
に
質

問
し
た
。
知
っ
て
い
る
、
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
手

を
上
げ
た
生
徒
は
ほ
ん
の
数
人
で
、
松
嶋
さ
ん
は
苦

笑
し
な
が
ら
「
周
防
大
島
町
は
数
年
前
ま
で
高
齢
化

率
日
本
一
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
が
、
各
市
町
村
の
合

併
で
そ
の
座
を
譲
り
ま
し
た
」
と
ユ
ー
モ
ア
を
交
え

て
島
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

周
防
大
島
町
は
旧
４
町
が
合
併
し
て
現
在
人
口
約

１
万
８
０
０
０
人
。
大
島
大
橋
の
開
通
で
山
陽
自
動

車
道
玖
珂
Ｉ
Ｃ
か
ら
30
分
、
Ｊ
Ｒ
新
岩
国
か
ら
１
時

間
で
来
島
で
き
る
。
漁
業
に
適
し
た
リ
ア
ス
式
海
岸

が
多
い
た
め
漁
業
が
盛
ん
で
、
漁
師
の
多
く
は
一
人

船
を
操
業
し
て
多
品
目
の
高
級
魚
介
類
を
水
揚
げ
し

て
い
る
。

「美味しい」の感動をつなぐ島
［柑橘の里］ ●山口県周

すおうおおしまちょう

防大島町

瀬
戸
内
を
望
む
海
辺
の
瀟
洒
な
店
「
瀬
戸
内
ジ
ャ
ム
ズ

ガ
ー
デ
ン
」。
島
で
採
れ
る
糖
度
の
高
い
柑
橘
類
で
手

作
り
し
た
こ
だ
わ
り
の
ジ
ャ
ム
は
年
間
１
２
０
種
以
上
。

そ
の
美
味
し
さ
と
店
の
お
洒
落
な
雰
囲
気
に
魅
せ
ら
れ

て
遠
く
か
ら
客
が
や
っ
て
く
る
。
パ
リ
の
街
角
で
見
た

感
動
を
日
本
で
実
現
し
た
い
と
い
う
都
会
育
ち
の
青
年

の
夢
は
、
家
族
や
地
域
の
人
々
に
支
え
ら
れ
て
実
現
、

島
に
は
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
す
る
若
者
が
増
え
て
き
た
。

瀬戸内ジャムズガーデンの前庭で。左から松嶋智明さん、白鳥文明さん、松嶋匡史さん

▲開店と共に試食用のジャム20種が運ばれてきた

▲上左から、棚に並ぶジャム各種／パンに塗って焼く
と美味しい金時いも等／アンズジャムの下拵え作業
▶山口県高校農業クラブの生徒に「地域のものに関心
をもって欲しい」と講演する松嶋さん
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島
の
東
南
部
は
海
辺
か
ら
丘
陵
地
が
形
成
さ
れ
、

島
の
中
央
部
は
５
０
０
ｍ
以
上
の
山
々
が
連
な
る
。

そ
の
た
め
昔
か
ら
柑
橘
類
の
一
大
産
地
に
な
っ
て
い

る
。以

前
来
島
し
た
時
「
生
涯
現
役
、
こ
こ
へ
来
れ
ば

誰
も
が
若
者
さ
」
と
80
歳
の
タ
ク
シ
ー
運
転
手
が
言

っ
て
い
た
が
、
島
に
は
過
疎
地
の
暗
さ
は
微
塵
も
な

く
、
住
民
は
年
取
っ
て
も
働
け
る
こ
と
を
誇
り
に
し

て
い
る
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
し
か
し
他
地
域
と
同
様

に
若
者
ら
の
島
離
れ
で
、
ミ
カ
ン
畑
の
耕
作
放
棄
や

空
き
家
が
増
え
て
き
た
。

「
旨
い
」か
ら
蝶
も
集
ま
る
柑
橘
園

松
嶋
さ
ん
の
講
演
の
あ
と
訪
ね
た
の
は
周
防
大
島

町
東
部
・
東
ひ
が
し
あ
げ
の
し
ょ
う

安
下
庄
地
区
の
山
本
柑
橘
園
。

松
嶋
さ
ん
が
ジ
ャ
ム
を
造
る
上
で
数
々
の
ア
ド
バ

イ
ス
を
受
け
、
甘
く
て
新
鮮
な
柑
橘
類
を
提
供
し
て

も
ら
っ
て
い
る
柑
橘
農
家
で
も
あ
る
。
園
主
の
山
本

弘
三
さ
ん（
65
）は
、
春
か
ら
夏
に
収
穫
で
き
る
み
か

ん
「
南な

津つ

海み

」
の
開
発
者
と
し
て
知
ら
れ
、
海
外
か

ら
も
視
察
者
が
訪
れ
る
ほ
ど
。
今
で
は
周
防
大
島
町

の
特
産
品
に
な
り
、
５
、

６
軒
の
農
家
が
栽
培
を
は

じ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

自
宅
の
前
の
道
路
で
待

っ
て
い
て
く
れ
た
山
本
さ

ん
は
、
作
業
場
に
隣
接
す

る
柑
橘
園
へ
案
内
し
て
く

れ
た
。
入
口
に
あ
る
ド
ン

グ
リ
に
似
た
一
本
の
木
を

示
し
て
「
こ
の
木
は
メ
キ

シ
コ
か
ら
取
り
寄
せ
た
ミ

カ
ン
の
苗
木
で
、
ま
だ
実

を
つ
け
て
い
ま
せ
ん
が
、
珍
し
い
蝶
が
飛
ん
で
き
て

卵
を
産
ん
だ
。
こ
う
し
て
ネ
ッ
ト
を
張
っ
て
孵
化
を

楽
し
み
に
し
て
い
る
ん
で
す
」
と
嬉
し
そ
う
に
語
る
。

こ
の
園
で
は
収
穫
最
盛
期
を
ほ
ぼ
終
え
た
南
津
海

が
栽
培
さ
れ
、
生
い
茂
る
葉
の
中
に
冬
ミ
カ
ン
に
似

た
形
の
ミ
カ
ン
が
実
を
つ
け
て
い
る
。
早
速
戴
い
た

が
、
果
肉
の
密
度
が
高
く
す
こ
ぶ
る
濃
厚
な
甘
さ
で
、

糖
度
が
高
い
せ
い
か
鉛
筆
を
持
つ
手
が
べ
た
つ
い
て

困
る
ほ
ど
。
瀬
戸
内
ジ
ャ
ム
ズ
ガ
ー
デ
ン
の
松
嶋
さ

ん
が
「
一
番
甘
い
果
実
を
栽
培
す
る
人
」
と
太
鼓
判

を
押
す
よ
う
に
、
山
本
柑
橘
園
の
南
津
海
は
、
こ
の

時
期
人
気
No

・
１
の
ジ
ャ
ム
に
加
工
さ
れ
て
い
る
。

園
内
は
み
か
ん
の
木
々
が
鬱
蒼
と
茂
り
、
雑
草
が

生
え
昆
虫
が
卵
を
産
み
付
け
た
葉
も
あ
る
が
、「
無
農

薬
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
ほ
と
ん
ど
消
毒
し
ま
せ
ん
。

虫
も
雑
草
も
自
然
環
境
の
一
部
で
す
か
ら
ね
。
木
を

丈
夫
に
育
て
、
実
は
完
熟
す
る
ま
で
取
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
」
と
山
本
さ
ん
は
さ
ら
り
と
言
う
。
　

収
穫
し
た
南
津
海
は
選
別
さ
れ
て
倉
庫
に
積
ま
れ
、

低
温
保
存
し
て
か
ら
出
荷
す
る
。
す
べ
て
を
直
送
し

て
お
り
、
東
京
・
関
西
の
デ
パ
ー
ト
や
専
門
店
に
加

え
て
個
人
の
リ
ピ
ー
タ
ー
客
も
多
い
と
い
う
。

「
も
う
一
つ
Ｐ
Ｒ
し
た
い
果
物
で
す
」
と
示
さ
れ
た

の
が
、「
弓ゆ
げ
ひ
ょ
う
か
ん

削
蓏
柑
」
と
い
う
柑
橘
。
黄
色
い
長
方
形

の
果
物
で
、
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
の
仲
間
な
の
だ
と

い
う
。

「
原
産
地
は
台
湾
だ
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、
れ
っ

き
と
し
た
国
産
で
す
。
熊
本
地
方
の
一
部
で
明
治
頃

ま
で
栽
培
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
種
を
手
に
入

れ
て
栽
培
し
た
ん
で
す
」

皮
を
剥
く
と
細
長
い
袋
が
し
っ
か
り
果
肉
を
つ
け

て
い
て
、
甘
み
と
酸
味
の
バ
ラ
ン
ス
が
よ
い
夏
に
ぴ

っ
た
り
の
フ
ル
ー
ツ
で
あ
る
。

山
本
さ
ん
は
10
月
頃
に
は
食
べ
ら
れ
る
「
極
早
生

み
か
ん
」
か
ら
、
料
理
に
添
え
る
ス
ダ
チ
・
カ
ボ
ス

の
柑
橘
類
ま
で
16
種
を
栽
培
・
販
売
し
て
お
り
、
自

家
製
マ
ー
マ
レ
ー
ド
も
商
品
化
し
て
い
る
。
後
で
人

に
聞
い
た
が
、
弘
三
さ
ん
は
京
都
大
学
理
学
部
卒
、

奧
さ
ん
は
奈
良
女
子
大
学
卒
だ
そ
う
で
、
ご
夫
妻
の

知
的
探
究
心
と
遊
び
心
が
美
味
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
柑
橘

類
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
大
学
を
出
て
か
ら
は
企
業
の
研
究
所
に
勤
め
た
り

し
ま
し
た
が
、
の
ん
び
り
と
好
き
な
釣
り
で
も
し
な

が
ら
親
の
み
か
ん
園
を
手

伝
お
う
か
と
戻
っ
て
き
ま

し
た
」
と
言
う
。
い
ま
は

木
々
や
森
に
ど
ん
な
蝶
や

昆
虫
が
生
息
し
て
い
る
か

に
関
心
が
あ
り
、
愛
用
の

カ
メ
ラ
を
手
放
す
こ
と
が

な
い
。

街
を
見
下
ろ
す
山
麓
へ

案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
こ

◀東安下庄地区の山の中腹にある
柑橘畑からみた瀬戸内の風景

◀左／南津海（なつみ）を収穫する山本さん
右／手に持つのは「弓削ひょう柑」という初夏向け
フルーツ
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の
丘
陵
地
が
山
本
農
園
の

主
農
地
で
、
全
体
で
は

２
・
５
ha
耕
作
し
て
い
る
。

「
こ
こ
の
ミ
カ
ン
が
美
味

し
い
の
は
、
水
は
け
の
よ

い
南
斜
面
で
、
潮
風
の
影

響
も
受
け
る
こ
と
。
根
が

張
れ
な
い
と
い
う
植
物
に

と
っ
て
は
過
酷
な
条
件
の

土
地
で
す
が
、
そ
の
た
め

に
木
は
必
死
で
美
味
し
い
実
を
つ
け
る
ん
で
す
」

以
前
は
山
の
天
辺
近
く
ま
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
と

い
う
が
、
急
斜
面
の
作
業
は
き
つ
い
た
め
、
放
置
さ

れ
た
と
こ
ろ
が
増
え
て
い
る
。

そ
の
夜
宿
泊
し
た
同
地
区
の
海
辺
商
店
街
に
あ
る

「
千
鳥
旅
館
」
は
、
蔵
を
改
装
し
た
よ
う
な
民
家
造

り
で
、
海
産
料
理
が
人
気
。
夕
食
時
、
隣
室
で
10
数

人
の
若
者
が
会
食
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
声
を
か
け

て
み
る
と
、
殆
ど
の
人
の
家
が
ミ
カ
ン
農
家
だ
と
い

う
。「
今
ま
で
皆
で
集
っ
て
お
喋
り
す
る
機
会
が
少

な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
時
々
会
っ
て
、
地
域
の
こ

と
も
考
え
て
い
き
ま
す
、
期
待
し
て
く
だ
さ
い
」
と

国
司
崇
生
君
の
元
気
な
返
事
が
返
っ
て
き
た
。

地
元
の「
美
味
し
い
」も
の
を
商
品
化
す
る

目
の
前
に
は
丸
く
て
小
さ
い
無
人
島
、
そ
の
奥
に

イ
ワ
シ
漁
が
盛
ん
で
イ
リ
コ
の
生
産
で
賑
わ
う
浮
島
。

瀬
戸
内
の
穏
や
か
な
海
と
島
々
を
望
む
海
辺
に
瀬
戸

内
ジ
ャ
ム
ズ
ガ
ー
デ
ン
が
建
つ
。
フ
ラ
ン
ス
の
お
洒

落
な
カ
フ
ェ
を
思
わ
せ
る
建
物
で
、
前
庭
や
隣
接
す

る
畑
に
は
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
が
た
わ
わ
に
実
を
付
け
、

７
月
に
は
摘
み
取
り
体
験
も
行
わ
れ
る
。

店
内
に
は
木
の
テ
ー
ブ
ル
が
並
び
、
ゆ
っ
た
り
と

カ
フ
ェ
が
楽
し
め
る
。
棚
に
は
何
十
種
類
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
ジ
ャ
ム
が
美
し
く
並
ん
で
い
る
。
２
階
は
ギ
ャ

ラ
リ
ー
に
な
っ
て
い
て
著
名
人
の
絵
画
展
や
作
品
展

等
を
開
催
、
交
流
の
場
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

９
時
の
開
店
と
共
に
若
い
店
員
が
試
食
用
の
ジ
ャ

ム
を
並
べ
た
。
ガ
ラ
ス
容
器
に
ス
プ
ー
ン
付
で
、
20

種
ほ
ど
は
あ
ろ
う
か
。
早
速
試
食
し
て
み
て
マ
ー
マ

レ
ー
ド
で
も
一
つ
一
つ
味
も
食
感
も
違
う
こ
と
に
驚

か
さ
れ
た
。
月
毎
に
旬
の
ジ
ャ
ム
が
５
～
８
種
登
場

し
、
年
間
で
は
１
２
０
種
を
超
え
る
と
か
。

奧
に
あ
る
厨
房
で
は
す
で
に
５
、６
人
の
女
性
た

ち
が
忙
し
そ
う
に
ジ
ャ
ム
造
り
を
始
め
て
い
る
。
６

台
並
ぶ
ガ
ス
台
に
大
き
な
鍋
が
置
か
れ
、
種
を
取
り

除
い
た
ア
ン
ズ
を
煮
て
い
る
。
ア
ク
を
し
っ
か
り
取

り
除
い
て
か
ら
冷
水
で
冷
や
す
が
、
そ
れ
は
ま
だ
下

拵
え
作
業
。
そ
の
あ
と
様
々
な
形
に
カ
ッ
ト
し
た
り

他
の
果
実
や
蜂
蜜
等
が
加
え
ら
れ
て
短
時
間
で
煮
詰

め
て
い
く
。

隣
の
加
工
室
で
は
煮
沸
し
た
瓶
に
ジ
ャ
ム
を
詰
め

て
さ
ら
に
煮
沸
す
る
作
業
。
整
頓
さ
れ
一
部
機
械
化

さ
れ
た
工
房
だ
が
、
あ
く
ま
で
ベ
テ
ラ
ン
女
性
た
ち

の
手
作
業
で
丁
寧
に
製
造
さ
れ
て
い
る
感
じ
だ
。
保

存
剤
は
ゼ
ロ
、
味
も
そ
の
都
度
微
妙
に
異
な
る
と
い

う
が
、
市
販
の
ジ
ャ
ム
と
比
べ
て
、
豊
饒
な
味
わ
い

と
舌
触
り
が
格
別
で
、
そ
れ
自
体
が
高
級
ス
イ
ー
ツ

で
あ
る
。

カ
フ
ェ
の
メ
ニ
ュ
ー
も
豊
富
だ
が
、
パ
ン
に
塗
っ

て
焼
く
と
美
味
し
い
と
い
う
金
時
い
も
の
ジ
ャ
ム
を

注
文
し
て
み
た
。
周
防
大
島
町
の
農
家
が
昔
か
ら
栽

培
し
て
き
た
幻
の
さ
つ
ま
芋
で
、
熱
い
の
が
美
味
し

い
と
気
付
い
た
松
嶋
さ
ん
は
焼
い
て
食
べ
る
ジ
ャ
ム

と
し
て
提
案
し
て
い
る
。
栗
の
よ
う
な
味
が
す
る
。

ジ
ャ
ム
シ
ョ
ッ
プ
を
開
店
し
て
以
来
８
年
、「
地
元

の
価
値
に
気
付
き
、地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
す
る
」

松
嶋
さ
ん
の
モ
ッ
ト
ー
は
、
仕
入
れ
る
柑
橘
類
は
旬

の
も
の
を
正
規
価
格
か
そ
れ
以
上
の
価
格
で
購
入
し
、

生
産
者
に
も
儲
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
。
ま
た
、
休
耕

地
を
フ
ァ
ー
ム
と
し
て
復
活
し
た
り
店
が
雇
用
の
場

を
提
供
す
る
こ
と
で
、
若
者
に
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
す
る

機
会
を
促
す
。
そ
ん
な
取
り
組
み
が
功
を
奏
し
、
島

に
は
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
す
る
人
が
増
え
て
き
た
。
瀬
戸

内
ジ
ャ
ム
ズ
ガ
ー
デ
ン
の
従
業
員
も
フ
ァ
ー
ム
で
の

従
事
者
を
入
れ
て
22
名
に
な
っ
て
い
る
。
フ
ァ
ー
ム

で
は
後
継
者
の
い
な
い
み
か
ん
畑
の
再
生
を
は
じ
め
、

ア
ン
ズ
、
ブ
ラ
ッ
ド
オ
レ
ン
ジ
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
、

イ
チ
ゴ
等
の
栽
培
も
は
じ
め
て
い
る
。

カ
フ
ェ
で
珈
琲
を
飲
ん
で
い
る
と
初
老
の
紳
士
が

微
笑
ん
で
や
っ
て
き
た
。
元
教
師
で
荘
厳
寺
の
住
職

を
す
る
白
鳥
文
明
さ
ん（
66
）。松
嶋
さ
ん
の
奧
さ
ん
・

智
明
さ
ん（
39
）の
父
上
で
、
夫
妻
の
Ｉ
タ
ー
ン
を
決

意
さ
せ
た
人
で
あ
る
。

パ
リ
で
ジ
ャ
ム
シ
ョ
ッ
プ
を
見
て
か
ら
自
分
も
ジ

ャ
ム
屋
を
開
く
と
松
嶋
さ
ん
が
言
い
出
し
た
時
、
智

明
さ
ん
は
「
冗
談
で
し
ょ
」
と
開
い
た
口
が
塞
が
ら

ず
、
ご
主
人
の
生
ま
れ
故
郷
の
京
都
あ
た
り
な
ら
観

光
客
も
多
い
か
ら
何
と
か
な
る
か
な
と
思
っ
た
と
い

う
。と
こ
ろ
が
そ
の
話
を
聞
い
た
父
白
鳥
さ
ん
が「
周

▶上／瀬戸内ジャムズガーデンのカフェ。草花
が咲く庭や海の風景を見ながら至福のひと時
下／ジャム用にと休耕地を活用して果実や
花卉栽培もはじめたと松嶋さん
「多忙なのに何時も夢を追いかけている」と
奧さんは健康を気遣う

▶農家の若者たちの会食
（千鳥旅館）
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防
大
島
町
で
店
を
開
い
て
く
れ
な
い
か
」
と
言
い
だ

し
、
松
嶋
さ
ん
は
す
ぐ
Ｏ
Ｋ
を
出
し
た
の
で
あ
る
。

生
産
地
の
ど
真
中
で
ジ
ャ
ム
を
造
る
、
し
か
も
い

ま
最
も
過
疎
が
進
ん
で
い
る
地
域
で
。
な
ら
ば
店
も

賑
わ
う
場
所
で
は
な
く
海
に
面
し
た
美
し
い
と
こ
ろ

で
、
と
松
嶋
さ
ん
は
決
意
し
た
。

平
成
19
年
に
Ｉ
タ
ー
ン
し
た
松
嶋
夫
妻
が
オ
ー
プ

ン
し
た
店
は
地
区
の
は
ず
れ
に
あ
り
、
智
明
さ
ん
の

実
家
の
荘
厳
寺
か
ら
比
較
的
近
い
。

智
明
さ
ん
は
二
人
の
子
供
の
育
児
を
し
な
が
ら
、

今
で
は
寺
の
副
住
職
と
し
て
も
忙
し
く
、
得
意
な
フ

ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
を
生
か
し
た
経
典
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
の

制
作
に
も
当
た
り
、
Ｃ
Ｄ
を
制
作
・
発
売
し
た
。

一
方
、
地
域
の
世
話
役
的
存
在
で
あ
る
白
鳥
さ
ん

は
、
同
級
生
や
教
え
子
等
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
な
い
か
と

声
を
か
け
、
ま
た
空
き
家
や
休
耕
地
の
活
用
を
促
す

活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。

Ｉ
タ
ー
ン
し
て
養
蜂
農
家
に

周
防
大
島
町
に
は
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
家
業
の
柑

橘
農
家
を
後
継
す
る
人
、
レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
、
Ｉ
Ｔ

産
業
、
高
齢
者
福
祉
業
務
等
に
従
事
す
る
若
い
世
代

が
増
え
は
じ
め
て
い
る
。

Ｉ
タ
ー
ン
し
て
養
蜂
を
行
う
笠
原
隆
史
さ
ん（
28
）

は
、
実
家
は
岩
国
市
で
養
蜂
業
を
営
ん
で
い
る
が
、

「
そ
れ
を
継
ぐ
の
を
嫌
っ
て
福
岡
の
ホ
テ
ル
で
調
理

師
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
結
婚
を
機
に
食
物
に
つ
い

て
学
ぶ
う
ち
に
、
蜂
蜜
の
凄
さ
を
思
い
知
っ
た
。
自

分
も
養
蜂
を
や
ろ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
周
防
大

島
町
に
Ｉ
タ
ー
ン
し
ま
し
た
」
と
語
る
。
奥
さ
ん
の

亜
裕
美
さ
ん（
27
）も
賛
成
し
て
く
れ
て
４
年
前
に
柑

橘
類
や
植
物
の
花
が
豊
富
な
周
防
大
島
町
に
住
居
と

仕
事
場
を
構
え
た
。
巣
箱
を
20
カ
所
に
４
０
０
個
設

置
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
１
箱
で
は
貴
重
に
な
っ
た

日
本
ミ
ツ
バ
チ
を
育
て
て
い
る
。

花
を
求
め
て
移
動
す
る
養
蜂
で
は
な
く
、
身
近
に

あ
る
四
季
折
々
の
花
や
樹
の
恵
み
を
生
か
し
て
こ
こ

で
養
蜂
を
す
る
こ
と
が
、
地
域
の
活
性
化
に
も
な
る

と
笠
原
さ
ん
は
言
う
。
き
れ
い
な
色
と
味
・
香
り
が

豊
か
な
柑
橘
蜂
蜜
を
中
心
に
、
島
に
咲
く
木
や
草
の

花
か
ら
採
る
春
採
り
・
秋
採
り
蜂
蜜
等
も
造
っ
て
い

る
。島
に
来
て
か
ら
愛
由
ち
ゃ
ん（
３
）、颯
愛
君（
１
）

も
誕
生
、
道
の
駅
「
サ
ザ
ン
セ
ト
と
う
わ
」
の
チ
ャ

レ
ン
ジ
館
に
は
町
の
助
成
を
得
て
販
売
店
も
出
店
し

た
。家

族
で
コ
ツ
コ
ツ
と
納
得
の
い
く
蜂
蜜

を
提
供
す
る［
笠
原
さ
ん
家
の
ハ
チ
ミ
ツ
］

は
人
気
を
得
て
、
町
の
新
た
な
特
産
品
に

な
り
つ
つ
あ
る
。

笠
原
さ
ん
は
い
ま
、
地
元
の
人
に
も
協

力
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、
増
え
て
い
る
竹

林
を
伐
採
し
て
、
ミ
ツ
バ
チ
の
好
き
な
木

の
植
樹
や
空
き
地
の
活
用
に
も
力
を
入
れ

て
い
る
。
空
き
地
に
は
レ
ン
ゲ
や
菜
の
花

畑
を
作
り
、
山
に
は
桜
や
モ
ミ
ジ
の
植
樹

を
行
っ
て
い
る
。

定
住
促
進
に
Ｉ
タ
ー
ン

者
の
声
を
反
映
し
て

周
防
大
島
町
で
は
、
島

暮
ら
し
を
希
望
す
る
人
が

増
え
て
き
た
こ
と
を
受
け

て
、
平
成
24
年
４
月
に

「
住
・
職
」
の
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
す
る
た
め
定
住
促

進
協
議
会
を
発
足
さ
せ
、
役
場
内
に
定
住
相
談
窓
口

を
設
置
し
た
。

そ
の
相
談
担
当
者
が
い
ず
た
に
か
つ
と
し
さ
ん

（
40
）。
彼
は
金
融
・
住
宅
・
保
険
等
の
総
合
的
な
資

金
計
画
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ

ラ
ン
ナ
ー（
Ｆ
Ｐ
）で
、
広
島
に
事
務
所
が
あ
り
山
口

県
各
地
で
業
務
を
行
っ
て
い
る
が
、
平
成
19
年
に
奧

さ
ん
の
実
家
が
あ
る
周
防
大
島
町
に
Ｉ
タ
ー
ン
し
た
。

定
住
促
進
事
業
で
は
官
民
連
携
の
必
要
が
あ
る
と
、

全
国
で
は
じ
め
て
Ｆ
Ｐ
サ
ー
ビ
ス
の
あ
る
移
住
相
談

窓
口
を
設
け
、
い
ず
た
に
さ
ん
は
「
ふ
る
さ
と
ラ
イ

フ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
」
と
し
て
役
場
に
週
３
日
出
て

無
料
相
談
に
当
た
っ
て
い
る
。
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
し
た

い
人
の
気
持
ち
に
添
い
た
い
と
、
数
日
か
ら
一
ヵ
月

間
島
暮
ら
し
が
で
き
る
「
大
人
の
下
宿
・
島
暮
ら
し

荘
」
を
開
設
し
た
り
、
移
住
し
て
き
た
人
を
紹
介
す

る
ユ
ニ
ー
ク
な
冊
子
を
制
作
す
る
等
、
氏
の
キ
ャ
リ

ア
と
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
者
へ
の
視
点
を
生
か
し
た
活
動

が
随
所
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。「
３
年
目
に
な
り
Ｉ

タ
ー
ン
者
が
確
実
に
増
え
て
き
ま
し
た
。
で
も
受
入

れ
る
行
政
と
住
民
の
意
識
は
ま
だ
低
く
、
こ
れ
か
ら

が
本
番
で
す
」
と
語
っ
て
い
た
。

（
文
／
浅
井
登
美
子

　写
真
／
小
林
恵
）
●周防大島町定住促進協議会 ☎0820-74-1007 

teiju@town.suo-osima.jg.jp
●瀬戸内ジャムズガーデン ☎0820-73-0002 

http://jams-garden.com/
●山本柑橘園 ☎0820-77-1237 

http://ww5.tiki.ne.jp/~kozo-yama
●笠原養蜂場 ☎0820-74-5283

▲養蜂家笠原さん一家。チャレンジ館にある販売
店の前で。下は人気のKASAHARA HONEY

▶自ら制作した定住促進の
冊子を手に、いずたにさん。
住まいのこと、生活費のこ
と、なんでも無料相談に当っ
てくれる
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地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
に
な
り
農
業
を
研
修
す
る

木
造
２
階
建
役
場
庁
舎
内
部
は
木
の
香
に
溢
れ
、

円
形
に
木
材
を
組
ん
だ
小
高
い
天
井
か
ら
は
自
然
光

が
降
り
注
い
で
眩
し
い
ば
か
り
。
役
場
は
地
元
産
木

材
で
建
築
さ
れ
、
玄
関
ロ
ビ
ー
に
は
樹
齢
２
５
０
年

以
上
の
天
然
杉
の
丸
太
が
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
使
わ
れ
、

森
と
共
に
生
き
て
き
た
日
南
町
の
歴
史
と
自
然
の
豊

か
さ
を
主
張
し
て
い
る
。

朝
８
時
に
は
殆
ど
の
職
員
が
出
社
、
企
画
課
総
括

室
長
の
田
邊
陽
子
さ
ん
の
案
内
で
農
業
研
修
生
が
朝

出
勤
す
る
「（
一
財
）エ
ナ
ジ
ー
に
ち
な
ん
」
を
訪
ね

た
。
廃
校
し
た
旧
日
野
上
小
学
校
の
鉄
筋
校
舎
は
内

部
を
整
備
し
て
町
内
の
８
企
業
の
事
務
所
に
活
用
さ

れ
、
１
階
に
は
研
修
生
の
受
入
れ
や
活
動
を
支
援
す

る（
一
財
）エ
ナ
ジ
ー
に
ち
な
ん
の
事
務
所
が
あ
る
。

伊
田
健
一
事
務
局
長
か
ら
「
エ
ナ
ジ
ー
に
ち
な
ん

は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
受
入
れ
の
他
に
、
Ｕ
タ
ー

ン
者
の
支
援
、
特
産
品
の
開
発
や
加
工
販
売
等
を
行

っ
て
い
ま
す
。
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
い
う
と
、
一

般
に
は
地
域
に
行
っ
て
様
々
な
支
援
活
動
を
し
ま
す

が
、
当
町
で
は
農
林
業
研
修
生
と
し
て
農
業
・
林
業

を
学
ん
で
も
ら
う
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
」
と

説
明
が
あ
っ
た
。
研
修
期
間
は
１
〜
２
年
間
。
今
ま

で
に
30
名
を
農
林
業
研
修
生
と
し
て
採
用
し
て
い
る

が
、
７
割
近
い
20
名
が
残
っ
て
農
林
業
を
し
て
い
る

と
い
う
か
ら
驚
き
で
あ
る
。地
域
お
こ
し
協
力
隊
制

度
は
、
昨
年
度
か
ら
導
入
し
て
い
る
。

そ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
の
が
、
今
年
の
４
月
に
採
用

さ
れ
た
研
修
生
、
結
城
信
彦
さ
ん（
32
）と
福
島
有
貴

さ
ん（
23
）。
農
作
業
用
の
服
装
で
現
わ
れ
た
。

結
城
さ
ん
は
東
京
葛
飾
区
の
出
身
で
、
企
業
に
勤

め
て
い
た
が
、
同
級
生
だ
っ
た
友
人
が
５
年
前
に
農

業
研
修
生
第
一
期
生
と
し
て
日
南
町
に
移
住
し
て
き

て
い
る
こ
と
か
ら
、農
業
を
し
て
み
た
い
と
応
募
し
た
。

「
都
市
の
便
利
な
生
活
に
違
和
感
を
感
じ
て
い
ま
し

た
。
自
分
で
農
産
物
を
つ
く
り
、
最
終
的
に
は
加
工

販
売
す
る
こ
と
が
夢
で
す
」
と
結
城
さ
ん
は
言
う
。

福
島
さ
ん
は
大
阪
出
身
。
今
年
３
月
に
鳥
取
大
学

農
学
部
を
卒
業
、
大
学
で
は
乾
燥
地
域
に
お
け
る
環

境
問
題
・
農
業
問
題
を
研
究
し
て
き
た
。
鳥
取
大
学

広
島
、
岡
山
、
島
根
の
県
境
に
接
し
た
標
高
２
８
０
〜

６
０
０
ｍ
の
中
国
山
地
に
あ
る
日
南
町
。
人
口
は
年
々

減
少
し
高
齢
化
率
も
鳥
取
県
で
最
も
高
い
が
、
危
機
感

を
抱
い
た
町
と
住
民
ら
が
連
携
し
て
外
部
と
の
交
流
に

取
り
組
ん
で
き
た
結
果
、
最
近
は
Ｉ
タ
ー
ン
す
る
若
者

が
増
加
中
。
鳥
取
大
学
の
自
然
環
境
フ
ィ
ー
ル
ド
地
で

あ
り
農
業
研
修
生
が
定
住
す
る
豊
か
な
自
然
郷
は
、
森

で
ヒ
メ
ホ
タ
ル
が
静
か
に
舞
う
時
期
を
迎
え
て
い
た
。

貴重な動植物と農業青年を育む里山
●鳥取県日

にちなん

南町
ちょう

▲
ト
マ
ト
農
家
池
田
さ
ん
か
ら
苗
木
の
育

て
方
を
学
ぶ
結
城
さ
ん
、福
島
さ
ん

◀
右
／［
エ
ナ
ジ
ー
に
ち
な
ん
］の
事
務
局

が
あ
る
元
小
学
校
で
、
伊
田
事
務
局
長
と

農
業
研
修
生
　
左
／
ト
マ
ト
の
ハ
ウ
ス
15

棟
が
建
つ
池
田
農
園
で
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で
は
日
置
佳
之
教
授
ら
が
10
年
前
よ
り
日
南
町
を
フ

ィ
ー
ル
ド
地
と
し
て
、
日
南
町
に
生
息
す
る
動
植
物
、

過
疎
地
対
策
等
の
様
々
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
。「
先

輩
た
ち
の
研
究
に
も
興
味
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
作

物
を
育
て
る
こ
と
か
ら
学
び
ま
す
」
と
福
島
さ
ん
。

他
に
林
業
研
修
生
の
山
崎
絵
梨
さ
ん（
28
）も
い
る

が
、
奥
山
へ
作
業
に
行
っ
た
た
め
会
え
な
か
っ
た
。

早
速
研
修
先
の
農
家
へ
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
車

を
運
転
し
て
く
れ
た
の
は
農
業
指
導
員
の
小
谷
正
美

さ
ん
。
Ｊ
Ａ
で
農
家
の
指
導
に
当
た
っ
て
き
た
経
験

を
生
か
し
て
若
者
ら
の
指
導
を
担
当
し
て
い
る
。

「
農
家
の
指
導
で
は
失
敗
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

農
業
研
修
生
に
は
農
業
の
楽
し
さ
と
基
本
的
な
こ
と

を
教
え
た
い
。
皆
素
直
で
我
が
子
の
よ
う
に
可
愛
い
。

失
敗
も
肥
や
し
に
な
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
経
験
し
て

も
ら
う
こ
と
で
す
ね
」
と
和
や
か
に
語
る
。

農
業
の
楽
し
さ
と
や
る
気
を
学
ぶ
︱
池
田
農
園

研
修
生
を
最
も
多
く
受
入
れ
て
い
る
の
が
ト
マ
ト

栽
培
農
家
の
池
田
尚
弘
・
美
知
子
さ
ん
夫
妻
。
中
国

山
地
で
早
く
か
ら
ト
マ
ト
の
施
設
栽
培
を
始
め
、
15

棟
で
桃
太
郎
ト
マ
ト
を
栽
培
し
て
い
る
。
50

ha
の
耕

作
地
が
あ
り
、
米
作
を
中
心
に
ト
マ
ト
等
の
野
菜
栽

培
を
手
掛
け
る
大
規
模
農
家
で
あ
る
。

ま
だ
二
人
の
研
修
生
は
ト
マ
ト
苗
の
植
え
付
け
を

体
験
し
た
ば
か
り
で
、
こ
れ
か
ら
は
苗
木
を
棒
に
固

定
し
た
り
不
要
の
枝
や
花
芽
を
剪
定
す
る
作
業
を
池

田
さ
ん
か
ら
学
ん
で
い
く
。
ト
マ
ト
は
収
獲
期
を
ず

ら
し
て
栽
培
さ
れ
、
す
で
に
１
ｍ
近
く
成
長
し
た
ハ

ウ
ス
で
は
花
粉
付
け
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ

で
働
い
て
い
る
の
が
研
修
２
年
目
の
下
谷
勇
気
さ
ん

（
26
）と
北
條
卓
さ
ん（
49
）。
共
に
大
阪
出
身
で
、「
一

年
経
ち
、
一
通
り
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

ま
だ
ま
だ
で
す
。
池
田
さ
ん
は
楽
し
く
大
ら
か
な
人

で
、
自
分
で
や
っ
て
み
ろ
と
任
せ
て
く
れ
ま
す
が
、

そ
れ
だ
け
に
責
任
重
大
で
頑
張
ろ
う
と
い
う
気
に
な

り
ま
す
」
と
下
谷
さ
ん
は
言
い
な
が
ら
、
ホ
ル
モ
ン

処
理
作
業
を
続
け
る
。

池
田
農
園
の
高
原
ト
マ
ト
は
市
場
で
も
人
気
が
あ

る
が
、
形
が
悪
か
っ
た
り
完
熟
し
す
ぎ
て
出
荷
出
来

な
い
ト
マ
ト
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
ジ
ュ
ー
ス
、
ジ
ャ

ム
、
ソ
ー
ス
、
ケ
チ
ャ
ッ
プ
に
加
工
す
る
。
そ
の
担

い
手
が
奧
さ
ん
の
美
和
子
さ
ん
。「
農
繁
期
は
加
工

す
る
時
間
が
な
い
の
で
冷
凍
保
存
し
て
お
き
、
出
荷

が
終
わ
っ
た
11
月
頃
か
ら
作
業
。
Ｊ
Ａ
の
指
導
を
受

け
て
器
械
も
一
式
揃
え
た
ん
で
す
。
結
構
評
判
が
よ

く
て
す
ぐ
売
れ
切
れ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
、
見
本
品

を
出
し
て
き
て
く
れ
た
。
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
青
い

時
に
摘
み
取
っ
た
実
で
造
っ
た
と
い
う
［
青
春
ト
マ

ト
］
と
名
付
け
た
ジ
ャ
ム
で
、
ト
マ
ト
の
香
り
が
ほ

ん
の
り
す
る
爽
や
か
な
ジ
ャ
ム
で
あ
っ
た
。
レ
ス
ト

ラ
ン
で
は
池
田
農
園
の
ト
マ
ト
の
風
味
を
残
し
た
ケ

チ
ャ
ッ
プ
や
ソ
ー
ス
が
料
理
を
引
き
た
て
る
と
好
評

だ
が
、
量
産
で
き
な
い
の
が
悩
み
で
あ
る
よ
う
だ
。

一
期
生
は
頼
も
し
い
農
業
担
い
手
に

続
い
て
訪
ね
た
の
が
６
年
前
に
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き

た
研
修
一
期
生
で
、
専
業
農
家
の
長
谷
川
直
人
さ
ん

（
32
）。
若
手
農
家
３
人
で
多
里
生
産
組
合
を
立
ち
上

げ
て
営
農
し
、
露
地
野
菜
や
米
等
の
生
産
を
行
っ
て

い
る
。
長
谷
川
さ
ん
は
山
合
い
の
畑
で
一
人
黙
々
と

定
植
し
て
間
も
な
い
ピ
ー
マ
ン
の
手
入
れ
を
行
っ
て

い
た
。
マ
ル
チ
か
ら
伸
び
た
苗
は
も
う
花
を
開
花
し

た
も
の
も
あ
り
、
指
導
員
の
小
谷
さ
ん
が
「
い
い
腕

し
て
い
る
ね
」
と
感
心
し
て
い
る
。

ピ
ー
マ
ン
は
日
南
町
の
特
産
品
で
、
肉
厚
で
香
り

が
い
い
と
関
西
市
場
で
評
価
が
高
く
、
長
谷
川
さ
ん

も
栽
培
を
始
め
て
４
年
目
に
な
る
。「
米
（
コ
シ
ヒ

カ
リ
）、
り
ん
ご
、
ト
マ
ト
、
椎
茸
栽
培
な
ど
何
で

も
や
っ
て
い
て
休
む
暇
が
あ
り
ま
せ
ん
。
農
業
を
し

た
当
初
は
何
を
み
て
も
驚
き
感
動
し
ま
し
た
。
こ
ち

ら
の
や
る
気
に
植
物
は
応
え
て
く
れ
ま
す
」
と
言
う
。

地
元
の
女
性
と
結
婚
、
一
児
の
父
親
で
も
あ
る
。

同
じ
小
中
学
校
、
高
校
で
長
谷
川
さ
ん
と
同
級
生

だ
っ
た
結
城
さ
ん
は
「
同
級
生
と
い
う
よ
り
大
先
輩

の
風
格
で
す
ね
」
と
感
心
す
る
こ
と
し
き
り
。
そ
ん

◀トマト加工品を手に、
池田美知子さん。美味し
いと人気のトマトケチャ
ップ、ジュース、ジャム等
▼専業農家・第1期生の
長谷川さん。小谷農業指
導員が「上出来だ」とほ
める
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な
中
、
福
島
さ
ん
が
畑
に
い
た
小
さ
い
蛇
を
さ
っ
と

捕
ま
え
て
「
お
帰
り
」
と
脇
の
溝
に
放
し
た
。
農
地

や
自
然
に
親
し
ん
で
き
た
頼
も
し
い
女
性
で
あ
る
。

オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
貴
重
な
生
息
地

鳥
取
大
学
の
環
境
調
査
等
で
日
南
町
を
訪
れ
て
い

た
吉
田
博
一
さ
ん（
26
）は
昨
年
４
月
に
日
南
町
職
員

に
採
用
さ
れ
、
住
民
課
で
ゴ
ミ
処
理
担
当
係
を
し
て

い
る
。
鳥
取
大
学
大
学
院
・
農
学
部
工
学
教
室
で
学

び
、
平
成
24
年
に
日
南
町
に
来
た
。
小
学
校
に
泊
っ

て
は
河
川
を
下
流
か
ら
上
流
に
向
か
っ
て
歩
き
、
オ

オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
生
息
調
査
を
続
け
て
き
た
。

こ
の
地
方
で
は｢

ハ
ン
ザ
ケ｣

と
呼
ば
れ
て
親
し
ま

れ
、
全
長
60
〜
80
㎝
の
も
の
が
民
家
あ
た
り
で
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
で
は
国
の
天
然
記
念
物
に

指
定
さ
れ
、
環
境
省
の
絶
滅
危
惧
Ⅱ
類
に
な
り
、
全

国
的
に
生
息
数
が
激
減
し
て
い
る
。

鳥
取
大
学
で
は
２
年
間
、
町
内
各
河
川
を
延
１
千

回
以
上
に
亘
っ
て
夜
間
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

岡
田
純
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
員
の
報
告
に
よ
る
と
、

日
野
川
上
流
（
多
里
地
区
）
は
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ

オ
の
生
息
密
度
が
高
い
貴
重
な
生
殖
地
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
、
５
３
０
個
体
が
登
録
さ
れ
た
。

「
し
か
し
、
河
川

の
改
修
工
事
、
砂

防
堰
堤
や
ダ
ム
設

置
等
で
、
オ
オ
サ

ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
繁
殖
の
た
め
の
巣
穴
が
消
滅
し
た

り
川
を
移
動
し
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
」
と
吉
田
さ

ん
。
そ
の
た
め
町
に
住
み
役
場
の
仕
事
を
続
け
な
が

ら
、
ハ
ン
ザ
ケ
へ
の
啓
蒙
と
、
日
南
町
の
自
然
や
河

川
環
境
の
保
全
活
動
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
入
庁
を

希
望
し
た
。

「
日
南
町
に
は
豊
か
な
河
川
や
森
が
あ
り
、
生
き
物

や
植
物
も
豊
富
で
す
。
ゴ
ミ
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
考
え

る
役
場
の
仕
事
に
も
興
味
が
あ
り
ま
す
が
、
休
日
に

は
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
の
調
査
が
続
け
ら
れ
て
、
大
変

感
謝
し
て
い
ま
す
」
と
吉
田
さ
ん
は
言
う
。

鳥
取
大
学
と
日
南
町
は
平
成
18
年
３
月
に
連
携
協

定
し
、
大
学
は
町
に
地
域
活
性
化
教
育
研
究
セ
ン
タ

ー
を
設
置
し
た
。
農
学
部
日
置
教
授
を
座
長
に
地
域

学
部
、
医
学
部
、
工
学
部
等
様
々
な
分
野
が
地
域
調

査
、
住
民
と
の
交
流
、
出
前
授
業
、
商
品
開
発
等
を

行
っ
て
き
た
。
多
く
の
学
生
や
教
授
が
来
る
よ
う
に

な
り
、
住
民
の
意
識
も
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
と
い

う
。
現
在
で
は
大
学
と
町
の
連
携
講
座
「
に
ち
な
ん

町
民
大
学
」
の
開
催
、
医
学
部
学
生
の
日
南

病
院
で
の
臨
床
研
修
、
大
学
付
属
病
院
と
の

電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ
ム
化
、
自
治
体
職
員
の

大
学
派
遣
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

�

農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
が
繁
盛
、�

ヒ
メ
ホ
タ
ル
観
察
会
も

地
域
の
活
性
化
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
地

域
の
農
業
や
土
木
業
、
互
助
活
動
等
を
ビ
ジ

ネ
ス
化
し
て
「
有
限
会
社
だ
ん
だ
ん
」
と
し

て
運
営
す
る
笠
木
地
区
。
代
表
の
西
尾
篤
朗
さ
ん

（
58
）は
飼
料
会
社
を
運
営
、
高
齢
農
家
の
作
業
代
行

や
米
子
自
動
車
道
の
草
刈
り
や
除
雪
等
を
行
っ
て
き

た
が
、
公
団
か
ら
会
社
組
織
に
し
て
欲
し
い
と
言
わ
れ

た
の
を
機
に
、
平
成
18
年
に
地
域
住
民
数
人
と
有
限

会
社
だ
ん
だ
ん
を
設
立
し
た
。

「
よ
ろ
ず
請
負
い
ま
す
と
、
高
齢
農
家
の
農
作
業
か

ら
大
工
、
買
い
物
な
ど
も
時
給
制
で
請
け
負
っ
て
お

り
、
正
社
員
と
パ
ー
ト
で
25
、
26
名

が
所
属
し
て
い
ま
す
。
毎
月
河
川
や

道
路
な
ど
の
清
掃
活
動
も
し
て
い
ま

す
。
経
営
的
に
は
米
子
自
動
車
道
の

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
作
業
が
あ
る
の
で
赤

字
に
な
ら
ず
ト
ン
ト
ン
で
す
が
、
活

気
あ
る
地
域
つ
く
り
を
す
る
に
は
人

手
が
足
り
な
い
、
特
に
若
い
人
が
欲

し
い
で
す
」
と
西
尾
社
長
。

そ
ん
な
中
で
い
ま
人
気
を
呼
ん
で

い
る
の
が
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
「
ア
メ

ダ
ス
茶
屋
」。
気
象
庁
の
測
量
地
が

あ
る
峠
沿
い
に
あ
る
地
区
交
流
施
設

で
、
長
年
手
打
ち
蕎
麦
を
提
供
し
て

き
た
が
、
蕎
麦
職
人
が
高
齢
化
し
て

▲木造庁舎を背景に、吉田さん。鳥取大の学生
だった頃よりサンショウウオを調査してきた
▼オオサンショウウオ（撮影／岡田純研究員）

◀峠に建つ農家レストラン
「アメダス茶屋」

▲子供の自然観察会
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閉
店
日
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
「
だ
ん
だ

ん
」
が
店
舗
を
改
修
し
、
米
子
で
腕
を
ふ
る
っ
て
い

た
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ
ン
の
坪
倉
完
洋
シ
ェ
フ
に

Ｕ
タ
ー
ン
し
て
も
ら
っ
て
「
ア
メ
ダ
ス
茶
屋
」
と
し

て
再
生
オ
ー
プ
ン
し
た
。

地
元
の
野
菜
や
地
鶏
、
魚
介
類
を
た
っ
ぷ
り
使
っ

た
坪
倉
シ
ェ
フ
の
創
作
料
理
は
好
評
で
、
町
外
か
ら

来
る
客
も
増
え
て
い
る
。
お
昼
の
日
替
り
定
食
に
は

ス
ー
プ
や
サ
ラ
ダ
付
き
、
香
り
豊
か
な
珈
琲
も
出
る

の
で
、
女
性
客
で
大
賑
わ
い
。
あ
と
で
知
っ
た
が
、

厨
房
で
は「
だ
ん
だ
ん
」取
締
役
常
務
の
近
藤
仁
志
氏

の
奥
さ
ん
、
接
客
で
は
西

尾
社
長
の
二
男
の
若
奥
さ

ん
が
働
い
て
お
り
、
皆
が

頑
張
っ
て
い
た
。

「
だ
ん
だ
ん
」
の
近
藤
仁

志
さ
ん
が
い
ま
夢
中
に
な

っ
て
い
る
の
が
ヒ
メ
ホ
タ

ル
。「
山
上
ま
ち
つ
く
り

の
会
　
蛍
守
」
と
い
う
名

刺
を
く
れ
、
ホ
タ
ル
の
生

息
す
る
場
所
へ
案
内
し
て

く
れ
た
。

福ふ
く
ま
き

万
来
と
い
う
地
名
の
清
流
と
手
入
れ
さ
れ
た
杉

檜
が
茂
る
山
林
で
は
、
７
月
に
な
る
と
河
川
周
辺
で

は
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
が
舞
い
、
森
で
は
地
面
い
っ
ぱ
い

に
ヒ
メ
ホ
タ
ル
が
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
散
り
ば
め
た
よ

う
に
輝
く
と
い
う
。

「
街
燈
の
無
い
事
が
自
慢
。
ヒ
メ
ホ
タ
ル
夜
空
散
歩
」

と
い
う
ポ
ス
タ
ー
も
作
ら
れ
、
７
月
４
日
〜
13
日
に

は
日
野
郡
内
の
旅
行
会
社
に
よ
る
観
賞
会
が
開
か
れ

る
。
参
加
者
は
夜
８
時
か
ら
約
１
時
間
半
、
暗
闇
の

森
で
蛍
鑑
賞
を
す
る
。
そ
の
日
の
た
め
に
近
藤
さ
ん

が
製
造
し
た
Ｔ
シ
ャ
ツ
は
、
子
供
た
ち
か
ら
募
集
し

た
イ
ラ
ス
ト
を
基
に
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
制
作
、
一
部
が

蛍
の
よ
う
に
光
る
も
の
。
当
日
は
ア
メ
ダ
ス
茶
屋
か

ら
弁
当
が
提
供
さ
れ
、
参
加
費
は
米
子
か
ら
の
往
復

バ
ス
代
を
入
れ
て
２
０
０
０
円
。
虫
除
け
ス
プ
レ
ー

や
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
等
の
使
用
を
禁
止（
撮
影
不
可
）

す
る
等
の
規
制
も
行
な
わ
れ
る
。

「
我
々
の
利
益
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
は

貴
重
な
動
植
物
が
生
息
す
る
手
つ
か
ず
の
自
然
が
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
い
、
ハ
ン
ザ
ケ
と
共
に
環
境

保
全
に
関
心
を
持
っ
て
貰
え
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま

す
」
と
近
藤
さ
ん
は
熱
く
語
る
。

川
の
冷
気
と
森
の
静
寂
が
心
地
よ
い
聖
地
で
あ
っ
た
。

文
／
浅
井
登
美
子

　写
真
／
小
林
恵

●日南町役場企画課 ☎0859-82-1115
●有限会社だんだん ☎0859-82-1600

▲ヒメホタル観賞会用のポスター
◀サンショウウオやヒメホタルが
生息する福万来の森や河川。蛍守
を自認する近藤さんは、祭りを盛り
上げたいとTシャツも手作りした

▲アメダス茶屋にて、左から西尾社長、西尾さん、田邉
総括室長、近藤さん、坪倉シェフ
◀魚介類や若鳥に野菜たっぷりのランチ

▲女性客で賑わう店内
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出
羽
三
山
詣
と
最
上
川
舟
運
の
地

山
形
県
の
最
上
地
方
、
大
蔵
村
の
人
口
は
、
約

３
５
０
０
人
。
総
面
積
２
１
１
・
５
９
㎢
の
う
ち
、

約
85
％
を
山
林
が
占
め
る
。
こ
の
豊
か
な
自
然
の
中

心
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
村
の
南
に
そ
び
え
る
標
高

１
９
８
４
ｍ
の
月
山
と
１
４
６
２
ｍ
の
葉
山
だ
。
こ

れ
ら
の
山
々
を
源
に
し
た
銅
山
川
と
赤
松
川
が
村
内

を
潤
し
な
が
ら
流
れ
、
か
つ
て
は
舟
運
で
も
栄
え
た

大
河
、
最
上
川
へ
と
合
流
す
る
。

歴
史
的
に
見
る
と
大
蔵
村
の
発
展
は
、
こ
の
最
上

川
の
存
在
が
大
き
く
、
村
北
部
の
清
水
地
区
は
最
上

川
舟
運
の
積
出
港
が
あ
っ
た
こ
と
で
長
く
繁
栄
を
築

い
た
。
ま
た
、
出
羽
三
山
へ
の
参
詣
路
で
も
あ
っ
た

舟
形
街
道
も
村
内
を
走
っ
て
お
り
、
近
隣
同
士
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
最
上
地
方
の
人
と
物
の
交
流
を
広

く
支
え
て
い
た
。

今
回
の
旅
の
目
的
地
は
、
舟
運
や
街
道
で
栄
え
た

村
の
中
心
部
か
ら
幾
重
に
も
連
な
る
山
を
越
え
た
東

部
に
あ
る
肘
折
温
泉
と
四
ヶ
村
だ
。
肘
折
温
泉
は
、

月
山
の
麓
に
抱
か
れ
、
四
ヶ
村
は
葉
山
の
麓
に
４
つ

の
集
落
を
広
げ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
大
蔵
村
ら
し
く

深
山
の
雰
囲
気
が
濃
い
静
か
な
土
地
だ
。

こ
の
二
つ
の
地
域
に
共
通
す
る
の
は
、
地
域
の
に

ぎ
わ
い
創
り
の
活
動
だ
。
四
ヶ
村
は
、
先
人
が
長
い

深
い
山
々
に
抱
か
れ
た
大
蔵
村
の
四し
か
む
ら

ヶ
村
と
肘ひ
じ
お
り折
温
泉

郷
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
持
つ
特
徴
に
、
新
鮮
な
ア
イ
デ

ア
を
加
え
な
が
ら
実
践
す
る
に
ぎ
わ
い
創
り
が
注
目
を

集
め
て
い
る
。
土
地
と
土
地
、
人
と
人
を
結
び
、
大
き
く

育
っ
て
い
る
小
さ
な
山
村
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
よ
う
。

▶四ヶ村の棚田。四つからなる
集落には、大小いくつもの棚田
風景が広がっている

◀上／肘折温泉の特徴は、何と言っても
「湯治風情」。湯宿が並ぶ狭い路地には、
「ひじおりの灯」が灯り、湯治客が散歩を
楽しむ
下／「ひじおりの灯」の灯籠が掲げられ
た共同浴場の上の湯。肘折の源泉だ

四
ヶ
村
の
棚
田
と
肘
折
温
泉
で
創
る

ふ
る
さ
と
の
に
ぎ
わ
い	

●
山
形
県
大お
お
く
ら
む
ら

蔵
村
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年
月
を
か
け
て
作
り
出
し
た
棚
田
の
再
生
保
存
で
地

域
づ
く
り
を
盛
り
上
げ
、
肘
折
温
泉
郷
は
、
開
湯

１
２
０
０
年
と
い
う
名
湯
に
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
な
ど

を
組
み
合
わ
せ
た
新
し
い
魅
力
作
り
を
行
っ
て
い
る
。

棚
田
は
人
が
来
る
か
ら
美
し
く
な
る

ま
ず
、
最
初
に
訪
ね
た
の
は
、
四
ヶ
村
開
発
協
議

会
の
中
島
敏
幸
さ
ん
だ
。

中
島
さ
ん
は
林
業
の
か
た
わ
ら
、
平
成
14
年
に
四

ヶ
村
開
発
協
議
会
内
に
棚
田
保
存
委
員
会
を
立
ち
上

げ
て
以
来
、
棚
田
の
保
存
活
動
を
担
っ
て
き
た
一
人
。

ご
自
身
も
棚
田
で
米
を
作
る
ほ
か
、
休
耕
田
に
ハ
ス

を
植
え
、
ビ
オ
ト
ー
プ
化
す
る
な
ど
、
新
た
な
棚
田

の
姿
を
模
索
す
る
活
動
に
も
積
極
的
だ
。

中
島
さ
ん
に
よ
る
と
、
棚
田
は
四
ヶ
村
の
世
帯
数

１
０
０
戸
、
人
口
５
０
０
人
の
４
集
落
に
点
在
し
、

総
面
積
は
１
２
０
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
及
ぶ
と
い
う
。
こ

の
棚
田
を
地
域
づ
く
り
に
活
か
す
ヒ
ン
ト
は
、
石
川

能
登
の
棚
田
だ
っ
た
。
現
地
を
視
察
し
、
棚
田
目
当

て
に
観
光
客
が
来
る
と
い
う
声
を
聞
い
た
と
き
、「
自

分
た
ち
が
育
っ
た
村
に
も
た
く
さ
ん
の
棚
田
が
あ
り
、

そ
れ
が
魅
力
と
し
て
発
信
で
き
る
ツ
ー
ル
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
故
郷
の
特
色
を
再
認
識
し
た
と
い

う
。

「
で
も
、
当
時
は
、
簡
単
に
観
光
客
を
呼
べ
る
状
態

で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
基
本
的
に
棚
田
の
作
業

効
率
は
悪
い
わ
け
で
す
か
ら
、
一
番
に
耕
作
放
棄
さ

れ
る
わ
け
で
す
。
農
家
の
経
済
を
無
視
し
て
、
観
光

の
た
め
に
棚
田
を
守
ろ
う
な
ん
て
、
そ
ん
な
簡
単
な

こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
中
島
さ
ん
。

そ
れ
で
も
、
保
存
委
員
会
と
し
て
、
棚
田
の
ビ
ュ

ー
ポ
イ
ン
ト
に
看
板
を
建
て
る
こ
と
に
始
ま
り
、
棚

田
の
所
有
者
に
は
棚
田
の
価
値
を
話
し
、
耕
作
の
お

願
い
を
し
て
ま
わ
っ
た
と
い
う
。

「
本
当
に
こ
れ
で
地
域
づ
く
り
に
つ
な
が
る
の
か
と

正
直
半
信
半
疑
だ
っ
た
」
と
い
う
中
島
さ
ん
だ
が
、

結
果
と
し
て
は
、
棚
田
に
人
の
手
が
入
る
に
つ
れ
、

棚
田
を
見
に
来
る
人
が
増
え
た
と
い
う
。

「
ま
ず
見
に
来
た
の
は
カ
メ
ラ
マ
ン
の
人
た
ち
。
棚

田
の
前
で
カ
メ
ラ
を
構
え
て
何
時
間
も
立
ち
続
け
る

姿
を
見
て
、
村
内
の
人
も
棚
田
っ
て
そ
ん
な
に
魅
力

が
あ
る
ん
だ
と
気
付
い
た
よ
う
で
す
。
そ
う
な
る
と
、

少
し
は
き
れ
い
に
し
て
お
か
な
き
ゃ
と
草
を
刈
っ
た

り
、
畦
を
修
繕
し
た
り
と
手
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
ん
で
す
」

こ
う
し
て
棚
田
を
中
心
に
し
た
輪
が
広
が
っ
て
い

く
な
か
で
、
最
初
に
関
係
者
だ
け
の
イ
ベ
ン
ト
で
始

め
た
の
が
「
棚
田
ほ
た
る
火
祭
り
」
だ
っ
た
。

「
棚
田
を
キ
ャ
ン
ド
ル
で
飾
っ
て
み
よ
う
と
誰
か
が

言
い
出
し
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
こ
れ
が
き
れ
い

で
、
じ
ゃ
あ
、
観
光
客
を
呼
ん
で
み
よ
う
と
か
、
オ

カ
リ
ナ
が
似
合
い
そ
う
だ
か
ら
コ
ン
サ
ー
ト
を
や
ろ

う
と
か
、
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
」
と
中
島
さ
ん
。

早
い
も
の
で
こ
の
イ
ベ
ン
ト
も
今
年
で
11
回
目
。

最
近
で
は
、
肘
折
温
泉
郷
の
宿
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て

お
客
さ
ん
を
呼
び
込
む
な
ど
、
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
定
着
。
棚
田
の
美
し
い
造
形
に
１
２
０
０
本
も

の
キ
ャ
ン
ド
ル
が
灯
り
、
オ
カ
リ
ナ
の
音
が
流
れ
る

幻
想
的
な
夜
に
多
く
の
人
が
酔
い
し
れ
る
と
い
う
。

「
棚
田
が
今
の
よ
う
に
き
れ
い
に
な
れ
た
の
は
や
っ

ぱ
り
人
が
来
て
く
れ
る
か
ら
。
家
庭
で
も
お
客
さ
ん

が
来
る
日
は
掃
除
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
い
っ
し

ょ
で
す
よ
」
と
、
中
島
さ
ん
は
地
域
づ
く
り
の
秘
訣

を
笑
っ
て
教
え
て
く
れ
た
。

▲棚田の保存活動を続ける中島敏幸さん
地域の人たちと連携しながら美しい風景を
守っている
◀草刈りをする地域の人たち

▲キャンドルで棚田を灯す棚田ほたる火祭り（大蔵村商工
観光課提供）
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歴
史
と
伝
統
に
人
と
ア
ー
ト
の
力
を
加
え
て

四
ヶ
村
の
棚
田
と
い
う
新
し
い
観
光
名
所
か
ら
車

で
約
15
分
。
幾
重
に
も
連
な
っ
た
山
が
途
切
れ
た
先
、

肘ひ
じ
お
り折

希の
ぞ
み望

大お
お
は
し橋

と
言
う
名
の
ル
ー
プ
橋
を
ぐ
る
ぐ
る

と
降
り
て
行
く
と
現
れ
る
の
が
東
北
随
一
の
湯
治
場

と
の
評
判
が
高
い
肘
折
温
泉
郷
だ
。

開
湯
は
今
か
ら
１
２
０
０
年
前
の
こ
と
、
肘
を
折

っ
た
お
地
蔵
様
が
、
こ
の
地
に
湧
く
湯
に
浸
か
っ
て

み
る
と
た
ち
ま
ち
癒
え
た
こ
と
か
ら
「
肘
折
」
と
の

湯
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
伝
説
で
は
あ
る
が
、
実
際
に

湯
の
効
能
は
素
晴
ら
し
く
、「
往
路
は
杖
を
つ
い
て
き

た
が
帰
路
に
は
杖
を
置
き
忘
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が

今
も
頻
繁
に
起
こ
る
の
だ
と
い
う
。

ま
た
、
か
つ
て
は
東
北
各
地
に
あ
っ
た
湯
治
場
の

雰
囲
気
を
今
に
残
し
て
い
る
の
も
肘
折
温
泉
の
特
徴

だ
。
宿
が
立
ち
並
ぶ
狭
い
路
地
に
は
、
浴
衣
姿
で
散

歩
す
る
湯
治
客
の
下
駄
の
音
が
心
地
よ
く
響
き
、
湯

治
場
風
情
が
の
ん
び
り
と
漂
う
。

こ
の
肘
折
温
泉
で
近
年
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
、

「
ひ
じ
お
り
の
灯
」
と
呼
ば
れ
る
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
。

地
元
の
東
北
芸
術
工
科
大
学
と
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
、
ア
ー
ト
に
よ
る
肘
折
温
泉
の
に
ぎ
わ
い
創
り
を

８
年
間
に
わ
た
っ
て
行
っ
て
い
る
。

「
ア
ー
ト
で
地
域
づ
く
り
は
最
近
で
は
珍
し
く
あ
り

ま
せ
ん
が
、
ア
ー
ト
で
肘
折
を
再
発
見
し
よ
う
と
い

う
の
が
、『
ひ
じ
お
り
の
灯
』
の
特
徴
で
す
」
と
語
る

の
は
、
つ
た
や
肘
折
ホ
テ
ル
の
柿
崎
雄
一
さ
ん
だ
。

「
ひ
じ
お
り
の
灯
」
を
運
営
す
る
肘
折
温
泉
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
と
し
て
、
初
回
か
ら
イ
ベ
ン
ト

に
携
わ
っ
て
き
た
。

柿
崎
さ
ん
ら
委
員
会
が
東
北
芸
術
工
科
大
学
と
イ

ベ
ン
ト
を
創
っ
て
い
く
際
大
切
に
し
た
の
は
、
地
元

の
人
や
長
年
に
わ
た
り
肘
折
に
通
っ
て
き
た
お
じ
い

ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
の
視
線
だ
っ
た
と
い
う
。

「
斬
新
な
現
代
ア
ー
ト
を
温
泉
街
に
飾
る
の
で
は
な

く
、
肘
折
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
世
代
を
問
わ
ず

共
有
で
き
る
ア
ー
ト
を
作
り
た
い
と
キ
ュ
レ
ー
タ
ー

の
先
生
と
話
し
合
い
ま
し
た
。
あ
く
ま
で
肘
折
温
泉

が
主
役
と
い
う
の
が
大
切
な
部
分
で
し
た
」。

そ
の
話
し
合
い
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
、
参
加
作

家
が
肘
折
温
泉
に
滞
在
し
、
肘
折
温
泉
か
ら
得
た
テ

ー
マ
を
絵
灯
篭
に
し
て
、
温
泉
街
各
所
で
展
示
す
る

と
い
う
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
。

「
こ
の
絵
灯
篭
に
は
、
作
家
が
見
い
出
し
た
肘
折
温

泉
の
歴
史
、
文
化
、
生
活
な
ど
が
、
多
彩
な
表
現
方

法
で
描
か
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、
我
々
に
と
っ
て
も
本

当
に
新
鮮
で
刺
激
的
。
こ
の
感
覚
が
新
た
な
地
域
づ

く
り
活
動
を
や
る
上
で
の
力
に
な
る
と
感
じ
て
い
ま

す
」
と
柿
崎
さ
ん
。
単
な
る
観
光
振
興
に
は
留
ま
ら

な
い
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
。
そ
こ
に
は
眼
に
見
え
な
い

▶上／夕暮れの肘折温泉。心身ともに安ら
げる時間がここに。下／共同浴場の上の湯
は、肘折温泉の伝説を伝える湯として人気

▶肘折温泉のにぎわい創りの大きな
目玉となっている「ひじおりの灯」。
子供からお年寄りまでが楽しめるア
ートイベントとなっている
（写真提供＝柿崎雄一氏）

▶「
ひ
じ
お
り
の
灯
」を
支
え
て
き
た
つ

た
や
肘
折
ホ
テ
ル
（
０
２
３
３–

７
６–

２
３
２
１
）の
柿
崎
雄
一
さ
ん
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に
ぎ
わ
い
作
り
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

肘
折
温
泉
を
支
え
る
若
者
た
ち

肘
折
温
泉
に
行
く
と
、「
ひ
じ
お
り
の
灯
」
を
は
じ

め
、
毎
月
の
よ
う
に
何
か
し
ら
の
イ
ベ
ン
ト
を
や
っ

て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
古
く
か
ら
続
く
祭
り
も
そ

の
ひ
と
つ
だ
が
、
新
た
に
催
さ
れ
る
も
の
も
多
い
。

こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
は
、
お
客
さ
ん
一
人
一
人
が

肘
折
温
泉
で
の
滞
在
時
間
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め

に
企
画
運
営
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

イ
ベ
ン
ト
の
運
営
を
行
う
グ
ル
ー
プ
は
い
く
つ
か

に
分
か
れ
る
が
、「
肘
折
に
暮
ら
す
若
者
の
多
く
が
い

ろ
ん
な
形
で
参
加
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
教
え
て

く
れ
た
の
が
今
回
の
取
材
で
お
世
話
に
な
っ
た
湯
宿

「
大
穀
屋
」
の
若
旦
那
こ
と
柿
崎
道
彦
さ
ん
だ
。

道
彦
さ
ん
に
よ
る
と
、
肘
折
温
泉
旅
館
青
年
部
の

ほ
か
、
地
元
住
民
で
構
成
さ
れ
る
青
年
団
、
さ
ら
に

消
防
団
な
ど
、
若
者
が
参
加
す
る
団
体
は
複
数
あ
る

が
兼
任
の
場
合
が
多
く
、
常
に
駆
り
出
さ
れ
る
状
態

に
あ
る
と
い
う
。

「
で
も
、
そ
れ
も
い
い
な
っ
て
思
う
ん
で
す
。
小
さ

な
温
泉
街
な
ん
だ
か
ら
、
み
ん
な
で
盛
り
立
て
て
い

か
な
い
と
で
す
よ
」
と
道
彦
さ
ん
は
笑
う
。

現
在
31
歳
の
道
彦
さ
ん
は
、
宿
を
継
ぐ
た
め
に
大

学
を
中
退
し
、
調
理
師
の
修
業
を
経
た
後
に
Ｕ
タ
ー

ン
。
以
来
、
地
域
づ
く
り
の
活
動
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
若
旦
那
と
し
て
接
客
に
調
理
に
と
忙
し
い
日
々

を
過
ご
し
て
き
た
。
こ
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
の

が
、「
外
に
出
て
や
っ
ぱ
り
肘
折
っ
て
い
い
な
っ
て
気

付
い
た
こ
と
。
湯
治
場
と
し
て
の
伝
統
を
守
り
な
が

ら
新
し
い
も
の
も
取
り
入
れ
て
い
き
た
い
」
と
い
う

故
郷
へ
の
情
熱
だ
ろ
う
。

道
彦
さ
ん
の
こ
う
し
た
心
意
気
が
大
穀
屋
に
浸
透

し
て
い
る
の
か
、
帰
郷
時
の
よ
う
な
温
か
さ
に
加
え
、

ど
こ
か
新
鮮
な
空
気
感
が
満
ち
て
い
る
。
洗
練
さ
れ

た
料
理
に
加
え
、
湯
宿
の
楽
し
さ
を
伝
え
る
ポ
ッ
プ

な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
も
そ
の
空
気
感
を
作
る
ひ
と
つ
だ

ろ
う
。

自
然
、
人
、
歴
史
、
文
化
、
芸
術
な
ど
多
く
の
チ

ャ
ン
ネ
ル
を
上
手
に
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
、
訪
れ
る

人
も
迎
え
る
人
も
元

気
に
な
っ
て
い
く
よ

う
な
地
域
づ
く
り
。

な
か
な
か
簡
単
に
結

果
を
出
せ
る
も
の
で

は
な
い
が
、
こ
こ
肘

折
温
泉
と
四
ヶ
村
で

は
そ
の
萌
芽
が
大
き

く
成
長
し
よ
う
と
し

て
い
た
。

文
・
写
真
／
奥
山
淳
志

●大蔵村産業振興課 ☎0233-75-2105

▲地蔵倉。仏教置跡、説話伝承地で、地蔵菩薩の石像が安置
されている

▶右／肘折カルデラ温泉の冷酸泉を
加えた「肘折カルデラサイダー」はお
土産として人気
▼下／肘折温泉の伝統工芸として知
られるのが「肘折こけし」。現在、この
伝統を守るのが、鈴木肘折こけし工房
（0233-76-2217）の鈴木征一さん

▲
上
／
山
菜
を
中
心
し
た
地
元
料
理
が
並
ぶ
大
穀
屋

（
０
２
３
３–

７
６–

２
３
３
６
）の
夕
食

▶
下
／
大
穀
屋
の
若
旦
那
、
柿
崎
道
彦
さ
ん
と
大
女
将
と

若
女
将
。家
族
で
切
り
盛
り
す
る
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
宿
が

多
い
の
も
肘
折
温
泉
の
特
徴
だ
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子
供
が
包
丁
を
使
っ
て
造
る 

ピ
ザ
焼
き
教
室

旧
月
舘
町
、
霊
山
町
、
保
原
町
、
簗
川
町
、
伊
達

町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
伊
達
市
。
阿
武
隈
川
東
部

に
広
が
る
田
園
地
帯
で
、
水
田
に
は
青
々
と
し
た
稲

穂
が
戻
り
、
畦
道
も
き
れ
い
に
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
。

伊
達
市
の
南
端
に
あ
る
月
舘
町
に
入
る
と
、「
あ
じ
さ

い
の
小
径
」
と
い
う
看
板
が
立
ち
、
山
沿
い
の
道
約

２
㎞
に
様
々
な
色
の
紫
陽
花
が
見
ご
ろ
を
迎
え
て
い

た
。
住
民
が
株
を
植
え
て
育
て
て
き
た
も
の
だ
と
い

う
。山

林
を
抜
け
る
と
大
き
な
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
あ
り
、

い
く
つ
か
の
チ
ー
ム
が
野
球
を
し
、
家
族
達
が
応
援

し
て
い
る
。
い
つ
も
の
平
和
な
日
曜
日
が
戻
っ
て
き

て
い
る
と
ホ
ッ
と
す
る
。

そ
の
先
の
小
高
い
丘
に
あ
る
の
が
、
お
風
呂
と
会

食
が
楽
し
め
る
公
共
の
宿
「
つ
き
だ
て
花
工
房
」
と
、

交
流
施
設
「
交
流
館
も
り
も
り
」。
広
大
な
高
原
に

は
山
野
草
や
ハ
ー
ブ
園
、
炭
焼
き
小
屋
や
農
園
が
あ

り
、
施
設
の
窓
辺
か
ら
は
、
手
入
れ
さ
れ
た
芝
生
や

樹
木
を
ゆ
っ
た
り
眺
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
交
流
館
も
り
も
り
」
は
、
地
元
産
の
野
菜
や
農
産

加
工
品
直
売
所
「
や
さ
い
工
房
」
や
野
外
体
験
棟
等

を
併
設
し
た
交
流
体
験
館
で
、
そ
の
日
も
10
時
か
ら

ピ
ザ
焼
き
体
験
教
室
が
２
グ
ル
ー
プ
で
行
わ
れ
た
。

我
々
は
、
伊
達
市
内
か
ら
や
っ
て
き
た
子
供
と
保

護
者
総
勢
26
名
の
子
供
会
を
取
材
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

子
供
は
男
子
中
学
生
か
ら
２
、３
歳
児
ま
で
15
名
以

上
、
保
護
者
に
は
お
父
さ
ん
も
５
名
程
が
参
加
す
る
、

賑
や
か
で
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

午
前
10
時
、
エ
プ
ロ
ン
等
を
し
た
親
子
が
集
合
。

指
導
に
当
た
る
半
澤
厚
子
さ
ん
と
高
野
和
子
さ
ん
が
、

「
今
日
は
、
大
人
は
子
供
を
叱
ら
な
い
、
子
供
た
ち
は
、

こ
こ
で
し
か
出
来
な
い
遊
び
を
楽
し
む
。
で
も
作
っ

て
食
べ
終
わ
る
ま
で
他
の
遊
び
は
し
な
い
、
自
分
で

作
ら
な
い
と
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
」
等
の
ル
ー
ル
を
説

明
し
た
あ
と
、
10
個
の
ボ
ー
ル
と
生
地
に
す
る
粉
な

ど
を
配
っ
た
。
生
地
造
り
は
は
じ
め
て
の
お
母
さ
ん

も
多
い
よ
う
で
、
期
待
し
つ
つ
も
少
し
緊
張
気
味
。

主役は子供たち
［交流館もりもり］でピザ焼き体験

●福島県伊
だ て し

達市月
つきだてまち

舘町

福
島
駅
か
ら
車
で
約
30
分
。
山
並
み
の
稜
線
を
望
む
丘

の
上
に
、
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
各
種
取
り
入
れ
た
宿
泊
・

交
流
施
設
が
あ
る
。
伊
達
市（
一
社
）つ
き
だ
て
振
興
公

社
が
運
営
す
る
施
設
で
、原
発
事
故
か
ら
3
年
を
経
た
今
、

市
民
の
暮
ら
し
も
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
、
体
験
教
室

は
土
日
に
な
る
と
子
供
連
れ
の
家
族
の
イ
ベ
ン
ト
、
レ

ス
ト
ラ
ン
・
宿
泊
施
設
は
ほ
っ
と
寛
げ
る
花
の
郷
と
し

て
賑
わ
っ
て
い
る
。

▶「交流館もりもり」に用意され
た手作りの坂車。芝生の中に設置
されたコースを手動で走る

▲家族ごとにテーブルを囲んで作業開始
▼ 生地造りに奮闘する子供たち

▲出来あがった生地に穴あけ
▼載せる野菜も子供が切った

◀木片や木の実を使って
時計をつくる木工教室
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10
枚
の
生
地
を
作
っ
て
し
ば
ら
く
寝
か
せ
、
後
で

20
枚
に
分
け
て
様
々
な
材
料
を
ト
ッ
ピ
ン
グ
、
炭
火

の
熱
で
焼
き
上
げ
る
と
い
う
も
の
。
今
日
の
主
役
は

子
供
た
ち
、
生
地
造
り
で
は
粉
が
手
に
つ
い
て
大
騒

ぎ
だ
っ
た
が
、
指
導
員
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
、
や
が
て

形
よ
く
練
り
上
げ
ら
れ
た
。

続
い
て
材
料
の
用
意
。
ト
マ
ト
、
ピ
ー
マ
ン
、
玉

ね
ぎ
、
ベ
ー
コ
ン
等
を
子
供
た
ち
が
刻
ん
で
い
く
。

初
め
て
包
丁
を
使
う
ぎ
こ
ち
な
い
手
つ
き
を
お
母
さ

ん
た
ち
は
じ
っ
と
見
守
る
。
中
で
も
子
供
た
ち
に
と

っ
て
、
コ
ー
ン
の
缶
を
開
け
る
際
に
缶
切
り
用
具
を

使
う
体
験
は
初
め
て
の
よ
う
で
、
高
野
さ
ん
は
殆
ど

の
子
供
に
体
験
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

一
方
で
野
外
に
は
薪
や
炭
、
段
ボ
ー
ル
箱
が
10
個

用
意
さ
れ
て
い
る
。
段
ボ
ー
ル
は
内
側
に
ア
ル
ミ
ホ

イ
ル
を
張
り
、
上
部
に
４
本
の
針
金
が
取
り
付
け
て

あ
る
。
下
に
炭
火
を
入
れ
上
段
に
ピ
ザ
を
置
い
て
、

蓋
を
し
て
約
10
分
間
ほ
ど
蒸
し
焼
き
に
す
る
と
い
う

手
作
り
ア
イ
デ
ア
品
で
あ
る
。

頃
合
い
を
見
て
一
人
の
お
父
さ
ん
が
レ
ン
ガ
炉
で

小
枝
を
燃
や
し
炭
に
点
火
し
て
い
く
。
一
方
で
、
子

供
た
ち
は
大
き
く
ふ
く
ら
ん
だ
生
地
を
丸
く
伸
ば
し

て
、
そ
の
上
に
て
ん
こ
盛
り
に
野
菜
や
チ
ー
ズ
を
載

せ
る
最
後
の
作
業
。
す
っ
か
り
慣
れ
て
き
て
、
母
親

た
ち
は
テ
ー
ブ
ル
や
空
い
た
器
の
片
付
け
を
し
て
い

る
。半

澤
さ
ん
、
高
野
さ
ん
が
段
ボ
ー
ル
に
炭
入
れ
を

行
い
、
そ
こ
に
ピ
ザ
が
入
れ
ら
れ
た
。
蓋
を
し
て
10

〜
15
分
間
ほ
ど
蒸
し
焼
き
す
る
。
不
揃
い
だ
っ
た
ピ

ザ
は
炭
火
で
自
然
に
形
も
整
え
ら
れ
て
、
香
ば
し
い

匂
い
を
放
ち
な
が
ら
焼
か
れ
て
い
く
。

12
時
近
く
に
な
り
、
サ
ラ
ダ
や
飲
み
物
も
用
意
さ

れ
た
テ
ー
ブ
ル
で
は
、
子
供
た
ち
が
自
分
た
ち
で
作

っ
た
ピ
ザ
が
運
ば
れ
て
く
る
の
を
神
妙
に
じ
っ
と
待

っ
て
い
る
。
運
ば
れ
て
き
た
ピ
ザ
は
さ
ら
に
ふ
っ
く

ら
と
大
き
く
狐
色
に
な
り
美
味
し
そ
う
。
早
速
熱
い

の
を
「
美
味
し
い
」
と
叫
ん
で
頬
張
り
あ
う
。

当
初
は
照
れ
て
作
業
に
消
極
的
だ
っ
た
中
１
と
小

６
の
兄
弟
も
、
途
中
か
ら
積
極
的
に
生
地
作
り
に
励

み
、
一
段
と
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
ピ
ザ
が
焼
き
上
が

っ
て
き
た
。
お
母
さ
ん
の
背
中
で
ぐ
ず
っ
て
い
た
２

歳
の
女
の
子
も
椅
子
に
座
っ
て
嬉
し
そ
う
に
仲
間
入

り
し
て
食
べ
始
め
た
。

「
こ
の
輝
い
た
顔
が
見
る
の
が
最
高
、
励
み
に
な
り

ま
す
」
と
高
野
さ
ん
は
言
っ
て
い
た
。

放
射
能
検
査
も
万
全
、
新
鮮
地
場
野
菜

「
交
流
館
も
り
も
り
」
は
、
そ
の
名
前
の
通
り
沢
山

の
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
て
い
る
。
竹
で
作
る
水

鉄
砲
や
竹
ぽ
っ
く
り
、
弓
矢
は
自
分
で
作
っ
て
遊
べ

る
の
で
人
気
が
あ
る
。
ま
た
、
木
の
実
や
木
の
枝
で

作
る
ペ
ン
ダ
ン
ト
や
飾
り
に
は
、
小
さ
い
子
供
か
ら

年
配
の
方
ま
で
楽
し
め
る
メ
ニ
ュ
ー
で
あ
る
。
夏
休

み
に
は
「
流
し
そ
う
め
ん
」
体
験
が
人
気
の
よ
う
だ
。

一
方
「
つ
き
だ
て
花
工
房
」
で
は
月
舘
産
の
野
菜

や
加
工
品
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
季
節
料
理
や
特
製

弁
当
が
話
題
で
、
我
々
が
訪
ね
た
日
も
団
体
客
や
順

番
を
待
つ
家
族
で
あ
ふ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
食
品
は
安
全
性
を
入
念
に
確
認
、
野
菜

売
り
場
で
も
販
売
す
る
野
菜
の
す
べ
て
を
放
射
能
検

査
し
Bq
検
査
済
ラ
ベ
ル
を
貼
っ
て
販
売
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
直
売
所
会
員
の
高
山
チ
ヨ
子
さ
ん
の
右

手
指
に
は
大
き
な
マ
メ
が
出
来
て
い
た
。
野
菜
を
切

り
刻
ん
で
検
査
す
る
際
に
出
来
る
包
丁
タ
コ
だ
と
い

う
。「
安
全
性
が
確
認
さ
れ
て
風
評
被
害
も
減
っ
て

き
た
た
め
、
よ
う
や
く
農
家
も
元
気
が
出
て
き
ま
し

た
。
新
鮮
で
美
味
し
い
と
い
う
お
客
さ

ん
が
増
え
て
い
ま
す
。
で
も
月
舘
産
自

慢
の
梅
や
山
菜
は
ま
だ
出
て
こ
な
い
ね

え
」
と
高
山
さ
ん
は
言
う
。
野
菜
売
り

場
に
さ
ら
に
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
た
い

と
、
自
分
で
も
野
菜
を
作
り
頑
張
っ
て

い
る
。
農
家
の
主
婦
で
つ
く
る
加
工
部

で
は
、
大
豆
製
菓
子
や
味
味
噌
、
漬
物

等
を
製
造
販
売
し
て
い
る
。

そ
ん
な
時
「
ハ
ー
ブ
を
摘
み
た
い
」
と
女
性
が
や

っ
て
き
た
。
施
設
周
辺
の
高
原
は
初
夏
の
草
花
が
咲

き
、
工
房
が
育
て
て
い
る
ハ
ー
ブ
類
も
美
し
く
開
花

し
て
い
る
。
コ
ッ
プ
一
杯
３
０
０
円
で
ラ
ベ
ン
ダ
ー

が
摘
め
る
た
め
、
花
摘
み
を
楽
し
む
女
性
の
姿
が
あ

っ
た
。�

文
／
横
田
塔
美

　写
真
／
小
林
恵

● つきだて花工房 ☎024-573-3888 
http://t-hanakobo.jp/

● 交流館もりもり ☎024-571-1777

▶下右／「やったぜ」とご機嫌の浦田
悠希・光君兄弟
下左／交流館もりもりの建物と庭園

▲炭火を段ボール炉
に入れてピザを焼い
ていく。左/高野さん
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サ
ラ
ブ
レ
ッ
ト
や
騎
手
の
卵
た
ち
に 

会
え
る
町

訪
ね
た
日
は
、
Ｊ
Ｒ
Ａ
日
高
育
成
牧
場
と
浦
河
町

共
催
に
よ
る
「
夏
季
町
民
乗
馬
大
会
」
が
日
高
育
成

牧
場
で
開
催
さ
れ
た
。
午
前
は
80
㎝
、
１
０
０
㎝
ク

ラ
ス
障
害
飛
越
競
技
を
一
般
と
少
年
団
の
選
手
た
ち

が
競
い
、
午
後
は
低
障
害
飛
越
を
一
般
と
ポ
ニ
ー
少

年
団
が
、
続
く
部
班
活
動
で
は
一
般
中
級
１（
駆
歩
）、

一
般
初
級（
速
歩
）等
の
競
技
が
行
わ
れ
、
減
点
方
式

で
タ
イ
ム
が
競
わ
れ
る
。
障
害
飛
越
競
技
は
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
テ
レ
ビ
中
継
す
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る

が
、
身
近
で
プ
ロ
級
の
選
手
や
高
校
生
・
中
学
生
が

馬
と
一
体
に
な
っ
て
数
々
の
障
害
を
越
え
て
走
る
雄

姿
を
見
る
の
は
初
め
て
で
あ
る
。
中
学
生
の
少
女
が

大
き
な
馬
に
乗
っ
て
颯
爽
と
障
害
を
次
々
に
越
え
て

い
く
様
子
に
は
驚
嘆
し
た
。
し
か
し
観
客
席
か
ら
見

学
す
る
人
た
ち
は
、
見
慣
れ
た
様
子
で
、
ひ
い
き
の

選
手
と
馬
の
競
技
に
拍
手
を
送
っ
た
り
、
仲
間
と
意

見
を
交
わ
し
て
い
る
。
同
大
会
は
秋
に
も
実
施
さ
れ
、

他
に
も
「
う
ら
か
わ
馬
フ
ェ
ス
タ
」
を
は
じ
め
、
各

乗
馬
教
室
な
ど
馬
に
関
す
る
行
事
が
い
ろ
い
ろ
あ
る

と
い
う
。

会
場
入
口
付
近
で
は
２
頭
の
ポ
ニ
ー
を
相
手
に
小

さ
な
子
供
た
ち
が
頬
ず
り
し
た
り
、
乗
馬
し
て
戯
れ

て
い
る
。
馬
と
の
暮
ら
し
は
幼
い
頃
か
ら
身
に
つ
き
、

「
早
く
走
る
馬
を
育
て
る
、
人
と
馬
が
一
体
に
走
る
」

と
い
う
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ト
の
世
界
の
基
本
が
培
わ
れ
て

い
る
と
感
じ
る
ひ
と
時
で
あ
っ
た
。

Ｊ
Ｒ
Ａ
日
高
育
成
牧
場
は
、
浦
河
町
の
宿
泊
施
設

「
う
ら
か
わ
優
駿
ビ
レ
ッ
ジ
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ｕ
」
に
隣
接
し

て
お
り
、
総
面
積
１
５
０
０
ha
と
い
う
広
大
な
敷
地

馬
に
ふ
れ
、馬
た
ち
の
時
間
で
暮
ら
す

移
住
し
た
い
、「
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
」が
し
た
い
町
　
●
北
海
道
浦
う
ら
か
わ
ち
ょ
う

河
町

新
緑
の
生
産
牧
場
で
は
仔
馬
た
ち
が
駆
け
ま
わ
り
、
別

の
牧
場
で
は
数
々
の
記
録
を
持
つ
名
馬
た
ち
が
陽
だ
ま

り
の
牧
場
で
ゆ
っ
た
り
と
草
を
食
べ
て
い
る
。
最
強
の

五
冠
馬
と
称
さ
れ
た
シ
ン
ザ
ン
を
は
じ
め
多
く
の
サ
ラ

ブ
レ
ッ
ド
を
生
ん
で
き
た
浦
河
町
に
は
、
Ｊ
Ｒ
Ａ
の
日

高
育
成
牧
場
と
軽
種
馬
育
成
調
教
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、

約
２
０
０
の
牧
場
が
あ
る
。
人
々
は
四
季
折
々
の
自
然
、

緑
の
風
や
太
陽
・
雲
の
動
き
、
潮
の
香
り
な
ど
を
馬
た

ち
と
共
有
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。

初
め
て
訪
れ
る
人
に
も
、
馬
は
優
し
い
眼
と
い
な
な
き

で
出
迎
え
て
く
れ
て
、
望
め
ば
背
に
乗
せ
て
山
野
へ
も

連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
。
た
ち
ま
ち
馬
に
恋
し
て
し
ま

う
瞬
間
だ
。
そ
し
て
町
民
も
ま
た
、
訪
れ
て
来
る
人
々

を
気
軽
に
親
し
く
迎
え
て
く
れ
る
。
そ
ん
な
魅
力
に
惹

か
れ
て
移
住
し
た
り
、「
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
」を
体
験
す
る

人
に
と
っ
て
浦
河
町
は
北
海
道
の
中
で
人
気
の
ま
ち
だ
。

▲町民乗馬大会で障害飛越競技をする選手

▶浦河ではどこでも見られる
サラブレットの親仔

▲競技場に向かう高校生選手

▲ポニーと遊ぶ子供たち。午後にはポニーに乗馬して大会
に出た

◀谷川牧場にあるシンザンの銅像
他にも名馬３頭を供養している



19

内
に
研
究
施
設
や
育
成
施
設
が
点
在
し
て
い
る
。
強

い
馬
の
育
成
、
軽
種
馬
育
成
調
教
場
の
管
理
運
営
、

草
地
や
土
壌
の
研
究
等
を
行
っ
て
お
り
、
特
に

１
０
０
０
ｍ
の
屋
内
直
線
コ
ー
ス
や
屋
内
坂
路
コ
ー

ス
は
世
界
に
も
類
を
見
な
い
規
模
を
誇
っ
て
い
る
。

正
門
前
に
あ
る
展
望
台
か
ら
は
Ｊ
Ｒ
Ａ
の
施
設
や
調

教
師
や
馬
の
姿
を
遠
く
に
眺
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
こ
か
ら
生
産
牧
場
、
厩
舎
、
調
教
師
ら
の
夢
を
の

せ
て
数
多
く
の
名
馬
が
誕
生
し
て
い
る
。

日
高
地
方
へ
何
回
か
来
て
い
る
が
、
特
に
生
前
の

シ
ン
ザ
ン
に
出
会
え
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
ヒ

ン
ド
ス
タ
ン
を
父
に
持
つ
シ
ン
ザ
ン
は
60
年
代
に
五

冠
賞
を
取
っ
た
名
馬
中
の
名
馬（
19
戦
15
勝
、
２
着

４
回
）で
、
引
退
後
は
谷
川
牧
場
で
種
牡
馬
と
し
て

暮
ら
し
、
平
成
８
年
に
35
歳
３
カ
月
と
い
う
長
寿
を

全
う
し
た
。
そ
の
前
年
に
我
々
は
牧
場
で
静
か
に
過

ご
す
シ
ン
ザ
ン
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
容
姿
は
少

し
衰
え
て
い
た
が
「
あ
り
が
と
う
、
元
気
で
」
と
言

う
と
、
涼
し
げ
で
穏
や
か
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
く

れ
た
。

「
う
ら
か
わ
優
駿
ビ
レ
ッ
ジ
Ａア

エ

ル

Ｅ
Ｒ
Ｕ
」
と
Ｊ
Ｒ
Ａ

へ
行
く
道
は
天
馬
街
道（
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
ロ
ー
ド
）と

言
わ
れ
、
手
前
の
谷
川
牧
場
に
は
シ
ン
ザ
ン
の
銅
像

が
建
っ
て
い
る
。そ
の
先
の
優
駿
さ
く
ら
ロ
ー
ド（
３

㎞
に
わ
た
っ
て
エ
ゾ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
が
咲
く
並
木
道
）

を
行
く
と
、
樹
木
や
芝
生
が
美
し
い
丘
陵
地
の
中
に

宿
泊
・
入
浴
施
設
、
優
駿
ビ
レ
ッ
ジ
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ｕ
が
現

わ
れ
た
。

手
前
の
芝
生
で
は
三
冠
馬
ト
ウ
シ
ョ
ウ
ボ
ー
イ
と

子
供
の
銅
像
が
迎
え
て
く
れ
る
。

ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
に
は
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ト
の
写
真
集

や
北
海
道
馬
産
地
マ
ッ
プ
や
牧
場
の
ガ
イ
ド
書
、
騎

手
名
鑑
等
が
置
か
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ｕ
で
は
乗
馬

コ
ー
ス
も
多
様
で
、
乗
馬
用
の
馬
も
11
頭
飼
育
さ
れ

て
い
る
。
宿
泊
し
て
乗
馬
を
楽
し
む
客
が
多
い
の
も

特
色
の
よ
う
だ
。

馬
と
人
に
魅
せ
ら
れ
て 

浦
河
へ
「
ち
ょ
っ
と
体
験
」
移
住

浦
河
に
は
馬
と
接
す
る
暮
ら
し
、
豊
か
な
住
環
境

を
求
め
て
多
く
の
人
が
訪
れ
、
移
住
や
交
流
移
住
を

す
る
人
が
増
え
て
い
る
。
平
成
25
年
ま
で
に
「
ち
ょ

っ
と
暮
ら
し
」
を
１
３
４
組
２
７
８
名
の
人
が
体
験

し
、
47
世
帯
95
人
が
移
住
し
た
。
こ
れ
は
町
企
画
課

移
住
交
流
推
進
室
を
通
じ
て
の
数
だ
か
ら
、
牧
場
へ

直
接
移
住
し
た
人
を
加
え
る
と
何
倍
に
も
な
る
と
思

わ
れ
る
。

夏
季
町
民
乗
馬
大
会
を
見
学
し
て
い
た
松
嶋
年
男

さ
ん（
69
）・
和
津
代
さ
ん
夫
妻
も
浦
河
に
通
い
続
け

て
い
る
人
た
ち
で
あ
る
。
４
年
前
に
神
奈
川
県
か
ら

マ
イ
カ
ー
で
浦
河
町
へ
や
っ
て
き
て
、
体
験
移
住
制

度
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
以
来
町
の
紹
介
で
８
、

９
月
に
体
験
住
宅
を
借
り
て
夏
期
暮
ら
し
を
満
喫
し

て
い
た
が
、
今
年
か
ら
４
月
か
ら
10
月
末
ま
で
の
７

カ
月
間
滞
在
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

「
以
前
か
ら
乗
馬
も
少
し
や
っ
て
い
た
が
、
浦
河
で

は
本
格
的
に
楽
し
め
る
。

乗
馬
も
い
い
が
、
浦
河
の

人
々
が
好
き
な
ん
だ
よ
」

と
ご
主
人
は
言
う
。「
先

日
も
海
岸
の
方
へ
出
か
け
、

漁
師
さ
ん
と
話
し
て
い
た

ら
、
い
き
な
り
採
れ
た
て

の
キ
ン
キ（
白
身
魚
の
高

級
魚
）を
一
匹
く
れ
た
。

他
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と

で
す
」

町
に
は
、
ち
ょ
っ
と
暮

ら
し
や
移
住
者
に
町
を
ガ
イ
ド
し
た
り
、
相
談
に
乗

っ
て
く
れ
る
「
う
ら
か
わ
暮
ら
し
案
内
人
」
と
い
う

町
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
い
る
。
料
理
人
、
主
婦
、
馬

事
関
係
者
、
農
家
の
人
な
ど
約
17
名
と
４
団
体
が
登

録
し
て
お
り
、
趣
味
人
で
世
話
好
き
な
人
た
ち
だ
と

い
う
。

「
ど
こ
へ
出
か
け
て
も
誰
に
会
っ
て
も
、
何
を
食
べ

◀展望台から見たJRA日高育成牧場。
モダンな厩舎が立ち並んでいる（下）

▲浦河町乗馬公園。建物は伏木田光夫美術館で、周辺は
広大な乗馬コースになっている
▶手入れされた丘陵地に建つ「優駿ビレッジAERU」。
トウショウボーイの銅像が迎えてくれる
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て
も
い
つ
も
楽
し
く
て
新
鮮
で
す
。
今
年
か
ら
中
古

で
す
が
と
て
も
広
い
家
に
住
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
移
住
し
て
し
ま
お
う
か
と
思
っ
て
い
る
ん

で
す
」
と
和
津
代
さ
ん
は
言
う
。

北
海
道
の
中
で
は
気
候
が
温
暖
で
、
冬
の
気
温
は

寒
い
日
で
マ
イ
ナ
ス
10
度
程
度
。
雪
が
少
な
く
、
降

っ
て
も
じ
き
溶
け
る
の
で
、
日
中
は
馬
た
ち
も
馬
服

を
着
て
放
牧
地
で
過
ご
す
。

移
住
担
当
の
安
藤
学
移
住
促
進
係
長
と
愛
下
延
幸

企
画
係
長
が
、
移
住
体
験
住
宅
へ
案
内
し
て
く
れ
た
。

平
成
22
年
に
新
築
し
た
平
屋
建
て
オ
ー
ル
電
化
住
宅

の
一
つ
で
、
家
の
周
り
で
野
菜
栽
培
を
楽
し
む
こ
と

が
出
来
る
。
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
、
物
置
小
屋
付
で
、
道

路
を
は
さ
ん
で
目
の
前
は
牧
場
と
い
う
好
環
境
だ
。

家
に
入
っ
て
驚
い
た
。
広
々
と
し
た
居
間
に
は
お

洒
落
な
ソ
フ
ァ
ー
や
テ
ー
ブ
ル
、
テ
レ
ビ
が
置
か
れ
、

台
所
に
は
電
気
釜
、
鍋
、
食
器
に
至
る
ま
で
す
べ
て

が
き
れ
い
に
整
頓
さ
れ
て
収
納
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ッ

ド
の
あ
る
寝
室
、
多
目
的
ホ
ー
ル
の
他
に
、
ペ
ッ
ト

の
居
場
所
に
な
る
作
業
場
、
野
菜
収
納
場
等
に
使
用

で
き
る
８
畳
ほ
ど
の
ワ
ー
ク
ス
ペ
ー
ス
も
あ
る
。

「
な
い
も
の
は
寝
具
だ
け
で
す
。
布
団
は
電
話
を
す

る
と
業
者
さ
ん
が
す
ぐ
届
け
て
く
れ
ま
す
」
と
安
藤

係
長
。
暖
房
に
は
ペ
レ
ッ
ト
の
ス
ト
ー
ブ
を
設
置
し

て
い
る
が
、
気
密
性
が
高
く
日
当
た
り
も
い
い
家
な

の
で
、
冬
も
寒
さ
知
ら
ず
だ
と
い
う
。
し
か
も
家
賃

は
月
７
万
円
。
親
し
い
人
た
ち
と
一
緒
に
暮
ら
す
の

に
ぴ
っ
た
り
の
家
で
あ
る
。

こ
ん
な
体
験
住
宅
が
浦
河
に
は
11
棟
開
設
さ
れ
て

い
る
他
、
個
人
の
住
宅
等
も
借
り
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
情
報
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
配
信
し
て
い
る
。

町
が
発
行
し
た
移
住
関
連
の
資
料
の
中
に
『
う
ら

か
わ
暮
ら
し
』
と
い
う
絵
日
記
に
よ
る
移
住
体
験
記

録
が
４
種
類
あ
る
。
平
成
19
年
に
埼
玉
県
か
ら
き
た

「
Ｋ
Ｅ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
」
さ
ん
が
描
い
た
夏
の
浦
河
、
冬
の

浦
河
体
験
絵
日
記
。
町
で
見
た
自
然
や
人
々
と
の
出

会
い
、
馬
や
オ
オ
ワ
シ
等
と
の
ふ
れ
あ
い
等
を
感
動

的
に
描
い
て
い
る
。
店
で
売
っ
て
い
る
商
品
の
調
理

法
ま
で
克
明
に
記
し
て
い
て
、
参
考
資
料
に
も
な
る
。

続
い
て
、
平
成
22
年
に
栃
木
県
か
ら
夫
婦
で
「
ち
ょ

っ
と
暮
ら
し
」
を
体
験
し
に
来
た
絵
手
紙
教
室
の
講

師
を
す
る
岡
崎
弘
子
さ
ん
の
『
涼
し
さ
を
求
め
て
』

を
発
行
し
た
。
特
に
素
晴
ら
し
い
の
は
、
岡
崎
さ
ん

が
花
等
の
植
物
や
漁
貝
類
を
調
理
す
る
お
か
あ
さ
ん
、

夏
祭
り
の
様
子
等
を
鮮
明
に
描
い
て
い
る
こ
と
、
Ｋ

Ｅ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
さ
ん
が
冬
の
牧
場
で
馬
服
を
き
て
牧
草
を

食
べ
る
母
子
馬
と
そ
こ
へ
忍
び
こ
ん
で
き
た
鹿
の
親

子
、
冬
の
浦
河
港
の
賑
わ
い
等
を
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ

り
に
描
い
て
い
る
こ
と
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。

海
の
ま
ち
浦
河
は
グ
ル
メ
の
宝
庫

浦
河
は
鮭
、
イ
カ
、
昆
布
等
が
豊
富
に
獲
れ
る
豊

か
な
漁
港
で
、
特
に
夏
に
獲
れ
る
鮭
は
「
ト
キ
シ
ラ

ズ（
時
鮭
）」
と
呼
ば
れ
る
高
級
魚
。
訪
ね
た
川
潟
商

店
に
は
入
荷
し
た
ば
か
り
の
時
鮭
が
数
匹
あ
っ
た
。

鮮
度
を
保
つ
た
め
船
上
で
締
め
る
そ
う
で
、
大
き
く

て
銀
色
に
輝
き
、
最
も
脂
が
の
っ
て
い
る
旬
の
鮭
で
、

４
・
９
㎏
の
重
さ
の
も
の
が
１
尾
１
万
円
以
上
。
刺

身
と
し
て
人
気
の
ナ
メ
タ
カ
レ
イ
、
オ
ヒ
ョ
ウ
も
あ

る
。
川
潟
さ
ん
夫
婦
は
小
世
帯
で
も
気
軽
に
食
べ
ら

れ
る
よ
う
に
と
パ
ッ
ク
用
に
調
理
し
な
お
し
て
い
た
。

町
で
は
「
ち
ょ
っ
と
暮
ら
し
」
の
人
や
観
光
客
を

対
象
に
し
た
体
験
漁
ツ
ア
ー
や
魚
の
さ
ば
き
方
を
指

導
し
て
魚
料
理
を
味
わ
う
催
し
も
行
っ
て
い
る
。

昼
食
は
そ
ん
な
浦
河
自
慢
の
旬
の
魚
料
理
を
出
し

て
く
れ
る
や
ま
ま
る
食
堂
へ
い
っ
た
。
刺
身
、
時
鮭

の
焼
き
物
、
メ
ヌ
キ
の
煮
も
の
に
自
家
製
の
漬
物
や

野
菜
な
ど
。
そ
の
美
味
し
さ
は
格
別
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
店
が
あ
る
海
岸
沿
い
の
国
道
２
３
５
号

は
、「
優
駿
浪
漫
街
道
」
と
も
呼
ば
れ
、
日
高
地
方
の

歴
史
と
文
化
を
今
も
色
濃
く
残
し
て
い
る
。
明
治
年

間
に
開
設
さ
れ
た
元
浦
河
教
会
、
開
拓
団
赤
心
記
念

館
、
馬
関
係
の
蔵
書
が
道
内
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
を
誇
る

▶移住体験住宅の外観と内部・居間

▶モダンな街並みが続く歴史と
文化の「優駿浪漫街道」

▲やままる食堂の昼食ランチ ▲新鮮な時鮭を手に川潟さん
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浦
河
町
立
図
書
館
、
馬
事
資
料
館
等
が
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
街
を
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
が
街
並

み
景
観
。
電
柱
・
電
線
が
な
く
お
洒
落
な
街
灯
が
設

置
さ
れ
、
商
店
街
毎
に
家
も
ビ
ル
も
お
揃
い
の
デ
ザ

イ
ン
の
と
ん
が
り
屋
根
が
施
さ
れ
て
い
る
。
国
道
の

拡
幅
工
事
を
し
た
平
成
７
年
に
国
の
「
ふ
れ
あ
い
の

道
」
事
業
に
も
認
定
さ
れ
、
町
民
の
協
力
で
モ
ダ
ン

な
街
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

冬
の
漁
港
で
は
チ
カ
と
い
う
小
魚
を
釣
る
人
で
賑

わ
う
そ
う
で
、
時
に
は
オ
オ
ワ
シ
や
オ
ジ
ロ
ワ
シ
が

飛
翔
す
る
姿
も
見
え
る
。

馬
に
乗
っ
て
森
へ
、
原
野
へ

さ
て
、い
よ
い
よ
乗
馬
体
験
。Ａ
Ｅ
Ｒ
Ｕ
の
運
営
す

る
放
牧
場
に
は
ダ
ー
ビ
ー
馬
の
ウ
イ
ニ
ン
グ
チ
ケ
ッ

ト
等
が
余
生
を
送
っ
て
い
る
が
、
乗
馬
用
の
厩
舎
で

は
コ
ロ
ン（
７
歳
）、ミ
ル
ト（
20
歳
）、ラ
ウ
ジ（
８
歳
）

が
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
指
導
員
の
太
田
篤
志
さ
ん

（
31
）、
日
高
え
り
か
さ
ん
、
大
矢
真
琴
さ
ん
が
厩
舎

で
彼
ら
を
手
入
れ
し
て
乗
馬
コ
ー
ス
へ
連
れ
出
し
た
。

人
に
慣
れ
て
い
る
の
で
頬
ず
り
も
で
き
る
ほ
ど
だ
が
、

乗
馬
に
は
一
定
の
マ
ナ
ー
が
必
要
だ
。
乗
馬
す
る
松

嶋
夫
妻
は
管
理
室
で
乗
馬
服
に
着
替
え
て
笑
み
で
登

場
、
太
田
さ
ん
の
指
示
で
コ
ロ
ン
と
ミ
ル
ト
に
乗
っ

た
。
乗
馬
経
験
が
豊
富
な
二
人
だ
け
に
、
背
筋
を
伸

ば
し
て
た
づ
な
を
軽
く
持
つ
馬
上
の
松
嶋
さ
ん
は
颯

爽
と
し
て
、
か
ら
だ
も
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
見
え
る
。

乗
馬
コ
ー
ス
内
の
近
く
の
森
と
原
野
を
散
策
し
、

二
人
を
乗
せ
た
馬
は
鬱
蒼
と
し
た
森
の
中
を
進
ん
だ

あ
と
、
広
い
原
野
で
し
ば
ら
く
走
行
と
円
陣
を
組
ん

で
の
駆
歩
を
楽
し
ん
だ
。
当
初
は
町
を
一
望
す
る
山

の
峠
行
き
を
計
画
し
て
い
た
が
、
当
方
の
日
程
の
都

合
で
断
念
し
て
も
ら
っ
た
。
牧
場
と
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス

の
ま
わ
り
に
は
豊
か
な
森
や
草
花
が
生
い
茂
る
自
然

が
あ
り
、
遠
く
に
仔
鹿
の
姿
も
あ
っ
た
。

散
策
か
ら
帰
る
と
、
若
い
男
女
が
乗
馬
体
験
を
し

て
い
た
。
初
め
て
と
い
う
が
、
日
高
さ
ん
の
指
導
よ

ろ
し
く
、
い
き
な
り
乗
馬
し
て
コ
ー
ス
内
を
ゆ
っ
く

り
歩
行
し
た
あ
と
、
外
の
牧
草
地
へ
出
か
け
て
い
っ

た
。
き
っ
と
馬
に
恋
し
、
乗
馬
に
夢
中
に
な
る
こ
と

だ
ろ
う
。

敷
地
入
口
に
は
明
治
40
年
に
建
築
し
た
と
い
う
文

化
遺
産
的
厩
舎
が
あ
っ
た
。
改
築
さ
れ
た
厩
舎
で
は

ダ
ー
ビ
ー
を
制
し
た
ウ
イ
ニ
ン
グ
チ
ケ
ッ
ト
や
有
馬

記
念
で
大
穴
を
あ
け
た
ダ
イ
ユ
ウ
サ
ク
、
ハ
ル
ウ
ラ

ラ
の
お
父
さ
ん
ニ
ッ
ポ
ー
テ
イ
オ
ー
、
ヒ
シ
マ
ル
サ

等
の
名
馬
が
20
歳
を
過
ぎ

て
も
元
気
で
余
生
を
送
っ

て
い
る
。
彼
ら
が
い
る
近

く
の
丘
の
放
牧
場
へ
行
く

と
、
愛
想
よ
く
一
頭
が
近

つ
い
て
き
た
。「
会
い
に

き
た
の
？
」
と
言
う
か
ら
、「
今
度
は
リ
ン
ゴ
と
人
参

を
も
っ
て
く
る
か
ら
ね
」
と
詫
び
て
、
再
来
す
る
約

束
を
し
た
。

馬
た
ち
の
世
話
を
す
る
太
田
さ
ん
は
、
騎
手
を
め

ざ
し
て
修
業
し
て
き
た
が
、
身
長
や
体
重
に
問
題
が

あ
り
、
こ
こ
の
指
導
員
に
な
っ
た
。「
馬
の
世
話
や

乗
馬
指
導
が
出
来
て
最
高
に
幸
せ
で
す
」
と
言
う
。

日
高
さ
ん
は
Ｊ
Ｒ
Ａ
の
獣
医
さ
ん
と
結
婚
、「
馬
の
健

康
に
つ
い
て
も
学
び
た
い
」、
そ
し
て
大
矢
さ
ん
は

父
親
が
浦
河
で
寿
司
店
を
経
営
し
て
い
る
が
、「
馬
の

世
話
を
し
た
い
と
い
う
幼
い
頃
か
ら
の
夢
が
か
な
っ

た
」
と
語
り
、
馬
が
牧
場
で
過
ご
す
間
に
厩
舎
の
掃

除
に
当
た
っ
て
い
た
。

厳
し
い
冬
に
は
苦
労
も
多
い
だ
ろ
う
が
、
今
は
馬

も
人
も
一
番
快
適
な
季
節
。
こ
こ
で
は
吹
く
風
ま
で

ゆ
っ
た
り
爽
や
か
で
、
馬
時
間
が
流
れ
て
い
た
。

文
／
浅
井
登
美
子

　写
真
／
満
田
美
樹

●�浦河町企画課 ☎0146-26-9013�
http://www.town.urakawa.hokkaido.jp
●�優駿ビレッジAERU ☎0146-28-2111��
http://aeru-urakawa.co.jp

▲名馬たちが余生をおくるAERUの牧場

▲厩舎で馬の世話をする太田さん、大矢さん

▲はじめて乗馬体験する男女を指導する日高
さん

▶太田指導員の引率でホーストレッ
キングに出発する松嶋さん夫妻（上）
馬との呼吸も合い、森の中を散策
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東
京
の
森
を
蘇
ら
せ
る 

「
鳩
ノ
巣
フ
ィ
ー
ル
ド
」（
東
京
都
奥
多
摩
町
）

東
京
西
部
を
走
る
Ｊ
Ｒ
青
梅
線
。
そ
の
終
点
に
近

い
鳩
ノ
巣
駅
は
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
の
ど
か
な
風

情
の
駅
だ
。
駅
舎
を
出
る
と
い
き
な
り
の
急
斜
面
が
、

本
仁
田
山
登
山
口
に
向
か
っ
て
北
に
伸
び
る
。

６
月
早
朝
の
日
曜
日
。
登
山
口
と
は
反
対
の
山
裾

に
重
装
備
の
老
若
男
女
が
続
々
と
集
ま
っ
て
き
た
。

森
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
主
催
す
る
「
多
摩
の
森
・

大
自
然
塾
鳩
ノ
巣
フ
ィ
ー
ル
ド
・
森も

り林
の
楽が

っ
こ
う校
」
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
者
41
名
だ
。

大
都
会
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
は
、（
島
を
除
く
）
そ
の
面
積

の
30
％
が
森
林
で
あ
る
こ
と
を
、
案
外
知
ら
れ
て
い

な
い
。
水
源
涵
養
や
再
生
可
能
な
木
材
資
源
供
給
の

場
で
も
あ
る
森
林
は
、
都
民
に
と
っ
て
の
か
け
が
え

の
な
い
宝
物
で
あ
る
。

そ
の
森
が
荒
れ
て
い
る
。
東
京
の
山
林
の
多
く
が

存
在
す
る
多
摩
地
域
で
は
、
後
継
者
不
足
や
シ
カ
な

大
学
生
協
の
呼
び
か
け
で
平
成
10
年
に
設
立
さ
れ
た
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
Ｊ
Ｕ
Ｏ
Ｎ（
樹
恩
）Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ
。
都
市

と
農
山
漁
村
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
つ
な
ぎ
、
深
刻
化
す

る
過
疎
問
題
や
地
方
文
化
の
再
生
に
取
り
組
ん
で
い
こ

う
と
、
母
体
と
な
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
森
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ

ム
と
共
に
、
地
域
を
支
え
る
活
動
を
続
け
て
い
る
。

「
森
林
の
楽
校
」
と
「
田
畑
の
楽
校
」。
活
動
の
拠
点
と

な
っ
て
い
る
二
つ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
取
材
し
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
続
け
る
森
や
里
山
支
援

Ｊ
Ｕ
Ｏ
Ｎ 
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ［
森も

り

の
楽が

っ
こ
う校
］［
田は

た
け畑
の
楽が

っ
こ
う校
］

▲鳩ノ巣駅前に集合した参加者たち。会が用意した道具を付け安全を
確認しあう。森林業に精通したたくましいプロ集団である

▲手分けして作業。下草刈りは最も重要な仕事のひとつ
▼鹿除けのネットを設置する作業班

▲
間
伐
や
小
枝
払
い
等
、会
が
長
年
手
入
れ
し
て
き

た
美
し
い
杉
林

▶
杉
の
木
の
間
伐
作
業
。ロ
ー
プ
を
張
り
慎
重
に
倒

し
て
い
く

▶
初
め
て
参
加
し
た
人
は
河
野
礼
美

班
長
の
案
内
で
山
を
歩
き
作
業
の
様

子
を
把
握
す
る
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ど
の
食
害
に
よ
り
、
荒
れ
放
題
の
山
が
近
年
特
に
増

え
て
き
た
。

「
東
京
の
森
を
元
気
に
し
よ
う
」。
そ
ん
な
掛
け
声
か

ら
始
ま
っ
た
こ
の
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
、
回

を
重
ね
る
ご
と
に
参
加
者
を
増
し
、
そ
の
中
か
ら
森

林
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
専
門
家
も
生
ま
れ

た
。Ｊ
Ｕ
Ｏ
Ｎ 

Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ（
以
下「
Ｊ
Ｕ
Ｏ
Ｎ
」）

で
は
「
エ
コ
サ
ー
バ
ー
検
定
」
と
い
う
資
格
認
定
制

度
や
「
青
年
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座
」
な
ど
を
設
け
、

活
動
の
リ
ー
ダ
ー
育
成
に
も
力
を
入
れ
て
き
た
。

12
年
か
け
、
手
を
入
れ
た
山

作
業
に
入
る
山
は
、
手
入
れ
の
出
来
な
く
な
っ
た

所
有
者
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
森
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
が

無
償
で
借
り
受
け
た
も
の
。
12
年
か
け
て
伐
採
、
間

引
き
、
枝
打
ち
、
植
林
な
ど
を
繰
り
返
し
、
皆
で
手

を
入
れ
て
き
た
。
５
班
に
分
か
れ
た
参
加
者
は
下
草

刈
り
、
除
伐
、
林
道
整
備
な
ど
、
作
業
内
容
ご
と
の

エ
リ
ア
に
向
か
い
、
営
林
署
の
職
員
さ
な
が
ら
に
急

斜
面
で
の
作
業
を
開
始
し
た
。

こ
の
日
初
参
加
は
女
性
２
名
と
男
性
１
名
。
初
心

者
の
班
は
森
林
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
資
格
を
持
つ
女

性
班
長
河
野
礼
美
さ
ん
の
案
内
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
全
体

を
歩
き
、
お
お
よ
そ
の
作
業
の
全
貌
を
把
握
す
る
。
崩

れ
落
ち
た
斜
面
に
道
を
作
り
、
間
伐
材
で
橋
を
渡
し
、

伐
採
後
の
斜
面
に
苗
を
植
え
、
シ
カ
の
食
害
防
止
用

の
ネ
ッ
ト
を
張
る
。
枝
打
ち
や
伐
採
、
下
草
刈
り
な
ど

の
本
格
的
な
山
仕
事
を
す
る
た
め
に
、
林
道
や
橋
を

作
る
等
、
沢
山
の
仕
事
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
山
林
を

育
て
る
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
、
実
感
す
る
。

「
３
年
前
に
植
え
た
ヤ
マ
ボ
ウ
シ
が
こ
ん
な
に
見
事

な
花
を
咲
か
せ
て
い
ま
す
ね
」

後
ろ
を
歩
く
総
括
責
任
者
・
技
術
指
導
者
の
木
村

裕
明
さ
ん
は
、
慈
し
む
よ
う
に
山
を
眺
め
渡
す
。

学
ん
だ
技
術
は
、
そ
の
場
で
活
か
す

フ
ィ
ー
ル
ド
を
歩
き
終
え
た
初
心
者
班
は
、
次
に

ナ
タ
と
ノ
コ
ギ
リ
、
ロ
ー
プ
の
基
本
的
な
使
い
方
を

実
践
で
学
ぶ
。
指
導
す
る
の
は
現
場
指
導
責
任
者
の

中
嶋
敏
男
さ
ん
だ
。

杉
木
立
の
斜
面
で
中
嶋
さ
ん
は
一
本
の
木
に
ロ
ー

プ
を
掛
け
、
引
っ
張
る
ほ
ど
詰
ま
っ
て
い
く
「
い
き

し
め
結
び
」
と
い
う
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
を
実
演
し
て
み

せ
る
。
参
加
者
た
ち
は
何
度
も
試
み
、「
い
き
し
め
結

び
」
を
取
得
。
次
に
は
ノ
コ
ギ
リ
を
使
っ
て
丸
太
を

伐
る
技
術
。
ノ
コ
ギ
リ
、
ナ
タ
と
実
習
は
続
き
、
習

得
し
た
技
術
を
活
か
す
た
め
道
作
り
の
現
場
へ
。

習
っ
た
ば
か
り
の
ロ
ー
プ
ワ
ー
ク
で
丸
太
を
運
び
、

ナ
タ
で
作
っ
た
杭
を
打
ち
、
滑
り
や
す
そ
う
な
斜
面

に
し
っ
か
り
と
し
た
道
が
出
来
た
。
初
参
加
の
若
き

女
性
２
人
も
、満
足
の
ゆ
く
達
成
感
に
笑
顔
を
見
せ
た
。

初
参
加
班
に
加
わ
っ
た
清
水
好
博
さ
ん
は
実
は
３

回
目
の
参
加
。「
林
業
実
践
の
基
礎
知
識
を
身
に
つ

け
た
か
っ
た
」
と
い
う
。「
山
国
日
本
で
は
木
材
を

使
う
と
い
う
基
本
が
あ
っ
て
、
林
業
が
再
生
で
き
る

と
い
う
道
が
あ
る
。
森
づ
く
り
は
大
事
な
ん
で
す
ね
、

や
っ
ぱ
り
」
と
清
水
さ
ん
。

こ
の
活
動
に
７
年
間
参
加
、
他
に
も
東
北
被
災
地

へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
っ
て
き
た
。
多
摩
川
水
源

森
林
隊
」
や
高
尾
の
里
山
手
入
れ
な
ど
幅
広
く
関
わ

る
市
川
ノ
ゾ
ム
さ
ん
の
よ
う
な
人
も
い
る
。

こ
の
日
炎
天
の
空
は
参
加
者
た
ち
の
背
を
焼
き
尽

く
し
た
が
、
万
全
の
装
備
と
体
力
保
持
に
配
慮
し
た

メ
ン
バ
ー
一
行
は
元
気
に
山
を
降
り
、
沢
の
た
も
と

で
各
自
使
っ
た
鎌
や
ナ
タ
な
ど
の
道
具
を
拭
い
て
、

油
を
差
し
、
鞘
に
収
め
た
。

森
と
人
を
繋
ぐ
、
新
し
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
力
強

さ
。
そ
の
活
動
地
域
は
東
京
の
み
な
ら
ず
東
北
、
関

東
、
西
日
本
、
四
国
、
九
州
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。

ぶ
ど
う
農
家
の
応
援
隊 

「
田は
た
け畑
の
楽が
っ
こ
う校
」（
山
梨
県
山
梨
市
牧
丘
町
）

Ｊ
Ｕ
Ｏ
Ｎ
の
も
う
ひ
と
つ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
「
田

畑
の
楽
校
」
だ
。
こ
の
日
ス
タ
ッ
フ
を
含
む
18
名
の

参
加
者
は
、
果
樹
の
郷
で
知
ら
れ
る
山
梨
市
牧
丘
町

の
ぶ
ど
う
農
家
「
澤
登
農
園
」
で
の
援
農
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
に
向
か
っ
た
。

甲
府
盆
地
の
東
側
。
南
斜
面
に
広
が
る
段
丘
一
面

の
ぶ
ど
う
畑
に
は
、
６
月
の
風
が
爽
や
か
に
吹
き
渡

り
、「
ぶ
ど
う
の
丘
」
に
繁
忙
期
が
訪
れ
た
こ
と
を
告

げ
て
い
た
。
４
月
に
発
芽
し
た
ぶ
ど
う
が
葉
を
広
げ
、

ツ
ル
を
伸
ば
し
、
ぶ
ど
う
棚
を
一
気
に
緑
に
変
え
て

◀澤登農園のぶどう畑で剪定と
ジベ漬け作業をする参加者たち

▶「森の学校」、「田畑
の楽校」に立ち会う
JUONの松本担当員
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い
く
。
こ
れ
か
ら
が
ぶ
ど
う
作
り
農
家
に
と
っ
て
は
、

気
の
抜
け
な
い
作
業
の
続
く
期
間
と
な
る
。
人
手
が

最
も
必
要
と
さ
れ
る
時
で
あ
る
。

「
昔
は
集
落
の
農
家
が
互
い
に
手
伝
い
、
段
々
畑
の

下
の
方
か
ら
順
番
に
こ
の
作
業
を
こ
な
し
て
き
ま
し

た
」
と
澤
登
農
園
の
澤
登
浩
二
さ
ん
は
話
す
。
生
産

者
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
が
進
む
現
在
、
援
農
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在
は
あ
り
が
た
い
。

澤
登
一
治
さ
ん（
72
）さ
ん
・
浩
二
さ
ん（
44
）父
子

が
経
営
す
る
澤
登
農
園
は
、
２
町
歩
程
の
畑
に
ピ
オ

ー
ネ
、
巨
峰
、
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
な
ど
10
種
の

ぶ
ど
う
を
栽
培
し
て
い
る
。
一
部
が
ワ
イ
ン
に
加
工

さ
れ
る
他
、
多
く
が
生
食
用
に
出
荷
さ
れ
、
好
評
だ
。

こ
の
日
の
作
業
は
伸
び
て
い
く
ツ
ル
を
最
適
な
方

向
に
誘
引
し
、
花
穂
と
呼
ば
れ
る
20
㎝
ほ
ど
の
房
状

の
花
を
、
先
端
５
㎝
ほ
ど
を
残
し
て
切
り
落
と
す
剪

定
作
業
。
養
分
を
行
き
届
か
せ
、
よ
り
充
実
し
た
実

に
育
て
る
た
め
の
大
事
な
工
程
だ
。

続
い
て
「
ジ
ベ
漬
け
」
と
い
う
、
種
無
し
ぶ
ど
う

づ
く
り
に
は
欠
か
せ
な
い
作
業
が
始
ま
る
。
剪
定
し

た
花
房
を
コ
ッ
プ
に
満
た
し
た
ジ
ベ
レ
リ
ン
と
い
う

成
長
調
節
剤
に
漬
け
る
。
大
変
な
根
気
と
集
中
力
を

要
す
る
作
業
を
、
参
加
者
た
ち
は
手
馴
れ
た
動
き
で

正
確
に
こ
な
し
て
い
く
。

参
加
８
年
目
、
プ
ロ
の
よ
う
な
人
も

作
業
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
、
橋
本
徳
明
さ
ん
は
こ
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
て
８
年
に
な
る
。
年
間
を

通
し
て
ぶ
ど
う
づ
く
り
を
経
験
し
て
き
た
が
、「
一
番

難
し
い
の
は
、
枝
の
剪
定
で
す
ね
」
と
、
初
心
を
忘

れ
な
い
。
ス
タ
ッ
フ
で
も
あ
り
参
加
３
年
目
の
安
部

克
枝
さ
ん
は
「
農
作
業
だ
け
で
な
く
、
食
べ
物
が
美

味
し
く
景
色
も
素
晴
ら
し
い
こ
の
牧
丘
と
い
う
地
域

に
惹
か
れ
て
ま
す
」
と
い
う
。「
草
も
枝
も
ど
ん
ど

ん
伸
び
る
こ
の
時
期
の
作
業
の
大
変
さ
を
、
３
年
目

に
し
て
実
感
。
６
月
は
毎
週
来
て
い
ま
す
」
と
い
う

安
部
淳
一
さ
ん
の
よ
う
な
人
も
い
る
。
都
内
や
関
東

か
ら
の
参
加
者
が
多
い
中
、
後
藤
祐
さ
ん
は
愛
知
県

か
ら
２
年
目
の
参
加
、「
生
産
者
の
方
と
一
緒
の
作
業

で
、
農
家
の
大
変
さ
を
痛
感
し
て
い
ま
す
」
と
話
す
。

参
加
者
の
皆
か
ら
「
お
父
さ
ん
」
と
親
し
ま
れ
て

い
る
澤
登
一
冶
さ
ん
は
、
全
体
の
作
業
を
見
な
が
ら

ポ
ツ
リ
と
、
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
。
世
代
の

違
い
か
ら
、
澤
登
さ
ん
親
子
に
時
々
小
さ
な
食
い
違

い
が
生
じ
る
の
を
、
参
加
者
た
ち
は
楽
し
そ
う
に
聞

い
て
い
る
。
頼
も
し
い
後
継
者
が
確
実
に
育
っ
て
い

る
の
を
、
感
じ
な
が
ら
。

Ｊ
Ｕ
Ｏ
Ｎ
の
援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
、
生
産
者
の

期
待
は
大
き
い
が
、
収
穫
量
や
質
を
決
め
る
枝
の
誘

引
や
剪
定
だ
け
に
、
浩
二
さ
ん
は
間
違
い
は
早
め
に

気
づ
く
こ
と
を
ひ
た
す
ら
心
掛
け
て
い
る
と
い
う
。

８
月
９
月
の
収
穫
時
に
は
更
に
忙
し
さ
は
ピ
ー
ク
に

な
る
。
参
加
者
た
ち
の
期
待
や
緊
張
も
ピ
ー
ク
と
な

る
こ
と
だ
ろ
う
。こ
れ
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
者
・

ス
タ
ッ
フ
全
体
を
ま
と
め
て
き
た
の
が
、
Ｊ
Ｕ
Ｏ
Ｎ

Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ
事
務
局
の
松
本
貴
久
さ
ん
だ
。

「
生
産
者
の
人
た
ち
や
地
方
を
元
気
に
し
て
い
く
こ

と
が
、
僕
ら
の
目
的
で
す
。
今
日
も
別
の
仲
間
は
和

歌
山
県
那
智
勝
浦
の
棚
田
で
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま

す
」
と
松
本
さ
ん
は
言
っ
て
い
た
。

文
／
金
山
淑
子

　写
真
／
満
田
美
樹

●NPO法人
JUON（樹恩） NERWORK
☎03-5307-1102
http://juon.univcoop.or.jp/

▲腕と首を上げての作業はかなりきついが、皆頑張って作業

▲「お父さん」と親しまれている澤登一治さん
が作業方法を説明
▼ジベレリン剤（種なしを造るための成長調
整剤）を用意する

▲ベテランのスタッフは作業がていねいで正確。
澤登さんからの信頼が厚い

▼3時の休憩タイム。円座で話がはずむ

▼澤登農園で採れた小梅。
皆で分けて土産に
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学
生
の
５
割
が 

首
都
圏
か
ら

網
走
市
駅
前
か
ら
バ
ス
で

約
30
分
、
女
満
別
空
港
か
ら

車
で
20
分
、
網
走
市
東
部
地

区
、
網
走
湖
を
眼
下
に
見
る

広
大
な
緑
の
丘
に
東
京
農
大

オ
ホ
ー
ツ
ク
キ
ャ
ン
パ
ス
が

あ
る
。
手
前
に
４
カ
所
の
駐

車
場
と
グ
ラ
ウ
ン
ド
、
テ
ニ

ス
コ
ー
ト
、
そ
の
先
に
中
央

広
場
を
囲
ん
で
モ
ダ
ン
な
校

舎
が
８
棟
建
っ
て
い
る
。
外

観
は
明
る
い
色
の
レ
ン
ガ
造

り
だ
が
、
内
部
に
入
る
と
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
肌
を
生
か
し

て
自
然
光
を
取
り
入
れ
た
エ

コ
な
造
り
。
吹
雪
の
冬
に
適

応
す
る
た
め
廊
下
を
通
っ
て

別
の
建
物
に
往
来
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

東
京
農
業
大
学
は
本
部
が
世
田
谷
、
農
学
部
が
厚

木
に
あ
り
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
キ
ャ
ン
パ
ス
は
生
物
産
業

学
部
を
平
成
元
年
に
開
校
し
た
。
日
本
有
数
の
畑
作

地
帯
で
あ
る
北
の
大
地
で
生
物
生
産
・
自
然
環
境
・

生
命
を
科
学
す
る「
生
物
生
産
学
科
」、
世
界
四
大
漁

場
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
域
を
科
学
す
る
「
ア
ク
ア
バ
イ
オ

学
科
」、
食
品
の
加
工
・
開
発
や
香
料
・
化
粧
品
開

発
ま
で
行
う「
食
品
香
粧
学
科
」、
数
々
の
体
験
学
習

を
基
に
地
域
活
性
化
と
地
域
経
営
の
専
門
家
を
育
て

る
「
地
域
産
業
経
営
学
科
」
の
４
学
科
が
あ
る
。
約

１
７
０
０
名
の
学
生
が
学
ん
で
お
り
、
学
生
の
約
10

％
は
北
海
道
内
の
高
校
か
ら
来
た
学
生
だ
が
、
約
50

％
は
関
東
周
辺
の
出
身
者
で
、
自
ら
望
ん
で
来
た
学

生
が
多
く
、
卒
業
後
は
ま
た
全
国
へ
散
っ
て
い
く
。

「
殆
ど
の
学
生
が
北
の
大
地
へ
の
憧
れ
と
共
に
、
長

い
冬
も
一
人
暮
ら
し
を
す
る
覚
悟
で
来
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
環
境
の
せ
い
か
や
る
気
を
持
ち
真
面
目
で
勉

強
家
が
多
い
。
教
授
の
都
合
で
休
講
で
も
す
る
と
文

句
を
言
っ
て
く
る
学
生
が
い
る
ほ
ど
で
す
。
仲
間
や

先
輩
後
輩
、
教
授
等
と
の
交
流
も
密
で
す
」
と
、
今

回
の
取
材
を
手
配
し
て
く
れ
た
実
学
セ
ン
タ
ー
学
術

研
究
員
の
佐
藤
孝
弘
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
。

２
号
館
入
口
近
く
で
、
学
生
が
数
人
座
り
込
ん
で

作
業
を
し
て
い
る
。
見
る
と
、
バ
ラ
の
花
と
ヨ
モ
ギ

の
葉
を
摘
み
取
っ
て
並
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
同
大
学

で
人
気
の
香
り
を
学
問
す
る
食
品
香
粧
学
科
の
研
究

の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。

産
学
官
で
オ
ホ
ー
ツ
ク
地
域
産
業
の
創
成
を

東
京
農
業
大
学・オ
ホ
ー
ツ
ク
実
学
セ
ン
タ
ー
　●
北
海
道
網あ
ば
し
り走
市し

大
学
と
地
域
企
業
が
連
携
し
て
商
品
等
を
共
同
開
発
し

た
り
大
学
が
地
域
で
調
査
研
究
、
ま
た
学
生
が
田
舎
で

農
作
業
を
手
伝
う
等
の
機
会
が
多
く
な
り
、
関
東
周
辺

で
は
東
京
農
大
生
が
働
く
姿
を
各
地
で
拝
見
す
る
。
北

の
大
地
に
開
校
し
て
26
年
た
つ
東
京
農
業
大
学
オ
ホ
ー

ツ
ク
キ
ャ
ン
パ
ス
。
同
大
生
物
資
源
開
発
研
究
所
実
学
セ

ン
タ
ー
が
5
年
前
か
ら
開
講
、
地
域
活
性
化
を
担
う
人
々

を
育
成
し
て
商
品
開
発
等
を
す
る
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
も
の
つ

く
り
ビ
ジ
ネ
ス
地
域
創
成
塾
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

▲食品香粧学科。アルビオン化粧品と連
携して研究が進められている

▲東京農業大学オホーツクキャンパス。中央広場（右上、右下）と内部渡り廊下（左上）
学生が自由に使えるパソコンも数十台揃えた図書館（左下）

▲日陰干しするバラの花びら、ヨモギの葉
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社
会
人
の
商
品
開
発
や
起
業
を
支
援
す
る 

「
も
の
づ
く
り
ビ
ジ
ネ
ス
地
域
創
成
塾
」

オ
ホ
ー
ツ
ク
実
学
セ
ン
タ
ー
は
生
物
資
源
開
発
研

究
所
内
に
設
立
さ
れ
た
研
究
機
関
で
、
地
域
コ
ン
ソ

ー
シ
ア
ム
を
形
成
し
な
が
ら
社
会
経
験
・
現
場
経
験

を
通
し
た
実
学
を
教
育
研
究
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て

い
る
。「
地
域
が
学
校
で
あ
る
」
を
基
本
に
、
オ
ホ

ー
ツ
ク
の
生
物
資
源
は
実
学
研
究
テ
ー
マ
の
宝
庫
で

あ
る
こ
と
、
実
学
と
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
融
合
、
現
場

体
験
が
学
力
と
人
間
力
を
高
め
る
、
文
理
融
合
的
研

究
教
育
を
図
る
、
と
い
う
理
念
を
掲
げ
て
い
る
。

生
物
産
業
学
部
長
で
オ
ホ
ー
ツ
ク
実
学
セ
ン
タ
ー

長
の
黒
瀧
秀
久
教
授（
農
業
経
済
学
博
士
）が
多
忙
な

時
間
を
割
い
て
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
青
森
県
深
浦

町
の
代
々
続
く
農
家
の
生
ま
れ
で
、
東
京
農
大
世
田

谷
キ
ャ
ン
パ
ス
勤
務
を
経
て
、
平
成
元
年
の
学
部
創

設
か
ら
オ
ホ
ー
ツ
ク
キ
ャ
ン
パ
ス
で
教
鞭
を
と
っ
て
い

る
。
長
年
森
林
・
林
業
問
題
に
携
わ
り『
日
本
の
林
業

と
森
林
環
境
問
題
』や『
流
域
林
業
の
活
性
化
と
森
林

認
定
制
度
』等
の
著
書
も
あ
る
。最
近
は
北
海
道
産
の

豊
富
な
農
林
水
産
物
を
加
工
し
て
商
品
価
値
を
高
め

る
六
次
産
業
化
の
提
案
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
。

実
学
セ
ン
タ
ー
と
黒
瀧
教
授
が
力
を
入
れ
て
い
る

オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
が
、
社
会
人
向
け
講
座
「
オ
ホ

ー
ツ
ク
も
の
づ
く
り
・
ビ
ジ
ネ
ス
地
域
創
成
塾
」。

平
成
21
年
４
月
に
文
部
科
学
省
の
補
助
事
業
と
し
て

開
講
、
今
年
３
月
の
第
４
期
生
ま
で
計
89
人
の
修
了

生
を
送
り
出
し
た
。
同
講
座
で
学
ん
だ
第
１
期
生
が

中
心
に
な
っ
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
創
成
塾
」
も
設
立
さ

れ
、
地
域
で
地
場
産
品
を
開
発
す
る
活
動
を
続
け
て

い
る
。
塾
長
で
も
あ
る
黒
瀧
教
授
は
、「
資
源
を
大
い

に
活
か
し
て
事
業
化
や
商
品
化
を
す
る
こ
と
で
雇
用

や
所
得
の
拡
大
に
も
な
る
。
そ
う
い
う
人
材
、
地
域

の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
人
を
育
成
す
る
講
座
で
す
。
札

幌
か
ら
毎
週
通
っ
て
き
た
人
も
い
ま
し
た
」
と
語
る
。

地
域
資
源
や
開
発
に
関
す
る
学
術
的
知
識
か
ら
ビ

ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
策
定
、
商
品
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
ま

で
90
分
の
講
座
を
20
回
受
け
た
後
は
、
受
講
者
は
商

品
開
発
と
販
売
提
案
を
す
る
。
そ
れ
に
合
格
し
な
い

と
修
了
証
書
を
発
行
し
な
い
と
い
う
厳
し
い
講
座
で

も
あ
る
。

第
５
期
創
成
塾
の
３
回
目
に
な
る
講
座（
土
曜
日

午
後
）を
の
ぞ
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
今
年
度
か
ら
文

部
科
学
省
に
代
わ
っ
て
大
学
予
算
と
網
走
市
の
助
成

で
、
定
員
10
名
に
対
し
て
12
名
が
受
講
し
て
い
る
。

テ
ー
マ
は
「
食
品
の
衛
生
と

リ
ス
ク
管
理
特
論
」
で
、
食
品

香
粧
学
科
の
宮
地
竜
郎
准
教
授

が
資
料
や
画
像
で
、
各
地
の
食

品
会
社
の
事
例
を
説
明
す
る
。

一
番
乗
り
で
や
っ
て
き
た
函
館

の
障
害
者
支
援
事
業
所
代
表
の

牧
野
喜
代
志
さ
ん
は
「
専
門
的

な
資
料
も
も
ら
え
て
凄
く
勉
強

に
な
り
ま
す
の
で
、
無
欠
席
を

め
ざ
し
ま
す
」と
言
う
。Ｊ
Ｒ
の

最
終
便
で
き
て
前
日
の
夜
に
ホ

テ
ル
に
泊
る
か
夜
行
バ
ス
で
来

る
と
い
う
。
女
性
も
４
名
お
り
、

熱
心
に
ノ
ー
ト
を
取
っ
て
い
た
。

商
品
開
発
と
言
え
ば
、
東
京

農
大
オ
ホ
ー
ツ
ク
キ
ャ
ン
パ
ス

と
地
域
の
連
携
で
商
品
化
さ
れ

た
も
の
に
、
地
元
産
の
大
麦
等

を
使
っ
た
豊
饒
な
香
り
の
網
走

地
ビ
ー
ル
、
鮭
・
鱒
の
魚
醤
、

マ
ス
せ
ん
べ
い
、
大
福
、
ジ
ャ

ム
、
エ
ミ
ュ
ー
製
品
等
々
が
あ

る
。
地
ビ
ー
ル
の
開
発
は
各
町

村
か
ら
の
依
頼
が
多
く
、
ス
イ
ー
ト
コ
ー
ン
、
ニ
ン

ジ
ン
、
ナ
ガ
イ
モ
等
を
原
料
に
し
た
ビ
ー
ル
・
発
泡

酒
も
提
案
し
て
い
る
。

東
京
農
大
食
品
科
学
科（
現
食
品
香
粧
学
科
）と
実

学
セ
ン
タ
ー
編
『
オ
ホ
ー
ツ
ク
１
０
０
の
フ
ー
ド
サ

イ
エ
ン
ス
』
と
い
う
興
味
深
い
本
が
あ
る
。
昆
布
や

海
産
物
か
ら
生
ま
れ
る
数
々
の
健
康
食
品
素
材
、
規

格
外
小
麦
や
ナ
ガ
イ
モ
等
の
有
効
利
用
、
ア
イ
ヌ
の

保
存
食
の
研
究
等
々
１
０
０
項
目
を
、
写
真
等
を
入

▶黒瀧教授（左）と、第5期創成塾の授業風景。
法人、企業、個人に加えて自治体職員の参加も
ある

▶同キャンパスが技術協力した地ビールや、
学生が開発したジャガイモあんの大福
▼売店内で取扱っている東京農大開発商品。
食品や加工品、グッズ等が並んでいる
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れ
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
本
で
、
オ
ホ
ー
ツ
ク

の
食
材
の
素
晴
ら
し
さ
と
、
大
学
が
地
域
と
連
携
し

て
研
究
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
様
子
を
改
め
て
知

る
こ
と
が
で
き
た
。

現
場
で
学
ぶ
︱
︱
農
家
と
連
携
し
て

網
走
市
の
南
西
部
音
根
内
に
は
「
オ
ホ
ー
ツ
ク
網

走
第
21
営
農
集
団
」
が
あ
り
、
７
戸
の
農
家
が
総
計

２
２
０
町
歩
を
耕
作
し
て
い
る
。
道
路
脇
に
農
機
具

を
収
納
・
修
理
す
る
大
き
な
収
納
庫
と
事
務
所
が
あ

り
、
向
か
い
に
は
初
め
て
見
る
巨
大
な
ト
ラ
ク
タ
ー

も
２
機
収
納
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
農
機
具
を
共

同
で
使
用
す
る
た
め
に
組
織
さ
れ
て
い
る
営
農
集
団

だ
。
一
帯
は
ビ
ー
ト
、
小
麦
、
大
麦
、
馬
鈴
薯
等
が

見
渡
す
限
り
栽
培
さ
れ
る
美
し
い
大
地
で
、
東
京
農

大
生
の
実
習
の
場
で
も
あ
る
。
ま
た
、
収
穫
期
に
は

学
生
が
ア
ル
バ
イ
ト
で
働
く
農
地
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
ア
ル
バ
イ
ト
す
る
と
い
う
地
域
産
業
経
営

学
科
３
年
生
の
二
人
の
女
子
学
生
に
案
内
し
て
も
ら

い
、
農
家
の
代
表
と
し
て
安
達
耕
平
さ
ん（
31
）に
も

来
て
い
た
だ
い
た
。
結
婚
し
て
２
児
の
父
親
で
も
あ

る
と
い
う
。

平
野
涼
香
さ
ん（
地
域
産
業
経
営
学
科
３
年
生
）は

静
岡
県
出
身
。「
祖
父
母
が
稲
作
等
の
農
業
を
し
て

い
た
の
で
小
さ
い
時
か
ら
よ
く
手
伝
っ
た
。
そ
の
た

め
農
業
関
連
の
仕
事
を
し
た
い
と
東
京
農
大
を
受
験

し
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
キ
ャ
ン
パ
ス
を
選
び
ま
し
た
。
暇

が
あ
る
と
旅
を
楽
し
み
、
ほ
ぼ
全
道
を
ま
わ
り
ま
し

た
」
と
言
う
。卒
業
後
は
札
幌
市
以
外
の
、目
の
前
に

田
畑
が
あ
る
場
所
の
ホ
ク
レ
ン
で
働
き
た
い
と
い
う
。

大
井
綾
さ
ん（
同
）は
群
馬
県
前
橋
市
の
出
身
。
高

崎
市
に
は
東
京
農
業
大
学
第
二
高
等
学
校
が
あ
り
、

同
高
を
卒
業
し
て
東
京
農
大
を
受
験
、
オ
ホ
ー
ツ
ク

キ
ャ
ン
パ
ス
を
望
ん
で
来
た
。「
環
境
が
と
て
も
よ
く
、

快
適
な
学
生
生
活
で
す
。
た
だ
今
年
の
よ
う
に
５
月

に
雪
が
降
る
と
こ
た
え
ま
す
が
。
卒
業
し
て
農
業
に

ど
う
関
わ
る
か
は
ま
だ
未
定
で
す
」
と
言
う
。
車
を

持
っ
て
い
る
の
で
皆
か
ら
重
宝
さ
れ
て
い
る
。

学
生
た
ち
か
ら
兄
貴
の
よ
う
に
慕
わ
れ
て
い
る
安

達
耕
平
さ
ん
は
、
32�

ha
の
農
地
で
ビ
ー
ト
、
加
工
用

ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
大
麦
・
小
麦
、
ナ
ガ
イ
モ
等
を
栽
培
。

大
麦
は
東
京
農
大
と
研
究
開
発
し
て
ビ
ー
ル
用
に
栽

培
し
て
い
る
新
種
だ
と
い
う
。
麦
畑
の
美
し
さ
は
格

別
で
、
心
地
い
い
風
の
音
も
聞
こ
え
て
来
る
。

安
達
農
園
で
は
ナ
ガ
イ
モ
の
定
植
前
に
平
野
さ
ん

等
を
草
取
り
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
雇
っ
た
。
学
生
に
と

っ
て
時
給
千
円
、
一
日
一
万
円
に
な
る
い
い
ア
ル
バ

イ
ト
の
よ
う
だ
。「
農
作
業
は
殆
ど
が
機
械
化
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
学
生
に
は
秋
の
収
穫
作
業
以
外
は
、

春
夏
に
一
、二
回
草
取
り
を
お
願
い
し
ま
す
。
広
い

で
す
か
ら
一
度
に
４
、５
人
は
必
要
で
す
。
今
の
学

生
は
と
て
も
真
面
目
で
す
ね
」
と
安
達
さ
ん
。

安
達
さ
ん
の
ナ
ガ
イ
モ
畑
へ
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

２
０
０
ｍ
の
長
さ
の
ワ
イ
ヤ
が
上
下
左
右
に
ピ
ン
と

張
ら
れ
た
近
代
設
備
で
、
ワ
イ
ヤ
に
沿
っ
て
植
え
た

苗
木
が
競
争
し
合
っ
て
伸
び
は
じ
め
て
い
る
。

梅
雨
の
な
い
北
海
道
は
雨
が
少
な
く
日
中
の
気
温

は
30
度
近
く
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
私
が
こ
れ
ら
の

農
作
物
を
見
て
い
つ
も
感
動
す
る
の
は
、
肥
沃
な
土

壌
と
は
い
え
、
水
分
の
少
な
い
過
酷
な
条
件
の
中
で

植
物
は
太
陽
を
め
ざ
し
て
伸
び
、
地
中
に
し
っ
か
り

根
を
張
り
、実
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。逆
に
過

酷
な
条
件
が
い
い
農
作
物
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を

学
ぶ
。
農
家
の
英
知
と
植
物
の
逞
し
さ
が
北
の
大
地

を
造
形
し
て
い
る
と
改
め
て
感
じ
る
瞬
間
で
あ
っ
た
。

文
／
浅
井
登
美
子

　写
真
／
満
田
美
樹

●�東京農業大学オホーツクキャンパス�
オホーツク実学センター ☎0152-48-3889　�
http://www.bioindustry.nodai.ac.jp/

▲小麦畑で、左から平野、安達、大井さん
◀左上／ネットを張ったナガイモ畑で
左下／第21営農集団の農機具収納庫の
前で、安達さん
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ダ
ム
で
消
え
た
地
区
の
郷
土
館
、 

再
生
に
夢
を
託
し
て

６
月
中
旬
の
土
曜
日
、
午
前
９
時
。
奧
矢
作
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
の
校
庭
に
は
、
各
地
か
ら

や
っ
て
き
た
車
が
停
ま
り
、「
古
民
家
リ
フ
ォ
ー
ム
塾
」

に
参
加
す
る
人
た
ち
が
集
合
し
た
。
20
名
は
い
よ
う

か
、
中
高
年
の
男
性
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
女
性
の

姿
も
３
人
程
見
ら
れ
る
。
第
６
弾
目
と
な
る
本
年
度

の
リ
フ
ォ
ー
ム
塾
は
５
月
24
日
に
開
校
、
今
日
は
２

回
目
に
当
た
る
た
め
、
参
加
者
は
ヤ
ア
ヤ
ア
と
再
会

を
喜
び
あ
っ
て
い
る
。
主
催
す
る「
奧
矢
作
森
林
塾
」

の
大
島
光
利
理
事
長（
69
）と
端
博
美
事
務
員
か
ら
簡

単
な
説
明
を
受
け
た
あ
と
、
早
速
車
に
分
乗
し
て
今

回
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る
串
原
郷
土
館
へ
向
か
っ
た
。

奧
矢
作
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
は
矢
作
川

上
流
の
風
光
明
媚
な
自
然
の
中
に
あ

る
元
小
学
校
。
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
や
体

育
館
が
あ
り
、
校
舎
は
整
備
さ
れ
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
奧
矢
作
森
林
塾
」
が
開
催
す
る
「
古
民

家
リ
フ
ォ
ー
ム
塾
」
は
６
回
目
を
迎
え
、
今
年
も
ま
た

多
く
の
塾
生
が
や
っ
て
き
た
。
一
泊
二
日
の
全
10
講
座
。

古
い
家
を
再
生
す
る
地
味
で
根
気
の
い
る
作
業
だ
が
、

参
加
者
は
遠
く
関
東
一
円
か
ら
出
か
け
て
く
る
。
大
島

理
事
長
や
三
宅
棟
梁
、
仲
間
に
会
え
る
こ
と
を
喜
び
、

黙
々
と
働
き
、
夕
食
の
当
番
も
す
る
。
夜
は
囲
炉
裏
を

囲
ん
で
語
り
明
か
す
。
奧
矢
作
の
自
然
と
人
の
魅
力
を

た
っ
ぷ
り
味
わ
う
二
日
間
だ
っ
た
。

▲今回リフオームする
古民家「串原郷土館」。塾
生が集合して作業開始

▲土間から茅葺屋根の貴重な木組が
見える

◀「僕たちが学んだ小学校だよ」と語る三宅棟梁（左）
と大島理事長。二人は何事も助け合ってきた同窓生
だった。校庭の大銀杏の木の前で

▲矢作川上流の景勝地にある奧矢作
レクリエーションセンター

平成25年度
過疎地域自立活性化
優良事例

民
家
は
地
域
資
源
、リ
フ
ォ
ー
ム
し
て
定
住
促
進
へ

民
家
は
地
域
資
源
、リ
フ
ォ
ー
ム
し
て
定
住
促
進
へ

［
奧お

く
や
は
ぎ

矢
作
森
林
塾
］ 

●
岐
阜
県
恵え

な

し
那
市
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宿
泊
施
設
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
車
で
約
10
分

程
の
と
こ
ろ
に
串
原
郷
土
館
が
あ
る
。
ダ
ム
湖
に
な

っ
て
い
る
矢
作
川
を
見
下
ろ
す
場
所
で
、
木
々
が
茂

り
ベ
ン
チ
等
を
配
し
た
広
い
公
園
に
整
備
さ
れ
、
道

路
を
挟
ん
だ
そ
の
上
段
に
古
い
民
家
と
土
蔵
が
建
っ

て
い
る
。
鉄
板
で
覆
わ
れ
た
茅
葺
屋
根
の
木
造
家
屋

で
、「
串
原
村
郷
土
館
」
と
書
か
れ
た
古
い
看
板
が
あ

る
。
中
に
入
る
と
広
い
土
間
が
あ
り
、
吹
き
抜
け
に

な
っ
た
天
井
に
は
丸
太
で
萱
を
組
ん
だ
先
人
た
ち
の

技
が
見
て
取
れ
る
。
土
間
の
右
手
に
板
張
り
の
部
屋

が
４
室
ほ
ど
あ
り
、
１
回
目
の
塾
日
に
資
料
等
は
一

か
所
に
集
め
ら
れ
た
。
今
日
は
古
い
板
張
床
を
取
り

除
い
て
新
し
い
床
に
張
替
え
る
作
業
が
行
わ
れ
る
。

串
原
郷
土
館
は
昭
和
43
年
に
矢
作
ダ
ム
が
出
来
た

時
、
こ
こ
に
移
築
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
に
建
築
さ
れ

た
こ
の
地
方
で
最
も
古
い
木
造
家
屋
だ
が
、
長
い
間

“
開
か
ず
の
家
”
だ
っ
た
と
い
う
。

朽
ち
か
け
た
床
を
は
が
す
と
、
カ
ビ
臭
い
匂
い
が

立
ち
込
め
、
支
え
て
い
た
古
い
木
が
現
れ
る
。
マ
ス

ク
と
軍
手
が
欠
か
せ
な
い
。
除
去
し
た
板
を
外
に
運

び
出
し
、
床
土
を
整
備
し
て
新
た
に
土
台
石
を
配
す

る
の
が
午
前
中
の
作
業
。
午
後
か
ら
は
、
土
台
石
の

上
に
丈
夫
な
木
を
立
ち
上
げ
、
そ
こ
に
支
え
の
床
材

を
水
平
に
張
っ
て
い
く
。
12
畳
ほ
ど
の
部
屋
の
床
を

一
寸
の
狂
い
も
な
く
真
っ
平
ら
に
す
る
た
め
に
神
経

を
使
う
作
業
だ
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
用
意
さ
れ
た

床
材
を
張
っ
て
い
く
。
杉
板
の
香
り
が
す
る
見
事
な

床
に
変
身
し
た
。

土
間
に
立
っ
て
指
導
に
当
た
っ
て
い
る
の
が
棟
梁
の

三
宅
律
夫
さ
ん（
60
）。
串
原
の
殆
ど
の
家
を
手
掛
け

て
き
た
人
で
、
大
島
理
事
長
の
片
腕
と
し
て
塾
の
運

営
を
支
え
て
い
る
。
大
工
作
業
に
必
要
な
か
な
づ
ち

や
の
こ
ぎ
り
等
は
棟
梁
が
持
参
、
本
職
の
大
工
仕
事

の
間
に
改
築
に
必
要
な
木
材
の
手
配
等
も
し
て
い
る
。

い
つ
も
先
頭
に
立
っ
て
作
業
を
す
る
の
が
大
島
理

事
長
。
元
消
防
長
だ
っ
た
と
い
う
が
、
家
一
軒
の
建

築
を
任
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
腕
前
で
、
頼
り
に
な
る
人

だ
と
塾
生
達
の
信
頼
が
厚
い
。

作
業
は
、
毎
回
参
加
し
て
い
る
人
は
新
人
の
指
導

に
も
当
た
る
が
、「
今
日
で
二
回
目
」
と
言
う
人
も
慣

れ
た
手
つ
き
で
釘
打
ち
を
し
て
い
る
。
腰
に
は
大
工

道
具
一
式
を
入
れ
た
革
ベ
ル
ト
を
し
て
お
り
、
普
段

か
ら
日
曜
大
工
を
楽
し
ん
で
い
る
様
子
だ
。
反
対
に
、

打
っ
た
釘
が
い
つ
も
曲
が
っ
て
し
ま
う
若
者
も
い
て

「
根
性
は
曲
が
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
ね
」
と
苦
笑

し
な
が
ら
作
業
。
あ
と
で
拝
見
し
た
ら
、
素
早
く
真

っ
す
ぐ
に
打
て
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
初
日
は
皆

の
作
業
を
見
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
初
老
の
女
性
も
、

翌
日
は
釘
打
ち
作
業
に
参
加
、「
楽
し
い
で
す
」
と
紅

潮
し
た
顔
で
語
っ
て
い
た
。

古
民
家
は
地
域
の
資
源
、
再
生
し
て
活
用
を

岐
阜
県
の
南
東
部
に
位
置
す
る
恵
那
市
は
長
野
県

と
愛
知
県
に
接
し
、
市
街
地
の
北
部
を
木
曽
川
、
南

部
を
矢
作
川
が
流
れ
る
美
し
い
自
然
郷
。
平
成
16
年

に
６
市
町
村
が
合
併
、
奧
矢
作
森
林
塾
の
あ
る
旧
串

原
村
は
恵
那
市
の
最
南
端
に
位
置
し
、
矢
作
川
を
経

て
愛
知
県
豊
田
市
に
隣
接
し
て
い
る
。
面
積
は
38
・

22
㎢
、
80
％
が
山
林
で
、
８
４
２
人
３
０
２
世
帯（
平

成
26
年
３
月
現
在
）が
暮
ら
し
て
い
る
。
昭
和
40
年
に
矢

作
ダ
ム
が
出
来
た
た
め
、
釜
井
集
落
の
59
戸
が
移
転

し
た
。
愛
知
県
民
の
水
が
め
で
あ
り
２
つ
の
発
電
所

を
持
つ
矢
作
ダ
ム
。
串
原
は
そ
の
上
流
に
あ
た
り
、

緑
が
色
濃
く
散
策
に
最
適
な
山
林
地
帯
だ
が
、
北
側

に
は
平
坦
で
豊
饒
な
田
園
が
広
が
っ
て
い
る
。

▲郷土館の床をはがすと太い支え木が
現れた。さらに支柱を支える石を並べ
て新たに床板を張っていく
◀水平に支柱を張ったあとは、杉板の
床を寸分の狂いなく敷いていく
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さ
ん
は
嬉
し
そ
う
に
語
る
。
名
古
屋
か
ら
Ｉ
タ
ー
ン
、

ご
主
人
は
技
術
者
で
豊
田
市
に
通
勤
し
て
い
る
が
、

日
曜
日
に
は
リ
フ
ォ
ー
ム
塾
を
手
伝
い
に
来
て
い
た
。

森
林
塾
に
毎
回
の
よ
う
に
通
っ
て
く
る
の
が
第
4

期
生
の
国
井
雅
雄
さ
ん（
64
）。
東
京
・
代
官
山
の
生

ま
れ
だ
が
現
在
は
千
葉
県
柏
市
に
住
み
、
い
つ
も
マ
イ

カ
ー
で
寄
り
道
を
楽
し
み
な
が
ら
や
っ
て
く
る
と
い
う
。

「
こ
こ
は
豊
田
市
と
長
野
県
に
隣
接
、
恵
那
市
は
交

通
も
便
利
な
場
所
。
串
原
は
豊
か
な
自
然
が
溢
れ
る

エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト
。
人
の
手
が
入
っ
て
い
な
い
自
然
や

昔
な
が
ら
の
風
土
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
上
に

素
晴
ら
し
い
の
は
魅
力
的
な
人
々
が
い
る
こ
と
で
す
。

大
島
さ
ん
は
何
で
も
出
来
る
達
人
だ
が
、
驕
ら
ず
、

ど
ん
な
人
に
も
親
身
に
相
談
に
乗
っ
て
い
る
。
三
宅

さ
ん
も
そ
う
、
腕
の
い
い
大
工
で
仕
事
が
多
忙
な
の

に
、
素
人
の
工
作
教
室
に
付
き
合
っ
て
く
れ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
皆
串
原
が
好
き
に
な
る
。
集
ま
っ
て
き

た
人
は
趣
味
や
考
え
方
が
似
て
い
る
せ
い
か
、
か
け

が
え
の
な
い
仲
間
に
な
る
の
だ
ね
」

夫
婦
で
初
め
て
参
加
し
た
の
は
岐
阜
県
山
県
市
か

ら
き
た
本
庄
宏
・
聖
美
さ
ん
。
神
奈
川
県
か
ら
移
住

し
て
山
県
市
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
な
っ
た
の
を
機

に
民
家
の
改
修
を
学
ん
で
い
る
。

栃
木
県
足
利
市
か
ら
は
じ
め

て
参
加
し
た
母
と
息
子
さ
ん
。

「
息
子
は
化
学
品
ア
レ
ル
ギ
ー

で
新
建
材
の
家
に
住
め
な
い
た

め
、
奧
矢
作
の
古
民
家
に
住
み

た
い
」と
模
索
中
だ
。

中
に
は
古
い
家
に
は
住
み
た

く
な
い
が
串
原
の
自
然
と
村
人

が
好
き
だ
と
三
重
県
か
ら
来
る

羽
紫
雅
一
さ
ん（
63
）の
よ
う
に
、

木
造
の
大
き
く
堅
牢
な
二
階
建
家
屋
が
多
い
の
は
、

農
林
業
の
他
に
大
規
模
な
養
蚕
農
家
が
あ
っ
た
名
残

り
で
、
大
島
理
事
長
は
「
こ
こ
は
古
く
て
も
い
い
材

で
作
っ
た
家
が
多
い
。
リ
フ
ォ
ー
ム
塾
は
地
域
資
源

で
も
あ
る
こ
れ
ら
の
家
屋
を
再
生
し
て
地
域
の
活
性

化
を
は
か
り
た
い
と
は
じ
め
ま
し
た
」
と
語
る
。

奧
矢
作
森
林
塾
が
最
初
に
リ
フ
ォ
ー
ム
し
た
の
は

集
落
の
丘
に
建
つ
古
民
家
で
あ
っ
た
。
樹
々
が
茂
る

無
人
の
家
だ
っ
た
た
め
改
装
に
は
２
年
か
か
っ
た
が
、

蘇
っ
た
家
は
「
結ゆ

い
の
炭す

み
か家

」
と
名
付
け
、
中
央
に

囲
炉
裏
と
新
た
に
近
代
的
な
台
所
を
配
し
て
、
塾
生

の
宿
泊
場
所
や
田
舎
暮
ら
し
体
験
施
設
と
し
て
活
用

さ
れ
て
い
る
。

大
島
さ
ん
達
は
、
現
在
リ
フ
ォ
ー
ム
し
て
い
る
郷

土
館
に
、
観
光
客
も
利
用
で
き
る
小
さ
な
カ
フ
ェ
を

設
置
す
る
計
画
だ
。
そ
こ
へ
朗
報
が
飛
び
込
ん
で
き

た
。
奥
矢
作
湖
は
飲
用
水
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
、

今
ま
で
ボ
ー
ト
一
つ
持
ち
込
め
な
か
っ
た
が
、
使
用

許
可
を
依
頼
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
モ
ー
タ
ー
機
能
が

な
い
カ
ヌ
ー
の
使
用
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
い
う
。

休
憩
時
に
「
４
㎞
以
上
あ
る
湖
で
今
夏
は
カ
ヌ
ー

を
漕
ぐ
姿
が
見
ら
れ
そ
う
で
す
」
と
大
島
さ
ん
が
報

告
す
る
と
、
拍
手
と
歓
声
が
あ
が
っ
た
。

奥
矢
作
森
林
塾
の
職
員
・
端
博
美
さ
ん
は
、
皆
に

用
具
を
配
っ
た
り
お
茶
の
用
意
を
し
た
り
と
、
実
に

よ
く
働
き
、
合
間
に
は
作
業
状
況
を
カ
メ
ラ
に
収
め

て
い
る
。
実
は
森
林
塾
の
お
知
ら
せ
や
報
告
等
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
は
端
さ
ん
が
制
作
し
て
配
信
し
て
お
り
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
参
加
す
る
人
が
８
割
を
超
え

て
い
る
と
の
こ
と
。「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見
た
と
問

合
せ
が
あ
り
、
一
度
来
て
く
れ
た
人
は
仲
間
が
出
来

た
と
、
そ
の
後
も
よ
く
参
加
し
て
く
れ
ま
す
」
と
端

▲3時の休憩タイム。塾生から初ものの桃が
差し入れられた

▼皆で改装した囲炉裏のある居間に全員集合して夕食の宴。地元野菜もたっぷり並ぶ

▲毎回参加する国井さん（右）
▼竈で夕食用のご飯を炊く男性たち。「おこ
げがまた旨いんだ」
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地
域
の
草
刈
り
や
清
掃
の
日
に
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
来
て
く
れ
る
助
っ
人
も
い
る
。

一
回
の
参
加
費
は
2
回
の
昼
食
、夕
食
、朝
食
代
で

一
人
３
、０
０
０
円
。
食
費
の
材
料
費
も
出
な
い
と

心
配
だ
が
、「
大
丈
夫
、
こ
こ
を
第
二
の
故
郷
に
し
て

く
れ
る
こ
と
で
い
い
ん
で
す
」
と
大
島
さ
ん
は
言
う
。

こ
の
森
林
塾
を
通
し
て
現
在
ま
で
に
10
世
帯
、
28

人
が
移
住
し
て
き
て
い
る
。
人
口
８
４
２
人
の
串
原

地
区
に
と
っ
て
、
大
変
な
朗
報
で
あ
る
。

里
山
で
念
願
の
田
舎
暮
ら
し

古
民
家
に
移
住
し
て
き
た
人
を
見
る
と
、
大
き
な

屋
敷
で
陶
芸
を
す
る
安
達
和
治
さ
ん
を
は
じ
め
、
地

元
の
女
性
と
結
婚
し
て
養
鶏
所
で
働
く
人
な
ど
多
数

お
り
、
殆
ど
の
人
が
古
民
家
リ
フ
ォ
ー
ム
塾
に
参
加

し
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
地
区
が
好
き
に
な
る
こ
と
、

そ
こ
で
古
民
家
を
購
入
す
る
。
そ
の
上
で
大
島
理
事

長
と
相
談
し
て
、
リ
フ
ォ
ー
ム
塾
が
改
修
を
手
伝
う

こ
と
に
な
る
。

畑
で
草
刈
り
を
し
て
い
た
本
田
正
次
さ
ん（
60
）は
、

知
多
市
か
ら
リ
フ
ォ
ー
ム
塾
に
３
年
通
い
、
手
頃
な

民
家
が
あ
っ
た
た
め
移
住
を
決
め
た
。「
畑
仕
事
を

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
家
は
持
ち
主
が
出
た

と
同
時
に
購
入
し
ま
し
た
の
で
、
改
修
も
少
な
く
す

み
ま
し
た
。
ご
近
所
の
耕
作
し
な
い
畑
を
借
り
て
野

菜
栽
培
を
は
じ
め
ま
し
た
が
、
害
虫
や
雑
草
と
の
闘

い
で
す
ね
。
ミ
ニ
ハ
ウ
ス
も
借
り
ま
し
た
。
来
年
は

田
圃
も
借
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

奧
さ
ん
と
移
住
し
て
き
た
が
、
最
近
会
社
を
辞
め

て
息
子
さ
ん
も
引
っ
越
し
て
き
た
の
で
、
農
業
を
本

格
的
に
や
る
覚
悟
だ
。
暇
を
み
て
は
道
路
脇
の
草
刈

り
も
す
る
た
め
、
近
所
か
ら
喜
ば
れ
て
い
る
。

串
原
地
区
の
中
心
部
に
近
い
丘
の
上
に
ひ
と
き
わ

目
を
引
く
二
階
建
て
家
屋
。
丘
に
建
つ
家
ま
で
Ｓ
字

に
私
道
が
開
設
さ
れ
、
周
辺
に
は
石
垣
や
草
木
が
美

し
く
植
樹
さ
れ
て
い
る
。
山
林
と
原
野
を
造
成
し
て

新
居
を
建
築
し
た
の
は
戸
田
正
さ
ん（
64
）、
淑
子
さ

ん
夫
妻
。
定
年
後
は
田
舎
暮
ら
し
が
し
た
い
と
早
く

か
ら
各
地
を
見
て
き
た
が
、
串
原
地
区
の
田
園
と
古

民
家
が
調
和
し
て
い
る
里
山
風
景
が
気
に
入
っ
た
。

三
人
の
子
供
も
独
立
、
夫
妻
の
実
家
（
ご
主
人
は
春

日
井
市
、
奧
さ
ん
は
名
古
屋
市
）
に
も
比
較
的
近
い
。

戸
田
さ
ん
が
求
め
て
き
た
の
は
、
山
林
と
畑
や
田

圃
に
囲
ま
れ
て
い
て
農
作
業
が
出
来
る
場
所
に
、
二

人
の
夢
を
形
に
し
た
家
を
建
て
る
こ
と
。
大
磯
に
あ

る
家
屋
敷
を
売
り
、
山
林
７
０
０
坪
付
き
の
農
地
と

宅
地
を
購
入
し
た
。
当
時
は
山
林
原
野
だ
っ
た
場
所

で
、
全
部
で
１
４
０
０
坪
も
あ
る
。

そ
の
た
め
の
準
備
・
実
現
に
は
奧
矢
作
森
林
塾
の

大
島
理
事
長
の
努
力
が
あ
っ
た
と
戸
田
さ
ん
は
言
う
。

「
こ
こ
に
住
む
た
め
に
は
ま
ず
地
域
と
関
わ
る
こ
と
が

大
切
。
古
民
家
リ
フ
ォ
ー
ム
塾
や
稲
作
体
験
イ
ベ
ン

ト
等
に
参
加
し
た
。
土
地
の
購
入
で
は
大
島
さ
ん
に

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
4
人
の
地
権
者
が
い

た
の
で
、
地
元
の
信
頼
出
来
る
方
の
紹
介
が
必
須
で

し
た
」

造
成
す
る
た
め
の
費
用
は
莫
大
だ
っ
た
。
森
の
一

部
を
削
っ
て
宅
地
に
す
る
際
に
出
た
土
は
、
幸
い
隣

接
す
る
畑
の
持
ち
主
が
農
地
を
か
さ
上
げ
す
る
の
に

使
っ
て
く
れ
た
と
い
う
。

丘
の
下
か
ら
み
た
家
は
白
亜
の
御
殿
の
よ
う
に
見

え
た
が
、
実
際
に
は
シ
ン
プ
ル
で
機
能
的
な
造
り
で

あ
る
。
玄
関
を
入
る
と
戸
田
さ
ん
が
工
作
等
を
楽
し

む
た
め
の
広
い
作
業
場
が
あ
り
、
中
央
に
は
だ
る
ま

ス
ト
ー
ブ
。
ス
ト
ー
ブ
の
熱
で
２
階
の
書
斎
も
暖
房

が
い
ら
な
い
程
だ
と
い
う
愛
用
品
だ
。
山
林
の
一
部

を
削
っ
て
宅
地
に
し
た
時
に
出
た
杉
丸
太
は
丁
寧
に

割
っ
て
軒
下
に
並
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
山
へ
入
っ
て
は

小
枝
を
払
い
、
そ
れ
も
整
え
て
燃
料
に
使
っ
て
い
る
。

室
内
は
家
具
、
木
造
り
の
壁
、
ド
ア
に
至
る
ま
で

淑
子
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
が
生
か
さ
れ
た
素
敵
な
住
ま

い
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
増
し
て
夫
妻
の
お
気
に
入
り

は
、
景
色
だ
と
い
う
。
東
と
北
は
広
い
庭
と
そ
の
先

に
市
街
地
が
一
望
で
き
、
南
は
杉
林
、
西
に
は
青
田

と
そ
の
先
に
鬱
蒼
と
し
た
山
々
。
ま
さ
に
四
季
折
々

の
里
山
の
美
観
が
楽
し
め
る
家
で
あ
る
。

手
入
れ
さ
れ
た
畑
に
は
ナ
ス
や
ト
マ
ト
等
が
た
わ

わ
に
実
り
、
几
帳
面
な
戸
田
さ
ん
の
人
柄
が
伺
え
る
。

今
年
か
ら
近
く
の
水
田
を
借
り
て
稲
作
も
始
め
た
。

地
域
農
業
の
担
い
手
に
な
り
た
い
と
戸
田
さ
ん
は
一

生
懸
命
で
あ
る
。（
文
／
浅
井
登
美
子

　写
真
／
小
林
恵
）

●NPO法人 奥矢作森林塾 ☎0573-52-2217
http://shinrinj.enat.jp/

▲広大な敷地に建つ戸田さん
の新居。右手にある山林から
切り出した間伐材や小枝はき
れいにカットして薪用に使う。
東方には重厚な民家が建つ集
落が一望できる
▶木の香と温もりに溢れる室
内。東京芸大を出て家具会社
で大工をする娘さんと、調度
品一つにもこだわる奧さんの
嗜好が各所に反映されている

▲畑で草刈り
をする本田さ
ん、裏手の家
に住む。野菜
には消毒しな
いためビニー
ルを張ること
にした
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鉄
砲
伝
来
と
ロ
ケ
ッ
ト
の
島
と
し
て
知
ら
れ
る
鹿

児
島
県
種
子
島
。
島
の
ほ
ぼ
中
央
の
高
台
に
あ
る
西

之
表
市
中
割
地
区
は
、
桜
島
が
大
正
３
年
の
大
噴
火

を
起
こ
し
た
時
、
家
や
生
活
の
糧
を
失
っ
た
桜
島
島

民
が
移
住
し
た
集
落
で
あ
る
。
原
生
林
だ
っ
た
土
地

を
開
墾
し
、
畑
を
切
り
拓
い
た
。
移
住
し
た
年
の
晩

秋
に
は
、
児
童
１
５
６
人
が
学
ぶ
鴻
こ
う
の
み
ね峰
尋
常
小
学
校

を
開
校
す
る
ま
で
の
集
落
に
な
っ
た
。
畑
の
作
物
と

し
て
サ
ツ
マ
イ
モ
や
菜
類
を
作
る
中
で
、
生
姜
の
生

産
が
盛
ん
と
な
り
、
中
割
地
区
は
、
他
の
集
落
か
ら

「
生
姜
山
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
中
割
地
区
に
は
徳
之
島
や
沖
永
良
部
島
、

奄
美
大
島
か
ら
の
移
住
者
も
増
え
、
昭
和
33
年
に
は

１
０
０
０
人
近
く
の
人
口
に
な
る
が
、
そ
の
頃
を
ピ

ー
ク
に
人
口
は
減
り
始
め
、
平
成
13
年
に
は
鴻
峰
小

学
校
が
休
校
と
な
り
、
生
姜
を
作
る
人
も
い
な
く
な

り
「
生
姜
山
」
の
地
名
だ
け
が
残
っ
た
。

そ
こ
に
西
之
表
市
が
採
用
し
た
若
い
地
域
お
こ
し

協
力
隊
員
二
人
が
移
住
し
て
き
た
こ
と
で
、
高
齢
者

ば
か
り
の
集
落
に
変
革
が
起
こ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

島
っ
子
、
Ｕ
タ
ー
ン
し
て 

生
姜
作
り
を
提
案

今
年
６
月
に
廃
校
が
正
式
に
決
定
し
た
鴻
峰
小
学

校
の
正
門
は
、
子
ど
も
達
が
通
っ
て
い
た
当
時
の
よ

う
に
、
小
さ
な
花
壇
に
ピ
ン
ク
色
の
花
が
咲
き
、
南

の
島
特
有
の
暖
か
く
湿
っ
た
空
気
が
流
れ
る
校
庭
は
、

濃
い
緑
色
の
樹
木
が
茂
っ
て
い
た
。
家
庭
科
教
室
を

大
正
年
間
、
桜
島
噴
火
で
避
難
し
た
人
々
が
種
子
島
・

中
割
地
区
の
開
拓
地
で
栽
培
を
始
め
た
と
い
う
生
姜
。

他
か
ら
の
移
住
者
も
増
え
て
大
き
な
集
落
に
な
っ
た
が
、

や
が
て
過
疎
化
で
小
学
校
も
廃
校
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

種
子
島
育
ち
の
島
っ
子
が
地
域
お
こ
し
協
力
隊
で
中
割

地
区
に
来
た
こ
と
で
、
高
齢
化
し
た
地
区
に
奇
跡
が
起

き
た
。
休
耕
地
で
生
姜
を
栽
培
、
休
校
し
た
学
校
を
作

業
場
に
し
て
、
伝
統
の
生
姜
生
産
地
に
再
生
し
よ
う
と

い
う
提
案
。
平
成
24
年
に
は
区
長
を
代
表
理
事
に
し
た

一
般
社
団
法
人
「
な
か
わ
り
生
姜
山
農
園
」
が
設
立
さ
れ
、

地
区
の
お
年
寄
り
た
ち
が
協
力
し
て
無
農
薬
栽
培
と
健

康
食
品
・
生
姜
加
工
品
製
造
に
取
り
組
み
は
じ
め
て
い
る
。

▶島で根を張りたいと地域おこし協
力隊員でUターンした遠藤裕未さん

生
姜
栽
培
を
復
活
し
て
、開
拓
魂
を
受
け
継
ぐ

［
な
か
わ
り
生
姜
山
農
園
］ 

●
鹿
児
島
県
西に
し
の
お
も
て
し

之
表
市

平成25年度
過疎地域自立活性化
優良事例

▲農園代表理事を務める奈尾正友さん
▶作業場に活用している旧鴻峰小学校は草花が咲き木々が茂る楽園
▼第2農園で栽培中の生姜、収獲は8,9月から
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覗
く
と
、
頭
に
ネ
ッ
ト
を
被
り
、
ゴ
ム
手
袋
を
し
た

高
齢
の
男
女
三
人
が
、
一
心
に
加
工
用
生
姜
の
皮
を

剥
い
て
い
た
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
二
人
は
、
耕
作
放
棄
地
で

「
生
姜
山
」
の
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
生
姜
を
作
る
こ

と
を
住
民
に
呼
び
か
け
、
平
成
23
年
に
区
長
を
始
め

と
す
る
数
人
で
、
休
校
中
の
鴻
峰
小
学
校
の
校
舎
を

拠
点
と
し
て
「
な
か
わ
り
生
姜
山
農
園
」
を
結
成
。

６
畝
の
畑
で
生
姜
づ
く
り
を
始
め
た
。
翌
年
に
は
、

区
長
を
代
表
理
事
に
し
て
一
般
社
団
法
人
と
し
た
の
だ
。

隊
員
と
し
て
、
中
割
地
区
に
入
っ
た
遠
藤
裕
未
さ

ん（
37
）は
、
中
学
生
ま
で
種
子
島
で
育
っ
た
島
っ
子

だ
。
そ
の
た
め
島
の
存
在
が
い
つ
も
気
に
な
っ
て
い

て
、
数
年
前
か
ら
島
の
海
水
浴
場
で
海
の
家
を
経
営

す
る
な
ど
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
。
海
の
家
か
ら

見
え
る
馬
毛
島
に
空
母
の
離
着
陸
訓
練
施
設
を
建
設

す
る
問
題
が
起
こ
っ
た
時
に
は
、
人
ご
と
と
思
え
ず

「
根
を
張
る
な
ら
島
で
」
と
考
え
た
。

そ
ん
な
折
に
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
募
集
を
知
っ

て
応
募
。
運
良
く
採
用
に
な
っ
た
こ
と
で
、
彼
女
の

人
生
は
島
へ
さ
ら
に
大
き
く
舵
を
切
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
人
の
隊
員
で
あ
る
新
畑
幸
一
さ
ん
は
、
家
族

３
人
で
中
割
に
赴
任
し
て
き
た
デ
ザ
イ
ナ
ー
だ
。
事

情
が
あ
っ
て
任
期
を
終
え
て
本
土
に
移
住
し
た
が
、

遠
藤
さ
ん
は
、「
自
分
は
、
企
画
は
得
意
だ
け
ど
、
発

信
は
苦
手
。
新
畑
さ
ん
の
デ
ザ
イ
ン
力
が
あ
っ
た
か

ら
短
期
間
で
良
い
発
信
が
で
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
、
強
力
な
味
方
を
失
っ
た
こ
と
を
惜
し
む
。

70
歳
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
イ
ト 

「
古
の
し
ょ
う
が
伝
説
」
を
復
活

家
庭
科
教
室
で
生
姜
の
皮
を
剥
い
て
い
た
の
は

「
70
歳
か
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
バ
イ
ト
」
と
呼
ば
れ

る
１
時
間
５
０
０
円
で
働
く
地
域
の
お
年
寄
り
だ
。

生
姜
を
ジ
ャ
ム
や
紅
茶
と
し
て
加
工
す
る
こ
と
が
、

地
元
雇
用
に
役
立
っ
て
い
る
。

「
生
姜
の
皮
の
剥
き
方
は
難
し
い
ね
。
で
も
、
70
歳

も
過
ぎ
て
か
ら
の
仕
事
は
、
こ
う
い
う
仕
事
が
丁
度

良
い
ね
。
時
間
も
短
く
て
。
昔
難
儀
し
た
こ
と
な
ん

か
を
、
皆
で
一
緒
に
話
し
な
が
ら
仕
事
す
る
か
ら
楽

し
い
よ
」
と
、
島
美
代
子
さ
ん（
77
）。
一
緒
に
仕
事

を
し
て
い
た
島
ト
キ
エ
さ
ん（
85
）は
、
自
分
で
作
っ

た
ミ
ニ
ト
マ
ト
と
黒
砂
糖
を
持
っ
て
来
て
、
仕
事
が

終
わ
っ
た
後
の
お
茶
の
時
間
に
「
こ
ん
ト
マ
ト
を
食

べ
て
み
れ
、
美
味
し
か
ろ
が
。
こ
ん
砂
糖
舐
め
、
美

味
し
か
ろ
が
」
と
、
皆
に
勧
め
る
。
一
番
の
若
手
戸

畑
久
志
さ
ん（
64
）は
、「
こ
の
年
寄
り
を
見
本
に
し
て

頑
張
ら
な
」
と
、
美
代
子
さ
ん
と
ト
キ
エ
さ
ん
の
パ

ワ
ー
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
。

一
般
社
団
法
人
と
な
っ
た
「
な
か
わ
り
生
姜
山
農

園
」
は
、
社
員
が
８
人
。
そ
の
内
の
３
人
が
理
事
。

全
員
合
わ
せ
て
６
反
ほ
ど
の
畑
を
作
っ
て
い
る
。
現

在
、
代
表
理
事
を
務
め
る
奈
尾
正
友
さ
ん（
66
）が
、

生
姜
山
農
園
の
設
立
時
に
書
い
た
「
生
姜
山
実
行
委

員
会
設
立
に
寄
せ
て
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。

▶文化施設「月窓亭」（左）で
「月窓茶」について打合せを
する遠藤さんたち

▲加工を担う島美代子、島トキエ、戸畑久志さん

▲2ヵ月後に収穫する生姜▲皮むき処理した生姜

▲生姜の新芽

▲さっぱりして美味な
生姜 ジャム

▲昔話をしながら皮むき作業

▲健康食品として人気の生姜紅茶（右）
と乾燥生姜
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「
学
校
は
休
校
と
な
り
、
地
域
は
疲
弊
の
度
を
増
し
、

も
は
や
限
界
集
落
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
で
も
、
天
は
ま
だ
中
割
を
見
捨
て
て
は
い
な

か
っ
た
。（
略
）１
０
０
年
の
時
を
越
え
、
今
こ
こ
に

古
の
し
ょ
う
が
伝
説
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
私
た
ち
校

区
民
は
立
ち
上
が
っ
た
。」
そ
し
て
最
後
に
「
本
事

業
を
中
割
区
１
０
０
年
の
大
計
と
位
置
付
け
た
い
」

と
結
ん
で
い
る
。「
な
か
わ
り
生
姜
山
農
園
」
に
対

す
る
地
域
住
民
の
切
実
な
期
待
が
伝
わ
っ
て
く
る
格

調
高
い
声
明
文
だ
。

奈
尾
さ
ん
は
、
３
歳
の
時
に
徳
之
島
か
ら
両
親
に

連
れ
ら
れ
て
中
割
地
区
に
入
植
し
た
。「
生
ま
れ
な

が
ら
に
し
て
父
の
背
を
見
て
き
ま
し
た
の
で
、
公
務

員
の
勤
め
を
続
け
る
傍
ら
で
、
親
父
の
努
力
を
、
そ

れ
で
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
と
、
強
い
思
い
が
あ
り
ま

し
た
」
と
言
う
奈
尾
さ
ん
に
と
っ
て
、
生
姜
山
農
園

の
試
み
は
、「
そ
う
い
う
機
会
を
待
っ
て
い
た
と
い
う

気
が
し
ま
す
」
と
、
協
力
隊
の
提
案
が
、
ま
さ
に
啐

啄
同
時
の
地
域
お
こ
し
と
な
っ
た
の
だ
。

簡
単
に
は
い
か
ん
か
ら
価
値
が
あ
る

さ
て
、
生
姜
山
農
園
結
成
か
ら
わ
ず
か
２
年
後
の

平
成
25
年
に
は
、
全
国
過
疎
地
域
自
立
促
進
連
盟
か

ら
優
良
事
例
と
し
て
会
長
賞
を
受
け
る
な
ど
、
順
風

満
帆
の
滑
り
出
し
に
見
え
る
が
、
幾
つ
か
の
課
題
を

抱
え
る
の
も
事
実
だ
。

第
一
は
、
生
姜
を
有
機
無
農
薬
栽
培
で
作
る
た
め

収
量
が
上
が
ら
な
い
こ
と
と
、
生
産
者
に
よ
っ
て
生

産
品
に
バ
ラ
ツ
キ
が
出
る
こ
と
が
悩
み
だ
。
当
然
、

除
草
剤
は
使
わ
な
い
の
で
、
雑
草
を
一
本
一
本
抜
き

取
る
労
働
は
厳
し
い
。
社
員
と
し
て
一
緒
に
生
姜
を

生
産
す
る
地
元
農
家
が
増
え
て
い
か
な
い
理
由
の
一

つ
に
も
な
っ
て
い
る
。
勉
強
会
を
し
視
察
に
も
行
っ

て
、
品
質
の
向
上
を
図
る
が
、
長
年
自
分
の
や
り
方

で
農
業
を
行
っ
て
き
た
社
員
の
意
識
が
変
わ
る
に
は

時
間
が
掛
か
り
そ
う
だ
。

社
員
の
一
人
田
仲
勇
さ
ん（
69
）が
、
自
分
の
畑
で

栽
培
し
て
い
る
生
姜
の
畝
を
耕
し
て
い
た
。「
追
肥

を
す
る
た
め
の
準
備
で
す
わ
。
土
作
り
で
牛
糞
を
や

っ
て
い
る
か
ら
、
追
肥
は
鶏
糞
と
活
性
水
を
や
ら
ん

と
い
か
ん
。
根
を
丈
夫
に
し
ま
す
か
ら
ね
。
農
薬
は

使
わ
れ
ん
か
ら
、
毎
朝
、
虫
を
見
つ
け
た
ら
一
匹
一

匹
取
る
し
か
な
い
か
ら
。
今
か
ら
は
台
風
の
暴
風
雨

対
策
や
な
。
何
ご
と
も
簡
単
に
は
い
か
ん
。
簡
単
に

い
き
ゃ
、
値
打
ち
は
無
か
ご
と
あ
る
な
」。

田
仲
さ
ん
は
、
苦
労
は
当
た
り
前
と
言
う
。

生
姜
山
農
園
が
管
理
す
る
第
２
農
園
で
は
、
８
人

の
社
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
畝
を
担
当
し
て
生
姜
を
作
っ

て
い
た
。
そ
の
中
で
、
田
仲
さ
ん
が
担
当
す
る
畝
に

は
、
草
一
本
生
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
遠
藤
さ
ん

は
畝
の
草
も
旱
魃
対
策
に
は
重
要
と
考
え
て
い
る
。

昨
年
は
小
雨
の
夏
で
、
あ
る
程
度
草
を
取
っ
て
い
な

か
っ
た
畝
の
方
が
出
来
が
良
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、

田
仲
さ
ん
は
「
草
も
同
じ
肥
や
し
を
取
る
訳
だ
か
ら

な
。
草
を
置
い
と
い
た
ら
来
年
に
は
何
千
倍
に
も
な

る
。
百
姓
に
草
は
大
敵
」
と
、
苦
労
を
厭
わ
ず
一
本

も
残
さ
ず
草
を
抜
く
こ
と
を
良
し
と
し
て
い
る
。

加
工
す
る
原
料
と
な
る
生
姜
の
生
産
量
は
上
が
ら

ず
、
品
質
に
も
バ
ラ
ツ
キ
が
出
て
い
る
た
め
、「
出
荷

で
き
る
量
が
限
ら
れ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
一
気
に

ど
ー
ん
と
捌
け
る
よ
う
な
営
業
は
難
し
い
」
と
、
遠

藤
さ
ん
は
運
営
の
前
途
に
不
安
を
抱
え
て
は
い
る
が
、

新
し
い
展
開
も
見
え
て
き
た
。

地
元
西
之
表
市
の
文
化
施
設
で
観
光
施
設
で
も
あ

る
「
月
窓
亭
」
か
ら
の
依
頼
で
、
種
子
島
で
は
一
般

的
に
飲
ま
れ
て
い
る
月
桃
茶
を
、
ハ
ー
ブ
テ
ィ
と
し

て
「
月
窓
茶
」
の
名
で
新

し
く
売
り
出
す
た
め
の
製

造
と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
製
作

依
頼
が
あ
っ
た
の
だ
。
生

姜
で
は
な
い
が
、
地
元
の

月
桃
の
葉
を
使
っ
た
新
し

い
事
業
は
、
次
の
可
能
性

を
予
感
さ
せ
る
に
充
分
で

あ
る
。

「
畑
の
土
づ
く
り
は
、
５

年
10
年
の
ス
パ
ン
で
考
え

な
い
と
」
と
、
長
期
戦
の

構
え
を
崩
さ
な
い
遠
藤
さ

ん
は
、
今
年
11
月
に
初
め
て
の
出
産
を
予
定
し
て
い

る
。
地
元
に
根
ざ
し
て
ゆ
っ
た
り
と
構
え
る
自
ら
の

人
生
と
「
な
か
わ
り
生
姜
山
農
園
」
の
活
動
を
重
ね

合
わ
せ
る
こ
と
で
、
地
元
の
信
頼
は
一
層
深
く
な
り
、

今
抱
え
て
い
る
課
題
は
自
ず
と
解
決
し
て
い
く
こ
と

だ
ろ
う
。�

写
真
・
文

　芥
川
仁

● 一般社団法人　なかわり生姜山農園  
☎0997-23-8881 ◀農園社員の田仲勇さんと草一本ない生姜畑

▲「月窓亭」の名にちなん
で発売されるハーブティ

「月窓茶」
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日
本
の
西
の
果
て
に
あ
る
西
海
市
。
角
力
灘
に
沈

む
美
し
い
夕
日
を
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
雪
浦
地
区

に
、
ユ
ニ
ー
ク
な
地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
。

今
年
で
16
回
目
を
迎
え
た
雪
浦
ウ
ィ
ー
ク
。
毎
年
ゴ

ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
４
日
間
行
わ
れ
、
観
光
地
で

は
な
い
人
口
約
１
３
０
０
人
の
地
域
に
、
期
間
中

１
万
人
を
超
え
る
人
々
が
訪
れ
る
イ
ベ
ン
ト
に
育
っ

た
。
当
初
、
13
店
舗
だ
っ
た
店
舗
数
も
今
年
は
30
店

舗
と
な
っ
た
。
来
訪
者
は
、
地
図
を
片
手
に
雪
浦
を

散
策
し
な
が
ら
各
店
舗
を
め
ぐ
る
地
域
回
遊
型
イ
ベ

ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

雪
浦
の
海
、
山
、
川
の
豊
か
な
自
然
に
魅
せ
ら
れ

て
、
平
成
の
年
に
な
っ
た
頃
、
Ｉ
タ
ー
ン
、
Ｕ
タ
ー

ン
者
が
少
し
ず
つ
移
り
住
ん
で
き
て
い
た
。
青
年
海

外
協
力
隊
Ｏ
Ｂ
、
陶
芸
家
、
絵
描
き
、
音
楽
家
な
ど

面
白
い
仲
間
達
で
あ
る
。
ま
た
、
地
元
に
も
ユ
ニ
ー

ク
な
仲
間
が
い
た
。
こ
こ
に
は
都
会
に
は
な
い
い
い

も
の
が
あ
る
。
豊
か
な
自
然
、
田
舎
の
暮
ら
し
、
産

物
、
人
。
移
住
組
が
仲
間
に
呼
び
か
け
、
地
元
の
人

達
を
巻
き
込
ん
で
一
緒
に
な
っ
て
作
り
上
げ
た
イ
ベ

ン
ト
が
「
雪
浦
ウ
ィ
ー
ク
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
暮
ら
し
を
紹
介
し
、
訪
れ
る
側
、
迎
え

る
側
、
双
方
が
共
に
楽
し
め
る
、
顔
の
見
え
る
交
流

を
し
よ
う
。
平
成
11
年
の
夏
、
雪
浦
を
一
週
間
解
放

し
よ
う
と
「
第
一
回
雪
浦
ウ
ィ
ー
ク
」
を
開
催
し
た
。

地
域
住
民
が
行
政
に
頼
る
こ
と
な
く
、
自
主
運
営
す

る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
も
快
く
取
り
上
げ

て
く
れ
た
。
友
人
が
友
人
を
呼
び
、
そ
し
て
リ
ピ
ー

タ
ー
を
生
み
、
雪
浦
と
い
う
地
域
の
知
名
度
は
県
内

外
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

運
営
は
実
行
委
員
会
が
行
っ
て
い
る
が
、
行
政
、

学
生
、
地
域
住
民
、
企
業
な
ど
、
県
内
外
の
様
々
な

方
々
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
、
運
営
を
サ
ポ
ー
ト

し
て
く
れ
て
い
る
。

16
回
目
を
迎
え
た
今
年
は
特
に
、
地
元
の
若
者
た

ち
が
主
体
的
に
動
き
始
め
た
。
ペ
ー
ロ
ン
漕
ぎ
手
の

若
者
た
ち
だ
。
雪
浦
ペ
ー
ロ
ン
保
存
会
を
動
か
し
、

体
験
ペ
ー
ロ
ン
が
新
し
い
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
加
わ
っ

た
。
雪
浦
川
に
ペ
ー
ロ
ン
船
が
鐘
の
響
き
と
と
も
に

走
り
、
新
た
な
ウ
ィ
ー
ク
の
風
物
詩
と
な
っ
た
。
ま

た
、
地
元
20
代
の
若
者
た
ち
の
新
し
い
店
舗
が
２
店

オ
ー
プ
ン
し
た
。
願
っ
て
も
な
い
動
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
学
習
の
一
環
と
し
て
、
毎
年
参
加
し
て

く
れ
て
い
る
の
が
、
雪
浦
小
学
校
の
子
供
達
で
あ
る
。

今
年
も
手
作
り
ケ
ー
ナ
で
の
演
奏
や
、
合
唱
を
し
て

雪
浦
を
め
ぐ
り
、
街
角
ラ
イ
ブ
を
し
て
く
れ
た
。
来

訪
者
の
心
が
和
ん
で
い
く
の
が
わ
か
る
。
前
述
の
20

代
の
若
者
た
ち
は
、
小
学
校
の
時
に
雪
浦
ウ
ィ
ー
ク

を
楽
し
ん
で
育
っ
た
若
者
た
ち
で
も
あ
る
。

子
供
た
ち
の
演
奏
に
感
動
し
た
来
訪
者
か
ら
、
雪
浦

小
学
校
に
手
紙
が
届
い
た
。
佐
賀
県
の
方
だ
。
み
な
さ

ん
に
一
言
お
礼
が
言
い
た
く
て
、
と
あ
り
、「
友
人
か
ら

雪
浦
ウ
ィ
ー
ク
の
話
を
聞
い
て
是
非
行
き
た
い
と
思
い

ま
し
た
。
ケ
ー
ナ
の
演
奏
が
聞
け
る
と
知
っ
て
、
そ
の

日
に
ど
う
し
て
も
行
か
な
く
て
は
と
出
か
け
ま
し
た
。

雪
浦
に
到
着
し
て
見
回
す
と
、
ち
ょ
う
ど
学
校
に
戻
ろ

う
と
し
て
い
た
皆
さ
ん
と
会
え
た
の
で
、
声
を
か
け
て

し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
、
私
達

の
目
の
前
で
す
ぐ
に
『
コ
ン
ド
ル
は
飛
ん
で
行
く
』
を

全
員
で
演
奏
し
て
く
れ
ま
し
た
。
大
変
感
動
し
ま
し
た
。

そ
の
あ
と
の
体
育
館
で
の
コ
ン
サ
ー
ト
も
素
晴
ら
し
か

っ
た
で
す
。
そ
し
て
そ
の
様
子
を
や
さ
し
く
見
つ
め
る

ま
ち
の
方
々
の
表
情
も
と
て
も
素
敵
で
し
た
。
私
は
、

雪
浦
と
い
う
町
の
大
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

（
省
略
）」
と
結
ば
れ
て
い
た
。

昨
年
は
、
全
国
過
疎
地
域
自
立
促
進
連
盟
会
長
賞

を
頂
い
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
他
の
団
体
の
皆
さ
ん

の
発
表
を
聞
い
て
刺
激
を
受
け
、
私
達
ウ
ィ
ー
ク
メ

ン
バ
ー
に
も
気
合
が
入
っ
た
。
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
の

新
企
画
を
実
行
。
年
間
を
通
し
た
地
域
活
性
化
を
目

指
す
新
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
企
画
、
進
行
中
。
４
月
に

移
住
者
が
カ
フ
ェ
を
オ
ー
プ
ン
、
７
月
に
は
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
若
い
家
族
が
移
住
し
て
き
た
。
す
で
に
ウ
ィ

ー
ク
仲
間
と
し
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
い
る
。

雪
浦
は
今
年
も
面
白
く
な
り
そ
う
だ
。

（
雪
浦
ウ
イ
ー
ク
実
行
委
員
会
会
長

　渡
辺
美
佳
）

●雪浦ウィーク実行委員会 
長崎県西海市大瀬戸町雪浦下郷1292番地  
☎0959-22-9305 
http://yukinouraweek.com

▲自然と暮らす「ぐりーん」　自然素材の焼き菓
子販売で人気

ア
ー
ト・手
作
り
品・イ
ベ
ン
ト
で
お
も
て
な
し

［
雪
浦
ウ
ィ
ー
ク
］ 

●
長
崎
県
西さ
い
か
い
し

海
市

▲今年からはじまった雪浦ペーロン保存会
若手メンバーによるペーロン体験

▲今年４月にオープンしたIターン者によるイタリ
アンカフェ「秀一楼」。入場待ちの長い行列が出来た

平成25年度
過疎地域自立活性化
優良事例
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●寄ろ会みなまた 
水俣市教育委員会生涯学習課内 
☎0966-61-1639 
http://www.city.minamata.lg.jp/

「
寄
ろ
会
み
な
ま
た
」（
世
話
人
代
表
／
下
田
国
義
氏
）

は
水
俣
病
に
よ
り
長
年
疲
弊
し
て
き
た
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
も
う
一
度
作
り
直
す
た
め
に
平
成
３
年
に

発
足
し
た
。「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
か
ら
「
あ
る
も

の
さ
が
し
」
へ
の
転
換
を
活
動
テ
ー
マ
に
、
地
域
住

民
自
ら
が
話
し
合
い
、
心
を
一
つ
に
し
な
が
ら
、
地

域
資
源
の
再
発
見
と
活
用
、
環
境
に
配
慮
し
た
地
域

づ
く
り
を
行
っ
て
き
た
。

当
初
は
水
俣
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
の
指
導

で
、「
地
域
資
源
マ
ッ
プ
」「
水
の
経
路
図
」「
地
域
人
材

マ
ッ
プ
」
等
を
制
作
、
各
地
区
の
リ
ー
ダ
ー
の
養
成

と
地
区
の
「
あ
る
も
の
さ
が
し
」
等
に
当
た
っ
て
き

た
が
、
会
員
の
発
案
と
呼
び
か
け
で
、
平
成
17
年
よ

り
「
菜
の
花
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
」
が
ス
タ
ー
ト
し

た
。休

耕
地
を
利
用
し
て
菜
の
花
を
植
え
る
、
菜
種
を

採
っ
て
菜
種
油
を
作
り
、
廃
油
で
石
鹸
や
ろ
う
そ
く

を
作
り
、
搾
り
か
す
は
肥
料
に
す
る
と
い
う
環
境
保

全
活
動
で
も
あ
る
。
学
校
も
協
力
、
子
供
た
ち
と
保

護
者
が
大
勢
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
各
地
に
美
し

い
菜
の
花
畑
が
登
場
し
た
。
刈
り
取
り
や
サ
ヤ
か
ら

種
を
出
す
作
業
に
も
子
供
が
参
加
し
、
菜
種
油
は
学

校
給
食
で
使
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
廃
油
で
作
っ
た
ろ

う
そ
く
は
、
水
俣
病
で
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
へ
祈
り

を
捧
げ
る
「
火
ま
つ
り
」
で
灯
さ
れ
る
。

「
寄
ろ
会
」
の
活
動
に
関
心
を
持
つ
子
供
や
親
が
増

え
た
こ
と
か
ら
、
メ
ン
バ
ー
の
意
欲
も
高
ま
り
、
地

域
の
美
化
や
休
耕
地
を
生
か
し
た
新
た
な
取
り
組
み

も
始
ま
っ
て
い
る
。
現
在
「
寄
ろ
会
」
に
は
23
地
区
、

約
１
０
０
名
の
会
員
が
い
て
、
月
一
度
は
リ
ー
ダ
ー

を
中
心
に
し
た
会
議
が
開
か
れ
て
い
る
。

菜
の
花
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
他
に
、
カ
ボ
チ
ャ

を
栽
培
し
て
地
区
祭
り
に
料
理
し
て
提
供
す
る
山
間

部
地
区
、
商
店
街
に
花
壇
を
設
置
し
て
花
で
賑
わ
い

を
演
出
す
る
市
街
地
区
な
ど
が
あ
る
。

新
し
い
活
動
と
し
て
は
、
休
耕
地
に
大
豆
を
栽
培

し
て
、
収
穫
し
た
大
豆
で
豆
腐
作
り
を
し
よ
う
と
計

画
し
て
い
る
地
区
も
あ
る
。
こ
の
大
豆
栽
培
で
は
、

小
学
校
が
土
曜
日
に
校
外
授
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
小
学
３
年
生
が
農
家
の
指
導
で

月
一
回
畑
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
る
。
収
穫
し
た
大
豆

は
文
化
祭
の
時
に
豆
腐
を
作
っ
て
皆
で
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
大
人
も
子
供
も
一
生
懸
命

と
の
こ
と
。
大
豆
栽
培
が
軌
道
に
乗
れ
ば「
寄
ろ
会
・

手
作
り
豆
腐
」
が
登
場
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
寄
ろ
会
み
な
ま
た
」は
市
民
と
行
政
が
連
携
し
た「
環

境
に
や
さ
し
い
暮
ら
し
円
卓
会
議
」
に
も
協
力
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
を
提
案
、
円
卓
会
議
か
ら
、

か
ら
い
も
栽
培
と
焼
酎
の
商
品
化
も
は
じ
ま
っ
た
。

結
び
な
お
さ
れ
た
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
輪
が
、

数
々
の
成
果
を
生
み
地
域
活
性
化
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
何
よ
り
も
嬉
し
い
の
は
、
未
来
を
託
す
子
供
た

ち
が
地
域
に
関
心
を
持
ち
、
活
動
を
支
え
て
く
れ
る

こ
と
だ
と
関
係
者
は
言
う
。

地
域
の
心
を
一
つ
に
、菜
の
花
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

［
寄
ろ
会
み
な
ま
た
］ 

●
熊
本
県
水み
な
ま
た
し

俣
市

平成25年度
過疎地域自立活性化
優良事例

▲「おれんじ鉄道」の周辺に栽培される菜の花畑

▲生育を良くするための新芽摘み

◀菜種を収穫する
子供たち

▲刈り取った種をサヤから落とす作業
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新
上
五
島
町
は
五
島
列
島
の
北
部
に
あ
り
、
中
島

と
若
松
島
を
中
心
に
７
つ
の
有
人
島
と
60
の
無
人
島

か
ら
成
っ
て
い
る
。
町
の
南
西
部
に
位
置
す
る
若
松

地
区
は
、
海
と
山
の
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
６
つ

の
美
し
い
有
人
島
で
、
島
の
大
部
分
が
西
海
国
立
公

園
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
若
松
地
区
を
、
い
き
い
き
元
気
な
町
に
、
住

ん
で
よ
か
っ
た
、
一
度
は
出
て
行
っ
て
も
帰
っ
て
こ

よ
う
と
思
え
る
ふ
る
さ
と
に
し
よ
う
と
設
立
さ
れ
た

の
が
、
地
域
活
性
化
グ
ル
ー
プ
「
若
松
ふ
る
さ
と
塾
」。

年
間
を
通
し
て
、
地
域
の
人
が
参
加
し
て
交
流
を

深
め
る
イ
ベ
ン
ト
、
ま
た
観
光
客
も
来
島
し
た
く
な

る
よ
う
な
観
光
・
物
産
の
祭
り
な
ど
を
企
画
運
営
し

て
い
る
。

「
若
松
ふ
る
さ
と
塾
」
の
歴
史
は
古
く
、
昭
和
62
年

に
開
催
さ
れ
た
長
崎
県
主
催
の
「
上
五
島
地
域
島
お

こ
し
大
学
」
に
参
加
し
た
受
講
生
６
名
の
若
者
が
中

心
に
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
同
様
の
グ
ル
ー
プ
は
５
、

６
団
体
あ
っ
た
が
、
活
動
に
対
す
る
町
か
ら
の
補
助

金
が
な
く
な
っ
た
時
点
で
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
若
松
ふ
る
さ
と
塾
は
、
会
員
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
と
地
区
住
民
の
協
力
で
27
年
間
継
続
し

て
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
行
い
、
高
い
評
価
を
受

け
て
い
る
。

現
在
会
員
は
15
名
。
設
立
当
時
の
メ
ン
バ
ー
は
50

代
の
中
堅
に
な
り
、
地
域
の
産
業
発
展
の
要
に
な
っ

て
い
る
。
企
画
立
案
は
ベ
テ
ラ
ン
会
員
が
、
準
備
や

現
場
で
の
指
導
等
は
若
い
会
員
た
ち
が
中
心
に
な
っ

て
活
動
し
て
い
る
。
20
年
以
上
塾
長
を
務
め
て
き
た

荒
井
純
次
さ
ん
（
58
歳
、「
で
ん
き
の
ア
ク
ト
」
代
表
）

は
、
若
松
ふ
る
さ
と
塾
の
事
務
局
を
そ
の
ま
ま
会
社

内
に
置
き
、
代
表
を
深
浦
孝
司
さ
ん
（
39
歳
、
自
動

車
整
備
会
社
勤
務
）
に
譲
っ
た
。
女
性
メ
ン
バ
ー
も

２
名
、
さ
ら
に
会
が
行
う
行
事
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
地

域
住
民
の
協
力
体
制
も
整
っ
て
き
て
い
る
。

若
松
ふ
る
さ
と
塾
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
を
見
て
み
る

と
、
例
え
ば
４
月
は
若
松
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
上
空

を
住
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
鯉
の
ぼ
り
が
数
百
枚
舞
い
、

５
月
連
休
に
は
子
供
と
保
護
者
た
ち
に
よ
る
「
無
人

島
体
験
」。
美
し
い
海
で
泳
ぎ
、
海
辺
の
生
き
物
観

察
を
し
た
後
は
、
薪
や
流
木
を
拾
っ
て
き
て
サ
ザ
エ

ご
飯
を
作
っ
て
食
べ
る
と
い
う
行
事
で
、
無
人
島
体

験
は
夏
休
み
に
も
子
供
会
で
実
施
さ
れ
る
人
気
行
事

の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

夏
は
お
盆
に
帰
っ
て
く
る
人
や
観
光
客
も
来
島
し

て
盆
踊
り
や
花
火
、
夜
店
で
賑
わ
う
「
サ
マ
ー
フ
エ

ス
テ
イ
バ
ル
in
わ
か
ま
つ
」、
そ
し
て
秋
10
月
に
は
子

供
た
ち
の
「
わ
ん
ぱ
く
相
撲
大
会
」、
11
月
に
は
島
内

の
特
産
品
や
鮮
魚
等
が
一
堂
に
会
す
る
「
ど
て
ら
い

市
」。
こ
の
日
は
子
供
た
ち
の
餅
投
げ
大
会
、
天
然
鯛

他
が
当
た
る
抽
選
会
等
も
あ
り
、
島
外
か
ら
来
る
人

も
多
く
、
大
賑
わ
い
す
る
。
ど
て
ら
い
市
を
受
け
て
、

４
月
か
ら
は
月
一
回
朝
市
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
地
元
の
特
産
品
や
手
作
り
品
開
発
に
も
弾
み
が

つ
い
た
。
そ
し
て
12
月
に
は
、
親
た
ち
に
代
わ
っ
て

サ
ン
タ
に
扮
し
た
会
員
が
子
供
た
ち
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

を
届
け
る
等
、
年
間
を
通
じ
て
活
動
し
て
い
る
。

他
に
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
披
露
宴
の
プ
ロ
デ

ュ
ー
ス
。
島
外
に
出
て
結
婚
し
た
人
が
親
や
仲
間
に

紹
介
し
た
い
と
相
談
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
め
た
。

会
で
は
今
後
さ
ら
に
、
町
に
あ
る
宝
も
の
の
発
掘

と
そ
れ
を
ど
う
最
大
限
に
活
用
で
き
る
か
、
元
気
な

町
づ
く
り
を
ど
う
持
続
し
て
い
く
か
を
模
索
し
て
い

る
。

●若松ふるさと塾 
長崎県新上五島町榎津郷491 
☎0959-46-3591（でんきのアクト内）

島
は
魅
力
溢
れ
る
イ
ベ
ン
ト
会
場

［
若
松
ふ
る
さ
と
塾
］ 

●
長
崎
県
新し
ん
か
み
ご
と
う
ち
ょ
う

上
五
島
町

平成25年度
過疎地域自立活性化
優良事例

▲潮だまりで、さまざまな海の生物をGET!

▲漁船、ボート数隻を使って無人島を目指す「無人島体験」

▲漁船では通れない狭い瀬戸を小型ボートでスリリングに
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か
つ
て
は
昼
食
に
食
事
す
る
店
が
な
か
っ
た
と
い

う
山
都
町
だ
が
、
そ
ん
な
人
を
農
家
が
自
家
製
の
手

打
ち
そ
ば
で
も
て
な
し
た
こ
と
か
ら
、「
宮
古
へ
行
く

と
う
ま
い
そ
ば
が
食
べ
ら
れ
る
」
と
口
込
み
で
評
判

に
な
っ
て
い
っ
た
。
標
高
４
０
０
ｍ
の
霧
が
多
く
、

昼
夜
の
気
温
差
が
15
度
の
あ
る
山
間
地
で
は
米
作
り

が
出
来
ず
、
農
家
は
蕎
麦
を
栽
培
し
て
主
食
代
わ
り

に
食
べ
る
と
い
う
習
慣
が
あ
っ
た
。
宮
古
地
区
で
は
、

製
粉
は
男
衆
、
蕎
麦
打
ち
は
女
性
の
仕
事
で
、
そ
ば

は
各
家
の
味
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
こ
の

集
落
は
越
後
浦
街
道
に
あ
る
た
め
、
行
商
に
来
た
人

が
逗
留
し
、
そ
ば
で
も
て
な
す
習
慣
が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
注
目
し
た
山
都
町
商
工
会
で
は
、
昭
和
59

年
に
ム
ラ
お
こ
し
事
業
と
し
て
そ
ば
を
活
用
し
た
事

業
を
開
始
、
第
１
回
「
山
都
新
そ
ば
ま
つ
り
」
を
開

催
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、「
山
都
そ
ば
」
は
知
名
度

を
高
め
、
や
が
て
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
、
そ
ば
耕
作
面

積
の
拡
大
や
そ
ば
を
食
す
る
店
の
確
保
等
、
多
様
な

取
り
組
み
が
は
じ
ま
っ
た
。

そ
の
後
平
成
７
年
に
「
会
津
山
都
そ
ば
協
会
」
が

発
足
、
商
工
会
主
導
か
ら
町
全
体
で
そ
ば
を
活
用
し

た
地
域
振
興
を
図
っ
て
い
く
体
制
に
な
っ
た
。

協
会
の
主
催
で
各
種
そ
ば
祭
り
が
開
催
さ
れ
、
さ

ら
に
会
員
た
ち
の
日
々
の
技
術
研
修
、
そ
ば
の
里
に

ふ
さ
わ
し
い
美
し
い
環
境
作
り
、
お
も
て
な
し
の
向

上
等
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
き
た
。

山
都
そ
ば
は
、
上
質
の
一
番
粉
を
繋
ぎ
な
し
で
打

つ
た
め
、
白
っ
ぽ
く
て
透
明
感
が
あ
る
シ
コ
シ
コ
し

た
歯
ご
た
え
が
特
徴
で
あ
る
。
会
津
山
都
そ
ば
協
会

で
は
、
一
番
粉
を
使
う
、
繋
ぎ
を
一
切
使
わ
な
い
等

を
取
り
決
め
て
い
る
が
、
さ
ら
に
各
店
が
特
色
作
り

に
励
ん
で
い
る
。

蕎
麦
店
が
一
軒
も
な
か
っ
た
地
域
に
、
現
在
26
軒

の
蕎
麦
店
が
開
業
。
来
町
者
は
、
他
地
区
と
の
競
合

や
大
震
災
の
影
響
で
、
一
時
は
低
迷
し
た
が
、
昨
年

は
健
康
食
品
と
し
て
そ
ば
が
見
直
さ
れ
る
等
の
影
響

も
あ
り
、
年
間
12
万
人
が
訪
れ
た
。

そ
の
最
大
行
事
が
秋
に
開
催
さ
れ
る
「
山
都
新
そ

ば
ま
つ
り
」。
野
外
に
長
屋
風
そ
ば
通
り
を
設
置
、

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
も
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
平
成
10
年

か
ら
は
大
寒
の
日
に
一
ノ
川
に
そ
ば
を
浸
し
立
春
の

日
に
引
き
上
げ
て
寒
風
に
晒
す
と
い
う
「
寒
晒
し
そ

ば
ま
つ
り
」
を
開
催
し
て
い
る
。
そ
ば
に
内
包
し
た

で
ん
ぷ
ん
質
の
酸
化
作
用
で
、
新
そ
ば
と
は
異
な
る

旨
み
が
出
る
と
、
そ
ば
通
に
人
気
で
あ
る
。
鮮
度
を

保
っ
て
保
管
す
る
た
め
の
雪
室
も
出
来
た
。

最
近
で
は
、
商
店
や
企
業
が
米
粉
・
小
麦
等
を
取

り
入
れ
た
新
商
品
を
開
発
、
そ
ば
粉
入
り
の
ケ
ー
キ

や
そ
ば
菓
子
の
販
売
店
も
増
え
て
き
た
。
協
会
で
は

Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
者
の
受
入
れ
、
そ
ば
農
家
の
後
継
者

育
成
、
地
元
農
業
高
校
と
連
携
し
た
技
術
指
導
等
、

町
全
体
の
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

●会津山都そば協会  
福島県喜多方市山都町字広葎田2432-1 
☎0241-38-2390（事務局・田中）

“
幻
の
そ
ば
”を
食
べ
に
年
間
12
万
人
が
訪
れ
る
里
山

［
会
津
山
都
そ
ば
協
会
］ 

●
福
島
県
喜き
た
か
た
し

多
方
市

▲平成10年から行っている「寒晒しそばまつり」

▲「素人そば打ち段位認定山都大会」の様子

▲そばのふるさと宮古地域

平成25年度
過疎地域自立活性化
優良事例
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自分の夢と地域の産物に付加価値をつけ地域ビ
ジネスにした周防大島町の松嶋さん、柑橘農家の
山本さん。奧矢作森林塾を運営する大島さんと棟
梁。遠くから毎回やってくる塾生たちは、元気
な大島さんと仲間に会いたいからだという。広
大な棚田を守る四ヶ村住民と保存会の人々。普
段接する機会が少ない東京農大オホーツクキャ
ンパスにも地域産業に関する膨大な研究データ
があり、地域との連携を望んでいる。そして今
も毎日思い出すのが、近づいてきて「また会い
においで」と優しい眼差しを向けてくれた浦河
牧場の馬たち。田舎は最高だと「でぽら」の取
材を続けられる幸せを改めて嚙みしめている（a）

2014 in みえ
全国過疎問題シンポジウム

今回の過疎法の改正により，平成22年
国勢調査の結果に基づく過疎地域の要件
が追加されました。これにより、新たな市
町村が過疎地域に指定されました。
その追加要件として、
1. 人口要件

（1）45年間の人口要件
① 昭和40年～平成22年の人口減少率

が33%以上であること。
② 昭和40年～平成22年の人口減少率

が28%以上であり、かつ高齢者比率
（65歳以上人口）が32%以上または
若年者比率（15歳以上30歳未満人
口）が12%以下であること。

　 ただし、昭和60年～平成22年の25
年間で10%以上人口増加している市
町村は除く。

（2）25年間基準
　 昭和60年～平成22年の人口減少率

が19%以上であること。
2. 財政力要件
　 平成22年度～平成24年度の3ヶ年に

係る財政力指数の平均が0.49以下で
あること。

その結果、新たな過疎市町村は次の通り
です。
①  非過疎市町村で新たな過疎地域の要

件に該当する市町村

②  一部過疎市町村で新たな過疎地域の
要件に該当する市町村

③  みなし過疎市町村で新たな過疎地域
の要件に該当する市町村

[北海道]　①富良野市、新篠津村、余市町、
美幌町、白老町、厚真町　②函館市、釧路市
[青森県]　②五戸市　③つがる市
[岩手県]　②二戸市
[宮城県]　①気仙沼市、南三陸町
[秋田県]　①八郎潟町
[山形県]　①金山町
[福島県]　①平田村、小野町
[栃木県]　③那珂川町
[群馬県]　②中之条町
[千葉県]　①勝浦市
[石川県]　①羽昨市
[岐阜県]　③揖斐川町
[大阪府]　①千早赤阪村
[和歌山県]　①湯浅町、印南町
[岡山県]　②備前市
[広島県]　②府中市
[福岡県]　①香春町、赤村　②みやま市
[長崎県]　①島原市
[宮崎県]　①都農町　②日南市
[鹿児島県]　①枕崎市　③指宿市
合計　①22団体　②9団体　③4団体
平成26年4月1日現在の過疎関係市町
村数は797市町村です。

新たに過疎地域に指定された市町村

平成25年度過疎地域自立活性化［総務大臣賞］受賞団体
昨年は過疎地域自立活性化の優良事例と
して、総務大臣賞を4団体、全国過疎地域
自立促進連盟会長賞を6団体が受賞した。
総務大臣賞を受賞した団体は次のとおり。
・新潟県十日町市／株式会社「あいポート仙田」
過疎と高齢化が著しい豪雪地域の仙田地
区に危機感を持つ有志6人が発起人、
16名が出資して平成22年に㈱あいポ
ート仙田を設立した。高齢農家が営農が
困難な時は会社が引き継ぐ、高齢世帯の
雪下ろしや昼食の提供、JAやAコープ
の店舗の撤退に伴い、地区にミニスーパ
ー、食堂、農産物直売所を開店する等、住
民になくてはならない存在になっている。
・愛知県東栄町／ NPO法人「てほへ」
古くから郷土芸能が盛んな東薗目地区で
は、東京から「花祭り」を手伝いに来る若
者らで祭りを継続してきたが、その中の
4名が平成元年に廃校を借りて和太鼓集
団を結成、今では20名の若者がIターン
して地区を支えている。平成22年に町
内外の応援者と共に「NPO法人てほへ」

を立ち上げ、奥三河地区の風土や伝統文
化の継承を中心に、「地域の暮らしお助け
隊」等の日常活動にも力を入れている。
・島根県江津市／「ビジネスコンテスト」他
市は平成22年よりソーシャルビジネス
の創業をめざす人材を誘致、発掘するた
め、「ビジネスプランコンテスト」（通称
Go－con）を開催。これを契機に人材や
若者の挑戦を支援する「NPO法人てごね
っと石見」が設立された。商工会議所、信
用金庫、市ら6機関で実行委員会が結成
されて、ビジネスコンテストの運営、創業
支援が行われている。
・徳島県神山町／NPO法人「グリーンバレー」
グリーンバレーでは集落内の古民家を都
市のICT企業に貸し出す「サテライトオ
フィイスプロジェクト」を開始、情報サー
ビス企業等10社が開設された。光回線
を使って高速インタ―ネットを利用でき
るのが特色。地元企業との連携、雇用の創
出もあり、地域再生の新たなモデルとし
て注目される。

*なお、全国過疎地域自立促進連盟［会長賞］を受けた団体は、本誌28-38頁で紹介しています。

開催日程
10／9（木）　13:00〜17:00 全体会 
伊勢市　三重県営サンアリーナ
・過疎地域自立活性化優良事例表彰式
・基調講演　 曽根原久司（NPO法人えがおつなげ

て代表理事）
・ パネルディスカッション 

コーデイネーター／飯盛義徳（慶応義塾大学総合政
策学部教授）　パネリスト／曽根原久司（前揚）、尾
上武義（三重県大台町町長）、江崎貴久（旅館「海月」
女将他）、大和田順子（（一社）ロハス・ビジネス・ア
ライアンス共同代表）、西村訓弘（三重大学副学長、
同大学地域戦略センター長）

・交流会18:00～20:00 鳥羽市・鳥羽国際ホテル
10／10（分科会）
・尾鷲市　三重県立熊野古道センター
・鳥羽市　答志コミュニティアリ―ナ
・大台町　健康ふれあい会館
・南伊勢町　町民文化会館
分科会では過疎地域自立活性化優良事例発表とパ
ネルディスカッション、現地視察が行われる。
問い合せ／三重県地域連携部南部地域活性化局 
☎059-224-2195

平成26年10月9日(木)～10日(金)
過疎地域の未来に向けたイノベーション
～つながり、持ち寄り、支え合う「ふるさと」～
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No.36 ふるさとへ帰る！ Ｕターンした人の生活と意見
山を育てる「わにもっこ」山内さん（青森
県大鰐町）輪島の食文化と向き合う安原
さん（石川県輪島市）女性の感性を生か
して「松波酒造」金七さん（石川県能登
市）有機農業［桜江オーガニックファー
ム］反田さん（島根県江津市）トマト栽培
農家で自立・畑中さん（山口県阿東町） 
故郷の巨木ガイド「つるぎの達人」兼西さ
ん（徳島県つるぎ町）資料館を「音のふる
さと」に・安部さん（広島県庄原市）いの
ちを繋ぐ有機農業・山下さん（高知県土
佐町）秘境の里の再生・轟さん（福岡県
矢部村）「プロステージ花壱番」土井さん

（秋田県男鹿市）他

ふるさとへ帰る！
 Uターンした人の生活と意見

特集

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2009年
春夏号

本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。

No.37 地域活性化のサポート隊
三宅村の農林漁業の再生に取り組む／東
京都島しょ農林水産総合センター　心に
も豊かな森林を／長野県林業大学校・木
曽南部森林組合　和紙職人をめざす／島
根県浜田市　地域医療の再生とまち創り

「夕張希望の杜」　地域医療をプロ集団が
担う／磐梯町保健医療福祉センター　水
源の森を企業と地域で守る／福岡県朝倉
市・東峰村　達人たちがガイドする熊野
の豊饒な世界へ／紀南ツアーデザインセ
ンター　お父さんパワーを結集して竹林
整備／奈良県宇陀市室生町　月山山麓に
再現した山形県鶴岡市「庄内映画村」

地域活性化のサポート隊特集

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2009年
秋冬号

本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。

No.38 進取の英知を未来へ—近代化遺産
◆北の大地に夢を拓いた北海道遺産／根
釧台地の格子状防風林（根室地区）稚内
港北防波堤ドーム（稚内市）佐賀家二シ
ン番屋（留萌市）◆新時代を先取りした
近代化施設／尻屋埼灯台と寒立馬（青森
県東通村）旧大湊水源地堰堤（青森県む
つ市）読書発電所・桃介橋（長野県南木
曽町）三角西港の石積埠頭（熊本県宇城
市）旧郡築新地桶門他（熊本県八代市） 
旧登米高等尋常小学校（宮城県登米市） 
鋳造造船で近代化に挑戦（山口県萩市） 
石見銀山・温泉津温泉（島根県大田市） 
魚梁瀬森林鉄道（高知県馬路村他）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

進取の英知を未来へ 近代化遺産

2010年
春夏号

特集

本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。

No.39 交流・協働で地域を元気に
東京農大生の里山保全活動（福島県鮫川
村）「風の谷・森林の楽校」（岐阜県揖斐
川町）八木沢集落の地域おこし協力隊

（秋田県上小阿仁村）協力隊で山村生活を
体験（岐阜県高山市）栗島に住んで二年
目・西畑さんの報告（新潟県栗島浦村）「き
みの定住を支援する会」（和歌山県紀美野
町）「ゆめ倶楽部 21」「米作り塾」（和歌
山県日高川町）お母さんの知恵袋「四季
の里」（静岡県川根本町）おやきの里（長
野県小川町）大石田そば街道（山形県大
石田町）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2010年
秋冬号

特集交流・協働で地域を元気に

本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。

No.40 夢を紡ぐ—地域伝統のものづくり職人
大館曲げわっぱ（秋田県大館市・栗久） 
南木曽「木地師の里」（長野県南木曽町・
野原工芸） むらかみ町屋再生プロジェク
ト（新潟県村上市）三津谷煉瓦窯再生プ
ロジェクト（福島県喜多方市）伝統の切
れ味、土佐打刃物（高知県香美市土佐山
田町）からむし織の里（福島県昭和村） 
い草の育成とゴザ織り（熊本県八代市） 
三好お札の里（徳島県三次市池田町）縮
れ穂栽培から、南部箒（岩手県九重村・
高倉工芸）秋山郷が紡ぐ、猫つぐら（長
野県栄村）アイヌ文化を未来へ伝える（北
海道平取町ニ風谷）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2011年
春夏号

夢を紡ぐ――
地域伝統のものづくり職人

特
集

本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。

No.41 これが自慢の味・風土・人—地域ブランド作戦
生いもこんにゃく NO.1（群馬県東吾妻
町・小山農園）450 年の歴史を経て、
西海えだおれなす（長崎県西海市）飼料
用米生産と「こめ育ち豚」（山形県遊佐
町）森を救う家具「ニシアワー」（岡山県
西粟倉村）京丹波の伝統作物（京都府京
丹波町）山里文化を語り継ぐ「遠野物語」
の里（岩手県遠野市）富良野ラベンダー
の里（北海道中富良野町）米蔵・しおま
ち唐琴通り・須恵器（岡山県瀬戸内市牛
窓）「森の香菖蒲ご膳」（佐賀市富士町） 
トキと暮らす郷（新潟県佐渡市）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2011年

これが自慢の味・風土・人

地域ブランド作戦
特
集

No.42 新たなコミュニティーの実践—農山漁村の再生
中山間地域の住民をサポートする（高知
県仁淀町・越知町・いの町）スキ―場跡
地に森林を復元（長野県長和町）天草漁
師の「ひと網オーナー制度」（熊本県天草
市有明町）油屋・万屋・車屋を地区で運
営（広島県安芸高田市川根）｢元気かい !
集落応援プログラム｣（和歌山県田辺市）
協力隊から起業・就職（北海道喜茂別町）
女子大 OB 生の田舎暮らし & 地域おこ
し（茨城県常陸太田市）おといねっぷ美
術工芸高校（北海道音威子府村）観葉植
物栽培日本一（鹿児島県指宿市）環境モ
デル都市（高知県檮原町）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2012年

新たなコミュニティーの実践

農山漁村の再生特 集

No.43 Iターンして新規就農—地域の農の新しい風
担い手を育成して地域活性化（大分県由
布市庄内町、豊後大野市）河岸段丘は命
と恵みの大地（新潟県津南町）｢南郷トマ
ト｣の若い担い手（福島県南会津町）農家
の心意気をニューファーマーに（北海道
士別市朝日地区）自家製レモンで大三島
リモンチェッロ（愛媛県今治市上浦）「農
業をする」という人生の作り方（岩手県西
和賀町）地域の産直市「お山の大将」（徳
島県美波町）休耕田にしない・親子で米
作り（広島県庄原市総領）昔の味を「げん
たの野菜」（山梨県笛吹市芦川） 高原を彩
るヒマラヤの青いケシ（長野県大鹿村） 
環境未来都市しもかわ（北海道下川町）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2013年
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