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「
メ

イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
」
の
商
品
は
高
レ
ベ

ル
で
品
質
が
よ
い
、
と
い
う
の
が
世
界
的
な
評

価
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
電
化
製
品
、
自
動
車
、
光
学
機

器
等
の
産
業
技
術
分
野
で
日
本
は
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
を
誇
り
、

工
業
大
国
日
本
の
繁
栄
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た

半
面
、
農
山
漁
村
で
は
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
に
悩
ま
さ

れ
、
更
に
、
国
際
化
や
自
由
貿
易
の
進
展
に
伴
い
農
産
物

や
飼
料
等
が
大
量
に
流
入
し
第
一
次
産
業
は
衰
退
し
て
き

ま
し
た
。
そ
こ
か
し
こ
で「
農
業
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
」

と
い
う
農
家
の
人
た
ち
の
声
を
聞
く
よ
う
に
な
り
、
食
料

自
給
率
は
40
％
を
下
回
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
農
山
村
地
域
や
農
産
物
を
取
り
巻
く
状
況

が
、
い
ま
少
し
ず
つ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
農
林
漁

業
の
近
代
経
営
に
努
力
し
て
き
た
人
々
、
先
祖
か
ら
の
土

地
を
大
切
に
耕
し
て
き
た
農
民
、
そ
し
て
地
域
を
衰
退
さ

せ
て
は
い
け
な
い
と
熱
心
に
活
動
し
て
き
た
住
民
や
団
体
。

そ
ん
な
人
々
の
長
年
の
努
力
と
、
行
政
や
都
市
住
民
・
消

費
者
団
体
等
の
支
援
に
よ
り
、
過
疎
化
や
高
齢
化
に
悩
む

農
山
村
地
域
が
よ
う
や
く
活
力
を
取
り
戻
す
動
き
が
広
が

っ
て
き
た
の
で
す
。

日
本
の
農
産
物
は
安
全
で
美
味
し
い
と
海
外
で
も
注

目
さ
れ
て
お
り
、
外
国
へ
輸
出
す
る
機
会
も
増
え

て
き
ま
し
た
。
農
産
品
も
、
工
業
製
品
と
は
違
う
意
味
で
、

メ
イ
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
は
世
界
の
ブ
ラ
ン
ド
品
に
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
新
鮮
で
良
質
な
国
産
の
農
産
物
が
、

い
つ
も
身
近
に
豊
富
に
あ
る

こ
と
に
慣
れ
て
い
た
私
た
ち

は
、
そ
の
あ
り
が
た
さ
を
世

界
の
人
た
ち
か
ら
教
え
ら
れ

た
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
も
っ
と
国
内
で
農

産
物
の
生
産
を
高
め
自
給
率
を
上
げ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、

高
齢
化
や
後
継
者
難
で
厳
し
い
状
況
に
あ
る
農
山
村
を
再

生
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
都
市
住
民
も
考
え
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

今
、
日
本
の
産
業
界
は
、
世
界
各
国
と
の
厳
し
い
競

争
や
経
済
動
向
の
影
響
を
受
け
て
全
体
的
に
低
迷
し
て
い

ま
す
。
そ
ん
な
状
況
を
反
映
し
て
か
、
都
市
か
ら
移
住
し

て
農
村
で
働
く
若
者
や
、
定
年
後
は
自
然
の
豊
か
な
田
舎

で
暮
ら
し
た
い
と
い
う
中
高
年
者
が
増
え
て
い
ま
す
。Ｉ
・

Ｕ
タ
ー
ン
者
の
従
来
に
な
い
発
想
や
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
宣

伝
、
販
売
も
農
山
村
に
新
風
を
吹
き
込
ん
で
い
ま
す
。
学

校
で
も
子
供
た
ち
が
自
然
環
境
に
ふ
れ
、
農
林
業
を
体
験

す
る
機
会
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
地
域
の
人
々
と
交
流
す

る
場
が
増
え
ま
し
た
。
森
や
田
畑
、
漁
港
に
子
供
た
ち
の

賑
や
か
な
声
が
溢
れ
る
、
そ
れ
を
田
舎
の
人
た
ち
は
心
待

ち
し
て
い
る
の
で
す
。
問
題
は
山
積
し
て
い
ま
す
が
、
一

緒
に
考
え
て
く
れ
る
人
た
ち
が
出
来
た
こ
と
が
新
し
い
希

望
に
な
っ
て
い
ま
す
。

Ｂ
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｄ（
ブ
ラ
ン
ド
）と
は
、評
価
の
高
い
商
標
、

銘
柄
等
の
こ
と
。
我
が
国
に
は
各
地
に
、
地
域

が
そ
の
生
産
を
継
承
し
続
け
て
き
た
数
々
の
農
産
物
や
加

工
品
が
あ
り
ま
す
。
地
域
の
自
然
条
件
、
歴
史
、
文
化
等

に
培
わ
れ
な
が
ら
作
ら
れ
て
き
た
も
の
で
、
地
域
の
ブ
ラ

ン
ド
品
と
し
て
の
評
価
を
確
立
し
て
い
る
も
の
も
数
多
く

あ
り
ま
す
。
今
回
は
、
こ
う
し
た
、
地
域
の
人
達
が
誇
り

と
自
信
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
、
地
域
を
元
気
づ
け

る
よ
う
な
ブ
ラ
ン
ド
農
産
品
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
み
ま

し
た
。
こ
れ
ら
は
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
減
ら
し
て
安
全

で
よ
り
美
味
し
い
も
の
を
旬
の
状
況
で
消
費
者
に
届
け
る

努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
た
な
産
品
も
開

発
さ
れ
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
の
評
価
を
確
立

す
る
ま
で
に
は
長
い
年
月
と
努
力
が
必
要
で
す
が
、
取
材

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
方
々
は
、
科
学
的
な
専
門
知
識
も
豊

富
で
、
農
業
を
心
か
ら
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
農
業
の
再

生
が
地
域
の
発
展
と
活
性
化
に
繋
が
る
と
信
じ
て
い
る
か

ら
で
す
。
ま
た
、
地
域
の
パ
ワ
ー
源
と
な
る
お
母
さ
ん
達

も
ま
す
ま
す
健
在
、
グ
ル
ー
プ
で
農
産
物
や
自
然
の
恵
み

を
活
か
し
た
和
菓
子
、
郷
土
料
理
等
を
創
作
し
て
、
元
気

な
風
を
吹
か
せ
て
い
て
く
れ
ま
し
た
。

今
回
の「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
作
戦
」の
も
う
一
つ
は
、
自

然
や
歴
史
、
文
化
を
地
域
ブ
ラ
ン
ド
に
し
て
い
る
ま
ち
の

紹
介
で
す
。
特
色
あ
る
風
土
や
歴
史
、
文
化
に
加
え
て
、

様
々
な
斬
新
で
魅
力
あ
る
取
り
組
み
が
、
新
た
に
人
々
の

出
会
い
や
特
産
品
を
生
み
育
て
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
ま
た
、
都
市
住
民
等
の
協
力
と
支
援
が
あ
っ

て
こ
そ
。
皆
で
地
域
ブ
ラ
ン
ド
を
広
め
、
活
用
し
て
田
舎

を
元
気
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

こ
の
度
の
東
日
本
大
震
災
で
東
北
各
地
は
未
曾
有
の

災
害
を
受
け
、
更
に
、
原
発
事
故
の
影
響
も
加
わ
り
、
東

北
地
方
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
品
の
中
に
は
、
生
産
施
設
を
失

い
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
評
価
を
失
う
な

ど
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
も
の

が
あ
り
ま
す
。
災
害
に
遭
わ
れ
た
方

た
ち
に
は
、
心
か
ら
お
悔
や
み
申
し

上
げ
、
ま
ち
の
復
興
は
も
と
よ
り
、

地
域
ブ
ラ
ン
ド
品
に
つ
い
て
も
、
そ

の
一
日
も
早
い
復
活
を
お
祈
り
す
る

次
第
で
す
。「

で
ぽ
ら
」編
集
部 

㈶
過
疎
地
域
問
題
調
査
会

◀休耕田をビオトープにする子供たちの
体験授業。掘り起して泥田にしたあとス
クラムを組んで踏む（佐渡市新穂で、新潟
市立東青山小６年生）

こ
れ
が
自
慢
の
味・風
土・人
︱
地
域
ブ
ラ
ン
ド
作
戦

●
特
集
企
画
に
寄
せ
て

▲西海えだおれなす

▲丹波栗、実を枝に一つ
だけ残して育成

▲「米育ち豚」用の飼料米
を作る田圃（遊佐町）



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。
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生
い
も
の
味
を
い
か
し
た�

新
し
い
健
康
食
品

こ
ん
に
ゃ
く
は
水
は
け
の
よ
い
山
間

部
の
斜
面
を
利
用
し
て
栽
培
さ
れ
る
ケ

ー
ス
が
多
い
が
、
小
山
農
園
の
あ
る
東

吾
妻
町
岩
井
地
区
は
、
市
街
地
の
比
較

的
平
坦
な
田
園
地
帯
で
、
家
屋
敷
の
ま

わ
り
で
水
田
と
畑
、
こ
ん
に
ゃ
く
畑
を

耕
作
し
て
い
る
。

渋
川
と
草
津
温
泉
を
結
ぶ
県
道
沿
い

に
小
山
農
園
の
生
い
も
こ
ん
に
ゃ
く
販

売
店
が
あ
っ
た
。

出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
小
山
林
衛
社

長（
57
）と
奥
さ
ん
の
澄
子
さ
ん
。
店
内

に
は
小
玉
こ
ん
に
ゃ
く
、
板
こ
ん
に
ゃ

く
、
白
滝
等
の
こ
ん
に
ゃ
く
製
品
が
沢

山
並
び
、
朝
取
り
し
た
大
根
や
人
参
、

地
域
特
産
品
も
置
か
れ
て
い
る
。

売
店
の
隣
に
は
こ
ん
に
ゃ
く
製
造
所

が
あ
り
、
２
人
の
女
性
が
作
業
し
て
い
た
が
、
訪
ね

た
時
間
が
昼
近
か
っ
た
た
め
、
朝
早
く
か
ら
始
ま
っ

た
製
造
作
業
は
終
了
し
て
い
て
、
注
文
の
こ
ん
に
ゃ

く
詰
合
せ
セ
ッ
ト
を
発
送
す
る
準
備
を
し
て
い
た
。

全
国
の
特
産
品
を
直
販
す
る
郵
便
局
の
「
ゆ
う
パ
ッ

ク
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
中
元
シ
ー
ズ
ン
に

な
る
と
毎
日
か
な
り
の
注
文
が
来
る
よ
う
だ
。

す
べ
て
が
無
添
加
、
無
着
色
の
手
作
り
品
で
、
紫

蘇
の
葉
で
薄
紅
色
に
染
め
た
梅
味
こ
ん
に
ゃ
く
、
草

色
が
美
し
い
素
麺
風
こ
ん
に
ゃ
く
等
、
初
め
て
見
る

製
品
も
あ
る
。
種
類
の
多
さ
に
驚
い
て
見
て
い
る
と
、

中
年
の
ご
夫
婦
が
「
こ
ん

に
ゃ
く
玉
を
く
だ
さ
い
」

と
入
っ
て
き
た
。
毎
月
の

よ
う
に
埼
玉
県
か
ら
出
か

け
て
き
て
、
生
芋
を
三
、

四
個
購
入
、
自
分
た
ち
で

手
造
り
こ
ん
に
ゃ
く
を
楽

し
む
の
だ
と
言
う
。

早
速
小
山
さ
ん
が
裏
手

の
貯
蔵
庫
に
行
き
、
土
付

の
ま
ま
低
温
保
管
し
て
い

る
こ
ん
に
ゃ
く
玉
を
数
個

▲小山農園売店の前で、小山さん夫妻
▶加工を待つ三年ものこんにゃく芋

群
馬
県
は
全
国
の
こ
ん
に
ゃ
く（
蒟
蒻
）生
産
の
89
・
5
％
を
占
め
る
一

大
生
産
地
。
そ
の
中
で
、
こ
ん
に
ゃ
く
栽
培
60
年
以
上
の
小
山
農
園
を

営
む
小
山
林
衛
さ
ん
は
、
地
域
特
産
物
マ
イ
ス
タ
ー
に
認
定
さ
れ
て
い

る
。
有
機
栽
培
に
加
え
て
、
県
平
均
単
収
の
44
％
増
を
誇
る
達
人
で
、

平
成
13
年
に
県
内
で
最
初
の
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
に
認
定
さ
れ
、
20
～
22

年
ま
で
三
年
連
続
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
丹
精
こ
め
て

栽
培
し
た
こ
ん
に
ゃ
く
芋
は
、昔
な
が
ら
の「
生
ズ
リ
」
製
法
で
加
工
し
、

10
数
種
の
美
味
し
い
生
芋
こ
ん
に
ゃ
く
を
製
造
加
工
し
て
い
る
。

大麦の脇に芽を出して成長
するこんにゃく芋畑

エ
コ
フ
ァ
ー
ム
栽
培
し
、昔
な
が
ら
に
加
工

生
い
も
こ
ん
に
ゃ
く
NO.
１（     

）

群
馬
県
東ひ

が
し
あ
が
つ
ま
ま
ち

吾
妻
町

小
山
農
園

マ
イ
ス
タ
ー
自
慢
の

地
域
特
産
品
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持
っ
て
き
た
。「
こ
こ
へ
来
る
と
有
機
栽
培
し
た
良

い
芋
を
安
く
分
け
て
く
れ
ま
す
。
は
じ
め
は
何
度
か

失
敗
し
ま
し
た
が
、
今
は
刺
身
用
か
ら
煮
物
用
ま
で

上
手
に
造
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
何
し
ろ
断
然
美
味

し
い
で
す
」
と
客
人
は
言
う
。
一
個
３
０
０
円
の
芋

数
個
に
添
え
て
、
奥
さ
ん
が
「
毎
度
あ
り
が
と
う
ね
」

と
取
れ
た
て
の
大
根
や
人
参

を
ど
っ
さ
り
手
渡
す
。「
こ

の
サ
ー
ビ
ス
も
嬉
し
く
て

ね
」
と
夫
妻
は
ご
満
悦
で
ク

ル
マ
に
乗
り
こ
ん
で
行
っ
た
。

「
周
辺
に
は
草
津
、
万
座
、

四
方
な
ど
の
有
名
な
温
泉
地

が
あ
り
、
当
社
の
こ
ん
に
ゃ

く
の
大
切
な
納
品
先
で
す
が
、

板
前
さ
ん
か
ら
色
の
つ
い
た

も
の
、
煮
て
も
色
が
変
わ
ら

な
い
も
の
等
の
注
文
が
あ
る

ん
で
す
。
中
に
は
正
月
用
に

金
粉
入
り
を
と
依
頼
し
て
く

る
シ
ェ
フ
も
い
ま
す
」
と
小

山
さ
ん
は
言
う
。

一
般
に
市
販
し
て
い
る
こ

ん
に
ゃ
く
の
場
合
、
95
％
は

粉
か
ら
製
造
し
て
い
る
と
い

う
が
、
小
山
農
園
で
は
生
芋

を
す
り
下
ろ
し
て
製
造
す
る

「
生
ズ
リ
」
方
法
を
行
っ
て

き
た
。

こ
ん
に
ゃ
く
玉
自
体
は
ぴ

り
っ
と
辛
く
か
な
り
エ
グ
味

が
強
い
た
め
、
昔
は
灰
水
で

溶
い
て
煮
る
等
加
工
に
手
間

が
か
か
っ
た
と
い
う
。
い
ま
は
コ
ン
ニ
ャ
ク
マ
ン
ナ

ン
と
い
う
多
糖
を
糊
化
し
ア
ル
カ
リ
液
で
固
め
る
の

が
一
般
的
だ
が
、
小
山
農
園
で
は
風
味
や
食
感
を
大

切
に
し
て
昔
な
が
ら
の
生
ズ
リ
方
法
に
こ
だ
わ
っ
て

い
る
。
カ
ロ
リ
ー
が
低
く
て
食
物
繊
維
が
豊
富
、
血

糖
値
や
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
下
げ
る
健
康
食
品
と
し

て
も
人
気
だ
。

大
麦
と
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
て�

環
境
保
全
型
栽
培

自
宅
作
業
場
の
裏
手
に
あ
る
こ
ん
に
ゃ
く
畑
に
案

内
し
て
頂
い
た
。
広
い
平
坦
な
農
地
に
、
土
を
盛
り

上
げ
て
畝
を
作
り
、
そ
こ
に
は
今
年
春
に
播
い
た
大

麦
が
20
㎝
ほ
ど
に
伸
び
て
い
る
。
緑
の
軟
ら
か
い
葉

が
初
夏
の
風
を
受
け
て
心
地
よ
く
、
そ
の
麦
に
寄
り

添
う
よ
う
に
芽
を
出
し
茎
を
伸
ば
し
て
い
る
の
が
こ

ん
に
ゃ
く
芋
だ
っ
た
。
10
㎝
程
伸
び
た
茎
は
先
端
部

分
か
ら
葉
を
出
し
始
め
て
い
る
。

こ
ん
に
ゃ
く
芋
は
、
１
、２
年
目
は
秋
に
収
穫
し
て

春
ま
で
室
内
で
保
管
し
、
３
年
目
に
よ
う
や
く
加
工

で
き
る
芋
に
な
る
。
見
学
し
た
畑
の
芋
は
２
年
目
の

も
の
で
、
５
月
頃
大
麦
の
根
元
に
球
植
し
た
。
８
月

頃
に
は
茎
が
70
、
80
㎝
に
伸
び
て
葉
を
縦
横
に
広
げ
、

畑
一
面
が
濃
い
緑
に
覆
わ
れ
る
と
い
う
。

「
大
麦
は
７
月
頃
に
な
る
と
突
然
黄
色
に
な
っ
て
枯

れ
始
め
て
、
そ
れ
が
こ
ん
に
ゃ
く
芋
の
肥
料
に
な
る

ん
で
す
。
こ
ん
に
ゃ
く
芋
は
細
菌
に
弱
い
デ
リ
ケ
ー

ト
な
植
物
で
、
特
に
梅
雨
時
や
雨
天
続
き
に
は
根
腐

れ
し
や
す
く
、
病
気
が
発
生
し
や
す
い
。
そ
れ
を
防

い
で
土
壌
の
水
分
を
吸
収
し
て
く
れ
る
の
が
大
麦
の

根
な
ん
で
す
」

大
麦
の
根
元
に
40
～
50
㎝
間
隔
で
植
え
た
こ
ん
に

ゃ
く
芋
の
畝
、
５
、６
畝
の
間
に
草
刈
り
等
の
作
業
道

を
一
つ
設
け
た
畑
は
幾
何
学
模
様
の
よ
う
に
美
し
い
。

続
い
て
案
内
し
て
頂
い
た
の
が
、
山
麓
際
の
あ
る

畑
。
３
年
目
を
迎
え
る
こ
ん
に
ゃ
く
芋
が
植
え
ら
れ

て
い
る
が
、
自
宅
裏
の
畑
に
比
べ
る
と
温
暖
差
が
あ

る
せ
い
か
、
茎
の
成
長
は
や
や
遅
い
。
し
か
し
太
く

て
た
く
ま
し
い
芋
達
で
、
葉
を
広
げ
よ
う
と
す
る
苗

木
も
見
ら
れ
る
。

こ
こ
が
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
に
認
定
さ
れ
、
３
年
連

続
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
す
る
等
、
日
本
一
に
輝

▲田圃で草刈りをする小山専太郎さん ▲人気のこんにゃく芋セットを持って、
小山澄子さん

▲梅味こんにゃくの袋詰作
業をする従業員の皆さん

▼農林大臣賞を受賞しているこんにゃく芋畑（６月）
◀８月になると葉を一杯に広げる
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く
こ
ん
に
ゃ
く
芋
畑
。

化
学
肥
料
や
農
薬
を

減
ら
す
た
め
、
ボ
カ

シ
堆
肥
を
入
れ
た
土

壌
作
り
を
し
、
大
麦

を
添
え
て
栽
培
す
る

等
の
環
境
保
全
型
農

業
を
実
践
し
て
き
た

場
所
で
あ
る
。
加
え

て
、
一
般
畑
の
生
産
の
１
・
５
倍
近
い
収
穫
を
上
げ
て

い
る
の
も
大
き
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

「
は
る
な
く
ろ
と
言
う
、
糊
が
強
く
生
ズ
リ
に
適
し

た
品
種
が
主
で
す
が
、
こ
の
畑
は
赤
城
大
玉
と
い
う

玉
が
大
き
く
な
る
品
種
で
、
３
年
間
し
っ
か
り
育
て

て
い
る
た
め
収
穫
量
が
多
い
の
で
す
」
と
小
山
さ
ん

は
謙
遜
す
る
。
し
か
し
雑
談
の
中
に
も
、
環
境
問
題

や
農
薬
、
肥
料
等
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
持
ち
、
長

年
熱
心
に
研
究
開
発
に
当
た
っ
て
き
た
小
山
さ
ん
の

科
学
的
視
点
と
地
域
農
業
を
支
え
て
い
く
と
言
う
強

い
意
思
が
伺
え
る
。

８
月
頃
に
は
芋
の
防
菌
用
に
、
石
灰
と
薄
い
ボ
ル

ド
液
を
混
ぜ
た
消
毒
薬
を
散
布
す
る
。
石
灰
が
葉
に

残
る
た
め
、
葉
は
白
っ
ぽ
く

な
る
が
、
人
体
に
は
影
響
な

い
と
言
う
。

「
以
前
は
消
毒
の
た
め
に
体

を
壊
す
農
民
が
多
か
っ
た
ね
。

い
ま
は
手
間
暇
か
け
て
も
農

薬
を
減
ら
す
よ
う
に
な
り
、

群
馬
県
吾
妻
郡
の
こ
ん
に
ゃ

く
農
家
約
３
０
０
戸
の
う
ち

２
０
０
戸
が
有
機
栽
培
を
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

そ
の
た
め
に
小
山
さ
ん
は
農
家
へ
指
導
に
行
っ
た

り
、
新
規
就
農
者
や
若
者
の
受
け
入
れ
に
も
積
極
的

だ
。
小
山
さ
ん
の
４
人
の
息
子
さ
ん
達
は
皆
大
学
を

出
て
教
師
や
研
究
所
勤
務
を
し
て
い
る
が
、
小
山
さ

ん
の
家
に
は
息
子
一
家
や
仲
間
、
教
授
た
ち
が
良
く

出
か
け
て
来
る
よ
う
だ
。
気
さ
く
で
チ
ャ
レ
ン
ジ
精

神
旺
盛
な
夫
妻
の
魅
力
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。

昔
な
が
ら
の
知
恵
を
活
か
し
て�

自
然
環
境
を
保
全
す
る

山
際
に
あ
る
畑
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
イ

ノ
シ
シ
や
猿
、
鹿
に
よ
る
被
害
。
特
に
イ
ノ
シ
シ
は

成
長
し
た
芋
は
エ
ゴ
く
て
食
べ
な
い
が
、
赤
ち
ゃ
ん

芋
の
「
生き

ご子
」
を
好
む
。
次
期
の
種
イ
モ
に
な
る
大

切
な
芋
だ
け
に
畑
荒
ら
し
は
迷
惑
だ
。
秋
口
に
な
る

と
こ
ん
に
ゃ
く
畑
に
は
鹿
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
。「
昔
は
鹿
を
見
る
な
ん
て
こ
と
は
な
か
っ
た
の

に
最
近
は
群
れ
で
来
る
。
そ
の
た
め
電
流
入
り
の
鉄

柵
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
」

畑
の
四
方
に
張
っ
た
鉄
牧
柵
は
動
物
に
合
わ
せ
て

高
さ
を
調
整
す
る
等
、
そ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
。

休
耕
地
の
増
加
が
野
生
動
物
の
出
没
の
要
因
に
も

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
町
で
は
岩
井
地
区
住
民
の

協
力
の
元
、
休
耕
地
の
活
用
対
策
と
し
て
ラ
ッ
パ
水

仙
を
植
え
て
岩
井
親
水
公
園
と
し
て
整
備
し
て
き
た
。

50
ａ
に
及
ぶ
水
仙
畑
は
桜
の
咲
く
頃
白
黄
色
の
見
事

な
花
畑
に
な
り
、
観
光
客
が
訪
れ
る
景
勝
地
に
な
っ

て
い
る
他
、
水
仙
は
生
花
と
し
て
出
荷
も
し
て
い
る
。

小
山
さ
ん
も
「
岩
井
水
仙
保
存
会
」
の
メ
ン
バ
ー
で
、

春
一
番
は
そ
の
作
業
で
大
忙
し
の
よ
う
だ
。

家
の
前
の
水
田
で
は
小
山
さ
ん
の
父
上
、
小
山
専

太
郎
さ
ん（
80
）が
畔
の
草
刈
り
を
し
て
い
る
。「
岩

井
米
は
榛
名
山
の
い
い
水
と
温
暖
差
の
あ
る
気
候
で

育
て
る
の
で
、
美
味
し
い
と
人
気
上
昇
だ
ね
。
我
が

家
も
自
家
用
分
だ
け
は
作
り
、私
が
見
張
り
番
で
す
」

と
、
米
作
り
達
人
は
笑
顔
で
応
え
た
。

大
正
時
代
に
建
造
し
た
自
宅
は
、
昔
養
蚕
も
や
っ
て

い
た
た
め
に
大
き
く
重
厚
な
木
造
住
宅
で
、
敷
地
内
の

蔵
や
収
納
庫
に
も
歴
史
の
古
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

本
家
の
隣
に
は
こ
ん
に
ゃ
く
芋
を
冬
季
間
保
管
す

る
建
物
が
あ
る
。
ミ
ニ
体
育
館
並
み
の
広
さ
だ
。
一

階
の
天
井
に
は
竹
が
隙
間
な
く
敷
か
れ
、
竹
は
い
ぶ

し
銀
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
。
11
月
に
採
取
し
た
こ

ん
に
ゃ
く
芋
は
竹
床
の
上
に
並
べ
て
、
冬
季
間
は
気

温
を
５
～
８
℃
に
保
つ
た
め
に
薪
ス
ト
ー
ブ
を
焚
く

た
め
で
、
ゆ
っ
く
り
下
か
ら
薪
の
暖
で
温
め
る
こ
の

昔
な
が
ら
の
保
存
方
法
が
冬
眠
中
の
こ
ん
に
ゃ
く
芋

に
適
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
。
一
方
で
、
芋
を
二
階

に
上
げ
た
り
、
竹
床
に
並
べ
る
た
め
の
作
業
は
ク
レ

ー
ン
や
動
力
等
の
近
代
設
備
を
駆
使
し
て
い
る
。
芋

の
保
管
が
い
か
に
大
切
で
手
間
を
要
す
る
か
が
伝
わ

っ
て
く
る
。

太
陽
が
ま
ぶ
し
い
広
々
と
し
た
庭
園
で
は
、
蝶
が

舞
い
燕
が
忙
し
く
飛
び
交
っ
て
い
た
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

●小山農園 ☎0279-68-3681　http://www.koyama-nouen.com/

▲11月になると畑から芋を掘り出して保存する
◀こんにゃく芋を保管する倉庫。天井に張り巡ら
せた竹が、薪の煙で琥珀色になっている
右下／竹を張った２階の床。ここに芋を並べて越
冬する　左下／大正時代建造の家屋敷。左がこん
にゃく芋の越冬用倉庫
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ナ
ス
は
千
年
以
上
前
、
奈
良
時
代
よ
り
日
本
の
食

卓
に
登
場
し
て
き
た
。「
一
冨
士
二
鷹
三
茄な
す
び子
」
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
縁
起
物
と
さ
れ
、
お
盆
に
は
ナ
ス

で
精
霊
馬
を
作
る
習
慣
が
い
ま
も
あ
る
。「
秋
ナ
ス

は
嫁
に
食
わ
す
な
」（
嫁
を
快
く
思
わ
な
い
姑
の
心
境
、

食
べ
過
ぎ
る
と
下
痢
を
す
る
の
で
気
を
つ
け
る
よ
う

に
と
言
う
二
説
）
と
い
う
言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
何

時
も
庶
民
の
身
近
な
食
材
だ
っ
た
。

そ
の
種
類
は
１
８
０
種
も
あ
り
、
一
般
に
南
方
産

は
長
実
、
北
方
産
は
短
実
。
寒
い
地
方
は
栽
培
期
間

が
短
か
く
、
ま
た
漬
物
等
の
保
存
食
と
し
て
は
小
ぶ

り
の
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
ナ

ス
の
産
地
は
山
科
ナ
ス
、
賀
茂
ナ
ス
な
ど
の
京
都
地

方
が
知
ら
れ
、
焼
く
、
煮

る
、
漬
物
等
何
に
で
も
料

理
で
き
る
が
、
初
夏
の
味

と
し
て
生
で
食
べ
る
の
が

人
気
な
の
が
大
阪
泉
州
の

「
水
ナ
ス
」。
水
分
を
多
量

に
含
ん
で
い
る
た
め
ナ
ス

特
有
の
ア
ク
が
少
な
く
甘

み
が
感
じ
ら
れ
る
。

ル
ー
ツ
は 

お
ば
ち
ゃ
ん
た
ち

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
入

口
に
机
を
置
い
て
村
瀬
八

重
子
さ
ん（
66
）が
、
明
朝

出
荷
す
る
た
め
の
枝
折
れ
ナ

ス
を
、
黙
々
と
袋
詰
め
し
て

い
た
。
ひ
と
袋
に
２
本
か
３

本
、「
西
海
え
だ
お
れ
な
す
」

の
説
明
書
も
丁
寧
に
入
れ
て

封
を
す
る
。
出
荷
す
る
の
は

車
で
５
分
ほ
ど
の
所
に
あ
る

西
海
町
特
産
品
直
売
所
「
よ
か
と
こ
ろ
」
だ
。

長
崎
県
で
最
初
に
で
き
た
直
売
所
で
あ
る
。
17
年

前
に
女
性
と
高
齢
者
を
支
援
す
る
目
的
で
設
立
さ
れ

た
株
式
会
社
だ
。
鉢
川
光
秋
事
務
局
長（
59
）は
、「
女

性
の
経
済
的
自
立
が
、
精
神
的
な
自
立
に
繋
が
り
ま

す
。
来
客
数
は
年
間
約
20
万
人
、
２
億
円
の
売
り
上

げ
。
地
域
に
こ
だ
わ
っ
て
、
農
家
、
漁
家
の
集
合
体

で
始
め
ま
し
た
。
行
政
の
支
援
や
補
助
は
入
っ
て
い

ま
せ
ん
」
と
自
慢
げ
な
表
情
だ
。

鉢
川
事
務
局
長
が
「
研
究
熱
心
で
、
作
物
の
特
徴

を
つ
か
ん
で
風
土
に
適
応
さ
せ
る
技
術
と
一
歩
先
を

見
て
い
る
先
見
性
を
持
っ
て
い
る
」
と
、
評
価
す
る

お
よ
そ
４
５
０
年
の
歴

史
を
く
ぐ
り
抜
け
て
、
作

り
続
け
ら
れ
て
き
た
枝

折
れ
ナ
ス
は
、
枝
が
折
れ

る
ほ
ど
果
実
を
付
け
る

こ
と
か
ら
、
そ
う
呼
ば
れ

た
自
家
栽
培
の
ナ
ス
だ

っ
た
。
７
年
前
に
、
種
の

固
定
化
が
成
功
し
、
商
標
登
録
を
し
た
「
西
海
え
だ
お
れ
な
す
」
は
、

独
自
の
特
性
を
活
か
し
、
生
で
良
く
、
焼
い
て
良
く
、
煮
て
良
く
、
漬

け
物
に
し
て
な
お
良
し
と
、
四
拍
子
揃
っ
た
ナ
ス
と
し
て
、
地
域
ブ
ラ

ン
ド
確
立
の
道
を
歩
み
続
け
て
い
る
。
５
月
に
植
え
付
け
た
苗
の
収
穫

が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
栽
培
地
、
長
崎
県
西
海
市
西
海
町
を
訪
ね
た
。

４
５
０
年
の
歴
史
を
経
て
、地
域
ブ
ラ
ン
ド
に

［
西
海
え
だ
お
れ
な
す
］（長
崎
県
西
海
市
西さ

い
か
い
ち
ょ
う

海
町
）

マ
イ
ス
タ
ー 

自
慢
の 

地
域
特
産
品

▲「よかところ」に並んだえだおれなすと、
鉢川事務局長（左）

◀「西海えだおれなす」ハウスと収穫を迎えたなす
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村
瀬
勝
吉
さ
ん（
66
）を
訪

ね
た
。伝
統
郷
土
野
菜「
西

海
え
だ
お
れ
な
す
」
の
商

標
登
録
者
だ
。

「
枝
折
れ
ナ
ス
を
栽
培
し

て
い
る
西
海
町
は
、
佐
世

保
軍
港
湾
内
の
集
落
で
す

か
ら
、
南
蛮
貿
易
で
横
瀬

浦
に
入
っ
た
野
菜
を
、
お

ば
ち
ゃ
ん
た
ち
が
作
り
よ

っ
た
と
い
う
訳
で
す
た
い
」
と
、
村
瀬
さ
ん
は
枝
折

れ
ナ
ス
の
ル
ー
ツ
が
、
南
蛮
貿
易
に
あ
る
と
示
唆
す

る
。種

を
固
定
化
し
て
商
標
登
録 

村
瀬
さ
ん
の
研
究
努
力

　

横
瀬
浦
が
あ
る
の
は
、
佐
世
保
港
を
真
北
に
望
む

西
海
町
の
深
い
入
り
江
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
大
名

と
し
て
名
を
残
し
て
い
る
大
村
純
忠
が
、
１
５
６
１

年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
貿
易
港
と
し
て
提
供
し
た
横

瀬
浦
は
大
い
に
賑
わ
っ
た
。
ナ
ス
は
そ
の
頃
に
、
ポ

ル
ト
ガ
ル
船
が
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
伝
わ

っ
て
い
る
の
だ
。

「
む
つ
か
し
か
品
種
じ
ゃ
な
か
け
ん
で
す
ね
。
非
常

に
着
花
率
が
良
か
と
で
す
よ
。
昔
か
ら
言
う
で
し
ょ

う
。
ナ
ス
の
花
と
親
の
意
見
は
、
千
に
一
つ
の
無
駄

も
な
し
。
枝
折
れ
と
い
う
て
も
、
枝
が
折
れ
る
訳
じ

ゃ
な
か
と
で
す
た
い
。
枝
が
折
れ
る
ほ
ど
果
実
を
付

け
る
と
い
う
こ
と
で
す
た
い
」

村
瀬
さ
ん
自
ら
が
種
を
採
り
、
他
の
品
種
と
交
配

し
な
い
で
独
自
性
を
保
つ
た
め
、
ハ
ウ
ス
で
栽
培
し

て
き
た
。

「
西
海
え
だ
お
れ
な
す
は
放
任
で
す
か
ら
。
植
え
て
、

水
さ
や
っ
と
け
ば
、
良
う
と
ま
り
（
花
が
実
に
な
る
）

ま
す
よ
。
品
質
が
悪
い
と
か
収
穫
が
減
る
こ
と
は
な

い
で
す
ね
」

そ
の
上
、「
枝
折
れ
ナ
ス
」
に
は
、
嫌
地
現
象
が
起

こ
ら
な
い
の
で
連
作
が
出
来
る
。

「
こ
の
ナ
ス
を
作
っ
た
ら
、
他
の
ナ
ス
は
も
う
い
ら

ん
で
す
も
ん
ね
」
と
、
村
瀬
さ
ん
。

６
月
中
旬
に
実
り
始
め
、
気
温
が
低
く
て
も
12
月

上
旬
ま
で
実
を
付
け
続
け
る
。
一
本
の
木
で
通
常
の

２
倍
は
収
穫
で
き
る
の
だ
。

「
西
海
え
だ
お
れ
な
す
」
は
、
食
材
と
し
て
も
極

め
て
優
れ
て
い
る
。
実
が
し
ま
っ
て
重
量
感
が
あ
り
、

甘
み
が
あ
っ
て
種
が
少
な
い
。
あ
く
が
出
な
い
の
で
、

生
食
用
と
し
て
塩
も
み
や
サ
ラ
ダ
に
良
く
、
煮
崩
れ

し
難
い
の
で
煮
物
に
も
良
い
。
一
番
良
い
の
は
漬
け

物
な
の
だ
と
、
村
瀬
さ
ん
は
言
う
。

「
漬
け
物
に
し
て
も
、
ナ
ス
の
紫
色
が
中
に
染
み
込

ま
な
い
の
で
、
切
る
と
中
は
味
噌
の
色
で
で
す
ね
。

種
が
少
な
く
て
、
し
な
ん
と
な
ら
ず
。
生
で
良
い
、

焼
い
て
も
良
い
、
煮
て
良
し
、
漬
け
も
ん
に
す
れ
ば

な
お
良
し
で
す
た
い
」

へ
た
が
緑
色
の
ナ
ス
は
珍
し
く
、
枝
折
れ
ナ
ス
が

▲朝７時には収穫した野菜を出荷する。そのため
八重子さん（左）は５時から作業していた
▶「よかところ」へ枝折れナスを届ける村瀬さん

▶植え付けの記録札（右）
出荷梱包したナスを「よかと
ころ」へ運ぶ八重子さん（左）
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独
自
の
品
種
で
あ
る
証
し
で
も
あ
る
。
類
似
の
ナ
ス

は
、
海
外
で
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
国
内
で
は
北
海

道
で
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、「
西
海
え
だ
お
れ
な
す
」

は
、
横
瀬
浦
の
一
部
の
農
家
が
自
家
栽
培
を
し
て
き

た
品
種
だ
。
自
然
交
配
に
頼
っ
て
い
た
た
め
、
大
き

さ
や
色
な
ど
に
バ
ラ
ツ
キ
が
生
じ
て
い
た
た
め
、「
他

の
品
種
と
交
じ
ら
ん
よ
う
に
し
て
保
護
せ
ん
で
す
か
。

特
許
取
ら
ん
で
す
か
」
と
い
う
声
が
あ
が
っ
て
い
た
。

そ
の
た
め
20
年
か
け
て
研
究
開
発
し
て
き
た
結
果
、

村
瀬
さ
ん
は
種
の
固
定
化
に
成
功
し
、
平
成
16
年
に

登
録
商
標
を
取
得
し
た
の
で
あ
る
。
平
成
19
年
に
は

農
水
省
よ
り
地
域
特
産
マ
イ
ス
タ
ー
に
認
定
さ
れ
た
。

栽
培
指
導
や
普
及
に
当
た
る
他
、
地
元
短
大
生
と
料

理
方
法
を
研
究
す
る
な
ど
、
枝
折
れ
ナ
ス
の
Ｐ
Ｒ
に

努
め
て
き
た
。

良
い
こ
と
尽
く
め
の
「
西
海
え
だ
お
れ
な
す
」
の

よ
う
だ
が
、
商
品
を
栽
培
す
る
と
な
る
と
、
そ
の
特

徴
が
仇
と
な
る
面
も
出
て
く
る
。
草
丈
が
高
く
な
ら

ず
花
が
多
い
た
め
、
果
実
が
密
集
し
て
擦
り
傷
が
付

き
や
す
い
の
だ
。
そ
の
た
め
、
支
柱
を
設
け
た
り
、

枝
を
ひ
も
で
吊
し
た
り
、
又
、
摘
果
を
行
う
な
ど
の

小
ま
め
な
世
話
が
避
け
ら
れ
な
い
。

栽
培
と
出
荷
の
主
役
は
、
妻
の
八
重
子
さ
ん
で
あ

る
。
翌
朝
、
八
重
子
さ
ん
は
５
時
に
ハ
ウ
ス
に
出
て

出
荷
の
準
備
を
し
て
い
た
。前
日
に
袋
詰
め
し
た「
西

海
え
だ
お
れ
な
す
」
と
「
ゆ
で
干
し
大
根
」
を
、
朝

７
時
に
長
崎
市
か
ら
集
荷
に
来
る
ダ
イ
ヤ
フ
ァ
ー
ム

の
ト
ラ
ッ
ク
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
だ
。
ダ
イ
ヤ
フ

ァ
ー
ム
に
は
一
日
置
き
の
出
荷
。
こ
の
他
に
、
佐
世

保
楽
園
市
場
と
農
協
の
グ
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
も
出

荷
す
る
。
毎
日
出
荷
し
て
い
る
の
が
西
海
町
特
産
品

直
売
所
「
よ
か
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。
こ
の
日
、
持
ち

込
ん
だ
の
は
、
西
海
え
だ
お
れ
な
す
20
袋
、
タ
マ
ネ

ギ
６
袋
、
赤
ジ
ャ
ガ
イ
モ
５
袋
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
12
袋
、

ト
マ
ト
16
袋
だ
っ
た
。

Ｊ
Ａ
は
「
む
ら
さ
き
王
子
」
名
で
出
荷

Ｊ
Ａ
も
平
成
18
年
か
ら
枝
折
れ
ナ
ス
を
地
域
伝
統

野
菜
と
し
て
普
及
に
取
り
組
み
、
Ｊ
Ａ
大
瀬
戸
町
野

菜
部
会
で
は
「
む
ら
さ
き
王
子
」
の
商
品
名
で
売
り

出
し
て
い
る
。
Ｊ
Ａ
長
崎
西
彼
育
苗
セ
ン
タ
ー
の
太

田
正
己
所
長（
55
）は
、「
石
油
を
焚
か
な
い
で
も
簡
単

な
二
重
カ
ー
テ
ン
で
、
冬
で
も
実
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
が
特
徴
」
と
、「
む
ら
さ
き
王
子
」
に
期
待
を

掛
け
て
い
る
。

「
旬
の
時
期
に
は
、
地
元
の
西
海
丼
に
使
っ
て
も
ら

う
な
ど
、
地
元
か
ら
発
信
す
る
方
法
を
考
え
て
も
良

い
で
す
ね
。
苗
は
い
つ
で
も
出
来
ま
す
か
ら
」

販
路
開
拓
へ
の
意
欲
は
充
分
で
あ
る
。
西
海
市
内

の
福
祉
施
設
や
学
校
給
食
の
食
材
と
し
て
、
販
路
を

広
げ
る
模
索
も
続
い
て
い
る
。

し
か
し
、
太
田
所
長
は
、「
ナ
ス
は
脇
役
で
す
か
ら
、

隙
間
で
売
っ
て
い
く
し
か
な
い
で
す
ね
」
と
、
不
安

を
漏
ら
す
。
つ
ま
り
、
生
産
者
の
関
心
が
低
く
、
営

業
に
努
力
し
て
も
生
産
が
追
い
つ
か
な
い
の
で
は
と

心
配
し
て
い
る
の
だ
。

経
済
的
に
は
脇
役
で
も
、
歴
史
を
語
る
食
材
と
し

て
地
元
の
生
産
者
が
関
心
を
持
つ
こ
と
で
、「
西
海
え

だ
お
れ
な
す
」
は
真
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
確
立

す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

写
真
・
文
　
芥
川 

仁

●JA長崎西彼育苗センター ☎0959-28-0739
●西海町特産品直売所「よかところ」 ☎0959-32-1101

▲JA長崎西彼育苗センターの太田所長

◀トマトを収穫する村瀬さん。完熟したも
のを「よかところ」へ出荷する
▼ナスのビニールハウスで、村瀬さん夫妻
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今
、
東
北
の
農
業
が
注
目

を
浴
び
て
い
る
。
理
由
は
も

ち
ろ
ん
大
震
災
だ
。
津
波
に

加
え
て
、
原
発
事
故
も
発
生
。

基
幹
産
業
で
あ
っ
た
漁
業
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
だ
が
、
農

業
も
大
き
な
打
撃
を
浴
び
て

い
る
。

東
北
の
農
業
を
い
か
に
立

て
直
し
て
い
く
か
。
東
北
の

農
業
の
可
能
性
と
は
？　

突

き
詰
め
て
い
く
と
、
問
題
は
、

東
北
の
農
業
に
限
っ
た
こ
と

で
は
な
い
。
食
糧
自
給
率
の

低
下
、
担
い
手
不
足
、
農
産

物
の
安
全
・
安
心
と
い
っ
た

日
本
が
抱
え
る
現
在
の
農
業

の
大
き
な
問
題
に
突
き
当
た

る
。

そ
ん
な
な
か
、
改
め
て
注
目
を
浴
び
よ
う
と
し
て

い
る
の
が
山
形
県
庄
内
地
方
で
取
り
組
み
が
進
め
ら

れ
て
い
る
飼
料
用
米
生
産
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
。
全

国
の
消
費
者
に
「
食
」
を
提
供
し
て
き
た
生
活
ク
ラ

ブ
連
合
会
の
提
案
で
平
成
16
年
度
よ
り
庄
内
の
Ｊ
Ａ

と
農
家
が
飼
料
米
生
産
を
ス
タ
ー
ト
、
平
田
牧
場
が

「
こ
め
育
ち
豚
」
の
育
成
加
工
を
担
っ
て
い
る
。

日
本
の
農
業
を
変
革
す
る
か
も
し
れ
な
い
革
新
的

米
余
り
と
言
わ
れ
減
反
を
強
い
ら
れ
て
き
た
農
家
。

一
方
で
牛
豚
鶏
の
飼
料
の
大
半
を
輸
入
に
依
存
し
そ

の
高
騰
に
苦
慮
し
て
い
る
畜
産
農
家
。
日
本
の
食
卓

を
守
る
た
め
に
も
、
飼
料
用
米
を
生
産
し
て
安
全
な

国
産
米
を
豚
た
ち
に
食
べ
て
貰
お
う
と
い
う
取
り
組

み
が
生
活
ク
ラ
ブ
連
合
会
、
農
協
と
農
家
、
畜
産
加

工
会
社
で
始
ま
り
、
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。
注
目
の

先
進
地
・
山
形
県
遊
佐
町
を
訪
ね
た
。

お米を食べて育つ三元豚
（生活クラブ連合会広報課提供）

普通のお米と全く変わらない飼料用米。看板を立ててあり、見学者がよく訪れる

農
家
と
消
費
者
を
繋
ぐ
︱
農
政
転
換
へ
の
挑
戦

飼
料
用
米
生
産
と［
こ
め
育
ち
豚
］（山
形
県
遊ゆ

ざ
ま
ち

佐
町
）
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な
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
そ
の
理
由
と
現
場
を
確
か

め
る
た
め
、
遊
佐
町
へ
向
か
っ
た
。

伝
統
の
水
田
文
化
を
守
る
こ
と 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
苦
難
の
道
の
り

７
月
の
庄
内
平
野
。
梅
雨
の
最
中
だ
っ
た
が
、
遊

佐
の
空
に
は
青
い
部
分
も
の
ぞ
い
て
い
た
。
遊
佐
町

の
中
心
部
は
小
さ
な
街
区
が
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、

一
歩
外
に
出
る
と
、
の
び
の
び
と
気
持
ち
の
よ
い
美

田
が
広
が
っ
て
い
た
。

田
植
え
し
て
か
ら
２
カ
月
を
迎
え
よ
う
と
す
る
稲

は
気
持
ち
良
さ
そ
う
に
風
を
浴
び
て
い
る
。
稲
の
根

を
浸
す
水
も
澄
み
、
カ
エ
ル
な
ど
の
小
動
物
の
姿
も

多
い
。
素
人
目
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
が
地
味
に
優
れ

た
土
地
柄
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
た
。

ま
ず
訪
ね
た
先
は
、
Ｊ
Ａ
庄
内
み
ど
り
営
農
課
の

佐
藤
秀
彰
課
長
。
遊
佐
の
飼
料
用
米
生
産
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
支
え
る
一
人
だ
。

佐
藤
さ
ん
に
よ
る
と
、
現
在
、
飼
料
用
米
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
飼
料
米
の
生

産
と
利
用
、
そ
し
て
消
費
を
結
ん
だ
一
本
の
ラ
イ
ン

だ
と
い
う
。
庄
内
は
伝
統
的
に
養
豚
が
盛
ん
な
土
地
。

生
産
し
た
米
を
地
元
で
育
て
ら
れ
る
豚
に
食
べ
さ
せ

る
こ
と
で
、
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
確
立
。
さ
ら
に
そ
の

良
さ
を
消
費
者
に
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
、
理
解
し
て
も

ら
う
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
そ
こ
で
現
在
は
、
主
に

Ｊ
Ａ
庄
内
み
ど
り
、
養
豚
を
行
う
平
田
牧
場
、
消
費

者
側
の
生
活
ク
ラ
ブ
が
手
を
取
り
合
う
か
た
ち
で
進

め
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
地
の
飼
料
米
を
食
べ
て
育
つ
豚

の
名
は
「
こ
め
育
ち
豚
」。
品
種
は
養
豚
業
界
で
は

一
般
的
な
三
元
豚
だ
が
、
官
能
評
価
試
験
の
結
果
、

消
費
者
か
ら
「
軟
ら
か
い
」「
食
感
が
い
い
」「
風
味
が

あ
る
」
等
、
驚
く
ほ
ど
の
好
成
績
を
収
め
て
い
る
。

柔
ら
か
で
良
く
し
ま
っ
た
肉
質
と
白
身
と
呼
ば
れ
る

脂
身
の
旨
さ
は
「
こ
め
育
ち
豚
」
の
大
き
な
特
徴
で
、

素
材
に
こ
だ
わ
る
生
活
ク
ラ
ブ
の
消
費
者
の
評
判
も

上
昇
中
だ
と
い
う
。

と
は
い
え
、
そ
の
道
の
り
は
決
し
て
楽
で
は
な
か

っ
た
と
佐
藤
さ
ん
は
振
り
返
る
。

「
実
は
飼
料
米
生
産
は
、
ず
っ
と
赤
字
で
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。
人
間
が
食
べ
る
米
の
約
７
分
の
１
の

価
格
で
す
か
ら
儲
か
る
わ
け
は
な
い
で
す
よ
ね
。
そ

れ
で
も
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
と
ん
と
ん
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
生
産
そ
の
も
の
で
収
支
が
合
っ
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
補
助
金
の
増
加
が
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
補
助
金
頼
み
の
部
分
は

今
後
の
大
き
な
問
題
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で

す
が
、
無
駄
遣
い
の
補
助
金
投
入
で
は
決
し
な
い
と

考
え
て
い
ま
す
」
と
佐
藤
さ
ん
。

そ
の
理
由
は
、
や
は
り
こ
の
国
の
農
業
の
現
状
だ
。

現
在
、
日
本
の
穀
物
自
給
率
は
約
30
％
弱
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
水
田
面
積
の
４
割
（
約
１
０
０
万

ha
）
が
減
反
の
対
象
と
な
り
、
多
く
が
放
置
さ
れ
て

い
る
と
い
う
状
態
だ
。「
米
余
り
」
が
減
反
地
増
加

と
な
っ
て
い
る
と
す
る
が
、
家
畜
用
の
穀
物
飼
料
は

ほ
と
ん
ど
が
輸
入
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
佐
藤
さ
ん

に
よ
る
と
、
も
し
、
仮
り
に
日
本
の
減
反
地
の
す
べ

て
に
飼
料
用
米
を
作
付
す
れ
ば
日
本
の
穀
物
自
給
率

は
、
そ
れ
だ
け
で
20
％
向
上
す
る
計
算
と
な
る
と
い

う
。と

く
に
現
在
、
庄
内
の
減
反
地
で
は
大
豆
等
の
作

付
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
連
作

障
害
の
連
鎖
を
招
い
て
い
る
。
た
と
え
、
減
反
地
す

べ
て
で
飼
料
米
を
作
ら
ず
と
も
、
大
豆
と
水
稲
を
輪

作
す
る
こ
と
で
連
作
障
害
の
回
避
に
つ
な
が
る
と
い

う
。
そ
こ
で
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
Ｊ
Ａ
庄
内

み
ど
り
管
内
の
減
反
地
約
３
割
に
飼
料
用
米
を
作
付

す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
掲
げ
、
近
年
は
目
標
値
に

達
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
大
豆
の
連
作
障
害
が
か

な
り
減
っ
た
と
い
う
。

「
ま
た
、
環
境
面
に
お
い
て
も
飼
料
用
米
生
産
は
重

要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
佐
藤
さ
ん
は
語
る
。

飼
料
用
米
生
産
は
何
も
特
別
な
品
種
を
作
付
す
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
地
で
長
年
受
け
継
が
れ
て
き

た
水
稲
の
技
術
を
生
か
し
、
施
設
や
農
業
機
械
に
お

い
て
も
既
存
の
も
の
が
使
用
で
き
る
と
い
う
大
き
な

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
だ
。

「
取
り
組
む
農
家
が
増
え
れ
ば
水
田
が
増
え
る
わ
け

で
す
。
水
田
が
増
え
れ
ば
温
暖
化
防
止
に
役
立
ち
ま

す
し
、
ま
た
、
国
産
の
飼
料
用
米
と
い
う
安
心
安
全

も
手
に
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
地

域
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
成
長
す
れ
ば
、
新
し
い
担
い

手
の
確
保
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
何
よ
り
、
日
本
は
瑞

穂
の
国
。
伝
統
文
化
の
水
田
を
守
っ
て
こ
そ
、
農
業

の
将
来
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
」
と
も
力
説
す
る
。

飼
料
用
米
生
産
に
当
て
ら
れ
て
い
る
補
助
金
が
決

JA庄内が制作した飼料用米のパンフレット

注目の特産品①
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し
て
無
為
で
は
な

い
と
胸
を
張
れ
る

の
は
、
自
給
率
向

上
や
食
の
安
全
と

い
っ
た
部
分
だ
け

で
は
な
く
、
水
田
と
い
う
日
本
の
文
化
に
も
眼
を
向

け
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
そ
う
は
い
っ
て
も
、や
っ
ぱ
り
補
助
金
頼
り
は
不
安
。

ど
う
や
っ
て
生
産
コ
ス
ト
を
下
げ
て
い
く
か
と
い
う

部
分
は
常
に
追
い
求
め
て
い
ま
す
」
と
佐
藤
さ
ん
。

遊
佐
地
域
で
は
、
直
播
や
動
力
散
布
機
の
利
用
、

豚
尿
の
液
肥
活
用
な
ど
、
低
コ
ス
ト
化
へ
の
試
み
が

常
に
行
わ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

何
時
も
の
よ
う
に
丁
寧
に
手
入
れ
し
て 

飼
料
用
米
を
生
産
す
る
阿
部
さ
ん

さ
て
、
次
に
向
か
っ
た
の
は
、
実
際
に
飼
料
用
米

が
栽
培
さ
れ
て
い
る
現
場
。
遊
佐
町
下
野
沢
集
落
で

は
生
産
者
の
阿
部
健
悦
さ
ん
が
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。

「
こ
こ
に
植
え
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
阿
部
さ
ん

が
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
集
落
続
き
の
田
ん
ぼ
。
山

あ
い
だ
っ
た
り
と
条
件
の
あ
ま
り
良
く
な
い
場
所
を

想
像
し
て
い
た
だ
け
に
少
し
意
外
だ
っ
た
。

阿
部
さ
ん
に
よ
る
と
、
飼
料
用
米
だ
か
ら
と
い
っ

て
決
し
て
手
を
抜
く
の
で
は
な
く
、
人
が
食
べ
る
米

と
同
じ
よ
う
に
丁
寧
に
栽
培
し
て
い
る
と
い
う
。
た

し
か
に
田
の
畔
に
立
て
ら
れ
た
「
飼
料
用
米
」
の
豚

さ
ん
マ
ー
ク
の
目
印
を
の
ぞ
け
ば
、
全
く
区
別
は
つ

か
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
遊
佐
で
は
品
種
は
飼
料
に

適
し
た
「
ふ
く
ひ
び
き
」
を
作
付
し
て
い
る
と
い
う
。

阿
部
さ
ん
が
飼
料
用
米
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
５
年
前
か
ら
。
家
業
で
あ
る

農
業
に
加
え
、
養
豚
会
社
に
勤
務
す
る
こ
と
も
あ
り
、

飼
料
用
米
の
栽
培
に
興
味
が
湧
い
た
と
い
う
。

「
自
分
が
作
っ
た
米
で
美
味
し
い
豚
を
育
て
ら
れ
る

な
ら
、
少
し
ぐ
ら
い
苦
労
し
て
も
い
い
な
と
思
っ
た

ん
で
す
」
と
阿
部
さ
ん
。

他
の
地
域
を
見
て
み
る
と
、
動
物
が
食
べ
る
も
の

を
つ
く
る
な
ん
て
と
抵
抗
が
あ
る
農
家
も
あ
っ
た
そ

う
だ
が
、
結
局
は
人
の
口
に
入
る
も
の
に
な
る
と
考

え
て
抵
抗
は
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
何
よ
り
、
水
田
を

維
持
で
き
る
と
い
う
の
が
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で

は
減
反
地
に
は
大
豆
を
作
付
し
て
い
た
が
、
現
在
は

減
反
地
の
約
９
割
を
飼
料
用
米
に
当
て
て
お
り
、
理

想
的
な
状
態
だ
そ
う
だ
。
ま
た
、
低
コ
ス
ト
化
に
つ

い
て
も
、
地
域
の
仲
間
６
人
と
協
力
し
あ
い
、
作
業

効
率
を
あ
げ
る
取
り
組
み
を
続
け
て
お
り
、
そ
の
部

分
で
も
上
手
く
い
っ
て
い
る
と
い
う
。

ち
ょ
っ
と
話
が
そ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
農
業

と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
繊
細
で
難
し
い
。
今
を
生

き
る
以
上
、
経
営
に
徹
す
る
の
は
不
可
欠
だ
。
し
か

し
、
一
方
で
自
分
が
手
に
す
る
土
地
は
先
祖
代
々
受

け
継
い
で
き
た
土
地
で
も
あ
る
。
自
分
の
判
断
だ
け

で
す
べ
て
の
土
地
を
自
由
に
扱
っ
て
い
い
も
の
か
。

そ
ん
な
“
思
い
”
も
常
に
あ
る
。
現
代
の
農
業
に
お

い
て
は
、
こ
う
し
た
「
経
営
」
と
「
思
い
」
は
反
発

す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
何
と
か
折
り
合
い
を
つ
け
な

が
ら
、
ま
た
工
夫
を
続
け
な
が
ら
土
地
を
守
り
、
か

つ
消
費
者
に
喜
ば
れ
る
作
物
を
作
っ
て
い
く
と
い
う

こ
と
。
そ
の
ひ
と
つ
の
方
法
論
が
も
し
か
し
た
ら
、

現
在
の
遊
佐
に
お
い
て
は
飼
料
用
米
の
生
産
と
い
う

も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

平
成
16
年
度
、
約
８
ha
か
ら
始
ま
っ
た
飼
料
用
米

の
作
付
面
積
は
、
今
年
は
３
０
０
ha
ま
で
増
え
た
。

こ
の
数
字
こ
そ
が
、
そ
の
証
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

飼
料
輸
入
依
存
を
変
え
て
い
け
る
か 

飼
料
用
米
の
未
来

飼
料
用
米
を
軸
と
し
た
地
域
ブ
ラ
ン
ド
で
あ
る

「
こ
め
育
ち
豚
」
も
大
き
く
成
長
し
、
現
在
は
生
活

ク
ラ
ブ
の
全
会
員
の
約
７
割
が
利
用
す
る
ほ
ど
の
ヒ

ッ
ト
商
品
と
な
っ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
消
費

者
の
ほ
と
ん
ど
が
「
こ
め
育
ち
豚
」
の
食
味
の
良
さ

を
評
価
す
る
一
方
で
、
飼
料
用
米
生
産
の
取
り
組
み

に
も
関
心
を
寄
せ
る
人
が
多
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。

大
震
災
を
経
た
こ
と
に
よ
り
、
社
会
が
ど
う
あ
る

べ
き
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
深

く
考
え
始
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
飼
料
用
米
生
産
が

再
注
目
さ
れ
る
要
因
は
こ
こ
に
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

現
在
、「
こ
め
育
ち
豚
」
に
は
、
飼
料
全
体
の
約
10

％
に
飼
料
用
米
を
配
合
、
輸
入
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
減

ら
し
て
い
る
。
こ
の
数
字
が
今
後
ど
の
よ
う
に
変
わ

っ
て
い
く
か
。
そ
れ
は
、
我
々
消
費
者
が
、
こ
の
国

の
食
糧
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
か
に
か

か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

文
・
写
真
／
奥
山
淳
志

飼料米を栽培する阿部健悦さんと
遊佐町の水田地帯



西
粟
倉
村
は
岡
山
県
北
東
端
、
中
国
山
脈
の
南
斜

面
に
あ
る
谷
合
の
里
で
、
人
口
１
５
８
７
人
。
村
の
95

％
が
森
で
あ
る
が
、
山
か
ら
切
り
出
し
た
太
い
木
が
一

本
一
万
円
に
し
か
な
ら
ず
、
こ
こ
で
も
林
業
は
低
迷
し

て
い
る
。
村
か
ら
地
域
の
再
生
に
力
を
貸
し
て
ほ
し
い

と
頼
ま
れ
た
の
が
、
林
業
や
山
村
の
新
規
事
業
を
各
地

で
手
掛
け
て
き
た
京
都
出
身
の
牧
大
介
さ
ん（
37
）。

牧
さ
ん
は
村
と
共
同
で
一
昨
年
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

「
西
粟
倉
・
森
の
学
校
」
を
立
ち
上
げ
た
。

し
か
し
村
に
は
人
材
も
物
を
作
り
だ
す
ノ
ウ
ハ
ウ

も
足
り
な
い
た
め
、
東
京
や
大
阪
で
何
回
も
説
明
会
を

開
催
し
て
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
精
神
の
あ
る
若
者
や
Ｉ

タ
ー
ン
希
望
者
を
募
集
し
た
。
予
想
を
超
え
る
応
募
が

あ
り
、
現
在
、
代
表
取
締
役
の
牧
さ
ん
を
は
じ
め
、
製

造
部
門
や
パ
ー
ト
さ
ん
を
含
め
る
と
30
人
の
ス
タ
ッ
フ

が
、
各
人
の
専
門
性
を
活
か
し
て
働
い
て
い
る
。
移
住

し
て
き
た
若
者
た
ち
は
西
粟
倉
村
の
営
業
部
員
と
し
て

企
画
や
営
業
活
動
に
当
た
り
、
二
級
建
築
士
も
い
れ
ば
、

メ
デ
ィ
ア
の
達
人
も
い
る
。
地
元
の
女
性
た
ち
も
勤
務
、

ま
た
、
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
森
林
作
業
や
製
造
所
で
働
く
人

も
出
て
き
た
。

事
務
所
、
工
房
、
作
品
展
示
場
は
10
年
前
に
廃
校

と
な
っ
た
小
学
校
で
、
村
の
森
の
間
伐
材
を
活
か
し
て

製
作
さ
れ
た
の
が
、
ニ
シ
ア
ワ
ー
の
木
製
品
の
数
々
。

ニ
シ
ア
ワ
ー
と
い
う
の
は
、
森
林
再
生
に
取
り
組
む
西

粟
倉
村
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
。
テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
、
収
納

家
具
、
文
房
具
、
床
材
、
子
供
用
品
等
で
、
木
の
質
感

と
機
能
性
を
活
か
し
た
、
シ
ン
プ
ル
だ
が
お
洒
落
で
モ

ダ
ン
な
製
品
で
あ
る
。
西
粟
倉
材
を
活
か
し
た
家
や
オ

フ
ィ
ス
の
提
案
も
行
っ
て
お
り
、
す
で
に
木
の
温
も
り

を
機
能
的
に
配
し
た
オ
フ
ィ
ス
を
６
件
手
掛
け
て
い
る
。

製
作
を
始
め
て
一
年
で
、
村
の
木
材
に
よ
る
収
入

は
２
倍
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
村
の
特
産
品
で
あ
る

源
流
米
、
し
い
た
け
、
柚
子
の
ジ
ャ
ム
等
も
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
も
販
売
さ
れ
て
好
評
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、

森
や
源
流
を
訪
ね
る
ツ
ア
ー
や
体
験
学
習
会
も
実
施
さ

れ
、
村
に
多
く
の
人
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

●西粟倉・森の学校ニシアワー
☎0120-172-480 http://nishihour.jp/all/index.html

森を救う、お洒落な温もりの家具・木工品
nishihour ニシアワー（       ）岡山県西

にしあわくらそん

粟倉村
西粟倉・森の学校

注目の特産品②

ニシアワーの製品の一部

カーウオンテーブル
（注文生産品）

ヒノキ材無垢床タイル

スギ材無垢床タイル

こども机

フットスツール

こども机と椅子セット

カーウオンチェア

ペン立て三連

筆箱
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京
の
食
卓
を
支
え
て
き
た
田
園
地
帯

京
丹
波
町
は
、
京
都
府
の
ほ
ぼ
中
央
部
、

丹
波
高
原
の
由
良
川
水
系
上
流
部
に
位
置
す

る
人
口
約
１
５
６
０
０
人
の
町
。
古
く
か
ら

京
と
丹
後
・
山
陰
地
方
を
結
ぶ
交
通
の
要
所

と
し
て
栄
え
て
き
て
、
現
在
も
京
都
縦
貫
自

動
車
道
、
Ｊ
Ｒ
山
陰
本
線
を
は
じ
め
国
道
が

３
本
交
わ
る
等
、
交
通
便
に
恵
ま
れ
た
地
区

で
あ
る
。
幹
線
沿
い
に
は
食
品
関
係
の
大
手

企
業
が
工
場
を
並
べ
て
お
り
、
こ
こ
が
京
野

菜
や
食
品
の
主
要
生
産
地
・
集
積
地
で
あ
る

こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

し
か
し
、
道
路
か
ら
一
歩
入
る
と
、
手
入

れ
さ
れ
た
稲
田
、
野
菜
の
ハ
ウ
ス
や
畑
が
広

が
る
美
し
い
田
園
地
帯
に
一
変
す
る
。
京
丹

波
町
は
平
成
17
年
に
丹
波
町
、
和
知
町
、
瑞
穂
町
が

合
併
し
て
誕
生
。
栽
培
す
る
農
産
物
に
は
地
域
差
が

あ
る
よ
う
だ
が
、
豊
か
な
自
然
の
中
、
家
々
は
瀟
洒

な
日
本
家
屋
で
、
植
木
が
多
い
せ
い
か
、
落
ち
着
い

た
集
落
を
形
成
し
て
い
て
、
京
の
食
卓
を
担
っ
て
き

た
歴
史
と
伝
統
が
随
所
に
感
じ
ら
れ
る
。

丹
波
の
農
家
は
一
般
的
に
大
規
模
経
営
で
は
な
く
、

狭
い
農
地
を
活
用
し
て
丁
寧
に
、
い
ろ
い
ろ
な
作
物

を
作
っ
て
い
る
の
が
特
徴
の
よ
う
で
、
そ
れ
を
感
じ

さ
せ
て
く
れ
る
の
が
道
の
駅
や
農
産
物
の
朝
市
で
み

た
野
菜
の
種
類
の
多
さ
だ
っ
た
。
家
庭
菜
園
を
楽
し

む
住
民
が
朝
採
れ
た
て
の
野
菜
を
５
、６
種
類
少
量
ず

つ
持
っ
て
や
っ
て
く
る
。
買
い
求
め
に
遠
方
か
ら
来

る
人
も
多
い
よ
う
で
、
道
の
駅
は
終
日
賑
わ
っ
て
い
た
。

さ
す
が
地
元
産
の
丹
波
黒
豆
は
高
価
だ
が
、
煮
豆

等
に
し
て
手
頃
な
価
格
で
も
販
売
さ
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
中
、
近
代
的
な
公
民
館
の
横
で
古
い
建
物

で
頑
張
っ
て
い
る
の
が
町
役
場
。
産
業
振
興
課
の
栗

林
英
治
課
長
補
佐
に
、
丹
波
栗
を
栽
培
す
る
山
内
善

継
さ
ん
の
フ
ァ
ー
ム
へ
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。

丹
波
栗
の
栽
培
と
普
及
に
取
り
組
む 

マ
ロ
ン
フ
ァ
ー
ム
山
内

「
マ
ロ
ン
フ
ァ
ー
ム
」
を
経
営
す
る
山
内
善
継
さ
ん

の
農
園
は
栗
産
地
と
し
て
人
気
の
和
知
地
区
に
あ
る
。

道
中
役
場
の
栗
林
さ
ん
が
「
昭
和
30
年
代
ま
で
和
知

は
栗
栽
培
農
家
が
多
く
て
毎
年
２
０
０
ｔ
は
出
荷
し

て
い
ま
し
た
が
、
い
ま
は
15
ｔ
程
度
で
す
。
人
気
が

丹
波
の
栗
、
黒
豆
、
小
豆
と
い
え
ば
正
月
料
理

に
欠
か
せ
な
い
高
級
食
材
。
そ
し
て
九
条
ネ
ギ
、

み
ず
菜
、
辛
み
大
根
、
京
か
ん
ざ
し（
金
時
に
ん

じ
ん
）等
の
京
野
菜
。
こ
れ
ら
の
多
く
が
丹
波

地
区
で
栽
培
さ
れ
、
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
市
場

で
人
気
者
。
取
材
時
期
が
秋
だ
っ
た
ら
、
そ
の

誇
り
高
い
作
品
を
お
目
に
か
け
る
こ
と
が
出
来

た
だ
ろ
う
と
残
念
だ
。
逸
品
で
あ
る
た
め
に
は
、

伝
統
の
農
法
に
加
え
て
厳
し
い
規
格
を
ク
リ
ア

す
る
努
力
が
続
く
。
そ
の
た
め
の
作
業
や
作
付

け
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
高
級

食
材
を
活
か
し
た
菓
子
等
に
も
注
目
し
た
い
。

丹
波
栗
、黒
豆
、み
ず
菜
、京
か
ん
ざ
し
︱

京
丹
波
の
伝
統
作
物（
京
都
府
京き

ょ
う
た
ん
ば
ち
ょ
う

丹
波
町
）

▶店頭には新鮮な野菜が多種並ぶ
（道の駅・ささゆりの里）　「農薬を
使わないので虫との戦い」と語る農
家の夫妻

手入れの行き届いた田圃と集落（瑞穂地区で）
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あ
る
の
に
栽
培
農
家
が
少
な
い
の
で
、
加
工
し
な
く

て
も
た
ち
ま
ち
売
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
山
内
さ
ん
は

丹
波
栗
の
な
か
で
も
最
高
級
品
を
作
っ
て
い
ま
す

よ
」
と
説
明
し
て
く
れ
る
。

そ
の
日
は
６
月
中
旬
な
の
に
京
盆
地
は
35
度
を
超

え
る
猛
暑
。「
暑
い
か
ら
こ
ん
な
恰
好
で
ご
め
ん
や

す
」
と
Ｔ
シ
ャ
ツ
姿
で
現
れ
た
山
内
さ
ん
は
、
居
間

に
案
内
し
て
く
れ
た
。

「
親
父
が
亡
く
な
っ
た
時
、
マ
ロ
ン
で
は
な
く
ロ
マ

ン
を
求
め
て
ぶ
ど
う
作
り
を
や
り
た
か
っ
た
の
だ
け

れ
ど
、
親
父
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
と
、
役
場
で
は
事
あ

る
ご
と
に
挑
戦
し
ろ
と
言
っ
て
き
た
手
前
、
自
分
も

や
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
言
う
。
役
場
で
37
年

間
農
業
関
係
の
仕
事
を
し
な
が
ら
家
業
の
栗
栽
培
を

手
伝
い
、
地
域
の
活
性
化
や
農
産
業
の
振
興
に
当
た

っ
て
き
た
、
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
人
気
者
。

「
栗
は
青
森
市
の
三
内
丸
山
遺
跡
か
ら
も
出
て
い
る

よ
う
に
、
日
本
人
の
大
切
な
食
料
だ
っ
た
。
大
名
が

別
の
地
に
移
転
す
る
と
き
は
必
ず
種
を
持
っ
て
い
っ

た
よ
う
で
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
栗
が
あ
る
。
丹

波
は
栗
産
地
と
し
て
大
変
古
く
、
全
国
有
数
の
名
産

地
に
な
っ
て
い
ま
す
」

収
穫
し
た
栗
は
す
べ
て
Ｊ
Ａ
に
出
荷
し
て
ブ
ラ
ン

ド
品
登
録
さ
れ
る
。

山
内
さ
ん
は
丹
波
の
栗
農
家
と
し
て
は
大
規
模
経

営
の
方
で
、
年
間
４
～
５
ｔ
出
荷
し
て
い
る
。
１
反

歩
で
平
均
５
㎏
生
産
す
る
農
家
が
多
い
が
、
山
内
さ

ん
は
８
～
10
㎏
収
穫
す
る
。
そ
の
た
め
に
土
作
り
、

丈
夫
な
栗
木
の
育
成
、
実
の
剪
定
に
細
心
の
工
夫
を

し
て
い
る
。

家
の
前
の
栗
林
に
案
内
し
て
く
れ
た
。
樹
齢
７
年

の
栗
林
で
、
肥
え
た
土
に
ゆ
っ
た
り
と
植
え
て
い
る

た
め
濃
緑
の
葉
は
鋼
の
よ
う
に
茂
り
、
南
洋
植
物
園

に
い
る
よ
う
だ
。
花
を
つ
け
て
い
る
が
、
殆
ど
が
オ

シ
ベ
で
、
そ
の
先
の
金
平

糖
大
の
花
が
メ
シ
ベ
。
こ

れ
が
栗
の
実
に
な
り
、
一

つ
の
枝
に
一
個
だ
け
育
て

る
。

「
桃
栗
三
年
柿
八
年
と
い

う
け
れ
ど
、
育
て
た
苗
木

を
２
年
目
に
接
ぎ
木
し
て

育
て
、
実
が
な
る
ま
で
に

５
～
７
年
か
か
り
ま
す
。

10
本
の
う
ち
２
本
は
枯
れ
て
し
ま
う
育
成
が
難
し
い

木
な
ん
で
す
。
し
か
も
経
済
寿
命
は
10
年
か
ら
15
年

な
の
で
、
結
構
手
間
が
か
か
り
ま
す
ね
。
消
毒
は
年

２
回
だ
け
で
す
が
、
天
気
や
気
候
に
左
右
さ
れ
や
す

く
、
８
月
に
雨
不
足
が
続
く
と
実
が
小
さ
い
。
秋
、

実
が
熟
す
頃
に
は
イ
ノ
シ
シ
や
猿
、
熊
も
や
っ
て
来

る
の
で
、
電
流
入
り
の
フ
ェ
ン
ス
を
張
り
、
完
熟
し

て
落
ち
た
実
を
早
朝
拾
い
、
出
荷
し
ま
す
」

庭
で
は
栗
の
苗
木
を
育
て
、
脇
で
は
ぶ
ど
う
か
ら

野
菜
ま
で
ひ
と
通
り
栽
培
し
て
い
る
。
幼
稚
園
児
を

招
い
て
摘
み
取
り
体
験
さ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
と
い

う
。
さ
ら
に
山
内
さ
ん
は
、
京
都
丹
波
栗
研
究
会
の

会
長
と
し
て
、
栗
栽
培
農
家
の
指
導
や
普
及
に
も
当

た
る
忙
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
る
。

注目の特産品③

▲ひと枝に一つの実だけ残して育てる
▼栗園で産業振興課栗林英治さんと

▲丹波栗の苗木。奥の野菜畑
では収穫時に幼稚園児を招
いて摘み取り体験させる

▲マロンファーム山内善継さんの栗園
▼山内さん手製の丹波栗甘露煮。その美味しかったこと！
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み
ず
菜
の
ル
ー
ツ
は
丹
波
に
あ
り 

厳
選
育
成
の「
京
み
ず
菜
」

今
で
こ
そ
み
ず
菜
は
各
地
で
通
年
販
売
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
は
じ
め
て
栽
培
し
た
の
が
こ
こ
京

丹
波
和
知
地
区
だ
と
い
う
。
株
が
大
き
い
背
丈
も
あ

る
み
ず
菜
で
、
今
も
店
に
並
ぶ
み
ず
菜
は
大
半
が
こ

の
よ
う
な
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま
、
丹
波
の
Ｊ

Ａ
が
ブ
ラ
ン
ド
品
と
し
て
販
売
し
て
い
る
み
ず
菜
は

少
し
違
っ
て
い
る
。

和
知
の
山
麓
の
丘
陵
地
に
、
安
栖
里
農
作
業
共
同

組
合
が
経
営
す
る
み
ず
菜
の
栽
培
地
が
あ
っ
た
。
25

名
が
出
資
す
る
「
京
み
ず
菜
」
生
産
地
で
、
平
成
元
年

に
開
設
、６
名
（
常
時
３
名
）が
作
業
に
当
た
っ
て
い
る
。

中
規
模
の
ハ
ウ
ス
が
12
棟
並
び
、
収
穫
時
に
合
わ

せ
て
整
地
・
種
ま
き
を
し
、
夏
は
約
１
カ
月
、
冬
は

２
カ
月
ほ
ど
で
出
荷
す
る
。
Ｊ
Ａ
が
定
め
た
「
京
み

ず
菜
」
は
、
ひ
と
株
の
大
き
さ
、
葉
丈
、
ビ
ニ
ー
ル

袋
入
り
の
量
等
厳
し
い
規
定
が
あ
る
。
特
に
葉
丈
は

Ｍ
サ
イ
ズ
が
27
～
35
㎝
、
Ｌ
サ
イ
ズ
が
38
～
41
㎝
と

定
め
ら
れ
、
有
機
栽
培
し
た
香
り
豊
か
な
み
ず
み
ず

し
い
も
の
を
茎
か
ら
葉
ま
で
丸
ご
と
サ
ラ
ダ
用
と
し

て
食
し
て
も
ら
う
み
ず
菜
な
の
で
あ
る
。

毎
朝
７
時
30
分
に
は
勤
務
し
て
収
穫
、
袋
詰
め
作

業
に
当
た
っ
て
い
る
の
が
野
間
貞
子
さ
ん（
60
）と
片

山
う
め
の
さ
ん（
85
）、
土
作
り
と
整
地
、
種
ま
き
に

当
た
る
の
が
片
山
茂
雄
さ
ん（
60
）。

奥
に
あ
る
ハ
ウ
ス
が
出
荷
を
迎
え
た
み
ず
菜
畑
。

収
穫
に
当
た
る
野
間
さ
ん
は
「
い
つ
収
穫
す
る
か
で

神
経
を
使
い
ま
す
。
昨
年
の
夏
は
猛
暑
が
続
き
ハ
ウ

ス
の
中
は
カ
ラ
カ
ラ
。
本
当
は
水
を
た
っ
ぷ
り
や
り

た
い
け
れ
ど
、
水
を
や
る
と
伸
び
す
ぎ
て
し
ま
う
し
、

放
っ
て
お
く
と
暑
さ
で
枯
れ
て
し
ま
う
。
命
あ
る
も

の
で
す
か
ら
ね
。
水
を
入
れ
て
や
る
が
す
ぐ
に
逃
が

す
と
い
う
方
法
を
取
り
ま
す
」
と
言
う
。

収
穫
し
て
き
た
み
ず
菜
を
点
検
、
整
え
て
い
る
の

が
片
山
う
め
の
さ
ん
。
創
業
以
来
働
い
て
い
る
ベ
テ

ラ
ン
で
、
椅
子
に
座
り
、
手
製
の
鋏
を
使
っ
て
手
早

く
手
際
よ
く
作
業
す
る
。「
重
い
仕
事
は
出
来
な
く
な

り
耳
も
遠
く
な
っ
た
け
れ
ど
、
手
先
の
作
業
な
ら
出

来
る
の
で
働
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」
と
う
め
の

さ
ん
。「
こ
の
手
作
業
は
誰
に
も
真
似
で
き
な
い
ん
で

す
よ
、
い
ろ
い
ろ
学
ぶ
こ
と
が
多
い
凄
い
先
輩
で
す
」

と
野
間
さ
ん
は
言
う
。
う
め
の
さ
ん
は
、
今
朝
５
時

か
ら
自
分
の
家
の
畑
で
働

き
、
朝
食
を
す
ま
せ
て
息

子
さ
ん
に
車
で
送
ら
れ
て

出
勤
し
て
き
た
と
い
う
。

み
ず
菜
は
、
外
側
の
葉

は
取
り
除
か
れ
折
れ
か
け

た
茎
も
除
去
さ
れ
、
一
つ
の
株
は
半
分
ほ
ど
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
を
10
～
12
把
入
れ
一
袋
２
０
０

～
２
２
０
ｇ
に
す
る
。
こ
の
京
み
ず
菜
は
、
京
都
や

関
西
よ
り
関
東
が
人
気
で
、
東
京
の
デ
パ
ー
ト
で
良

く
売
れ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
出
荷
価
格
は
一
把

１
０
０
円
以
下
が
多
い
た
め
、
年
間
出
荷
す
る
こ
と

で
採
算
が
取
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

女
性
の
ア
イ
デ
ア
と
パ
ワ
ー
で 

地
元
特
産
高
級
和
菓
子
を

町
の
南
部
・
瑞
穂
地
区
、
美
し
い
水
田
が
続
く
鎌

谷
中
集
落
に
「
も
え
ぎ
グ
ル
ー
プ
企
業
組
合
」
と
い

う
主
婦
た
ち
が
経
営
す
る
和
菓
子
製
造
工
房
が
あ
る
。

地
元
特
産
物
で
あ
る
瑞
穂
大
納
言
小
豆
と

ほ
う
れ
ん
草
を
使
っ
て
何
か
し
た
い
と
考

え
た
お
母
さ
ん
た
ち
が
20
年
前
に
創
設
し

た
和
菓
子
作
り
の
会
社
。

誕
生
し
た
の
が
京
風
ぎ・

・ん
つ
ば
「
草そ

う

納な

言ご
ん

」。
瑞
穂
で
採
れ
る
大
粒
の
小
豆
を
昔
な

が
ら
の
方
法
で
鍋
で
こ
と
こ
と
形
よ
く
甘

み
を
抑
え
て
煮
て
、
新
鮮
な
ホ
ウ
レ
ン
ソ

ウ
か
ら
抽
出
し
た
緑
色
の
薄
皮
で
包
ん
で

さ
っ
と
焼
い
た
も
の
で
、
た
ち
ま
ち
人
気
と

な
り
、
平
成
９
年
全
国
む
ら
お
こ
し
特
産

品
コ
ン
ク
ー
ル
で
全
国
商
工
会
連
合
会
長

賞
を
受
賞
し
た
。「
ぎ
ん
つ
ば
」
と
い
う
名

称
は
、
京
都
で
３
０
０
年
ほ
ど
前
に
作
ら

◀鎌谷中もえぎグループの皆さん。
左から細井百合子さん、田中珠美さん、
大村千恵子さん、中村喜代美さん

▲丈や容姿を整えて出荷する「京みず菜」

▲採集するみず菜の
ハウス。朝早く来て摘
み取り、厳選したもの
を出荷（野間さん）

▼左から野間貞子さん、片山うめのさん、片山茂雄さん
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れ
た
菓
子
の
名
称
で
、
本

来
の
名
に
こ
だ
わ
る
逸
品

に
し
た
い
と
創
意
工
夫
し
て
生
ま
れ
た
。

当
初
、
子
供
た
ち
の
お
や
つ
に
と
開
発
し
た
お
か

き
は
い
ま
も
健
在
、「
草
納
言
」
の
他
に
、
丹
波
栗
を

渋
皮
を
つ
け
た
ま
ま
ブ
ラ
ン
デ
ー
風
味
の
シ
ロ
ッ
プ

に
漬
け
こ
ん
で
焼
き
上
げ
た
「
串
さ
し
焼
栗
」、
葛

の
生
地
に
栗
を
敷
き
詰
め
て
竹
皮
で
包
ん
で
蒸
し
た

「
竹
篭
入
り
蒸
し
羊
羹
」、
も
ぎ
た
て
の
柚
子
の
香
り

を
凝
縮
し
た
「
京
風
柚
子
ゆ
べ
し
」
等
が
あ
る
。
味

は
も
と
よ
り
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
、
包
装
等
も
お
洒
落
だ
。

道
路
沿
い
に
あ
る
平
屋
の
地
味
な
建
物
だ
が
、
中

は
広
く
て
機
能
的
に
出
来
て
い
る
。
右
手
に
菓
子
を

作
る
い
わ
ゆ
る
台
所
、
左
手
は
冷
凍
庫
や
保
冷
器
等

が
10
数
機
並
ん
で
い
る
部
屋
。
仕
事
の
手
を
休
め
て
、

会
代
表
の
細
井
百
合
子
さ
ん
が
に
こ
や
か
に
現
れ
た
。

「
鎌
谷
中
も
え
ぎ
会
は
、
12
人
で
始
め
ま
し
た
が
、

年
取
っ
た
り
家
の
事
情
で
辞
め
た
り
し
て
、
現
在
は

５
人
が
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
い
て
い
ま
す
。
子
育
て
で

忙
し
い
時
で
し
た
が
お
互
い
や
り
く
り
し
て
、
今
は

子
供
た
ち
も
結
婚
し
皆
孫
が
い
ま
す
わ
」

創
業
時
に
は
一
人
10
万
円
ず
つ
出
資
、
町
か
ら
の

助
成
金
を
活
用
し
て
徐
々
に
冷
凍
施
設
等
を
完
備
し

て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
で
は
普
段
か
ら
作
っ
て

お
い
て
瞬
間
冷
凍
保
存
し
、
お
歳
暮
で
注
文
が
多
い

時
等
に
す
ぐ
対
応
で
き
る
体
制
に
な
っ
て
い
る
。

「
こ
ち
ら
か
ら
Ｐ
Ｒ
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
の
だ

け
れ
ど
、
あ
ち
こ
ち
の
通
販
会
社
か
ら
注
文
が
く
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
丹
波
の
栗
や
大
納
言
を
使
っ

た
京
菓
子
で
あ
る
こ
と
が
人
気
の
よ
う
で
、
東
京
が

よ
く
売
れ
、
広
島
や
北
海
道
か
ら
も
来
ま
す
」

毎
年
商
品
開
発
し
、
毎
年
の
よ
う
に
各
種
の
賞
を

受
賞
し
て
い
る
。
常
に
前
向
き
に
取
り
組
む
お
母
さ

ん
た
ち
の
創
意
と
真
心
こ
め
た
商
品
作
り
が
人
気
の

秘
密
と
思
わ
れ
る
。「
で
も
、
原
材
料
が
も
と
も
と

高
い
の
で
、
そ
う
は
安
く
出
来
な
い
の
が
辛
い
と
こ

ろ
で
す
」
と
細
井
さ
ん
は
言
う
。

歳
暮
用
に
は
丹
波
栗
甘
露
煮
や
黒
煮
豆
セ
ッ
ト
も

よ
く
売
れ
る
よ
う
だ
が
、
大
村
千
恵
子
さ
ん
は
「
栗

の
皮
剥
き
は
大
変
、
ほ
ん
ま
腹
が
立
ち
ま
す
わ
」
と

笑
う
。
そ
ん
な
時
は
辞
め
た
仲
間
が
手
伝
い
に
き
て

く
れ
る
と
か
。

最
初
は
菓
子
の
タ
イ
ト
ル
文
字
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ

ザ
イ
ン
を
プ
ロ
に
依
頼
し
た
が
、
今
は
文
字
も
包
装

も
自
分
た
ち
で
考
案
し
て
描
き
、
経
費
の
節
減
に
努

め
て
い
る
よ
う
だ
。

「
今
は
ゆ
っ
た
り
し
て
働
け
て
、
め
ち
ゃ
楽
し
い
。

皆
で
珈
琲
で
も
飲
み
に
い
こ
か
と
出
か
け
た
り
も
し

ま
す
」「
皆
に
会
う
た
め
に
来
て
い
る
よ
う
な
気
も
し

ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
昼
食
の
時
間
に
な
っ

た
。
皆
近
く
に
住
ん
で
い
る
の
で
自
宅
へ
帰
る
。

「
帰
っ
て
か
ら
ご
飯
の
支
度
、
大
変
で
す
ね
」
と
言

う
と
、「
皆
さ
ん
、
旦
那
さ
ん
が
お
昼
作
っ
て
待
っ
て

い
て
く
れ
は
り
ま
す
」
と
言
う
返
事
が
返
っ
て
き
た
。

次
の
ブ
ラ
ン
ド
は
「
京
か
ん
ざ
し
」

京
都
府
が
開
発
、
京
丹
波
町
が
栽
培
を
推
進
し
て

い
る
の
が
「
京
か
ん
ざ
し
」
と
い
う
根
も
葉
も
食
べ

ら
れ
る
金
時
に
ん
じ
ん
。
味
、
香
り
、
色
が
楽
し
め

る
だ
け
で
な
く
、
高
い
抗
酸
化
作
用
が
あ
り
、
体
に

優
し
い
野
菜
だ
と
い
う
。
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
農
業
を
始

め
た
城
崎
正
継
さ
ん（
61
）が
訪
ね
た
の
は
、
親
戚
筋

に
あ
た
り
新
規
就
農
者
の
指
導
に
も
熱
心
な
城
崎
逸

夫
さ
ん（
80
）。

ハ
ウ
ス
で
は
６
月
早
々
に
種
ま
き
し
た
京

か
ん
ざ
し
が
発
芽
し
て
お
り
、
８
月
に
は
収

穫
で
き
る
と
い
う
。「
最
初
に
水
を
ど
ん
ど

ん
や
り
、
根
を
下
へ
下
へ
と
伸
ば
す
こ
と
だ

ね
。発
芽
の
た
め
の
温
度
管
理
が
難
し
い
よ
」

と
説
明
す
る
。
逸
夫
さ
ん
は
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン

者
の
受
入
れ
に
も
熱
心
に
当
た
っ
て
い
る
。

親
の
跡
を
継
い
で
農
業
を
は
じ
め
た
正
継

さ
ん
は
、
つ
ば
め
が
通
っ
て
来
る
我
が
家
の

良
さ
を
再
認
識
し
た
と
語
り
な
が
ら
、
ハ
ウ

ス
の
手
入
れ
に
励
ん
で
い
た
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

●�京丹波町産業振興課 �
☎0771-82-3808

●�鎌谷中もえぎグループ �
☎0771-87-0148

◀葉もすべて食べられる京かんざし
左／ハウスへむかう二人の城崎さ
んと発芽した京かんざし

▶上／人気のぎんつば「草納言」、焼き栗
下／小豆を鍋で煮てプレートで焼く
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『
遠
野
物
語
』
の
ロ
マ
ン
を
い
ま
再
び 

遠
野
市
立
博
物
館
の
試
み

足
を
一
歩
踏
み
入
れ
る
と
、
霧
深
い
杉
林
の
中
を

馬
と
馬
車
を
曳
く
老
人
の
写
真
が〈
遠
野
〉へ
と
誘
い
ざ
な

う
。

野
鳥
や
風
、木
々
の
ざ
わ
め
き
︱
︱
柳
田
国
男
の『
遠

野
物
語
』
の
世
界
へ
迷
い
込
む
予
感
で
心
が
躍
る
。

遠
野
市
立
博
物
館
は
平
成
22
年
４
月
24
日
、『
遠
野

物
語
』
発
刊
１
０
０
周
年
を
記
念
し
て
、
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
。『
遠
野
物
語
』
の
世
界
を
、
豊

富
な
資
料
と
最
新
の
映
像
や
照
明
等
で
分
り
や
す
く

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
紹
介
し
て
い
る
。

入
口
か
ら
緩
や
か
な
廊
下
を
映

像
を
見
な
が
ら
行
く
と
２
階
の
第

１
展
示
室
。「
神
隠
し
」「
白
い
鹿
」「
河
童
淵
」

等
の
民
話
が
大
ス
ク
リ
ー
ン
で
楽
し
め
る
。

“
語
り
部
に
出
会
う
旅
”
を
目
玉
に
し
て
い

る
遠
野
観
光
の
入
口
だ
。

１
階
の
最
初
の
部
屋
は
、『
遠
野
物
語
』
か

ら
遠
野
の
歴
史
を
読
み
解
く
演
出
で
、
広
い

空
間
の
中
央
に
遠
野
の
地
形
が
あ
る
。
ジ
オ

ラ
マ
と
ス
ク
リ
ー
ン
を
使
っ
て
湖
水
伝
説
、
三

山
伝
説
な
ど
の
遠
野
の
創
世
神
話
が
語
ら
れ
、

壁
際
に
は
『
遠
野
物
語
』
ゆ
か
り
の
資
料
を

展
示
し
て
い
る
。
第
２
展
示
室
は
、
遠
野
の
人
、

風
土
、
文
化
を
豊
富
な
実

物
資
料
や
ジ
オ
ラ
マ
、
写

真
等
で
体
感
で
き
る
。

一
角
に
、
山
の
暮
ら
し
コ
ー
ナ

ー
が
あ
る
。
写
真
と
山
仕
事
の
道

具
や
音
響
等
で
、
自
然
に
寄
せ
る

人
間
の
恐
れ
や
山
岳
信
仰
と
は
何

か
を
感
じ
さ
せ
る
演
出
で
あ
る
。

昔
の
生
活
体
感
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

遠
野
の
写
真
を
撮
り
続
け
て
き
た

写
真
家
・
浦
田
穂
一
の
写
真
を
大

写
し
で
使
い
、
そ
こ
に
板
張
り
の

寛
げ
る
空
間
を
設
け
て
い
る
。
博

変
化
に
富
ん
だ
美
し
い
田
園
と
森
、
そ
の
中
に
古
い
民

家
や
町
家
が
点
在
し
、
民
話
や
行
事
、
昔
の
暮
ら
し
な

ど
が
連
綿
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
遠
野
市
。
平
成
19
年
か

ら
住
民
と
行
政
が
協
働
し
て
史
跡
や
伝
承
行
事
を
保
護

活
用
し
て
い
く
た
め
の「
遠
野
遺
産
」制
度
が
ス
タ
ー
ト

し
、
現
在
、
地
域
か
ら
推
薦
が
あ
り
認
定
さ
れ
た「
遠

野
遺
産
」は
１
０
７
件
に
も
及
ぶ
。
文
化
財
保
護
活
動
の

拠
点
に
な
る
市
立
博
物
館
で
は
柳
田
国
男
の『
遠
野
物

語
』を
基
調
に
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
。
遠
野

の
文
化
や
歴
史
を
斬
新
な
手
法
で
展
示
し
て
、
新
た
な

遠
野
フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
い
る
。

山
里
の
文
化
と
暮
ら
し
を
語
り
継
ぐ

［
遠
野
物
語
］の
里
岩
手
県
遠と

お
の
し

野
市

▶柳田国男『遠野物語』等の出版
物。左は柳田が自費出版して最初
の一冊を佐々木喜善に送った貴重
なもの　◀市立博物館に入館する
と『遠野物語』をイメ―ジした映像
が迎える

水田の中にある小さいが良く手入れ
された「荒神神社」。遠野遺産
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物
館
全
体
が
、
遠
野
の
暮
ら
し
を
ド
ラ
マ
的
に
学
べ

る
構
成
で
あ
る
。

ま
た
館
で
は
遠
野
に
関
わ
る
作
家
た
ち
の
貴
重
な

図
書
や
資
料
集
も
独
自
に
発
行
し
て
販
売
し
て
お
り
、

柳
田
国
男
、
宮
沢
賢
治
フ
ァ
ン
に
は
見
逃
せ
な
い
。

案
内
し
て
く
れ
た
学
芸
員
の
前
川
さ
お
り
さ
ん
は

「
以
前
か
ら
あ
っ
た
資
料
を
展
示
し
直
し
た
も
の
で
、

整
理
し
て
見
せ
方
を
工
夫
し
ま
し
た
」
と
言
う
。

前
川
さ
ん
は
山
形
市
出
身
で
、
大
学
卒
業
と
同
時

に
『
遠
野
物
語
』
に
惹
か
れ
て
職
員
採
用
試
験
に
応

募
し
た
。
多
忙
だ
が
や
り
が
い
が
あ
る
仕
事
だ
と
前

川
さ
ん
。

併
設
す
る
市
立
図
書
館
の
奥
に
市
の
文
化
政
策
部

が
あ
り
、
職
員
は
こ
こ
に
勤
務
。
市
が
３
年
前
に
ス

タ
ー
ト
し
た
「
遠
野
遺
産
」
制
度
の
窓
口
も
あ
り
、

市
民
が
博
物
館
を
訪
ね
る
機
会
が
増
え
て
い
る
。

現
在
各
地
の
博
物
館
、
美
術
館
等
は
見
学
者
の
減

少
、
展
示
品
の
マ
ン
ネ
リ
化
、
厳
し
い
自
治
体
運
営

の
影
響
を
受
け
て
経
営
難
に
陥
っ
て
い
る
。
ま
し
て

東
日
本
大
震
災
に
遭
っ
た
東
北
地
方
は
、
施
設
や
貴

重
な
文
化
財
そ
の
も
の
が
損
傷
・
壊
滅
し
、
復
旧
の

め
ど
は
殆
ど
立
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

遠
野
は
三
陸
沿
岸
に
近
く
、
職
員
た
ち
は
震
災
後

は
い
ち
早
く
被
災
地
へ
出
か
け
、
災
害
で
損
傷
し
た

文
化
財
を
レ
ス
キ
ュ
ー
す
る
活
動
も
行
っ
て
い
る
。

遠
野
市
立
博
物
館
の
新
し
い
試
み
は
、
博
物
館
再

建
活
動
の
指
針
と
な
り
そ
う
だ
。

柳
田
国
男
が
伝
え
た
も
の 

市
民
が
伝
承
し
て
い
る
も
の

柳
田
国
男
が
遠
野
の
佐
々
木
喜
善（
鏡
石
）か
ら
話

を
聞
い
て
ま
と
め
た
『
遠
野
物
語
』
に
は
１
１
９
話

に
及
ぶ
民
話
や
伝
承
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
序

文
で
柳
田
は
「
遠
野
郷
に
は
こ
の
類
の
物
語
な
ほ
数

百
件
あ
る
な
ら
ん
。
遠
野
よ
り
さ
ら
に
物
深
き
所
に

は
ま
た
無
数
の
山
神
山
人
の
伝
説
あ
る
べ
し
。
願
は

く
は
こ
れ
を
語
り
て
平
地
人
を
戦
慄
せ
し
め
よ
」
と

記
し
、『
遠
野
物
語
』
は
初
版
か
ら
１
０
０
年
た
っ
た

い
ま
も
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
る
日
本
民
俗
学
の
原
典

に
な
っ
て
い
る
。

明
治
８
年
兵
庫
県
の
医
家
に
生
ま
れ
た
柳
田
は
16

歳
で
上
京
し
て
第
一
高
等
中
学
校
に
入
学
、
東
京
帝

国
大
学
卒
業
後
は
農
商
務
省
農
務
局
勤
務
と
な
る
。

国
木
田
独
歩
、
田
山
花
袋
等
と
交
流
し
、
学
生
時
代

に
は
『
抒
情
詩
』
を
発
表
し
て
い
る
が
、
農
務
局
勤

務
に
な
っ
て
か
ら
は
積
極
的
に
全
国
を
旅
し
農
政
学

に
関
す
る
論
文
や
講
演
活
動
に
当
た
っ
て
い
る
。

『
遠
野
物
語
』
は
明
治
43
年
６
月
、
34
歳
の
時
自

費
出
版
し
た
も
の
で
、
柳
田
は
前
年
の
８
月
に
遠
野

を
訪
れ
た
。
遠
野
に
伝
わ
る
話
を
、
夜
を
徹
し
て
話

し
て
く
れ
た
佐
々
木
喜
善（
当
時
25
歳
）を
訪
ね
て
来

村
し
た
が
、
喜
善
は
不
在
だ
っ
た
。
後
に
喜
善
も
柳

田
の
影
響
を
受
け
、
昔
話
研
究
の
先
駆
者
と
な
り
、

「
日
本
の
グ
リ
ム
」
と
呼
ば
れ
た
。

『
遠
野
物
語
』
に
は
、
里
の
神
、
山
の
神
、
家
の

神
等
民
間
信
仰
の
神
々
に
加
え
て
、
天
狗
、
山
男
、

雪
女
、
河
童
等
の
妖
怪
、
猿
や
狐
、
狼
等
の
動
物
が

登
場
す
る
。
山
男
や
山
女
の
話
、
人
が
神
隠
し
に
遭

う
話
は
全
国
各
地
に
あ
り
、
民
俗
学
者
も
関
心
を
持

っ
て
き
た
が
、「
語
り
部
」
が
地
元
の
言
葉
で
語
り
継

ぎ
、
ま
た
オ
シ
ラ
サ
マ
な
ど
の
家
の
神
を
大
切
に
祀

る
信
仰
が
代
々
継
承
さ
れ
て
い
る
遠
野
の
よ
う
な
地

方
は
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

遠
野
市
は
北
部
中
央
の
山
岳
信
仰
の
山
・
早
池
峰

山
（
１
９
１
７
ｍ
）、
西
部
に
石
上
山
（
１
０
２
８
ｍ
）、

東
部
に
六
角
牛
山
（
１
２
９
４
ｍ
）
の
遠
野
三
山
に

囲
ま
れ
た
盆
地
に
市
街
地

を
形
成
す
る
総
面
積

８
２
５
・
62
㎢
の
市
。

ま
ち
な
か
に
は
遠
野
南

部
氏
の
城
下
町
の
面
影
が

色
濃
く
残
り
、
寺
町
と
呼

ば
れ
る
地
区
に
は
神
社
や

寺
、
商
人
町
、
武
家
屋
敷

の
跡
が
し
の
ば
れ
る
。
里
に
は
手
入
れ
さ
れ
た
田
畑
が

広
が
り
、
ま
た
、
南
部
駒
の
生
産
地
で
も
あ
り
、
馬
と

人
が
一
つ
屋
根
の
下
で
暮
ら
す
南
部
曲
り
家
が
多
数
あ

っ
た
。
そ
の
代
表
が
江
戸
時
代
末
期
頃
建
造
の
「
千
葉

家
」で
、
約
８
０
０
坪
の
敷
地
に
は
馬
20
頭
、
作
男
15

人
が
い
た
。
曲
り
家
の
多
く
は
市
が
「
遠
野
ふ
る
さ
と

村
」「
伝
承
園
」に
移
築
し
て
整
備
し
、
昔
の
暮
ら
し
な
ど

を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
観
光
資
源
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
市
で
は
、
地
域
に
あ
る
神
社
や
寺
、
自
然

や
民
俗
芸
能
、
風
習
等
を
、
誇
る
べ
き
遺
産
、
次
世

代
に
守
り
伝
え
る
宝
物
と
し
て
、「
遠
野
遺
産
」
に
認

風土を活かして、歴史ロマンの里①

▲台風除けの雨風祭り人形

▲遠野市立博物館学芸員の前川さ
おりさん。同館出版の図書や資料
集の前で　▶博物館内にあるひと
昔前の暮らし再現コーナー

▲養蚕の神、家の神といわれるオ
シラサマ
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定
す
る
制
度
を
平
成
19
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

遠
野
遺
産
は
市
民
が
地
域
の
宝
物
で
あ
る
と
の
認

識
を
持
ち
、
皆
で
守
っ
て
い
く
こ
と
が
認
定
の
条
件

で
、
地
域
づ
く
り
団
体
等
が
推
薦
、
遠
野
遺
産
認
定

調
査
委
員
会
が
推
薦
物
件
の
調
査
を
行
い
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
市
長
が
認
定
す
る
も
の
。
認
定
さ
れ
る
と
、

保
護
・
活
用
事
業
の
計
画
を
市
に
申
請
し
、
採
択
さ

れ
れ
ば
、
一
件
に
つ
き
上
限
80
万
円
ま
で
の
補
助
が

受
け
ら
れ
る
。

遠
野
遺
産
に
関
す
る
市
民
の
関
心
は
高
く
、
３
年

を
経
て
現
在
１
０
７
件
が
認
定
さ
れ
、
保
護
活
用
の

活
動
も
盛
ん
だ
。
例
え
ば
、
訪
れ
る
人
も
滅
多
に
い

な
か
っ
た
小
さ
い
神
社
を
、
地
区
住
民
が
総
出
で
参

道
や
境
内
、
森
を
整
備
し
、
途
絶
え
て
い
た
祭
り
を

復
活
す
る
ケ
ー
ス
が
数
地
区
で
行
わ
れ
て
い
る
。

「
遠
野
遺
産
」
に
認
定
さ
れ
た
地
区
と
世
話
人
さ

ん
の
一
部
を
訪
ね
た
。

「
お
ら
ほ
の
遺
産
」
を
訪
ね
て

遠
野
駅
周
辺
の
商
店
街
で
は
、
お
か
み
さ
ん
達
が

主
催
し
て
２
月
中
頃
か
ら
３
月
３
日
ま
で
の
１
～
２

週
間
、「
遠
野
町
家
の
ひ
な
祭
り
」
を
開
催
し
て
い
る
。

こ
れ
は
遠
野
遺
産
「
一
日
市
の
お
雛
見
」
を
活
用
し

た
事
業
で
、
和
菓
子
処
松
林
堂
を
営
む
松
田
和
子
さ

ん
の
店
を
訪
ね
た
。「
百
年
以
上
の
商
家
が
多
い
の
で
、

各
戸
に
雛
人
形
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
特
別
公
開
し
、

語
り
部
が
雛
の
歴
史
を
語
っ
た
り
、
甘
酒
、
菓
子
や

茶
で
も
て
な
し
た
り
、
４
日
に
は
子
供
た
ち
が
親
水

公
園
で
流
し
雛
を
し
ま
す
。
古
雛
を
公
開
す
る
家
は

25
カ
所
、
新
し
い
雛
や
子
供
た
ち
の
手
作
り
雛
な
ど

を
展
示
す
る
“
お
ひ
な
様
ギ
ャ
ラ
リ
ー
”
は
32
会
場

に
も
な
り
、
３
万
人
が
訪
れ
ま
す
。
町
家
の
語
り
は

農
村
部
と
言
葉
使
い
が
少
し
違
い
ま
す
の
で
、
会
を

作
っ
て
学
び
あ
い
、
今
19
人
の
お
母
さ
ん
が
雛
の
語

り
部
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
松
田
さ
ん
。

松
林
堂
は
遠
野
の
伝
統
銘
菓
『
明
け
が
ら
す
』
を
明

治
以
降
作
り
続
け
て
き
た
老
舗
で
、
季
節
の
和
菓
子
が

並
ぶ
ケ
ー
ス
の
奥
に
は
一
年
中
飾
る
立
ち
雛
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
目
に
つ
い
た
の
は
、
店
頭
に
置
か
れ
た
子

供
用
の
衣
類
。「
遠
野
に
は
災
害
で
避
難
し
て
き
た

り
移
住
し
て
き
た
り
し
た
方
が
３
９
０
人
い
て
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
も
遠
野
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
ま

す
。
こ
の
衣
類
は
埼
玉
県
の
ス
イ
ミ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

が
子
供
用
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
な
ど
を
集
め
て
置
い
て
い
っ

た
も
の
で
、
着
替
え
が
た
く
さ
ん
欲
し
い
子
供
に
喜

ば
れ
て
い
ま
す
」

商
店
街
の
お
母
さ
ん
た
ち
も
交
代
で
避
難
所
へ
出

か
け
て
食
事
の
世
話
等
に
当
た
っ
て
き
た
。

遠
野
駅
の
そ
ば
に
は
市
観
光
協
会
の
事
務
所
と
売

店
が
あ
る
物
産
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、
そ
の
一
角
に
語
り

部
か
ら
民
話
を
聞
く
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
そ
の
日
は
埼

玉
県
太
田
市
か
ら
夜
行
バ
ス
で
や
っ
て
き
た
渡
木
亜

都
子
さ
ん
が
語
り
部
の
話
を
待
っ
て
い
た
。
語
り
部
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
「
い
ろ
り
火
の
会
」
11
人
が
交
代
で
勤
務
、

当
番
の
奥
寺
恭
子
さ
ん
が
渡
木
さ
ん
の
リ
ク
エ
ス
ト
で

「
オ
シ
ラ
サ
マ
」
の
民
話
を
語
っ
た
。

「
昔
、
あ
っ
た
ず
も
な
」
と
、
馬
と
娘
の
悲
恋
と

オ
シ
ラ
サ
マ
と
い
う
神
の
由
来
を
語
る
。
奥
寺
さ
ん

は
盛
岡
か
ら
50
年
前
に
嫁
い
で
き
て
、
義
祖
父
か
ら

民
話
を
学
ん
だ
。

い
ろ
り
火
の
会
会
長
の
工
藤
さ
の
み
さ
ん
は
、
民

話
を
継
承
し
な
け
れ
ば
と
平
成
12
年
に
同
会
を
立
ち

上
げ
た
。
当
初
は
市
街
地
の
活
性
化
を
図
り
た
い
と

空
き
店
舗
を
借
り
て
行
っ
て
い
た
が
、
場
所
の
確
保

が
難
し
く
な
り
廃
会
に
な
り
か
け
た
時
期
も
。
次
第

に
観
光
客
か
ら
好
評
を
博
し
、
現
在
地
に
コ
ー
ナ
ー

を
設
け
る
こ
と
が
出
来
た
。「
２
、

３
人
で
始
め
て
今
11
人
で
休
日
な

し
で
や
っ
て
い
ま
す
。
手
弁
当
で

す
が
、
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
」

と
語
っ
て
い
た
。

観
光
客
の
渡
木
さ
ん
は
「
年
一

度
は
遠
野
へ
き
て
、
ま
ず
語
り
部

の
話
を
聞
く
ん
で
す
。
い
つ
聞
い

て
も
豊
か
な
気
持
ち
に
さ
せ
て
く

れ
ま
す
」
と
言
っ
て
、
次
の
場
所

へ
出
か
け
て
行
っ
た
。

遠
野
地
方
の
農
家
の
暮
ら
し
を
再
現
し
た
「
伝
承

園
」
に
は
、
国
指
定
重
要
文
化
財
の
「
旧
菊
池
家
住

宅
」、『
遠
野
物
語
』
の
話
者
「
佐
々
木
喜
善
記
念
館
」、

千
体
の
オ
シ
ラ
サ
マ
を
展
示
す
る
「
御お

し

ら

蚕
神
堂
」、

民
芸
品
作
り
が
体
験
で
き
る
「
工
芸
館
」
の
ほ
か
、

や
き
も
ち
や
ひ
っ
つ
み
な
ど
の
郷
土
食
を
提
供
す
る

店
も
あ
る
。
蚕
を
飼
っ
て
い
る
作
業
室
も
あ
り
、
囲

炉
裏
端
で
語
り
部
の
話
を
聞
く
こ
と
も
出
来
、
昔
の

農
家
の
暮
ら
し
が
身
近
に
味
わ
え
る
。

圧
巻
な
の
は
千
体
の
オ
シ
ラ
サ
マ
が
並
ぶ
部
屋
だ

ろ
う
。
何
度
か
立
ち
寄
り
、い
つ
も
賑
わ
っ
て
い
た
が
、

震
災
の
影
響
で
観
光
客
は
大
幅
に
落
ち
込
ん
で
い
た
。

伝
承
園
に
車
を
止
め
て
脇
道
に
入
っ
て
い
く
と
常

▼遠野駅のそばにある語り部から民話
を聞くコーナー

▼１枚200円で売られているカッパ捕獲許可証

▼いまにもカッパが現われそうなカッパ淵　右／伝承園、養蚕部屋。マユは紡いで絹糸にする
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堅
寺
が
あ
り
、
そ
の
脇
を

流
れ
る
蓮は
せ
き池

川
が
観
光
客

に
人
気
の
「
カ
ッ
パ
淵
」。

河
童
の
民
話
は
数
多
く
、

そ
れ
を
象
徴
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
穏
や
か
で
美
し
い

小
川
が
流
れ
て
い
る
。
民
話
の
中
で
は
悪
戯
者
だ
っ

た
が
、
今
も
人
形
や
木
像
が
作
ら
れ
人
々
に
愛
さ
れ

て
い
る
河
童
。
遠
野
駅
そ
ば
の
観
光
協
会
な
ど
で
は

「
カ
ッ
パ
捕
獲
許
可
証
」
も
発
行
し
て
い
る
。

市
の
東
南
部
、
青
笹
町
の
水
田
の
中
に
小
さ
な
お

社
「
荒あ
ら
が
み神

神
社
」
が
あ
っ
た
。
茅
葺
の
お
社
で
、
ご

神
体
は
権
現
様
。
春
は
田
植
え
し
た
苗
の
成
長
を
、

秋
は
黄
金
色
の
稲
穂
を
見
守
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

田
圃
の
周
辺
も
よ
く
手
入
れ
さ
れ
、
自
然
を
慈
し
み

豊
作
を
祈
る
農
民
た
ち
の
心
持
が
感
じ
ら
れ
る
。

翌
日
は
南
部
の
小
友
町
鮎あ
ゆ
か
い貝
地
区
へ
向
か
っ
た
。

青
田
が
美
し
い
静
か
な
純
農
村
地
帯
で
、
地
区
の
中

心
部
に
八
坂
神
社
が
あ
る
。
６
月
15
日
の
例
祭
に
際

し
て
「
馬ま
っ
こ
つ
な

子
繋
ぎ
」
と
言
う
慣
習
が
あ
り
、
遠
野
遺

産
に
認
定
さ
れ
た
。
各
家
が
和
紙
に
木
版
刷
り
の
馬

の
版
画
を
三
枚
ず
つ
持
ち
寄
り
、
例
祭
の
早
朝
に
米

粒
や
米
粉
で
練
っ
た
も
の
を
添
え
て
、
神
社
と
水
田

の
水
口
に
奉
納

す
る
。
祭
り
の

前
に
皆
で
集
ま

っ
て
絵
を
描
い

た
り
木
版
を
刷

っ
た
り
す
る
そ

う
で
、
近
く
に
住
む
菊
池
孝
一
・
道
子
夫
妻
に
お
願

い
し
て
、
用
意
し
た
馬
絵（
版
画
）を
見
せ
て
い
た
だ

い
た
。

「
絵
馬
を
奉
納
し
て
無
病
息
災
と
豊
作
を
祈
願
す
る

行
事
で
す
。
昔
は
ど
の
家
に
も
版
が
あ
っ
た
ん
で
す

が
、
今
は
集
ま
っ
て
手
描
き
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ

た
ね
。
祭
り
に
は
神
楽
や
し
し
踊
り
が
出
て
賑
わ
い
、

そ
の
あ
と
は
ヤ
マ
ベ（
や
ま
め
）を
焼
い
て
皆
に
ふ
る

ま
い
ま
す
。
ぜ
ひ
お
い
で
な
さ
い
」
と
ご
夫
妻
。

鮎
貝
地
区
は
22
戸
で
、
農
家
も
高
齢
化
し
て
き
た

が
、
祭
り
に
は
子
供
や
孫
が
皆
里
帰
り
し
て
賑
わ
う
。

国
道
沿
い
に
は
産
直
「
と
も
ち
ゃ
ん
」
が
あ
り
、
新
鮮

野
菜
や
小
友
米
、農
産
加
工
品
を
豊
富
に
並
べ
て
い
た
。

も
う
一
つ
の
魅
力
、「
遠
野
ふ
る
さ
と
村
」

広
大
な
敷
地
の
中
、
雑
木
林
に
囲
ま
れ
て
７
軒
の

曲
り
家
と
納
屋
、
蔵
、
水
車
小
屋
等
が
あ
り
、
田
圃

や
畑
で
は
季
節
の
作
物
が
作
ら
れ
て
い
る
。
遠
野
の

ひ
と
昔
前
の
暮
ら
し
が
そ
の
ま
ま
再
現
さ
れ
た
よ
う

な
「
遠
野
ふ
る
さ
と
村
」。
古
く
か
ら
伝
わ
る
年
中

行
事
も
開
催
し
、
馬
っ
こ
作
り
、
南
蛮
わ
ら
編
み
等

の
農
村
の
生
活
を
体
験
、
田
植
え
や
稲
刈
り
等
の
農

業
体
験
も
で
き
る
。
取
材
に
伺
っ
た
日
も
、
市
内
の

父
兄
と
子
供
た
ち
が
曲
り
家
の
一
軒
を
借
り
て
餅
つ

き
を
し
て
い
た
。
村
で
最
大
の
江
戸
時
代
建
造
の
曲

り
家
「
肝
煎
り
の
家
」
で
は
映
画
を
撮
影
中
。
こ
こ

数
年
映
画
や
テ
レ
ビ
の
ロ
ケ
地
に
使
わ
れ
る
こ
と
が

多
く
、
有
名
な
役
者
が
何
十
人
も
訪
れ
て
い
る
。

（
社
）遠
野
ふ
る
さ
と
公
社
が
運
営
し
、
職
員
は
ビ

ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
の
仕
事
を
含
め
て
23
人
だ
が
、
村

内
に
は
「
ま
ぶ
り
っ
と
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
中
高

年
者
グ
ル
ー
プ
で
構
成
す
る
守
り
人
が
い
て
、
交
代

で
常
駐
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
、
曲
り
家
「
大
工
ど

ん
」
の
家
を
訪
ね
た
。

こ
の
日
は
梅
田
造
さ
ん（
77
）と
菊
池
は
や
さ
ん

（
69
）が
当
番
日
。「
掃
除
し
て
、い
ろ
り
に
火
を
焚
き
、

板
戸
を
開
け
、
来
た
人
を
案
内
し
た
り
し
ま
す
」

普
段
は
農
業
を
し
、
月
２
、３
回
ふ
る
さ
と
村
へ

勤
務
す
る
が
「
こ
こ
へ
来
る
の
が
楽
し
み
。
う
ち
ら

が
も
う
忘
れ
て
し
ま
っ
た
子
供
時
代
の

暮
ら
し
が
あ
る
で
」
と
二
人
は
言
う
。

梅
田
さ
ん
は
趣
味
で
河
童
の
木
彫
を
し

て
お
り
、
売
店
で
も
売
ら
れ
て
い
た
。

遠
野
ふ
る
さ
と
村
の
支
配
人
鈴
木
裕

子
さ
ん
は
、「
一
番
気
に
な
る
の
が
地
震

や
津
波
で
災
害
に
遭
わ
れ
た
方
た
ち
。

避
難
所
に
な
れ
ば
と
、
普
段
は
宿
泊
出

来
な
い
曲
り
家
に
布
団
を
持
ち
込
み
泊

っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
に
も
利
用
し
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
観
光
客
は
大
幅
に
落
ち
込

ん
で
い
ま
す
が
、
復
興
に
む
け
て
何
が

出
来
る
か
を
皆
で
模
索
す
る
毎
日
で

す
」
と
語
っ
て
い
た
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

●遠野市文化政策部文化課 ☎0198-62-2340
●遠野市観光協会 ☎0198-62-1333
●遠野ふるさと村 ☎0198-64-2300
●伝承園 ☎0198-62-8655

▶町家のひな祭り「一日市のお雛見」会
代表の松田和子さん。被災地へ渡す衣類
を手に。下は遠野銘菓『明けがらす』

◀遠野ふるさと村支配人の鈴木裕子さん
左／遠野ふるさと村、大工どんの曲り家で。
菊池さん、梅田さん

▼伝承園の囲炉裏でCDの民話を聞く

▼小友町鮎貝地区の八坂神社と、奉納する「馬子繋
ぎ」の絵馬を見せてくれる菊池さん夫妻
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栽
培
か
ら
加
工
過
程
・ 

商
品
が
楽
し
め
る「
フ
ァ
ー
ム
富
田
」

車
か
ら
降
り
た
途
端
、
花
の
香
に
包
ま
れ
た
。
目

の
前
に
は
、
赤
、
黄
色
、
オ
レ
ン
ジ
、
紫
、
白
の
幾

条
も
の
彩
の
テ
ー
プ
が
緩
や
か
な
斜
面
を
走
り
、
隣

に
は
薄
紫
の
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
じ
ゅ
う
た
ん
が
広
が
っ

て
い
る
。
妖
精
が
魔
法
の
タ
ク
ト
を
振
っ
た
に
違
い

な
い
。
そ
う
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
光
景
で
あ
る
。

人
々
は
、
思
い
思
い
に
花
に
遊
び
、
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
切
り
、
散
策
す
る
。
誰
の
顔
も
笑
い
に
染
ま
っ
て

い
る
。
ポ
プ
ラ
並
木
に
せ
せ
ら
ぎ
の
音
。
ラ
ベ
ン
ダ

ー
の
香
り
が
漂
う
シ
ョ
ッ
プ
に
は
、
香
水
や
石
鹸
、

ポ
プ
リ
な
ど
の
品
々
が
並
べ
ら
れ
、
人
々
は
、
香
り

を
旅
の
土
産
に
と
、
あ
れ
こ
れ
見
て
回
る
。

ラ
ベ
ン
ダ
ー
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
ラ

ム
ネ
を
は
じ
め
、
北
海
道
の
産
品
を
工
夫
し
た
メ
ニ

ュ
ー
も
盛
り
沢
山
。
ま
さ
に
触
覚
、
味
覚
、
視
覚
、

嗅
覚
、
聴
覚
の
五
感
を
満
た
し
、
時
間
を
忘
れ
て
過

ご
す
こ
と
が
で
き
る
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
い
え
よ
う
。

「
フ
ァ
ー
ム
富
田
」
の
四
代
目
で
社
長
の
富
田
均

さ
ん
に
広
い
園
内
を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。
父
親

を
助
け
、
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
土
を
耕
し
た
。
高
校

卒
業
と
同
時
に
家
業
に
本
腰
を
入
れ
、
今
年
で
30
年
。

父
親
か
ら
社
長
を
引
き
継

い
で
９
年
に
な
る
。

ま
ず
案
内
さ
れ
た
の
が
、

「
蒸
留
の
舎い
え

」。

ラ
ベ
ン
ダ
ー
か
ら
エ
ッ

セ
ン
シ
ャ
ル
オ
イ
ル
を
抽

出
す
る
た
め
の
蒸
留
施
設

で
あ
る
。「
ラ
ベ
ン
ダ
ー

の
み
で
蒸
留
を
行
っ
て
い

夏
の
富
良
野
と
い
え
ば
、
十
勝
岳
を
背
景
に
、
町
全
体

が
薄
絹
の
紫
の
じ
ゅ
う
た
ん
さ
な
が
ら
の
ラ
ベ
ン
ダ
ー

畑
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。し
か
し
、

実
際
の
富
良
野
の
町
で
、
一
面
の
ラ
ベ
ン
ダ
ー
畑
に
出

合
う
場
面
は
意
外
に
少
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、な
ぜ
、

私
た
ち
の
記
憶
に
一
面
の
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
広
が
る
景
観

が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
戦
後
の
高

度
経
済
成
長
の
一
時
期
、
富
良
野
の
大
地
を
飾
っ
た
ラ

ベ
ン
ダ
ー
の
歴
史
と
、
そ
の
ラ
ベ
ン
ダ
ー
を
愛
し
て
や

ま
な
い
一
人
の
男
と
そ
の
家
族
が
守
り
切
っ
た
一
枚
の

ラ
ベ
ン
ダ
ー
畑
の
物
語
が
あ
っ
た
。

地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
甦
っ
た

富
良
野
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
里

北
海
道

中な
か
ふ
ら
の
ち
ょ
う

富
良
野
町

「ファーム富田」のトラディショナルラベンダー畑。
どうしてもつぶすことのできなかったこの畑が奇
跡を呼んだ。畑のあぜ道が散策路になっている
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る
の
は
、
日
本
で
は
こ
こ
だ
け
」
と
均
さ
ん
。
60
㎏

の
ラ
ベ
ン
ダ
ー
か
ら
抽
出
で
き
る
オ
イ
ル
は
コ
ッ
プ

１
杯
か
ら
１
杯
半
ほ
ど
。
自
然
が
も
た
ら
し
た
貴
重

な
贈
り
物
で
あ
る
。

隣
接
す
る
「
香
水
の
舎
」
で
は
、
抽
出
し
た
オ
イ

ル
で
香
水
を
調
合
し
た
り
、
石
鹸
を
作
る
工
程
が
見

学
で
き
る
。
畑
で
原
料
に
触
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
業

場
で
そ
れ
が
加
工
さ
れ
る
場
面
が
手
に
と
る
よ
う
に

わ
か
り
、
そ
の
上
で
商
品
を
手
に
す
る
の
だ
か
ら
、

商
品
へ
の
信
頼
感
は
確
か
な
も
の
と
な
る
。

「
ラ
ベ
ン
ダ
ー
を
栽
培
し
、
加
工
し
て
商
品
と
し
て

売
る
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
工
程
か
ら
、
少
し
ず
つ
利

益
を
考
え
て
い
け
ば
、
今
の
と
こ
ろ
入
場
料
を
取
ら

な
く
と
も
、
な
ん
と
か
や
っ
て
い
け
ま
す
」
と
均
さ

ん
。
日
焼
け
し
た
顔
が
ほ
こ
ろ
ぶ
。

入
場
無
料
の
「
フ
ァ
ー
ム
富
田
」。
入
場
口
が
な

い
た
め
、
人
々
の
動
線
が
定
ま
る
こ
と
な
く
、
い
ろ

い
ろ
な
場
所
か
ら
自
由
に
出
入
り
で
き
る
の
が
、
魅

力
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
開
放

し
て
い
る
農
地
の
広
さ
は
７
・
５
ha
で
す
が
、
も
と

も
と
あ
っ
た
水
田
や
畑
に
土
を
入
れ
て
ラ
ベ
ン
ダ
ー

畑
を
作
り
ま
し
た
か
ら
、
当
時
の
あ
ぜ
道
そ
の
ま
ま
。

そ
こ
に
皆
さ
ん
が
必
要
か
な
と
思
わ
れ
る
ス
ペ
ー
ス

を
作
っ
て
い
く
う
ち
に
、
今
の
姿
に
な
り
ま
し
た
」。

「
彩
り
の
畑
」「
花
人
の
畑
」
は
「
皆
さ
ん
に
楽
し

ん
で
も
ら
う
た
め
の
畑
」。
ふ
つ
う
、
花
畑
に
は
種

苗
会
社
が
種
を
買
っ
て
く
れ
る
花
を
植
え
る
が
、
そ

れ
で
は
同
時
期
に
咲
く
花
は
そ
ろ
わ
な
い
。
そ
こ
で

種
の
採
取
よ
り
、「
見
せ
る
畑
づ
く
り
」
を
優
先
し
た
。

「
連
作
障
害
を
克
服
す
る
の
が
大
変
で
す
が
、
土
の

手
入
れ
を
工
夫
し
、
毎
年
同
じ
場
所
に
花
畑
を
作
っ

て
い
ま
す
」。
生
産
性
や
効
率
性
よ
り
、
お
客
さ
ま

が
感
動
す
る
顔
が
見
た
か
っ
た
。
そ
れ
が
、
集
客
と

商
品
の
販
売
額
向
上
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

奇
跡
を
生
ん
だ
１
枚
の
カ
レ
ン
ダ
ー
と 

１
個
の
サ
シ
ェ（
に
お
い
袋
）

富
良
野
地
方
で
ラ
ベ
ン
ダ
ー
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
昭
和
28
年
。
そ
の
と
き
均
さ
ん
の
父

で
会
長
の
忠
雄
さ
ん
は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
畑
の
景
観
に

魅
せ
ら
れ
た
。
６
年
後
、
畑
の
一
角
の
10
ａ
の
土
地

に
ラ
ベ
ン
ダ
ー
を
植
え
始
め
る
。
こ
の
時
期
か
ら
地

域
で
ラ
ベ
ン
ダ
ー
栽
培
が
奨
励
さ
れ
、
蒸
留
工
場
も

で
き
、
昭
和
45
年
に
は
富
良
野
地
方
全
体
で
栽
培
面

積
２
３
０
ha
以
上
、
栽
培
農
家
は
２
５
０
戸
に
ま
で

増
え
た
。
中
富
良
野
町
で
も
30 
ha
の
栽
培
面
積
に

対
し
て
、
最
盛
期
で
３
０
０
㎏
の
オ
イ
ル
を
抽
出
し

て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
２
年
後
、
貿
易
の
自
由
化

に
よ
る
輸
入
香
料
の
台
頭
と
、
合
成
香
料
の
技
術
進

歩
の
大
波
に
洗
わ
れ
る
よ
う
に
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
畑
は

波
間
に
姿
を
消
し
た
。

「
父
も
母
も
ラ
ベ
ン
ダ
ー
が
大
好
き
で
、
ト
ラ
ク
タ

ー
で
ラ
ベ
ン
ダ
ー
を
つ
ぶ
す
こ
と
は
忍
び
な
か
っ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
」。

　

し
か
し
、
生
活
は
苦
し
く
な
る
ば
か
り
だ
っ
た
。

畑
を
つ
ぶ
そ
う
と
決
断
し
た
昭
和
50
年
６
月
の
こ

と
だ
っ
た
。
奇
跡
が
起
き
た
。
国
鉄
の
カ

レ
ン
ダ
ー
に
、
フ
ァ
ー
ム
富
田
の
ラ
ベ
ン

ダ
ー
畑
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
の
だ
。
潮

目
は
変
わ
っ
た
。
カ
メ
ラ
マ
ン
や
観
光
客
が
訪
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

翌
年
、
均
さ
ん
の
母
・
幸
子
さ
ん
が
旅
行
客
の
女

性
か
ら
教
わ
っ
て
作
っ
た
１
個
の
サ
シ
ェ（
に
お
い

袋
）が
売
れ
た
。
以
後
、
サ
シ
ェ
づ
く
り
は
、
ラ
ベ

ン
ダ
ー
畑
を
継
続
す
る
た
め
の
さ
さ
や
か
な
収
入
源

と
な
り
、
農
閑
期
の
楽
し
い
仕
事
と
な
る
。

ラ
ベ
ン
ダ
ー
に
一
縷
の
可
能
性
を
見
出
し
た
忠
雄

右／香水を調合して製品にする
左／「花人の舎」には、ファーム富田
の歴史がパネル展示されている

蒸留工場「蒸留の舎」でのオイル抽出、作業時間は約１時間半。ラベンダーを大釜
に詰め込み、水蒸気を送って、エキスを揮発。ゆっくりと冷却してオイルを抽出

ドライフラワーづくりの一場面

風土を活かして、歴史ロマンの里②

園内のポプラ並木を背に、富田均社長
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さ
ん
は
オ
イ
ル
抽
出
を
再
開
し
、
香
水
作
り
を
始
め

た
。「
普
通
な
ら
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
苗
木
と
切
り
花

を
売
る
程
度
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
と
き
に
香
水
を
作

ろ
う
と
考
え
た
父
親
の
存
在
は
大
き
か
っ
た
。
そ
れ

か
ら
、
石
鹸
の
製
造
許
可
も
と
り
ま
し
た
」。

こ
の
忠
雄
さ
ん
の
発
想
を
大
き
く
飛
躍
さ
せ
た
の

が
均
さ
ん
で
あ
る
。
平
成
元
年
、
稲
作
や
畑
作
を
打

ち
切
り
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
と
花
に
特
化
し
た
の
で
あ
る
。

ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
最
盛
期
と
コ
メ
の
消
毒
時
期
が
重
な

る
た
め
、
両
方
に
対
応
す
る
と
共
倒
れ
に
な
る
お
そ

れ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
何
よ
り
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
を
生

か
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。

し
か
し
、
農
家
は
、「
食
べ
物
を
作
る
」
の
が
本
分
。

ラ
ベ
ン
ダ
ー
に
魅
せ
ら
れ
た
忠
雄
さ
ん
も
、「
短
い
夏

の
水
商
売
。
花
の
ブ
ー
ム
も
い
っ
と
き
で
終
わ
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
、
賛
成
し
か
ね
た
。「
で
も
、
ラ

ベ
ン
ダ
ー
を
生
か
し
て
採
算
ラ
イ
ン
に
も
っ
て
い
く

可
能
性
は
あ
る
」
と
均
さ
ん
。
父
子
の
議
論
が
繰
り

返
さ
れ
、
決
断
が
下
さ
れ
た
。

花
が
観
光
に
結
び
付
く
な
ど
考
え
も
つ
か
な
い
時

代
。
秋
か
ら
冬
の
閑
散
期
に
は
、
首
都
圏
で
開
催
さ

れ
る
北
海
道
物
産
展
な
ど
に
も
商
品
を
出
し
て
、
均

さ
ん
自
ら
が
販
売
し
た
。「
お
客
さ
ま
と
の
話
の
キ

ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
が
商
品
開
発
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
デ
パ
ー
ト
や
ハ
ー
ブ
シ
ョ
ッ
プ

な
ど
を
回
り
、
次
の
年
の
企
画
に
役
立
て
ま
し
た
」。

匂
い
袋
や
手
作
り
の
商
品
は
、
地
元
の
人
た
ち
の

冬
の
仕
事
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

花
観
光
の
先
駆
者
と
し
て

ブ
ー
ム
は
続
い
た
。
観
光
客
は
年
々
増
加
し
、
平

成
11
年
か
ら
は
、
６
月
上
旬
か
ら
10
月
下
旬
の
間
、

近
く
を
通
る
Ｊ
Ｒ
富
良
野
線
に
、「
ラ
ベ
ン
ダ
ー
畑

駅
」
が
設
け
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

家
族
経
営
だ
っ
た
農
園
も
現
在
、
社
員
30
名
。
夏

の
最
盛
期
は
ア
ル
バ
イ
ト
を
含
め
１
２
０
名
の
大
所

帯
と
な
る
。

ラ
ベ
ン
ダ
ー
栽
培
50
周
年
を
迎
え
た
平
成
20
年
、

オ
イ
ル
や
ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー
の
た
め
の
畑
だ
っ
た
場

所
を
日
本
最
大
規
模
の
ラ
ベ
ン
ダ
ー
畑
「
ラ
ベ
ン
ダ

ー
イ
ー
ス
ト
」
と
し
て
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
。

順
調
に
見
え
る
中
で
も
課
題
は
多
い
。
昨
年
、
今

年
と
長
雨
か
ら
く
る
病
気
で
ラ
ベ
ン
ダ
ー
が
枯
れ
て

し
ま
い
、
今
年
は
２
万
株
を
植
え
替
え
た
。「
大
き

く
な
る
の
に
５
年
は
か
か
り
ま
す
。
今
後
も
長
雨
が

続
く
の
か
ど
う
か
、
な
に
し
ろ
自
然
相
手
の
仕
事
で

す
か
ら
、
毎
日
勉
強
で
す
」。

父
子
で
守
り
、
丹
精
込
め
て
育
て
あ
げ
た
農
園
は
、

い
つ
し
か
、
町
全
体
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
を
作
り

上
げ
て
い
っ
た
。

ラ
ベ
ン
ダ
ー
は
中
富
良
野
の
宝
物 

高
齢
者
が
楽
し
く
畑
仕
事

「
フ
ァ
ー
ム
富
田
」
の
程
近
く
、
中
富
良
野
町
の

シ
ン
ボ
ル
・
北
星
山
の
中
腹
に
町
営
ラ
ベ
ン
ダ
ー
園

が
あ
る
。
山
肌
を
薄
紫
に
染
め
た
斜
面
に
「
な
か
ふ

ら
の
」
と
形
ど
っ
た
花
文
字
が
晴
れ
や
か
に
映
る
。

ラ
ベ
ン
ダ
ー
で
注
目
さ
れ
始
め
た
昭
和
55
年
、
町
で

▶商品の数々。１個の匂い袋から始まったラベンダーの加工商品
は、現在、その数を数えられないほど。最近の売れ筋は無添加石鹸

▼花人の畑

▼ショップでは、たくさんの観光客が買い物をする姿が

◀中富良野町の町営ラベンダー畑。
傾斜面で作業をする事業団の人たち

●�ラベンダー開花情報は中富良野町役場 産業建設課�
☎0167-44-2123

●�ファーム富田 ☎0167-39-3939�
http://www.farm-tomita.co.jp
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も
、
冬
は
ス
キ
ー
場
と
な
る
こ
の
場
所
に
ラ
ベ
ン
ダ

ー
の
栽
培
を
始
め
た
。
以
来
、
冬
は
ス
キ
ー
場
、
夏

は
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
や
サ
ル
ビ
ア
、
ヒ
マ
ワ
リ
な
ど
の

花
の
競
演
が
、
人
々
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

畑
作
業
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
る
の
が
、
中
富

良
野
町
高
齢
者
事
業
団
。
現
在
会
員
は
60
歳
か
ら
79

歳
ま
で
の
40
人
。
農
繁
期
、
町
の
農
家
の
手
伝
い
と

ラ
ベ
ン
ダ
ー
園
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

ラ
ベ
ン
ダ
ー
畑
の
作
業
は
例
年
４
月
末
か
ら
10
月

中
旬
ま
で
、
日
曜
日
と
雨
の
日
以
外
の
毎
日
行
わ
れ
、

春
先
の
土
お
こ
し
か
ら
、
夏
は
草
取
り
に
汗
を
流
し
、

花
が
終
わ
れ
ば
、
株
を
丸
く
刈
り
取
る
。

「
傾
斜
が
30
度
な
の
で
、
大
雨
が
降
る
と
一
気
に
水

が
走
っ
て
表
土
が
流
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

強
い
雨
が
降
る
と
心
配
で
夜
中
で
も
見
に
来
ま
す
」

と
話
す
の
は
、
今
年
か
ら
ラ
ベ
ン
ダ
ー
園
の
管
理
を

し
て
い
る
西
原
淳
一
さ
ん
。「
事
業
団
の
人
た
ち
の

力
を
借
り
、
花
を
き
れ
い
に
咲
か
せ
る
の
が
使
命
」

と
言
い
切
る
。
花
畑
の
花
を
絶
や
さ
ず
咲
か
せ
る
苦

労
は
多
い
。

「
こ
の
年
齢
に
な
る
と
、
ほ
か
で
は
使
っ
て
も
ら
え

な
い
か
ら
ね
」
と
笑
う
の
は
、
事
業
団
の
理
事
長
・

吉
川
明
男
さ
ん
。「
で
も
、
充
実
感
を
味
わ
え
る
仕

事
で
あ
り
が
た
い
で
す
ね
」。
副
理
事
長
の
五
十
嵐

安
雄
さ
ん
も
、
畑
を
見
に
来
て
く
れ
る
人
の
喜
ぶ
顔

を
見
る
の
が
楽
し
み
だ
と
か
。

「
定
年
に
な
っ
て
か
ら
、
事
業
団
で
仕
事
を
始
め
た

け
れ
ど
、
大
勢
で
作
業
を
や
る
の
は
本
当
に
楽
し

い
」「
都
会
か
ら
来
る
人
た
ち
は
、『
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
香

り
に
包
ま
れ
て
仕
事
が
で
き
て
い
い
ね
』
と
い
う
け

れ
ど
、
毎
日
嗅
い
で
い
る
と
、
に
お
い
に
酔
っ
ぱ
ら

っ
て
、
け
っ
こ
う
た
い
へ
ん
」
と
話
し
て
く
れ
た
の

は
、
作
業
に
加
わ
っ
て
い
る
女
性
の
方
々
。
作
業
の

な
い
冬
に
は
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
ラ
ベ
ン
ダ
ー
で
小

物
を
作
っ
て
遊
ん
で
い
る
と
い
う
人
も
い
た
。

事
業
団
の
人
た
ち
の
多
く
は
、
富
良
野
の
町
が
ラ

ベ
ン
ダ
ー
一
色
に
染
ま
っ
て
い
た
歴
史
を
記
憶
し
て

い
る
。
い
っ
た
ん
は
姿
を
消
し
た
ラ
ベ
ン
ダ
ー
が
、

「
楽
し
む
畑
」
と
し
て
よ
み
が
え
り
、
町
に
観
光
と

い
う
産
業
を
も
た
ら
し
た
。

「
ラ
ベ
ン
ダ
ー
は
中
富
良
野
の
宝
物
で
す
」

ラ
ベ
ン
ダ
ー
畑
の
作
業
を
し
て
い
た
一
人
の
女
性

の
言
葉
で
あ
る
。
人
と
風
と
土
の
抱
擁
の
中
で
慈
し

ま
れ
た
「
宝
物
」
は
今
、
微
風
を
浴
び
て
静
か
に
そ

よ
い
で
い
る
。

現
在
、
富
良
野
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
ラ
ベ
ン
ダ
ー

は
４
種
。
６
月
下
旬
か
ら
花
の
咲
く
「
濃
紫
早
咲
３

号
」「
よ
う
て
い
」、
７
月
上
旬
に
標
準
種
の
「
お
か

む
ら
さ
き
」、
下
旬
に
遅
咲
き
の
「
は
な
も
い
わ
」
と
、

順
に
花
を
咲
か
せ
て
い
く
。「
フ
ァ
ー
ム
富
田
」で
は
、

冬
期
の
ハ
ウ
ス
で
の
ラ
ベ
ン
ダ
ー
栽
培
に
成
功
し
て

お
り
、
ラ
ベ
ン
ダ
ー
を
通
年
楽
し
め
る
よ
う
に
な
り

そ
う
だ
。�

文
／
村
上
憲
加
　
写
真
／
小
林
恵

◀夏のラベンダー畑では
草取りがメインの作業

▼花畑のひまわりの苗の手入れも大切な仕事 ▼花や株の状態を見て回る。会員の平均年齢は71歳だが、元気で若い

▶高齢者事業団、理事
長吉川明男さん（左）と
副理事長・作業責任者
五十嵐安雄さん

▶左から役場産業建
設課・田邊工修さん、
西村幸博さん、社会
福祉協議会・傳里栄
さん、町営ラベンダ
ー園管理責任者・西
原淳一さん
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休
日
は
海
辺
の
町
へ
、
人
々
を
誘
う
名
器
の
調
べ

毎
月
第
３
日
曜
日
、
静
か
な
牛
窓
の
住
宅
街
を
見

慣
れ
ぬ
車
が
何
台
も
続
け
て
駆
け
抜
け
て
行
く
よ
う

に
な
っ
た
。
海
水
浴
シ
ー
ズ
ン

で
も
な
い
限
り
、
最
近
は
、
あ

ま
り
見
か
け
な
く
な
っ
た
光
景

だ
。
少
し
お
し
ゃ
れ
を
し
た
年

配
の
ご
婦
人
た
ち
が
、
三
三
五

五
、
道
を
歩
い
て
い
る
の
も
見

え
る
。
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
り
笑
い
あ
っ
た
り
と
、

何
だ
か
と
て
も
楽
し
げ
だ
。

皆
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
青
い
空
と
海
を
背
景

に
東
西
に
長
く
重
厚
に
佇
む
東
ひ
が
し
は
っ
と
り

服
部
家
。
そ
し
て
、

そ
こ
で
行
わ
れ
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
コ
ン
サ
ー
ト
だ
。

昨
年
（
平
成
22
年
）
10
月
、
東
服
部
家
の
築
約

１
０
０
年
の
大
き
な
二
つ
の
米
蔵
が
音
楽
ホ
ー
ル
と

そ
の
ロ
ビ
ー
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
造
船
用
の

木
材
問
屋
と
し
て
栄
え
た
若
葉
屋
（
東
服
部
家
）
が

威
信
を
か
け
て
建
て
た
蔵
は
、
音
楽
ホ
ー
ル
に
改
装

さ
れ
る
に
あ
た
り
さ
ら
に
グ
レ
ー
ド
ア
ッ
プ
。
床
は

県
内
産
の
杉
で
張
り
替
え
ら
れ
、
エ
ア
コ
ン
６
台
と

シ
ー
リ
ン
グ
フ
ァ
ン
５
台
も
装
備
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

幅
約
７
メ
ー
ト
ル
奥
行
き
約
20
メ
ー
ト
ル
の
蔵
の
最

地
域
が
誇
る
建
造
物
や
伝
統
文
化
に
風
と
光
を

［
米
蔵
］［し
お
ま
ち
唐
琴
通
り
］［
須
恵
器
］

（
岡
山
県
瀬
戸
内
市
牛う

し
ま
ど
ち
ょ
う

窓
町
）

岡
山
県
南
東
部
に
位
置
し
、
瀬
戸
内
海
に
臨
む
港
町
、

牛
窓
。
古
く
か
ら
風
待
ち
・
潮
待
ち
の
良
港
、
造
船
の

町
と
し
て
栄
え
た
が
、
交
通
流
路
か
ら
は
ず
れ
明
治
以

降
に
衰
退
。
そ
の
後
は
オ
リ
ー
ブ
栽
培
や
、
そ
の
美
し

い
眺
望
か
ら
“
日
本
の
エ
ー
ゲ
海
”
と
称
し
観
光
の
町

と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
だ
が
、
海
水
浴
、み
か
ん
狩
り
、

テ
ニ
ス
、
ペ
ン
シ
ョ
ン
…
…
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ブ
ー
ム
が

去
り
、
町
は
徐
々
に
活
気
を
失
っ
て
い
っ
た
。
象
徴
的

な
建
物
や
伝
統
文
化
に
新
し
い
風
と
光
を
あ
て
、
牛
窓

の
魅
力
を
生
か
し
な
が
ら
昔
の
よ
う
に
活
気
あ
ふ
れ
る

町
に
、
と
取
り
組
み
を
始
め
た
人
と
場
所
を
取
材
し
た
。

▲東服部家の北西側外観。この風景を目印にコンサート会
場へと向かう

▲牛窓シーサイドホール（米蔵）表外観
▼コンサート終了後、食事処「うしまど茶屋・潮菜」へ向かう
人たち

▲最上級の木材でがっしり
と組み上げられた高い天井
と漆喰の白く厚い壁が独特
の静寂感を醸す音楽ホール。
米蔵のステージにはニュー
ヨーク・スタインウェイ社
製のグランドピアノ（型番
D―274）が目をひく
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奥
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
ス
テ
ー
ジ
に
鎮
座
す
る
の
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
社
製
の
グ
ラ
ン

ド
ピ
ア
ノ
（
型
番
Ｄ
―
２
７
４
）
だ
。

開
放
さ
れ
た
名
家
の
蔵
、
最
高
級
と
し
て
知
ら
れ

る
ピ
ア
ノ
メ
ー
カ
ー
の
中
で
も
、
さ
ら
に
希
少
な
名

器
（
国
内
で
は
５
台
）、
そ
し
て
、
地
方
で
は
、
な

か
な
か
身
近
で
聴
く
こ
と
の
で
き
な
い
ク
ラ
シ
ッ
ク

の
コ
ン
サ
ー
ト
。
こ
の
３
つ
が
揃
う
と
な
れ
ば
、
貴

重
な
休
日
の
ひ
と
と
き
を
さ
い
て
も
、
い
そ
い
そ
と

出
か
け
て
み
た
く
な
る
の
も
う
な
ず
け
る
。

「
い
い
音
楽
と
、
い
い
も
の
に
囲
ま
れ
た
心
地
よ

い
空
間
を
提
供
し
た
か
っ
た
」
と
、
音
楽
ホ
ー
ル
の

産
み
の
親
、
東
服
部
家
七
代
目
当
主
・
服
部
弘
平
さ

ん
。
先
祖
が
築
い
た
米
蔵
を
活
用
し
た
い
と
の
気
持

ち
も
持
っ
て
い
た
が
、
音
楽
ホ
ー
ル
が
生
ま
れ
た
の

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
の
想
い
と
出
会
い
が
重
な
っ
て

の
こ
と
。

具
体
的
な
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
昨
年
４
月
に
改

装
前
の
蔵
で
行
っ
た
バ
イ
オ
リ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
だ
っ

た
。
そ
の
ス
タ
ッ
フ
の
一
人
か
ら
、
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ

イ
の
ピ
ア
ノ
を
置
い
て
は
ど
う
か
、
と
の
提
案
が
あ

っ
た
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
か
ら

は
響
き
が
よ
く
、
大
変
気
持
ち
よ
く
弾
け
た
と
の
高

評
価
を
得
、
も
ち
ろ
ん
コ
ン
サ
ー
ト
も
大
成
功
。
こ

れ
は
、
ぜ
ひ
、
よ
い
楽
器
を
置
く
べ
き
だ
と
話
が
盛

り
上
が
っ
た
の
だ
。

そ
の
話
を
ア
メ
リ
カ
の
友
人
に
し
た
と
こ
ろ
、
話

が
進
み
、
型
番
Ｄ
―
２
７
４
の
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
の

購
入
に
至
っ
た
。
購
入
費
用
は
２
千
万
円
を
超
え
る
。

そ
れ
で
も
求
め
た
の
は
、
服
部
さ
ん
が
幼
い
頃
か
ら

聞
か
さ
れ
て
い
た
東
服
部
家
と
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
と

の
関
わ
り
だ
っ
た
。
戦
前
の
東
服
部
家
に
あ
っ
た
同

じ
型
の
ピ
ア
ノ
が
空
襲
で
焼
け
、
焼
け
跡
か
ら
フ
レ

ー
ム
を
み
つ
け
た
女
性
た
ち
が
愛
し
さ
の
あ
ま
り
泣

き
崩
れ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
何
度
も
耳
に
し
、

そ
れ
が
印
象
的
で
心
に
残
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
ん
な

話
を
し
て
い
た
先
祖
の
こ
と
も
思
い
出
し
、
何
か
因

縁
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
決
断
し
た
わ
け
だ
。

最
初
は
ピ
ア
ノ
を
置
い
て
お
く
だ
け
で
い
い
と
思

っ
て
い
た
の
だ
が
、
温
度
や
湿
度
の
管
理
と
、
音
を

育
て
る
た
め
に
一
流
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
よ
る
弾
き
込

み
が
必
要
で
あ
る
と
知
り
、
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
貴

重
な
音
色
を
多
く
の
人
に
聴
い
て
も
ら
お
う
と
、
音

楽
ホ
ー
ル
へ
改
装
、
今
年
３
月
か
ら
定
期
的
な
マ
ン

ス
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
と
あ
い
な
っ
た
。

こ
の
コ
ン
サ
ー
ト
は「
う
し
ま
ど
夢
コ
ン
サ
ー
ト
」

と
題
さ
れ
、
来
年
の
３
月
ま
で
毎
月
第
３
日
曜
日
に

午
前
と
午
後
の
２
回
公
演
で
開
催
。
公
演
準
備
か
ら

当
日
の
受
付
な
ど
、
運
営
は
全
て
、
音
楽
ホ
ー
ル
と

服
部
さ
ん
の
心
意
気
に
惚
れ
込
ん
だ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
集
客

は
回
を
重
ね
る
ご
と
に
増
し
て
い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
方
々
や
お
客
さ
ん
の
要
望
・
提
案
に
よ
り
、
椅

子
席
、
ス
リ
ッ
パ
、
ト
イ
レ
の
設
置
な
ど
、
ホ
ー
ル

は
日
々
、
さ
ら
に
心
地
よ
い
空
間
へ
と
進
化
を
遂
げ

て
い
る
こ
と
も
功
を
奏
し
て
い
る
よ
う
だ
。

「
観
光
に
大
切
な
の
は
五
感
（
視
・
聴
・
嗅
・
味
・
触
）

を
刺
激
す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
造
船
業
が
盛
ん

だ
っ
た
頃
の
牛
窓
に
は
一
日
中
船
を
造
る
コ
ン
コ
ン

と
い
う
音
が
響
い
て
い
た
が
今
は
全
く
聞
こ
え
な
い
。

ホ
ー
ル
が
“
聴
”
の
部
分
を
担
い
、
そ
れ
が
牛
窓
の

活
性
化
に
つ
な
が
る
と
嬉
し
い
。
岡
山
の
音
楽
家
の

拠
点
と
な
り
、
さ
ら
に
は
世
界
中
か
ら
演
奏
依
頼
が

来
る
よ
う
な
ホ
ー
ル
に
な
れ
ば
と
い
う
夢
も
あ
り
ま

す
」
と
、
少
し
は
に
か
み
な
が
ら
話
す
服
部
さ
ん
。

世
界
に
通
じ
る
よ
う
に
と
、
音
楽
ホ
ー
ル
は
「
牛
窓

シ
ー
サ
イ
ド
ホ
ー
ル
」
と
命
名
。
こ
こ
で
コ
ン
サ
ー

ト
を
行
っ
て
感
動
し
た
演
奏
家
た
ち
が
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
ブ
ロ
グ
で
、
そ
の
名
と
魅
力
を
次
々
に
世
界
へ

発
信
し
て
い
る
。
音
楽
の
町
牛
窓
へ
人
々
が
競
っ
て

集
う
日
は
案
外
近
い
か
も
し
れ
な
い
。

活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
誕
生

午
前
の
コ
ン
サ
ー
ト
終
了
は
正
午
。
聴
衆
の
一
部

は
昼
食
の
た
め
同
じ
敷
地
内
に
あ
る
食
事
処
「
う
し

ま
ど
茶
屋
・
潮
菜
」
へ
向
か
う
。
こ
こ
は
東
服
部
家

の
離
れ
を
改
装
し
た
も
の
で
、
贅
沢
な
趣
で
飲
食
が

楽
し
め
る
と
、
新
名
所
に
な
り
つ
つ
あ
る
場
所
だ
。

そ
し
て
別
の
一
群
が
車
や
徒
歩
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に

向
か
う
の
は
、
し
お
ま
ち
唐か
ら
こ
と琴
通
り
に
あ
る
「
風
待

ち
亭
」。
こ
こ
は
牛
窓
シ
ー
サ
イ
ド
ホ
ー
ル
の
コ
ン

サ
ー
ト
を
は
じ
め
、
何
か
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
日

に
は
オ
ー
プ
ン
カ
フ
ェ
と
な
り
、昼
食
時
に
夏
は「
ぶ

っ
か
け
そ
う
め
ん
」
が
、
冬
は
郷
土
料
理
「
水か

こ夫
の

じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
」
が
材
料
費
の
み
の
低
価
格
で
提
供

さ
れ
る
の
だ
（
取
材
時
の
夏
は
、
ぶ
っ
か
け
そ
う
め

ん
は
２
０
０
円
だ
っ
た
）。

調
理
や
配
膳
を
担
当
し
て
い
る
の
は
、「
牛
窓
し
お

日本のエーゲ海、牛窓の海

▲
ロ
ビ
ー
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
う
一

つ
の
米
蔵
。ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
あ
り
た
い

と
ラ
ブ
チ
ェ
ア
ー
式
の
ブ
ラ
ン
コ（
ア
メ

リ
カ
製
）を
設
置
。牛
窓
在
住
の
元
船
大

工
の
手
に
よ
る
一
畳
台
と
、
手
前
の
台
の

上
に
は
若
葉
屋
時
代
の
千
両
箱
が
あ
る

◀
七
代
目
当
主
・
服
部
弘
平
さ
ん

風土を活かして、歴史ロマンの里③
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ま
ち
唐
琴
通
り
の
保
存
と
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

に
会
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
地
元
の
方
た
ち
だ
。

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
平
成
21
年
10
月
に
、
県
外
の

勤
務
先
を
早
期
定
年
し
て
地
元
へ
戻
っ
た
岡
國
太
郎

さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
立
ち
上
げ
た
。「
だ
ん
だ
ん

町
が
さ
び
れ
て
い
く
の
は
分
か
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

よ
そ
か
ら
見
て
い
る
と
牛
窓
は
い
い
街
！
の
イ
メ
ー

ジ
の
ま
ま
だ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
実

際
に
暮
ら
し
て
み
て
愕
然
と
し
ま
し
た
」
と
、
岡
さ
ん
。

潮
待
ち
風
待
ち
の
良
港
と
し
て
栄
え
た
繁
栄
ぶ
り

を
「
牛
窓
千
軒
」
と
称
さ
れ
た
古
来
よ
り
、
造
船
や

観
光
の
町
と
し
て
長
く
栄
え
た
牛
窓
。
岡
さ
ん
が
青

年
時
代
を
過
ご
し
た
30
年
程
前
ま
で
は
、
ま
だ
商
店

街
も
に
ぎ
や
か
で
、
洋
品
店
、
食
堂
、
下
駄
屋
、
仕

出
し
屋
、
文
具
店
、
肉
屋
、
て
ん
ぷ
ら
屋
、
自
転
車

屋
、
米
屋
…
…
、
さ
ら
に
は
歯
科
医
院
、
銀
行
、
郵

便
局
ま
で
が
営
業
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
４
、

５
軒
ほ
ど
の
店
が
開
い
て
い
る
の
み
。
町
の
シ
ン
ボ

ル
と
も
い
え
る
格
子
戸
を
備
え
た
風
情
あ
る
建
物
は
、

住
む
人
も
な
い
ま
ま
荒
れ
果
て
屋
根
が
自
然
崩
落
。

近
く
を
歩
け
な
い
ほ
ど
の
危
険
地
帯
も
で
き
て
し
ま

っ
て
い
る
。
昨
今
は
「
空
き
家
百
軒
」
と
自
嘲
し
な

が
ら
高
齢
と
な
っ
た
住
人
達
は
、
皆
意
気
消
沈
し
、

う
つ
む
き
加
減
で
暮
ら
し
て
い
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
い
け
な
い
。
ま
ず
は
、
住
人
が
町

の
良
さ
を
再
認
識
し
、
顔
を
あ
げ
、
前
を
向
い
て
暮

ら
せ
る
自
信
を
取
り
戻
そ
う
。
住
ん
で
い
る
人
が
い

い
所
だ
と
確
信
す
れ
ば
、
人
は
徐
々
に
集
ま
っ
て
く

る
に
違
い
な
い
。
そ
ん
な
願
い
か
ら
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
生
ま
れ
た
。

ま
ず
は
、
牛
窓
な
ら
で
は
の
文
化
の
掘
り
起
こ
し

か
ら
だ
っ
た
。
牛
窓
地
区
固
有
の
風
習
を
再
認
識
す

る
た
め
、
各
家
の
檀
那
寺
か
ら
配
布
さ
れ
る
「
牛ご

玉お
う

法ほ
う

印い
ん

札ふ
だ

」
作
り
を
行
っ
た
。
旧
暦
の
８
月
１
日
に
お

雛
様
を
飾
る
「
八
朔
雛
」
と
、
そ
の
飾
り
物
で
あ
る

「
獅し
し
こ
ま

子
駒
」
作
り
も
呼
び
掛
け
た
。
こ
う
な
る
と
伝

統
あ
る
町
の
底
力
は
強
い
。
商
店
会
や
保
存
会
が
残

っ
て
い
た
こ
と
も
幸
い
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
意
向

は
す
ぐ
に
伝
わ
り
、
家
々
で
伝
統
行
事
が
復
活
し
た
。

タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
「
カ
ラ
コ
ト
ウ
ォ
ー
ク
」
や
、

他
町
の
視
察
旅
行
も
行
っ
た
。

そ
ん
な
中
、
昨
年
、「
風
待
ち
亭
」
が
誕
生
し
た
。

現
在
は
こ
こ
を
拠
点
に「
オ
リ
ー
ブ
の
実
る
町
並
み
」

を
目
指
し
市
木
で
あ
る
オ
リ
ー
ブ
の
苗
木
の
鉢
植
え

を
街
角
に
配
置
し
た
り
、
達
人
の
コ
ツ
を
受
け
継
ご

う
と
梅
干
を
皆
で
漬
け
る
な
ど
、
多
彩
な
行
事
を
展

開
中
だ
。「
団
結
力
の
強
い
土
地
柄
な
の
で
、
よ
い

人
間
関
係
が
町
の
一
番
の
財
産
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら

地
方
都
市
を
元
気
に
す
る
３
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

若
者
・
よ
そ
者
・
ば
か
者
（
ア
イ
デ
ア
マ
ン
）
と
お

っ
し
ゃ
る
方
が
い
ま
す
け
ど
、
私
た
ち
の
仲
間
は
地

元
外
の
人
も
多
く
て
、
地
元
民
が
考
え
つ
か
な
い
提

案
を
し
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
地
域
お
こ
し
は
単
体
で

は
難
し
い
。
外
部
の
諸
団
体
と
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

結
び
お
互
い
に
発
展
し
た
い
」
と
、
岡
さ
ん
。
現
在
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
会
員
は
85
人
。
地
元
外
会
員
は
半

数
以
上
。
そ
の
頼
も
し
い
力
の
輪
は
、
さ
ら
に
広
ま

り
つ
つ
あ
る
。

Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
者
の
視
点
と
発
想
で

地
方
都
市
活
性
化
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
、
よ
そ

者
・
ば
か
者
（
ア
イ
デ
ア
マ
ン
）
は
、
都
会
生
活
を

経
験
し
た
Ｕ
タ
ー
ン
者
が
そ
れ
に
該
当
し
、
成
果
が

出
て
い
る
場
合
が
多
い
の
だ
そ
う
だ
。

牛
窓
シ
ー
サ
イ
ド
ホ
ー
ル
の
服
部
さ
ん
と
、
牛
窓

し
お
ま
ち
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
岡
さ
ん
は
、
共

▲繁栄の風情を残す、しおまち唐琴通り。賑やか
な商店街だったことを知る人も今は少ない
▼風待ち亭内部。岡さんたちのプロジェクトに賛
同する岡山理科大学の学生たちによって、ぼろぼ
ろの空き家を大改造。壁掛けは障子の桟とご近所
のご婦人方の着物で製作

▲軒に飾られた「牛玉法印札」▲岡　國太郎さん

▲「じゃぶじゃぶ」。ゲタ（舌平
目）のミンチと野菜を醤油味で
煮た汁かけ飯。春菊や三つ葉を
のせ、わさびを添えると、さらに
美味

▲「獅子駒」飾り。米粉を蒸してつき細工す
る。もらいに来る子供たちに配るのを「貸
す」と表現し、借りた女の子は成人し女の子
が生まれると、獅子駒を作って貸す習わし

▲「風待ち亭」。青い朝顔の
苗を町内の人に配った
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に
牛
窓
生
ま
れ
で
外
の
暮
ら
し
を
経
験
し
た
と
い
う

共
通
点
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
地
域
の
良
さ
を
知

り
つ
く
し
新
し
い
風
を
起
こ
せ
る
地
域
活
性
化
の
キ

ー
マ
ン
な
の
だ
が
、
牛
窓
に
は
、
今
年
ま
た
新
た
な

キ
ー
マ
ン
が
一
人
加
わ
っ
た
。
４
月
に
寒さ
ぶ
か
ぜ風
陶
芸
会

館
の
館
長
に
就
任
し
た
小
田
礼
子
さ
ん
だ
。

小
田
さ
ん
は
牛
窓
町
の
出
身
で
は
な
い
が
、
牛
窓

が
あ
る
岡
山
県
の
出
身
。
今
年
３
月
ま
で
東
京
で
旅

行
雑
誌
の
編
集
・
執
筆
を
手
掛
け
て
お
り
、
本
誌
の

ラ
イ
タ
ー
と
し
て
も
活
躍
。
取
材
で
全
国
を
訪
れ
、

地
域
お
こ
し
の
実
例
に
も
詳
し
い
。
こ
の
経
験
を
生

か
し
、
ふ
る
さ
と
岡
山
に
役
立
つ
こ
と
を
し
た
い
と

考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
寒
風
陶
芸
会
館
と
縁
が
結
ば

れ
Ｕ
タ
ー
ン
を
決
意
し
た
。
も
ち
ろ
ん
自
身
が
陶
芸

好
き
だ
っ
た
こ
と
も
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
だ
。

岡
山
県
と
い
え
ば
備
前
焼
が
有
名
だ
が
、
牛
窓
の

寒
風
一
帯
で
は
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
・
平
安
時
代
に

か
け
て
、
そ
の
ル
ー
ツ
と
な
る
須す

え

き
恵
器
や
鴟し

び尾
な
ど

各
種
の
陶
器
が
焼
か
れ
て
い
た
。
陶
芸
会
館
は
そ
の

資
料
館
と
し
て
寒
風
古
窯
跡
群（
国
指
定
重
要
史
跡
）

の
南
側
に
26
年
前
に
開
館
し
た
。

現
在
、
館
よ
り
ほ
ど
近
い
陶
芸
の
里
に
は
日
本
最

大
級
の
長
さ
85
メ
ー
ト
ル
の
大
窯
を
作
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
も
有
名
な
岡
山
県
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者

の
森
陶
岳
さ
ん
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ

ン
美
術
館
に
作
品
が

３
点
収
蔵
さ
れ
て
い

る
安
倍
安
人
さ
ん
始

め
18
人
の
作
家
が
工

房
を
構
え
て
お
り
、

陶
芸
会
館
で
は
、
そ

の
作
品
の
一
部
の
展

示
販
売
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
本
格
的
な
ガ
ス
窯
、
電
気
窯
を
備
え
た

作
業
室
で
、
専
門
職
員
の
指
導
の
も
と
土
ひ
ね
り
や

絵
付
け
が
体
験
で
き
る
陶
芸
教
室
が
開
催
さ
れ
て
い

る
。素

晴
ら
し
い
こ
と
ず
く
め
の
陶
芸
会
館
だ
が
、
こ

こ
も
や
は
り
来
館
者
の
減
少
と
い
う
問
題
を
抱
え
て

い
る
。
平
成
６
年
に
は
年
２
万
人
い
た
来
館
者
は

７
千
人
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
の
だ
。
こ
の
原
因

の
一
つ
は
広
報
不
足
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
小
田

さ
ん
は
考
え
た
。
何
し
ろ
、
岡
山
県
の
中
で
も
存
在

を
知
ら
な
い
と
い
う
人
が
多
い
く
ら
い
、
寒
風
陶
芸

会
館
の
知
名
度
は
驚
く
程
低
い
の
だ
。

ま
ず
小
田
さ
ん
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
車
に
積
み
、

市
内
の
施
設
を
訪
問
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。
マ
ス

コ
ミ
の
取
材
に
も
積
極
的
に
応
じ
、
自
身
も
作
家
を

紹
介
す
る
記
事
を
書
き
始
め
た
。
会
館
で
は
来
客
が

あ
る
た
び
、
展
示
物
や
作
家
の
説
明
を
し
、
希
望
が

あ
れ
ば
、
作
家
の
了
解
を
取
っ
て
工
房
へ
案
内
す
る

と
い
う
試
み
も
始
め
た
。「
自
分
は
新
米
な
の
で
、

他
の
職
員
の
邪
魔
を
し
な
い
よ
う
に
、
で
き
る
こ
と

を
探
し
て
す
る
だ
け
」
と
、
小
田
さ
ん
は
言
う
が
、

指
導
員
の
三
浦
公
子
さ
ん
は
「
広
く
い
ろ
ん
な
と
こ

ろ
を
見
て
こ
ら
れ
た
経
験
を
生
か
し
て
一
番
効
果
的

な
こ
と
を
提
案
し
て
く
れ
そ
う
」
と
、
期
待
の
笑
顔

で
語
る
。
成
果
が
出
る
の
は
ま
だ
先
だ
が
、
こ
こ
に

も
よ
い
風
が
吹
き
始
め
た
よ
う
だ
。
今
は
、
陶
芸
会

館
最
大
の
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
、
広
報
の
目
玉
と
も
な

る
「
陶
芸
ま
つ
り
」（
11
月
３
〜
６
日
）
に
向
け
て
の

ア
イ
デ
ア
も
皆
で
出
し
合
い
、
着
々
と
そ
の
準
備
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。

町
が
誇
る
文
化
や
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
地
域
活
性

を
目
指
す
３
カ
所
。
こ
れ
か
ら
も
注
目
し
て
い
き
た
い
。

文
／
平
岡
右
子
　
写
真
／
鶴
屋
　
孝

◀▼指導員の大野さん（左男性）と三浦さん（下）
に手ほどきを受けながら陶芸する来館者。小さな
子供でも楽しめ、素敵な作品が出来上がる

▲寒風陶芸会館外観（上）と出土品が展示されて
いるロビー

▼玄関横で土日に開催されている、新鮮野菜の販売「寒風
市場」。集客の一助になればと、昨年から地元の方々がボ
ランティアで開いている

●寒風陶芸会館 ☎0869-34-5680　http://www.sabukaze.com/
●牛窓シーサイドホール ☎0869-34-2008　https://sites.google.com/site/seasidehall/
●牛窓しおまち活性化プロジェクト ☎090-3055-5108

▲来館者に須恵器の説明をする 
小田礼子さん
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ふ
る
さ
と
再
起
へ
向
け
て

東
日
本
大
震
災
／
災
害
地
か
ら
の
報
告

▲宮古市田老町の災害地区。過去の津波被害から10mの堤防を
張り巡らせていたが、津波はコンクリ－トを破壊し、民家を次々
襲った。「過去の津波は10mを超えることはなかった。だから要
塞のような防波堤があるから、ここは大丈夫だと思っていた」と
老人がぽつりと言う。要塞が津波の到着を遅らせて避難を助けた
と言う意見がある一方で、要塞が家々を襲って被害を拡大し人命
も奪ったと言う人もいる

写真／小林 恵

▼津波が何もかも奪い去っていった北上川河
口一帯。家々や田を飲み込み奪い、川原のよう
にしてしまった。その中に無数の葦の束が残る
場所があった。熊谷貞好さん親子が葦の採取加
工をしていた家屋敷の跡だ。古民家の茅葺再生
を担う貴重な企業として期待され、再建を支援
する輪が広がっている

▼放射能汚染でいち早く避難勧告がでた飯館村。
東北のブランド牛として農家が手塩にかけて育て
た牛たちが餌をもらえず餓死している

▼避難を余儀なくされた畜
産農家。牛たちの冬の大切
な保存食になる干し草ロー
ル（春から秋に刈り取った牧
草を天日干ししてビニール
で円筒形に梱包）が牧草地
に置かれたままに�（飯館村）
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有
史
以
来
、
未
曾
有
の
大
災
害
と
な
っ

た
「
３
・
11
東
日
本
大
震
災
」。
地
震
・

津
波
・
原
発
事
故
の
三
重
被
害
が
発
生
、

多
く
の
犠
牲
者
、
行
方
不
明
者
、
避
難
住

民
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

街
も
村
も
津
波
で
消
え
、
災
害
時
の
拠
点

と
な
る
役
所
や
職
員
も
罹
災
し
て
自
治
体

の
機
能
が
果
た
せ
な
い
上
に
、
日
本
の
経

済
を
担
っ
て
き
た
漁
業
や
農
業
、
各
種
の

産
業
も
、
い
ま
だ
再
起
出
来
な
い
状
況
が

続
い
て
い
る
。
放
射
能
汚
染
の
拡
大
で
、

避
難
、
移
住
を
繰
り
返
し
て
い
る
人
々
に

加
え
て
、
藁
に
よ
る
汚
染
牛
肉
が
各
地
に

広
が
る
等
、
先
行
き
の
見
え
な
い
深
刻
な

被
害
が
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
る
。

「
で
ぽ
ら
」
で
は
毎
号
、
過
疎
地
域
に
指

定
さ
れ
て
い
る
東
北
地
方
の
各
地
を
取
材

し
て
き
た
。
あ
の
美
し
い
海
岸
風
景
、
歴

史
と
風
土
を
刻
ん
で
き
た
街
並
み
、
豊
饒

な
大
地
が
一
瞬
で
消
え
て
、
地
域
の
活
性
化

を
願
っ
て
頑
張
っ
て
働
い
て
い
た
人
々
、
取

材
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
方
々
が
罹
災
し
、
い

ま
だ
立
ち
直
れ
な
い
状
況
に
あ
る
。

私
た
ち
は
何
の
手
伝
い
も
支
援
も
出
来

な
い
こ
と
を
不
甲
斐
な
く
思
い
な
が
ら
、

気
に
な
っ
て
出
か
け
た
り
、
連
絡
を
と
ら

せ
て
い
た
だ
い
た
。

そ
の
結
果
、
と
り
あ
え
ず
生
命
は
助
か

っ
た
が
、
家
も
集
落
も
壊
滅
し
、
住
み
慣

れ
た
地
域
で
仕
事
を
再
生
す
る
こ
と
の
難

し
さ
に
直
面
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
再
起

に
向
け
て
努
力
し
続
け
て
い
る
方
々
の
様

子
を
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
出
来
た
。

し
か
し
福
島
県
の
場
合
は
、
原
発
と
は

無
関
係
の
町
村
が
風
評
被
害
に
悩
ま
さ
れ

た
り
、
次
々
と
放
射
能
汚
染
地
区
に
指
定

さ
れ
て
、
自
宅
も
農
地
も
放
置
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
等
の
状
況
が
続
い
て
い
る
。

そ
ん
な
人
々
の
様
子
と
、
災
害
地
で
見

た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
紹
介
さ
せ
て
い

た
だ
く
。

「
森
は
海
の
恋
人
運
動
」
を�

支
援
・
継
続�

　
　
　
　（
宮
城
県
気
仙
沼
市
唐
桑
町
、�

　
　
　
　
　
岩
手
県
一
関
市
室
根
）

三
陸
リ
ア
ス
の
美
し
く
穏
や
か
な
舞
根

湾
は
牡
蠣
や
ホ
タ
テ
養
殖
が
盛
ん
な
地
区

だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
周
辺
の
山
を
手
入
れ

し
て
森
か
ら
の
恵
み
の
水
が
海
に
注
ぐ
こ

と
が
何
よ
り
も
大
切
だ
と
思
っ
た
水
山
養

殖
所
の
畠
山
重
篤
さ
ん
が
、「
森
は
海
の
恋

人
」
と
呼
び
か
け
て
、
22
年
前
か
ら
隣
接

す
る
水
源
の
村
・
室
根
村
で
植
樹
を
続
け

て
き
た
こ
と
に
よ
る
。
年
一
回
の
植
樹
祭

に
は
「
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
」
の
唐
桑
の

牡
蠣
養
殖
者
や
子
供
た
ち
が
全
員
参
加
、

ま
た
室
根
村
か
ら
も
農
家
や
住
民
が
多
数

参
加
し
て
、
矢
越
山
ひ
こ
ば
え
の
森
に
広

葉
樹
の
苗
木
を
植
樹
し
て
き
た
。

本
誌
で
は
、
10
数
年
前
か
ら
舞
根
湾
で

牡
蠣
養
殖
す
る
畠
山
さ
ん
と
従
業
員
の

方
々
、
室
根
村
で
の
植
樹
祭
等
を
取
材
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
水
山
養
殖
場
の
牡
蠣

は
、
そ
の
粒
の
見
事
さ
、
美
味
し
さ
に
定

評
が
あ
る
。

牡
蠣
筏
が
並
ぶ
湾
や
気
仙
沼
漁
港
は
３

月
11
日
の
地
震
大
津
波
で
未
曾
有
に
壊
滅

し
た
。
舞
根
地
区
は
道
路
や
岸
壁
が
大
き

く
破
損
・
水
没
し
、
地
区
の
90
％
の
家
屋

が
津
波
で
跡
か
た
も
な
く
姿
を
消
し
た
。

水
山
養
殖
場
も
養
殖
筏
や
５
艘
の
船
、
会

社
事
務
所
、
加
工
場
や
作
業
場
、
資
材
、

車
等
の
す
べ
て
が
流
出
、
重
篤
氏
の
母
上

が
犠
牲
に
な
ら
れ
た
。
幸
い
高
台
に
あ
っ

た
自
宅
だ
け
は
難
を
の
が
れ
、
そ
こ
が
地

区
住
民
の
避
難
所
に
な
っ
た
。
当
初
は
舞

根
地
区
は
孤
立
し
て
支
援
は
遅
れ
た
が
、

皆
で
支
え
あ
っ
て
命
を
つ
な
い
だ
と
い
う
。

現
在
重
篤
氏
は
県
や
市
の
復
旧
対
策
の

仕
事
で
忙
し
く
、
長
男
信
さ
ん
が
会
社
再

起
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
。
海
中
か
ら
瓦

礫
を
撤
去
し
て
新
た
に
牡
蠣
筏
等
の
設
備

を
新
設
す
る
等
、
再
開
へ
の
道
の
り
は
困

難
を
極
め
て
い
る
が
、「
森
は
海
の
恋
人
運

動
」
だ
け
は
継
続
し
て
い
き
た
い
と
、
会

の
発
足
か
ら
関
わ
っ
て
き
た
田
中
克
京
大

名
誉
教
授
ら
が
発
起
人
に
な
っ
て
、「
森
は

海
の
恋
人
緊
急
支
援
の
会
」
が
出
来
、
義

援
金
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

森
は
海
の
恋
人
運
動
は
小
学
校
５
年
生

の
教
科
書
に
載
り
、
全
国
の
環
境
教
育
フ

ィ
ー
ル
ド
の
手
本
に
な
っ
て
い
る
。
豊
か

な
湾
を
取
り
戻
し
て
牡
蠣
養
殖
の
設
備
を

新
設
、
一
日
も
早
く
山
や
海
を
守
っ
て
き

た
漁
業
者
や
地
区
住
民
の
方
々
が
再
起
出

来
る
よ
う
に
と
、
義
援
金
支
援
運
動
が
行

わ
れ
て
い
る
。

◀石巻市海岸に打ち上げられた
大型タンカー（4.11）

▶上／室根村の植樹祭には大漁旗がなびく中、700人が参加
中／牡蠣の漁場を見学、畠山さんから話を聞く子供たち
下／牡蠣を養殖する美しい海、唐桑湾（いずれも約10年前）

▼宮古市高浜、崩壊した線路
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葦
原
と
共
生
し
な
が
ら�

伝
統
産
業
の
復
興
を�

�

（
宮
城
県
石
巻
市
北
上
町
）

北
上
川
の
河
口
約
10
㎞
に
わ
た
っ
て
広

が
る
葦
原
。
そ
こ
は
魚
介
類
や
シ
ジ
ミ
漁

の
メ
ッ
カ
で
、
ま
た
日
本
で
唯
一
茅
葺
き

民
家
用
の
素
材
を
提
供
し
て
き
た
㈲
熊
谷

産
業
の
仕
事
場
だ
っ
た
。
海
へ
続
く
道
路

の
下
方
に
水
田
や
家
々
が
立
ち
並
び
、
熊

谷
産
業
を
興
し
た
熊
谷
貞
好
さ
ん
の
自
宅

や
作
業
場
、
資
材
庫
も
そ
の
中
心
街
に
あ

っ
た
。

そ
の
街
も
道
路
も
、
強
固
な
橋
等
も
地

震
と
津
波
で
す
べ
て
が
壊
滅
・
焼
失
し
た
。

４
月
15
日
に
本
誌
小
林
カ
メ
ラ
マ
ン
が
訪

ね
た
時
は
、
瓦
礫
だ
け
が
散
乱
す
る
砂
漠

の
よ
う
な
街
に
な
り
、
熊
谷
さ
ん
の
自
宅

が
あ
っ
た
場
所
に
は
葦
の
束
が
幾
つ
か
残

り
、
あ
の
植
物
園
の
よ
う
な
手
入
れ
の
良

い
庭
と
池
、
重
厚
な
茅
葺
の
家
、
近
代
的

な
倉
庫
・
仕
事
場
は
跡
か
た
も
な
く
消
え

て
い
た
。
雄
勝
硯
で
も
知
ら
れ
る
特
産
の

石
材
ス
レ
ー
ト
を
敷
い
た
蔵
が
あ
り
、
ス

レ
ー
ト
を
敷
い
た
屋
根
葺
き
も
手
掛
け
て

き
た
。

そ
の
後
、
７
月
中
旬
に
も
再
び
訪
ね
た

が
、
瓦
礫
は
ま
だ
大
半
が
撤
去
・
整
理
さ

れ
ず
、
道
路
も
橋
も
崩
壊
し
た
ま
ま
。
熊

谷
さ
ん
の
敷
地
に
残
っ
て
い
た
出
荷
寸
前

だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
葦
の
束
は
、
朽
ち
て

大
地
に
埋
も
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

幸
い
ブ
ロ
グ
で
、
熊
谷
貞
好
さ
ん
や
家

族
、
従
業
員
の
皆
さ
ん
は
何
と
か
避
難
で

き
、
三
男
秋
雄
さ
ん
が
中
心
に
な
っ
て
別

の
場
所
で
熊
谷
産
業
を
立
ち
上
げ
た
と
い

う
近
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

文
化
財
施
設
の
屋
根
葺
き
に
は
熊
谷
産

業
の
素
材
と
職
人
さ
ん
の
技
が
不
可
欠
で
、

復
帰
を
望
む
声
が
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
。

長
年
屋
根
葺
き
の
職
人
さ
ん
を
育
成
し
て

き
た
こ
と
も
あ
り
、
現
在
は
元
の
場
所
に

仮
設
の
作
業
場
を
設
置
し
て
仕
事
を
再
開

し
た
と
い
う
。

嬉
し
い
こ
と
に
、
津
波
に
襲
わ
れ
た
葦

原
は
今
年
も
育
ち
始
め
て
お
り
、
秋
に
は

多
少
は
収
穫
出
来
そ
う
だ
。
河
口
の
人
々

は
、
自
然
の
強
さ
と
恵
み
に
感
謝
し
励
ま

さ
れ
な
が
ら
未
来
へ
と
歩
き
は
じ
め
た
。

「
昭
和
三
陸
大
津
波
」
の
教
訓
は
︱
︱�

津
波
防
災
都
市
・
宮
古
市
の
場
合

宮
古
市
田
老
町
は
津
波
の
襲
来
地
で
、

明
治
29
年
に
約
15
ｍ
の
津
波
が
押
し
寄
せ

て
死
者
・
行
方
不
明
者
１
８
５
９
人
、
昭

和
８
年
の
三
陸
大
津
波
で
は
約
10
ｍ
の
津

波
が
来
て
９
１
１
人
の
死
者
・
行
方
不
明

者
を
出
し
た
。
そ
の
た
め
万
里
の
長
城
と

言
わ
れ
る
堅
牢
な
防
波
堤
を
築
き
、
さ
ら

に
外
側
に
も
Ⅹ
状
に
２
３
３
４
ｍ
を
張
り

巡
ら
せ
た
。
高
さ
10
ｍ
の
防
波
堤
を
驚
い

て
見
上
げ
た
も
の
だ
が
、
市
で
は
さ
ら
に
、

い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
道
路
を
広
く
し

て
高
台
の
避
難
所
に
逃
げ
や
す
く
し
た
。

津
波
が
押
し
寄
せ
て
も
時
間
稼
ぎ
し
な
が

ら
逃
げ
る
対
策
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
回
の
地
震
で
は
、
津
波
は
二

重
の
防
波
堤
を
楽
々
越
え
て
家
々
を
飲
み

込
み
、
結
果
的
に
宮
古
市
で
は
死
者
・
行

方
不
明
者
７
７
２
人
の
犠
牲
者
を
出
し
、

家
屋
の
被
災
数
は
岩
手
県
で
最
大
、
３
・

５
世
帯
に
一
戸
の
割
合
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。「

津
波
防
災
都
市
」
宣
言
を
し
、
津
波

に
強
い
ま
ち
作
り
を
図
っ
て
き
た
だ
け
に

▲上／葦原の遊歩道に立つ熊谷貞好さん（５年前、取材の時）
下／よりすぐった葦のすだれ。社長の貞好さんと腐葉土を手に秋
雄さん（右）

▲宮古市市街地。津波は堤防を越えて活気にあふれていた街や漁
港を襲った

▲道路や橋も消えてしまった北上町の海岸地域だが、熊谷産業の自宅・
工場跡には葦材がしっかり残っていた
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関
係
者
の
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
い
。
３
・
11

の
津
波
の
巨
大
さ
と
共
に
、
過
去
の
津
波

記
録
や
防
波
堤
へ
の
過
信
等
が
被
害
を
大

き
く
し
た
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
避
難

所
は
浸
水
が
な
く
、
学
校
施
設
に
避
難
し

た
児
童
や
生
徒
に
は
死
亡
者
は
い
な
か
っ

た
等
、
防
災
都
市
と
し
て
の
整
備
は
効
果

を
上
げ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

か
つ
て
、
骨
入
り
鮭
を
缶
詰
め
に
す
る

ア
イ
デ
ア
を
生
徒
が
出
し
て
実
用
化
し
た

水
産
高
校
と
鮭
の
加
工
場
を
取
材
に
伺
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
学
校
は
高
台
に
あ
っ
た

た
め
無
事
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
市
の
南
部
に
あ
る
姉
ケ
﨑
地
区

は
昭
和
三
陸
津
波
で
犠
牲
者
を
多
数
出
し

た
こ
と
か
ら
、
海
岸
を
や
め
て
半
島
の
森

の
中
に
自
宅
や
作
業
場
を
設
け
た
。
林
の

中
に
家
々
が
立
ち
、
そ
の
庭
先
で
ワ
カ
メ

を
干
し
て
い
た
。
き
れ
い
な
海
辺
に
は
漁

を
終
え
た
漁
船
が
数
艘
停
泊
し
て
い
た
が
、

施
設
は
何
も
な
く
無
人
の
入
江
だ
っ
た
。

今
回
の
災
害
で
は
人
的
被
害
は
ゼ
ロ
だ
っ

た
と
聞
い
て
お
り
、
今
後
の
集
落
作
り
の

参
考
に
な
る
と
思
う
。

は
農
大
生
が
春
休
み
を
利
用
し
て
来
る
の

だ
け
れ
ど
、
今
年
は
ま
だ
。
交
通
機
関
が

悪
い
せ
い
で
遅
れ
て
い
る
よ
う
で
」
と
大

平
さ
ん
は
少
し
心
配
顔
だ
っ
た
。

す
で
に
福
島
県
産
の
小
松
菜
は
各
地
で

販
売
不
可
と
報
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
鮫
川

村
の
道
の
駅
に
は
採
れ
た
て
の
春
の
野
菜

が
沢
山
並
ん
で
い
た
。
道
の
駅
で
出
会
っ

た
役
場
の
職
員
も
「
こ
こ
は
絶
対
大
丈
夫

で
す
。
い
わ
き
市
や
川
内
村
の
人
の
避
難

場
と
し
て
受
入
れ
、
野
菜
を
求
め
に
来
る

人
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
」と
言
っ
て
い
た
。

い
わ
き
市
の
久
の
浜
地
区
は
津
波
の
被

害
が
凄
ま
じ
く
、
海
岸
の
厚
い
ブ
ロ
ッ
ク

防
波
堤
が
破
壊
し
、
電
柱
も
す
べ
て
倒
れ

て
、
そ
れ
ら
が
人
家
を
襲
っ
て
い
た
。
土

台
だ
け
残
っ
た
家
は
む
き
出
し
に
な
っ
て

木
材
が
匂
い
、
敷
地
に
は
植
木
が
倒
れ
な

が
ら
も
命
を
つ
な
い
で
い
る
。
い
わ
き
市

の
災
害
地
は
国
の
災
害
地
支
援
が
遅
れ
、

ガ
ス
も
電
気
も
な
く
物
資
も
届
か
な
い
日

が
長
か
っ
た
。
私
た
ち
の
訪
ね
た
頃
は
よ

う
や
く
自
衛
隊
も
入
り
、
住
民
が
悲
惨
な

様
子
で
瓦
礫
の
中
を
歩
い
て
い
た
。

い
わ
き
市
か
ら
田
村
市
都
路
町
を
め
ざ

し
た
が
、
い
わ
き
市
北
部
と
川
内
村
は
放

射
能
避
難
地
区
に
指
定
さ
れ
て
い
て
、
無

人
の
家
や
街
が
続
く
。
桜
が
咲
き
タ
ン
ポ

ポ
が
咲
き
新
緑
が
美
し
い
春
の
里
山
な
の

に
、
人
の
姿
が
な
い
。
道
を
尋
ね
た
く
て

人
の
気
配
の
あ
る
人
家
の
ド
ア
を
叩
い
た

が
、
さ
っ
き
ま
で
お
茶
を
飲
み
交
わ
し
て

い
た
住
民
が
あ
わ
た
だ
し
く
出
て
行
っ
た

雰
囲
気
で
無
人
に
な
っ
て
い
る
。

亀
裂
し
た
道
路
、
一
部
崩
壊
し
た
家
、

倒
れ
た
樹
木
等
を
見
な
が
ら
走
り
、
予
定

の
倍
以
上
の
時
間
を
要
し
て
夕
方
近
く
に

旧
都
路
村
へ
た
ど
り
着
い
た
。

そ
こ
で
目
に
し
た
も
の
は
、
明
か
り
の

消
え
た
家
々
と
公
共
施
設
が
並
ぶ
市
街
地
。

車
は
通
る
が
歩
い
て
い
る
人
の
姿
も
音
も

な
い
。
車
を
止
め
る
と
、
い
き
な
り
数
匹

の
犬
た
ち
が
近
寄
っ
て
き
た
。
人
恋
し
く

空
腹
の
様
子
で
、
何
と
も
切
な
い
。

都
路
町
の
東
部
地
区
は
第
一
原
発
所
か

ら
18
㎞
圏
内
に
あ
り
、
以
前
取
材
で
訪
ね

た
都
路
林
産
や
市
街
地
は
20
〜
25
㎞
、
首

都
圏
か
ら
移
住
し
た
人
の
別
荘
や
田
畑
の

多
い
地
区
は
30
㎞
と
の
こ
と
。
し
か
し
政

府
の
避
難
地
区
指
定
は
ど
ん
ど
ん
拡
大
し
、

翌
日
に
は
警
察
署
の「
警
戒
地
区
指
定
」の

看
板
が
30
㎞
地
点
の
道
路
に
設
置
さ
れ
た
。

18
㎞
地
区
に
家
が
あ
る
た
め
、
我
々
が

宿
泊
し
た
田
村
市
常
葉
町
の
山
の
上
の
ホ

４
月
上
旬
に
、
以
前
取
材
し
た
こ
と
の

あ
る
福
島
県
の
市
町
村
へ
陣
中
見
舞
い
に

出
か
け
た
。

南
部
に
位
置
す
る
鮫
川
村
で
は
、
東
京

農
大
生
の
里
山
保
全
活
動
を
10
年
前
か
ら

受
入
れ
、
年
６
回
村
の
人
た
ち
と
農
作
業
、

雑
木
林
の
間
伐
、
公
園
等
の
整
備
を
行
っ

て
き
た
。
山
沿
い
に
あ
る
富
田
集
落
に
棚

田
を
持
つ
大
平
啓
子
さ
ん
は
“
鮫
川
の
ば

あ
ば
”
と
慕
わ
れ
、
田
圃
を
学
生
た
ち
の

体
験
学
習
の
場
に
開
放
、
ロ
グ
ハ
ウ
ス
を

何
時
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
り
、

普
段
か
ら
学
生
が
や
っ
て
く
る
。

家
の
ま
わ
り
は
フ
キ
ノ
ト
ウ
や
セ
リ
等

が
一
斉
に
芽
吹
き
春
爛
漫
。
地
震
の
被
害

も
な
く
、
福
島
第
一
原
発
の
事
故
地
か
ら

も
遠
い
別
天
地
の
趣
で
あ
る
が
、「
い
つ
も

こ
の
ま
ま
で
は
地
域
は
消
滅
？

原
発
災
害
に
翻
弄
さ
れ
る
福
島
県
の
市
町
村

▶飯館村の公園に設置された放射能測定器

◀耕作放置された田圃は、水路も畔も田も判明出来ない
ほどに雑草が生い茂る。帰農出来ても、お米を収穫でき
るまでに３年はかかると言う（福島県川内村�4.11）
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テ
ル
に
家
族
４
人
で
避
難
し
て
い
た
Ｍ
さ

ん
は
、「
家
に
は
犬
が
い
る
。
今
ま
で
は
警

備
し
て
い
る
お
ま
わ
り
さ
ん
に
名
札
を
示

す
と
、
通
し
て
く
れ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は

ダ
メ
に
な
る
、
困
っ
た
」
と
言
う
。
学
校

の
避
難
所
で
暮
ら
し
て
い
た
時
は
、
自
宅

へ
帰
っ
て
き
た
こ
と
を
皆
隠
し
あ
っ
た
と

い
う
。
自
宅
を
出
て
町
の
中
に
あ
る
水
場

で
体
を
よ
く
拭
い
て
、
長
靴
を
ス
ニ
ー
カ

ー
等
に
履
き
か
え
る
。
放
射
能
が
他
の
人

に
移
る
こ
と
を
恐
れ
る
た
め
と
い
う
。

ホ
テ
ル
に
は
抽
選
で
二
組
の
家
族
が
当

た
っ
て
避
難
で
き
た
。
三
食
温
泉
付
の
生

活
が
７
月
ま
で
出
来
る
が
、
Ｍ
さ
ん
は
会

社
が
閉
鎖
で
失
業
中
、
子
供
た
ち
は
専
門

学
校
生
、
高
校
生
だ
が
、
親
の
状
況
か
ら

進
学
を
続
け
て
い
い
も
の
か
迷
っ
て
い
た
。

避
難
し
て
い
た
も
う
一
組
の
老
夫
妻
は
、

「
古
い
家
で
先
祖
の
骨
と
う
品
な
ど
も
多

数
あ
る
の
に
、
あ
わ
た
だ
し
く
出
て
き
た
。

植
物
の
水
や
り
も
必
要
。
も
う
先
が
短
い

か
ら
家
に
帰
り
た
い
ん
で
す
。
で
も
周
り

の
商
店
も
閉
鎖
で
、
帰
っ
て
も
暮
ら
せ
な

い
と
言
わ
れ
て
︱
」
と
涙
ぐ
ん
で
い
る
。

旧
都
路
村
を
首
都
圏
の
交
流
の
場
に
し

た
い
と
30
年
前
か
ら
地
域
開
発
や
交
流
イ

ベ
ン
ト
等
に
取
組
み
、
３
０
０
人
の
移
住

者
を
迎
え
て
、
新
し
い
魅
力
あ
る
村
と
し

て
発
展
し
て
き
た
旧
都
路
村
。
Ｉ
タ
ー
ン

者
の
世
話
に
親
身
に
当
た
っ
て
信
望
の
厚

か
っ
た
都
路
林
産
㈱
の
吉
田
吉
一
社
長
は
、

苦
境
の
中
で
頑
張
っ
て
い
た
。

「
移
住
し
て
来
た
人
は
都
路
の
自
然
環

境
の
良
さ
に
魅
力
を
感
じ
て
来
て
い
ま
す

が
、
放
射
能
と
聞
い
て
は
東
京
な
ど
へ
戻

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
地
元
の
人
と
違
っ
て

帰
る
場
所
や
身
内
が
あ
る
の
で
、
殆
ど
が

留
守
宅
に
な
り
、
私
が
巡
回
し
て
見
張
り

を
し
て
い
ま
す
。
中
に
は
30
㎞
圏
外
な
の

で
残
っ
て
い
る
家
族
も
い
ま
す
が
、
も
う

今
後
、
都
路
が
首
都
圏
の
別
荘
地
、
自
然

健
康
村
と
し
て
維
持
し
て
い
け
る
か
は
不

明
で
す
。
従
業
員
に
は
辞
め
て
貰
う
こ
と

で
失
業
保
険
が
早
く
出
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。
市
民
は
立
ち
入
る
な
と
言
わ
れ
事
務

所
も
閉
じ
て
い
ま
す
が
、
私
は
仕
事
上
毎

日
村
の
中
を
走
り
回
っ
て
い
ま
す
。
森
も

川
も
美
し
く
、
庭
に
は
春
の
草
花
が
咲
き

乱
れ
て
い
る
の
に
人
は
近
寄
れ
な
い
、
悪

夢
を
見
て
い
る
よ
う
で
す
」
と
語
る
。

Ｍ
さ
ん
と
吉
田
さ
ん
は
、
放
射
能
の
セ

シ
ウ
ム
と
か
マ
イ
ク
ロ
シ
︱
べ
ル
ト
と
い

う
話
に
な
り
、「
我
々
も
そ
の
辺
の
専
門
家

に
負
け
な
い
ほ
ど
勉
強
し
て
い
る
よ
な
」

と
苦
笑
し
て
い
た
。

有
機
栽
培
の
里
の
農
民
は
負
け
な
い�
�

二
本
松
市
東
和
町

翌
日
は
二
本
松
市
東
和
町
の
農
家
を
訪

ね
た
。

「
ゆ
う
き
の
里
東
和
」
は
有
機
栽
培
に

よ
る
農
業
と
就
農
体
験
者
の
受
入
れ
等
に

実
績
が
あ
り
、
な
か
で
も
大
野
達
弘
さ
ん

は
10
数
年
前
か
ら
就
農
希
望
者
を
自
宅
に

泊
め
て
指
導
し
移
住
等
の
世
話
も
し
て
き

た
。
訪
ね
た
日
も
地
震
の
翌
日
に
歩
い
て

到
着
し
た
と
い
う
就
農
希
望
の
夫
妻
を
受

け
入
れ
、ハ
ウ
ス
で
の
ト
マ
ト
栽
培
。「
こ

こ
は
放
射
能
は
大
丈
夫
だ
と
信
じ
て
い
ま

す
が
、
野
菜
は
す
べ
て
ハ
ウ
ス
栽
培
し
ま

す
。
風
評
被
害
が
あ
り
ま
す
の
で
、
念
の

た
め
徹
底
的
に
放
射
能
を
測
定
し
そ
れ
を

農
作
物
に
表
示
す
る
体
制
を
整
え
て
い
ま

す
」
と
言
う
。
野
良
仕
事
大
好
き
な
長
男

の
端
希
君
は
小
学
校
一
年
生
に
な
っ
た
が
、

学
校
か
ら
帰
っ
て
も
着
替
え
に
二
階
の
自

分
の
部
屋
に
行
き
た
く
な
い
と
駄
々
を
言

う
。
津
波
は
な
か
っ
た
が
余
震
も
多
く
、

地
震
の
恐
怖
は
続
く
。

大
野
さ
ん
の
紹
介
で
移
住
し
て
き
た
関

元
弘
、
奈
央
子
さ
ん
た
ち
も
ハ
ウ
ス
を
手

入
れ
し
て
農
作
業
の
準
備
中
で
、
古
い
家

の
た
め
地
震
で
石
垣
や
納
屋
が
崩
れ
た
り

す
る
被
害
が
あ
っ
た
が
、「
こ
こ
は
密
度
の

高
い
雑
木
林
に
囲
ま
れ
て
い
る
地
区
な
の

で
放
射
能
は
な
い
と
思
う
」
と
言
う
。
農

業
、
地
酒
の
開
発
と
共
に
、
キ
ャ
リ
ア
を

活
か
し
て
子
供
た
ち
に
英
語
や
農
作
業
を

教
え
、
交
流
の
場
に
な
っ
て
い
た
。

（
福
島
県
撮
影
／
満
田
美
樹
）

報
告
／
横
田
塔
美

▲ななくさ農園、ななくさ英語教室を営む関本さん夫妻 ▲トマトの苗を植える研修生と大野さん
夫妻（後列）

右／無人の街には人恋しく歩く犬たちがいた
左／空家になった別荘地を見回る都路林産の吉田社長
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自
然
と
交
わ
る
暮
ら
し 

婦
人
林
業
研
究
会
活
動

若
葉
が
輝
く
小
さ
な
雑
木
の
植

え
込
み
を
抜
け
て
店
内
に
入
る
と
、

薪
ス
ト
ー
ブ
の
あ
る
中
央
ホ
ー
ル

が
あ
る
。
近
隣
の
山
か
ら
伐
り
出

し
た
木
材
で
建
て
た
木
の
香
り
漂

う
明
る
い
空
間
だ
。
そ
こ
に
置
か

れ
た
テ
ー
ブ
ル
に
「
本
日
の
天
ぷ

ら
の
材
料
」
と
書
か
れ
、
数
種
類

の
野
草
が
活
け
て
あ
っ
た
。

佐
賀
県
旧
富
士
町
は
、
１
４
３
㎢
の
面
積
の
う
ち

85
％
が
山
林
原
野
の
地
区
で
あ
る
。
以
前
は
、
地
区

の
人
々
に
「
田
舎
は
何
も
な
い
」
と
い
う
自
嘲
的
な

気
分
が
流
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
地
元
婦
人
林
業
研
究

会
が
夢
を
実
現
さ
せ
て
、
平
成
21
年
４
月
に
開
店
し

た
の
が
、
山
の
お
食
事
処
「
森
の
香　

菖
蒲
ご
膳
」

で
あ
る
。
福
岡
市
天
神
か
ら
は
１
時
間
10
分
、
佐
賀

市
内
な
ら
50
分
で
来
ら
れ
る
距
離
だ
。

お
昼
の
客
が
引
け
た
午
後
３
時
過
ぎ
、
先
ほ
ど
ま

で
厨
房
で
料
理
を
作
っ
て
い
た
森
木
貞
代
さ
ん（
59
）

が
長
ぐ
つ
を
履
い
て
タ
ケ
ノ
コ
採
り
に
出
か
け
る
。

店
か
ら
す
ぐ
傍
の
嘉
瀬
川
ダ
ム
湖
へ
続
く
遊
歩
道
の

階
段
か
ら
、
滑
り
込
む
よ
う
に
斜
面
の
真
竹
の
林
に

入
っ
た
森
木
さ
ん
。
す
ぐ
に
タ
ケ
ノ
コ
５
本
を
手
に

遊
歩
道
に
戻
っ
て
き
た
。
帰
り
道
の
階
段
で
背
丈
ほ

ど
の
幼
木
を
見
つ
け
る
と
、
す
か
さ
ず
彼
女
は
、「
こ

の
コ
シ
ア
ブ
ラ
は
、
あ
と
２
年
し
た
ら
採
れ
る
で
し

森
を
愛
す
る
主
婦
た
ち
が
旬
の“
山
野
菜
”で

［
森
の
香
菖
蒲
ご
膳
］（佐
賀
県
佐
賀
市
富ふ

じ
ち
ょ
う

士
町
）

「
森
の
大
切
さ
を
話
せ
る
お
母
さ
ん

に
な
ろ
う
」
と
活
動
を
続
け
て
き
た

富
士
町
婦
人
林
業
研
究
会
が
、
山
の

食
と
親
し
む
山
野
草
摘
み
草
料
理
愛

好
会
と
し
て
毎
月
一
回
試
食
会
を
行

っ
て
き
た
の
が
話
題
と
な
り
、「
森
の

香
　
菖
蒲
ご
膳
」
を
生
ん
だ
。「
草

ば
た
べ
さ
せ
る
と
な
」
と
言
わ
れ
た

こ
と
も
あ
っ
た
が
、
大
切
な
宝
も
の

が
身
近
に
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
機
会

に
な
っ
た
。
6
人
の
主
婦
が
そ
れ
ぞ

れ
近
く
の
森
や
野
に
走
っ
て
旬
の
材

料
を
採
り
、
手
際
良
く
料
理
し
て
い

く
。
何
も
な
か
っ
た
地
元
に
産
業
を

興
し
、
近
隣
の
都
会
の
人
た
ち
と
の

交
流
の
場
に
な
っ
て
い
る
。

自然と共に

「菖蒲ご膳」山野菜会席。食前飲料、ササミとシイタケのすまし汁、山野菜の天ぷら８種と竹カツ、長皿、煮物、小鉢、
梅ポテトの高鉢、伊万里牛のタタキ、季節のフルーツゼリー等　2500 円

▶
菖
蒲
集
落
の
地
名
を
活
か
し
て
菖
蒲
マ
ー
ク

を
シ
ン
ボ
ル
に
し
た
建
物
。菖
蒲
の
こ
て
絵
は
、

地
元
出
身
の
美
大
生
が
描
い
て
く
れ
た
。地
元
の

木
材
で
建
て
た
店
は
木
の
香
に
溢
れ
て
い
る

▼
冬
は
囲
炉
裏
に
な
る
客
間（
右
）、
ベ
ラ
ン
ダ
か

ら
見
る
嘉
瀬
川
ダ
ム
の
展
望
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ょ
う
。
店
の
周
り
で
す
ぐ
採
れ
る
状
態
に
し
て
お
か

な
い
と
、
採
っ
て
集
め
て
、
料
理
し
て
で
す
か
ら
」

と
、
周
り
の
自
然
観
察
を
怠
ら
な
い
。

「
自
然
と
人
が
交
わ
る
丁
寧
な
暮
ら
し
方
が
、
こ
の

仕
事
の
底
流
に
あ
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
」
と
、
代

表
の
西
要
子
さ
ん（
70
）が
言
っ
て
い
た
言
葉
を
思
い

出
し
た
。

「
森
の
香　

菖
蒲
ご
膳
」
は
、
山
野
草
摘
み
草
料

理
愛
好
会
と
し
て
平
成
７
年
に
ス
タ
ー
ト
し
、
初
め

て
の
「
菖
蒲
ご
膳
」
試
食
会
は
、
町
長
を
始
め
と
す

る
30
名
の
お
客
さ
ん
で
賑
わ
っ
た
。
そ
の
翌
年
に
は
、

富
士
町
婦
人
林
業
研
究
会
の
部
会
と
し
て
活
動
を
始

め
、
毎
月
一
回
の
試
食
会
を
現
在
も
続
け
て
い
る
。

農
学
博
士
で
佐
賀
植
物
友
の
会
会
長
の
貞
松
光
男
氏

や
医
師
の
山
口
雅
也
氏
な
ど
が
、
毎
回
、
佐
賀
市
か

ら
駆
け
つ
け
て
く
れ
る
。
12
年
に
は
、
国
土
庁
主
催

の
「
食
ア
メ
ニ
テ
ィ
賞
」
を
受
賞
し
、
活
動
に
弾
み

が
付
い
た
。

婦
人
林
業
研
究
会
の
活
動
テ
ー
マ
は
、「
食
」
だ
け

で
は
な
い
。
平
成
17
年
に
佐
賀
市
と
合
併
し
、
佐
賀

市
婦
人
林
業
研
究
会
と
な
っ
て
か
ら
も
、「
森
の
大
切

さ
を
話
せ
る
お
母
さ
ん
に
な
ろ
う
」「
林
業
に
勤
し
む

夫
の
応
援
団
に
な
ろ
う
」「
森
を
眺
め
る
友
だ
ち
を
増

や
そ
う
」
と
、
活
動
を
続
け
て
き
た
。
林
業
家

２
０
０
戸
の
意
識
調
査
を
３
年
間
続
け
、
都
市
と
の

交
流
も
続
け
て
き
た
。

自
分
た
ち
の
周
り
に
大
切
な
も
の
が
あ
っ
た

そ
の
頃
か
ら
、「
い
つ
か
自
分
た
ち
の
店
を
持
ち
た

い
」
と
夢
を
持
ち
続
け
て
い
た
。「
夢
は
絶
対
叶
う

と
は
言
え
な
い
が
、
見
な
い
夢
は
叶
わ
な
い
」。
そ

ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
が
、
嘉
瀬
川
ダ
ム
周
辺
整
備
事

業
の
一
環
で
、
20
年
度
の
「
元
気
な
地
域
づ
く
り
事

業
」
と
し
て
６
０
０
０
万
円
の
補
助
金
を
出
し
て
も

ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
建
物
の
目
途
は
立
っ

た
が
運
営
を
す
る
株
式
会
社
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
地
元
の
菖
蒲
地
区
で
説
明
会
を
開
き
、

「
一
万
円
札
に
気
持
ち
を
乗
せ
て
」と
株
主
を
募
る
と
、

37
人
が
株
主
に
な
っ
て
く
れ
た
。「
手
の
中
で
温
め

た
よ
う
な
一
万
円
札
を
持
っ
て
来
て
く
れ
ま
し
た
」

と
、
西
さ
ん
は
嬉
し
さ
を
表
現
す
る
。

最
初
は
、
地
元
で
「
草
ば
食
べ
さ
せ
る
と
な
。
誰

が
喜
ば
す
も
ん
か
、
腹
ん
痛
う
な
ら
す
」
と
、
陰
口

を
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
続
け
る
こ

と
で
「
大
切
な
も
の
が
自
分
た
ち
の
周
り
に
あ
っ
た

こ
と
に
気
付
き
、
消
費
だ
け
で
は
な
い
物
の
豊
か
さ

に
気
付
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」
と
西
さ
ん
。

「
森
の
香　

菖
蒲
ご
膳
」
を
営
業
す
る
中
心
メ
ン

バ
ー
は
、
富
士
町
菖
蒲
地
区
の
主
婦
が
６
人
。

本
日
の
天
ぷ
ら
の
材
料
は
、
ツ
ユ
ク
サ
、
ヨ
モ
ギ
、

ド
ク
ダ
ミ
、
ワ
ラ
ビ
、
ウ
ド
の
葉
、
ハ
ル
ジ
オ
ン
、

菊
イ
モ
の
葉
等
８
種
。
季
節
の
花
を
一
種
入
れ
る
こ

と
で
華
を
添
え
る
。
そ
れ
に
、
森
木
さ
ん
が
採
っ
て

き
た
ば
か
り
の
真
竹
の
タ
ケ
ノ
コ
に
、
衣
を
付
け
て

揚
げ
た
「
竹
カ
ツ
」
だ
。

電
話
が
掛
か
っ
て
き
た
。
弁
当
を
詰
め
て
い
た
納

富
み
さ
子
さ
ん（
57
）が
受
話
器
を
取
る
。「
お
ふ
く

ろ
弁
当
を
２
個
、
12
時
で
。
ご
飯
大
盛
り
で
す
」。

皆
に
大
声
で
伝
言
す
る
。
ガ
ス
台
に
向
か
っ
て
い
た

赤
い
頭
巾
の
八
田
壽す

志
子
さ
ん（
56
）が
、
す
ま
し
汁

の
味
を
み
て
「
よ
し
」
と
頷
く
。
西
さ
ん
は
、
ナ
ス

の
皮
の
キ
ン
ピ
ラ
を
作
っ
て
い
る
。

ひ
と
通
り
の
下
ご
し
ら
え
が
終
わ
る
と
、
お
客
さ

ん
が
来
る
前
に
お
茶
の
時
間
だ
。
気
持
ち
に
余
裕
を

持
っ
て
、
お
客
様
を
笑
顔
で
迎
え
る
た
め
だ
。

「
冷
た
い
お
茶
に
し
よ
か
。暑
く
て
暑
く
て
」「
一
人
は
、

今
日
は
休
み
。
梅
ち
ぎ
り
と
」。
伝
言
あ
り
、
世
間

話
あ
り
だ
。

田
の
水
を
見
に
行
っ
た
西
さ
ん
が
、
シ
オ
デ
の
群

生
地
を
見
つ
け
た
そ
う
だ
。
東
北
で
は
山
菜
の
女
王

と
言
わ
れ
て
い
る
シ
オ
デ
だ
が
、
こ
ち
ら
で
は
畑
の

厄
介
者
だ
っ
た
。

「
普
段
は
気
に
も
と
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ

こ
で
働
く
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
目
に
入
っ
て
く
る
よ

う
に
な
っ
と
で
す
ね
。
始
め
は
、
シ
オ
デ
は
食
べ
ら

る
っ
と
て
よ
と
、
驚
い
て
い
た
ん
で
す
が
ね
」。

▲材料のシオデを調える

▼材料のワラビを採りに、西要子さん

▲材料になるクズの蔓
▲材料になるウツボ草

▼材料の野草とタケノコを採りに行く森木貞代さん
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「
森
の
香
　
菖
蒲
ご
膳
」
の 

テ
ー
マ
と
ル
ー
ル

昼
近
く
な
る
と
、
予
約
の
お
客
さ
ん
が
や
っ
て
来

た
。
献
立
は
「
菖
蒲
ご
膳
」。「
味
良
く
、
見
目
佳
く
、

滋
味
深
く
」
を
基
本
に
し
て
、
旬
ご
と
に
テ
ー
マ
を

決
め
て
提
供
し
て
い
る
。
水
無
月
の
ご
膳
は
、「
さ
や

さ
や
と
青
田
を
渡
る
風
を
受
け
て
、
農
家
の
さ
な
ぶ

り
」
と
い
っ
た
風
だ
。

も
う
一
つ
の
「
森
の
香　

菖
蒲
ご
膳
」
の
ル
ー
ル

は
、
料
理
内
容
を
お
客
様
へ
説
明
す
る
こ
と
。
食
材

に
ま
つ
わ
る
物
語
、
採
る
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を

味
付
け
に
し
て
、
八
田
壽
志
子
さ
ん
が
地
元
の
方
言

で
担
当
す
る
。
料
理
の
説
明
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

「
目
か
ら
何
枚
ウ
ロ
コ
が
落
ち
た
こ
と
か
」
と
八
田

さ
ん
。
料
理
に
使
う
材
料
は
、
山
野
草
で
は
な
く
山

野
菜
と
説
明
す
る
。
栽
培
は
し
な
い
け
れ
ど
、
山
野

草
の
周
り
の
草
を
取
っ
て
育
ち
や
す
く
す
る
よ
う
に

し
て
い
る
と
い
う
意
味
だ
。

佐
賀
市
か
ら
来
て
い
た
多
久
島
宏
美
さ
ん（
27
）は
、

「
山
野
草
の
天
ぷ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
香
り
が
あ
っ

て
印
象
的
で
し
た
。
見
た

目
も
き
れ
い
で
、
化
学
調

味
料
を
使
っ
て
い
な
い
の

で
、
素
材
の
味
を
感
じ
ら

れ
て
良
か
っ
た
」
と
、
好

評
だ
。

福
岡
県
糸
島
市
か
ら
大

型
の
バ
イ
ク
で
40
分
掛
け

て
来
て
い
た
森
田
茂
實
さ

ん（
58
）は
、「
雑
草
と
思
っ

て
い
た
の
が
、
天
ぷ
ら
で

出
て
き
て
驚
き
ま
し
た
。

道
端
で
見
か
け
て
い
た
ド

ク
ダ
ミ
。
ま
さ
か
あ
れ
が

食
べ
ら
れ
る
と
は

ね
。
説
明
し
ま
す

と
言
わ
れ
て
う
っ

と
う
し
い
な
と
思

い
ま
し
た
が
、
体

に
良
い
と
説
明
を

受
け
て
い
た
か
ら

食
べ
る
気
に
な
り

ま
し
た
。
聞
い
て

い
て
良
か
っ
た
で

す
よ
」。

意
外
性
が
新
鮮

さ
に
も
な
っ
て
い

る
よ
う
で
、
八
田

さ
ん
の
方
言
に
よ

る
食
材
の
説
明
は

好
評
だ
。

山
野
草
摘
み
草

料
理
愛
好
会
と
し

て
活
動
を
始
め
て

15
年
が
経
過
し
た
昨
年
は
、
全
国
林
業
コ
ン
ク
ー
ル

で
佐
賀
市
婦
人
林
業
研
究
会
が
農
林
水
産
大
臣
賞
に

輝
い
た
。
間
伐
実
施
の
働
き
か
け
や
山
主
の
意
識
調

査
、
そ
れ
に
地
元
の
食
材
を
活
か
し
た
「
森
の
香　

菖
蒲
ご
膳
」
が
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

取
材
の
翌
日
は
、
菖
蒲
地
区
の
男
性
た
ち
が
、
店

の
周
り
の
草
刈
り
を
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
女
性
の
目
線
で
、
地
元
に
眠
っ
て
い
た
自
然
の

宝
を
掘
り
起
こ
し
、
産
業
を
も
た
ら
し
た
活
動
は
、

地
域
に
支
持
さ
れ
、
さ
ら
に「
山
野
菜
」
を
架
け
橋

と
し
て
近
隣
の
都
会
の
人
々
を
引
き
つ
け
て
い
る
。

写
真
・
文
　
芥
川 

仁

●株式会社 森の香 菖蒲ご膳 ☎0952-57-2011
　定休日／毎週火曜日

▲お弁当を詰める。「おふくろ弁当」が
人気で、注文が多い

▲各自が自分の持ち場で手際よく料理

▲調理が終ったあとは笑顔に戻ってコーヒータイム

▲八田さんが地元の言葉で料理を説明
する

▶６人のメンバーの皆さん。左から森田富子さん（54）、
西 要子さん（70）、八田壽志子さん（56）、森木貞代さん

（59）、納富みさ子さん（57）、佐保三喜子さん（56）
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人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
大
き
な
支
え
に
な
っ
て

い
ま
す
」
と
言
う
。

そ
の
日
は
イ
オ
ン
労
働
組
合
の
社
員
約
30
名
が
午

ト
キ
が
舞
い
降
り
る
水
辺
を 

子
供
た
ち
の
ビ
オ
ト
ー
プ
作
り
体
験

両
津
港
に
ほ
ど
近
い
新に

い
ぼ
か
た
が
み

穂
潟
上
に
ト
キ
交
流
会
館

が
あ
る
。
ト
キ
と
共
に
生
き
る
島
作
り
を
め
ざ
す
拠

点
と
し
て
10
年
前
に
開
設
し
た
研
修
体
験
施
設
で
、

ト
キ
の
放
鳥
に
合
わ
せ
て
佐
渡
市
の
農
林
水
産
課
ト

キ
政
策
係
も
こ
こ
に
出
向
し
て
い
る
。

事
務
局
の
黒
板
を
見
る
と
、
体
験
学
習
や
研
修
を

す
る
学
校
や
市
民
グ
ル
ー
プ
の
予
定
が
隙
間
な
く
連

日
書
か
れ
て
い
る
。
５
年
程
前
に
来
島
し
た
時
と
は

大
き
な
違
い
で
、ト
キ
政
策
係
本
間
淳
一
さ
ん
は「
ト

キ
の
野
生
復
帰
に
は
生
き
餌
が
あ
る
池
や
沼
、
田
圃

の
復
元
、
山
林
の
整
備
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
島
外
の

佐
渡
島
で
は
3
年
前
か
ら
ト
キ
の
野
生

復
帰
が
始
ま
り
、
訓
練
を
受
け
て
放
鳥

さ
れ
た
ト
キ
は
す
で
に
60
羽
。
大
空
を

飛
翔
す
る
姿
や
田
圃
で
餌
を
つ
い
ば
む

姿
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の

つ
が
い
が
出
来
、
産
卵
に
も
成
功
し
て

い
る
。
残
念
な
が
ら
孵
化
に
は
至
っ
て

い
な
い
が
、
田
圃
に
は
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク

シ
や
ド
ジ
ョ
ウ
が
棲
み
、
今
日
も
子
供

た
ち
や
学
生
が
来
島
し
て
、
休
耕
地
を

ビ
オ
ト
ー
プ
に
す
る
体
験
学
習
が
行
わ

れ
て
い
る
。
ト
キ
と
共
生
す
る
島
に
し

た
い
と
切
望
す
る
農
民
・
市
民
・
関
係
者
た
ち
の
熱
い

思
い
が
、
佐
渡
に
新
た
な
活
力
と
魅
力
を
生
ん
で
い
る
。

▲交流会館を出発して田圃へ向かう東青山小の児童たち
▼用水路の前で高野さんより説明を受ける

◀泥田にした後はスクラムを組んで土慣らし

▲スコップで土を耕す子供たち

佐渡の里を飛翔する放鳥されたトキ

自
然・文
化・交
流
︱
新
た
な
活
力
と
魅
力
を

ト
キ
と
暮
ら
す
郷（
新
潟
県
佐さ

ど

し
渡
市
）

自然と共に
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前
中
に
森
林
作
業
と
ビ
オ
ト
ー
プ
作
り
に
参
加
、
午

後
は
新
潟
市
立
東
青
山
小
学
校
６
年
生
85
名
が
ビ
オ

ト
ー
プ
作
り
を
体
験
学
習
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

午
後
１
時
半
に
集
合
し
て
近
く
の
休
耕
田
で
作
業
を

す
る
子
供
た
ち
に
同
行
し
た
。

指
導
に
当
た
る
の
は
、
島
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
続
け
て
い
る
「
潟
上
水
辺
の
会
」
の
人
た
ち
。
子

供
た
ち
は
会
館
が
用
意
し
た
長
靴
に
は
き
替
え
、
ス

コ
ッ
プ
や
鍬
等
を
持
ち
玄
関
前
に
整
列
、
講
師
の
高

野
毅
さ
ん
が
、「
こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
の
力
を
借
り
て
ト

キ
が
餌
を
取
る
た
め
の
田
圃
を
作
り
ま
す
。
10
年
間

ほ
ど
作
っ
て
い
な
か
っ
た
田
圃
な
の
で
土
が
硬
く
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
皆
で
掘
っ
て
慣
ら
し
て

も
ら
い
ま
す
が
、
楽
し
く
遊
び
な
が
ら
や
っ
て
く
だ

さ
い
。
蛇
も
い
ま
す
。
水
を
張
り
草
が
生
え
る
と
、

カ
エ
ル
や
ト
ン
ボ
、
ド
ジ
ョ
ウ
が
棲
む
よ
う
に
な
り
、

ト
キ
の
餌
に
な
り
ま
す
。
ト
キ
が
来
て
ほ
し
い
と
考

え
な
が
ら
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
挨
拶
し
説
明
す
る
。

東
青
山
小
学
校
田
中
校
長
先
生
に
伺
う
と
、「
今
年

か
ら
、
修
学
旅
行
に
自
然
体
験
学
習
を
加
え
ま
し
た
。

農
家
の
子
は
殆
ど
お
ら
ず
農
作
業
を
手
伝
っ
て
い
る

子
供
は
ま
ず
い
ま
せ
ん
。
学
校
に
は
ミ
ニ
水
田
が
あ

る
の
で
、児
童
は
田
植
え
・

稲
刈
り
等
は
体
験
し
て
い

ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
作

業
は
初
め
て
で
、
楽
し
み

で
す
」
と
の
こ
と
。

交
流
会
館
を
出
る
と
、

水
田
に
水
を
供
給
す
る
た

め
の
用
水
路
が
あ
る
。
高

野
さ
ん
は
「
岸
辺
に
実
の

な
る
木
や
草
を
育
て
て
、

昆
虫
が
来
る
川
に
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
」
と
説
明
す
る
。

20
分
ほ
ど
歩
い
て
、
目
的
の
田
に
到
着
し
た
。
雑

木
林
の
手
前
に
小
さ
な
川
が
あ
り
、
緩
や
か
な
斜
面

を
利
用
し
て
棚
田
が
作
ら
れ
て
き
た
が
、
今
は
大
半

が
休
耕
田
。
こ
の
農
地
を
「
潟
上
水
辺
の
会
」
や
「
と

き
ど
き
応
援
隊
」
等
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
協
力
で

ビ
オ
ト
ー
プ
田
に
再
生
し
て
き
た
。

あ
ら
か
じ
め
会
の
男
性
た
ち
が
子
供
が
作
業
し
や

す
い
よ
う
に
数
カ
所
を
軽
く
整
備
し
、
川
か
ら
水
を

流
し
入
れ
る
準
備
を
し
て
い
る
。
児
童
は
４
班
に
分

か
れ
て
乾
い
た
田
に
鍬
や
ス
コ
ッ
プ
を
入
れ
て
土
を

掘
っ
て
い
く
。
そ
こ
へ
水
を
流
し
入
れ
る
と
、
泥
田

に
な
っ
て
い
く
。
土
の
塊
を
軽
く
慣
ら
し
た
後
は
、

グ
ル
ー
プ
毎
に
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
長
靴
で
踏
ん
で

い
く
。
遊
び
を
兼
ね
た
作
業
で
、
泥
ん
こ
に
な
る
子

も
い
て
、
笑
い
と
奇
声
が
絶
え
な
い
。

「
こ
ん
な
程
度
で
大
丈
夫
で
す
か
」
と
近
く
に
い
た

会
の
女
性
指
導
員
・
板
垣
千
恵
子
さ
ん
に
聞
く
と
、

「
機
械
で
整
備
す
る
と
深
く
均
一
に
掘
り
起
こ
し
て

し
ま
い
ま
す
。
子
供
の
凸
凹
の
あ
る
掘
り
方
と
足
に

よ
る
泥
混
ぜ
が
ビ
オ
ト
ー
プ
作
り
に
丁
度
い
い
ん
で

す
。
役
に
立
っ
て
い
ま
す
よ
」
と
、
に
こ
や
か
に
答

え
た
。
板
垣
さ
ん
た
ち
は
月
３
～
４
回
、
平
均
週
一

度
出
て
、
体
験
学
習
の
指
導
や
そ
の
準
備
・
フ
ォ
ロ

ー
に
当
た
っ
て
い
る
と
言
う
。
昨
年
秋
に
再
生
、
水

を
張
っ
た
下
の
田
に
は
水
生
植
物
が
多
様
に
生
え
、

カ
エ
ル
や
ド
ジ
ョ
ウ
、
沢
ガ
ニ
が
棲
息
し
て
い
る
よ

う
だ
。
き
っ
と
ト
キ
の
目
に
も
と
ま
っ
て
、
舞
い
降

り
て
来
る
こ
と
だ
ろ
う
。
３
時
に
作
業
を
終
え
た
子

供
た
ち
は
自
信
に
満
ち
た
足
ど
り
で
ト
キ
交
流
会
館

へ
戻
り
、
長
靴
や
ス
コ
ッ
プ
を
洗
う
。
着
替
え
な
が

ら
「
ト
キ
来
て
く
れ
る
か
な
あ
」
と
話
し
て
い
た
。

ト
キ
を
育
む
農
法
の

水
田
は
極
上
の
お
米

の
産
地

交
流
会
館
の
裏
手
に
は
、

生
き
物
を
育
む
農
法
で
耕

作
さ
れ
た
田
圃
が
広
が
っ

て
い
る
。
こ
の
水
田
は
新

潟
県
の
「
朱
鷺
と
暮
ら
す

郷
づ
く
り
認
証
制
度
」
に

よ
り
認
定
さ
れ
た
、
環
境

に
優
し
い
農
業
を
実
践
す

る
農
家
の
も
の
で
、
農
薬

や
化
学
肥
料
を
従
来
の
半

分
以
下
に
減
ら
し
て
栽
培

す
る
ほ
か
に
、
生
き
物
を
育
む
た
め
に
い
く
つ
か
の

技
術
や
農
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
が
江
（
深
み
）
の
設
置
。
秋
に
な
る
と

田
圃
は
水
を
抜
く
た
め
、
深
み
は
生
き
物
が
生
息
す

る
た
め
の
大
切
な
場
所
に
な
る
。
メ
ダ
カ
が
群
れ
を

作
っ
て
泳
ぐ
姿
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
田
圃
は
稲

を
刈
り
取
る
期
間
は
水
を
抜
く
が
、
冬
に
は
再
び
水

を
張
る
「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」
に
し
、
四
季
を
通
じ

て
生
き
物
が
生
息
す
る
環
境
を
維
持
し
て
い
る
。

水
田
に
水
を
取
り
入
れ
る
道
に
は
魚
道
も
作
ら
れ

て
い
て
、
生
き
物
が
自
然
の
中
で
自
ら
繁
殖
し
て
い

▶「朱鷺と暮らす郷」
ブランド米

休耕田はビオトープ田に
生まれ変わった

▶水田には生物が棲める深みや魚道を設ける（下）
▼兵庫さんと、草取りを手伝う東京農大生
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く
た
め
の
知
恵
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
技
術
を
農
家
個
人
が
実
施
し
て
い
く
の

は
大
変
な
た
め
、
プ
ロ
の
農
業
法
人
が
地
区
農
家
と

契
約
し
て
作
業
に
当
た
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

新
穂
地
区
で
は
㈲
セ
ブ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
看
板
が
立

ち
、
同
社
か
ら
派
遣
さ
れ
た
若
者
数
人
が
田
の
見
回

り
を
し
て
い
た
。

大
学
生
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
農
家
の
大
き
な

戦
力
だ
。
新
潟
大
学
は
市
の
委
託
を
受
け
て
、
森
の

整
備
に
も
通
年
当
た
り
、
東
京
農
大
か
ら
は
毎
週
の

よ
う
に
助
っ
人
が
や
っ
て
く
る
と
言
う
。
来
島
中
の

国
際
食
料
情
報
学
部
田
中
裕
人
教
授
の
案
内
で
出
か

け
た
田
圃
に
は
従
業
員
の
兵
庫
さ
ん
が
指
導
し
て
、

２
年
生
の
小
杉
貴
也
さ
ん
と
斉
木
草
さ
ん
が
田
の
草

取
り
を
行
っ
て
い
た
。

「
東
京
農
大
生
を
受
け
入
れ
て
も
う
４
年
目
で
す
。

農
薬
を
減
ら
す
の
で
草
取
り
は
面
倒
だ
が
大
切
な
仕

事
。
学
生
さ
ん
の
お
手
伝
い
が
と
て
も
役
立
っ
て
い

ま
す
」
と
兵
庫
さ
ん
が
田
圃
の
中
か
ら
言
っ
た
。

こ
う
し
て
生
産
さ
れ
た
の
が「
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
」

と
い
う
極
上
の
佐
渡
コ
シ
ヒ
カ
リ
。
Ｊ
Ａ
が
管
理
し
、

袋
に
は
生
き
物
を
育
む
農

法
で
栽
培
さ
れ
た
認
定
証

が
張
っ
て
あ
る
。
私
は
も

と
も
と
佐
渡
コ
シ
ヒ
カ
リ

を
美
味
し
く
て
愛
用
し
て

い
る
が
、「
朱
鷺
と
暮
ら
す

郷
」
米
は
味
が
濃
く
ふ
く

よ
か
で
、
昔
お
釜
で
炊
い

て
食
べ
た
よ
う
な
懐
か
し

さ
が
あ
る
。
現
在
で
は

６
６
０
名
の
農
家
が
取
り

組
ん
で
お
り
、
普
通
の
有

機
栽
培
米
よ
り
２
０
０
円
ア
ッ
プ
（
５
㎏
）
と
価
格

を
抑
え
て
い
る
。
都
内
の
米
販
売
店
で
も
販
売
し
て

い
る
の
で
、
ト
キ
と
農
家
の
た
め
に
朱
鷺
米
を
ぜ
ひ

購
入
し
た
い
も
の
だ
。

か
つ
て
佐
渡
ト
キ
が
い
た
山
里 

高
野
さ
ん
の
田
圃
で
憩
う

夕
方
近
く
、
ト
キ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
ポ
イ
ン

ト
に
高
野
毅
さ
ん（
66
）が
こ
っ
そ
り
案
内
し
て
く
れ

た
。
森
と
水
田
が
広
が
る
美
し
い
里
で
、
杉
や
ヒ
ノ

キ
、
広
葉
樹
の
大
樹
が
鬱
蒼
と
茂
る
森
が
野
鳥
た
ち

の
寝
ぐ
ら
に
な
っ
て
い
る
。
ト
キ
は
原
則
数
羽
で
行

動
し
、
朝
早
く
寝
ぐ
ら
の
森
を
飛
び
立
っ
て
各
地
の

水
田
や
川
辺
に
行
き
、
夕
方
黄
昏
時
に
は
こ
の
森
へ

帰
っ
て
く
る
と
い
う
。

訪
ね
た
時
、
森
の
空
は
ト
ン
ビ
や
カ
ラ
ス
等
が
群

れ
を
な
し
て
鳴
き
な
が
ら
旋
回
し
て
お
り
、
も
し
こ

の
森
で
ト
キ
が
産
卵
し
て
も
孵
化
す
る
ま
で
は
命
が

け
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
車
を
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
に

止
め
て
待
つ
こ
と
30
分
、
カ
ラ
ス
た
ち
が
移
動
し
て

静
か
な
森
に
な
っ
た
頃
、
突
然
一
羽
の
ト
キ
が
現
れ

て
、
田
圃
に
舞
い
降
り
た
。
西
日
を
受
け
た
羽
の
何

と
美
し
い
こ
と
。
し
か
し
敏
捷
に
す
ぐ
飛
び
立
ち
、

森
の
奥
へ
消
え
て
行
っ
た
。

道
路
脇
に
は
ゆ
っ
く
り
走
り
ま
わ
る
車
が
２
、３

台
。「
あ
れ
は
環
境
省
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
で

す
ね
。
日
々
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
観
察
を
続
け
て
い
ま

す
。
で
も
ト
キ
は
不
器
用
で
と
て
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な

鳥
。
い
つ
も
見
ら
れ
て
い
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
な

い
と
厭
が
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
」
と
高
野

さ
ん
は
わ
が
子
を
思
う
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
。

翌
日
は
、
高
野
さ
ん
が
両
親
と
暮
ら
し
、
佐
渡
の

ト
キ
が
最
後
に
営
巣
地
に
し
て
い
た
と
い
う
生は
え

椿つ
ば
きの

夕暮れに森へ帰りケヤキの木で休む
トキ。カメラを気にしている ?

▲▶モリアオガエルが採卵するクルミ
の木。間もなく水田に落ちて孵化する
◀ I ターンして山麓の田畑を再生、焼
き畑する長谷川さん夫妻

▲田にはオタマジャクシがいっぱい、池にはトンボたちも
◀▶トキが棲める場所にと耕作している高野さんと生椿の水田
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田
圃
を
訪
ね
た
。
新
穂
の
市
街
地
か
ら
15
㎞
、
標
高

３
５
０
ｍ
の
台
地
に
あ
り
、
気
温
は
平
地
よ
り
２
～

３
度
低
い
。
高
野
さ
ん
の
父
・
高
治
さ
ん
は
、
戦
前

戦
後
の
食
糧
難
の
頃
も
田
圃
で
ド
ジ
ョ
ウ
や
タ
ニ
シ

を
育
て
て
ト
キ
に
餌
場
を
提
供
し
続
け
た
。
昭
和
10

年
頃
ま
で
は
20
数
羽
の
ト
キ
が
や
っ
て
き
て
、
あ
た

り
一
面
牡
丹
の
花
が
咲
い
た
よ
う
に
美
し
か
っ
た
と

言
う
話
を
毅
さ
ん
は
よ
く
聞
い
た
と
い
う
。
絶
滅
危

機
で
保
護
セ
ン
タ
ー
に
収
容
さ
れ
る
と
、
飼
育
員
と

し
て
勤
務
す
る
傍
ら
、
生
椿
か
ら
ド
ジ
ョ
ウ
を
背
負

っ
て
セ
ン
タ
ー
に
運
ん
だ
い
う
。

高
治
さ
ん
は
病
の
た
め
街
へ
降
り
84
歳
で
死
去
さ

れ
た
が
、
父
の
遺
志
を
継
い
だ
毅
さ
ん
が
生
椿
の
田

圃
や
森
を
以
前
と
同
じ
環
境
で
守
り
続
け
て
い
る
。

Ｊ
Ａ
勤
務
を
退
職
し
た
毅
さ
ん
は
、
ト
キ
の
野
生
放

鳥
に
深
く
関
わ
り
、
ビ
オ
ト
ー
プ
整
備
や
生
き
物
の

棲
む
田
圃
作
り
の
指
導
・
普
及
に
当
た
っ
て
き
た
。

ま
た
、
朽
ち
か
け
て
い
た
生
椿
の
家
を
改
装
、
風
呂

を
新
設
、
野
外
に
も
椅
子
テ
ー
ブ
ル
を
設
置
し
て
、

訪
れ
る
人
の
休
憩
・
宿
泊
所
に
開
放
し
て
い
る
。

生
椿
の
田
や
ビ
オ
ト
ー
プ
は
そ
の
シ
ン
ボ
ル
。
田

に
は
カ
エ
ル
や
ド
ジ
ョ
ウ
等
が
地
面
を
覆
う
ほ
ど
に

棲
息
し
、
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
も
各
所
で
白
い
泡
を
漂

わ
せ
て
孵
化
中
で
あ
る
。

「
農
家
の
人
は
日
陰
に
な
る
か
ら
と
田
の
周
り
に
は

樹
木
を
一
つ
も
植
え
て
い
な
い
が
、
一
本
で
も
あ
れ

ば
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
が
卵
を
生
み
、
田
圃
で
棲
息
で

き
ま
す
。
ト
キ
と
共
生
す
る
た
め
に
は
そ
ん
な
工
夫

も
欲
し
い
で
す
ね
」
と
毅
さ
ん
は
言
う
。

水
田
の
上
部
地
区
は
水
草
が
茂
る
池
に
整
備
さ
れ

て
い
て
、
貴
重
な
植
物
や
水
生
動
物
の
宝
庫
。
早
く

も
糸
ト
ン
ボ
等
が
飛
び
か
っ
て
い
た
。
こ
の
池
や
草

原
、
森
は
地
域
の
子
供
や
都
市
市
民
の
交
流
の
場
と

し
て
開
放
し
、
い
く
つ
か
の
都
市
グ
ル
ー
プ
が
手
入

れ
や
休
息
に
出
か
け
て
く
る
。
朗
報
は
、
高
野
さ
ん

の
上
の
休
耕
地
を
都
市
か
ら
帰
っ
て
き
た
長
谷
川
さ

ん
夫
妻
が
再
生
し
始
め
た
こ
と
。
棚
田
を
作
り
、
荒

れ
て
い
た
畑
を
整
備
し
て
高
原
野
菜
の
栽
培
も
始
め

て
い
る
。
そ
の
日
も
野
焼
き
し
て
作
業
し
て
い
た
。

問
題
は
餌
が
減
少
す
る
冬
場
。
雪
が
１
・
８
ｍ
以

上
に
な
る
が
、
高
野
さ
ん
は
週
一
度
は
数
時
間
歩
い

て
訪
れ
、
清
水
の
湧
く
水
辺
を
見
回
っ
た
り
ト
キ
の

た
め
に
田
の
一
部
を
除
雪
す
る
。
幼
い
時
に
身
近
で

見
た
ト
キ
が
遊
ぶ
姿
を
父
親
に
代
わ
っ
て
再
び
取
り

戻
し
た
い
と
、
黙
々
と
山
里
へ
通
っ
て
い
る
。

ト
キ
の
野
生
復
帰
で 

多
様
性
の
あ
る
個
性
豊
か
な
佐
渡
に

佐
渡
ト
キ
保
護
セ
ン
タ
ー
で
繁
殖
し
た
ト
キ
は
野

生
復
帰
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
移
送
さ
れ
て
、
野
生
に
順

化
、
繁
殖
す
る
た
め
の
訓
練
を
う
け
て
放
鳥
さ
れ
る
。

第
１
回
目
の
放
鳥
は
平
成
20
年
９
月
の
10
羽
、
毎
年

10
数
羽
ず
つ
放
鳥
さ
れ
、
60
羽
が
佐
渡
の
里
に
放
さ

れ
た
。
し
か
し
死
亡
、
行
方
不
明
は
14
羽
、
生
存
は

37
羽（
環
境
省
・
Ｈ
23
年
８
月
）で
、
ケ
ー
ジ
に
テ
ン

が
入
り
込
ん
で
襲
わ
れ
た
り
、
産
卵
し
た
が
孵
化
に

至
ら
な
い
等
、
野
生
復
帰
に
は
苦
難
も
つ
き
ま
と
う
。

一
般
に
は
入
館
出
来
な
い
野
生
復
帰
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
だ
が
入
館
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
佐
渡
自
然
保
護
官

事
務
所
で
多
忙
な
長
田
啓
首
席
自
然
保
護
官
に
お
会

い
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
長
年
地
方
の
自
然
保
護
官

事
務
所
勤
務
を
希
望
し
て
き
て
、
昨
年
秋
佐
渡
へ
転

勤
し
て
き
た
と
い
う
。

「
佐
渡
は
典
型
的
な
里
山
で
、
歴
史
的
な
息
吹
を
感

じ
ま
す
。
使
え
る
土
地
は
田
圃
に
変
え
て
良
好
な
自

然
環
境
を
維
持
、
そ
れ
が
ト
キ
棲
息
の
最
後
の
聖
地

に
な
っ
た
。
今
は
休
耕
地
も
増
え
て
い
る
の
で
ビ
オ

ト
ー
プ
の
整
備
等
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

隠
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
米
だ
っ
た
佐
渡
米
が
真
の
ブ
ラ
ン

ド
米
に
な
り
、
市
民
レ
ベ
ル
の
交
流
も
盛
ん
に
な
っ

て
き
ま
し
た
。
佐
渡
は
自
然
環
境
を
基
盤
に
し
た
地

域
づ
く
り
の
道
標
、
さ
ら
に
個
性
的
で
魅
力
的
な
地

域
に
な
る
よ
う
我
々
も
お
手
伝
い
し
て
い
き
ま
す
」

野
生
復
帰
す
る
た
め
の
順
化
ケ
ー
ジ
へ
案
内
し
て

く
れ
た
。
広
さ
約
４
０
０
０
㎡
、
高
さ
15
ｍ
あ
る
想

野生復帰ステーション順化ケージに案内してくれた長田啓保護官。右はケージ建物前で
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像
を
超
え
る
巨
大
な
空
間
。
ケ
ー
ジ
内
に
は
田
圃
や

池
、
止
ま
り
木
が
あ
り
、
ト
キ
は
飛
翔
力
を
身
に
つ

け
た
り
、
自
分
で
餌
を
捕
る
こ
と
を
学
ぶ
。
テ
ン
の

侵
入
で
電
気
柵
が
く
ま
な
く
配
線
さ
れ
、
夜
間
も
監

視
員
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。

「
別
の
場
所
に
給
餌
棟
が
あ
り
、
地
中
の
管
で
人
が

入
ら
ず
ケ
ー
ジ
の
池
に
ド
ジ
ョ
ウ
を
給
餌
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
が
、
人
に
慣
れ
る
こ
と
も
必
要
で
、
ケ

ー
ジ
内
に
な
る
べ
く
人
が
入
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
」

ト
キ
が
産
卵
後
飼
育
を
放
棄
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
「
無
精
卵
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
野
生
で
は

食
べ
て
い
く
こ
と
、
敵
か
ら
身
を
守
る
こ
と
な
ど
あ

っ
て
大
変
で
す
。
ト
キ
は
泳
ぐ
魚
を
捕
る
の
が
苦
手

な
不
器
用
な
鳥
で
す
。
放
鳥
し
た
半
分
が
元
気
で
棲

息
し
て
く
れ
れ
ば
結
果
と
し
て
は
悪
く
な
い
。
餌
も

取
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
し
ば
ら
く

は
放
鳥
し
て
い
く
計
画
で
す
」
と
長
田
さ
ん
は
語
っ

て
い
た
。

６
月
か
ら
19
羽
の
訓
練
を
始
め
て
お
り
、
９
月
下

旬
に
放
鳥
す
る
予
定
で
あ
る
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

●トキ交流会館
☎0259-24-6040

INFORMATION

特
色
あ
る
農
産
物
の
開
発
・ 

育
成
を
―
―
―
―
地
域
特
産
品 

マ
イ
ス
タ
ー
制
度

地
域
特
産
物
の
栽
培
・
加
工
等

の
分
野
で
、
多
年
の
経
験
と
卓
越
し

た
技
術
・
能
力
を
有
し
て
特
産
品
の

育
成
に
当
た
っ
て
き
た
人
材
を
「
地

域
特
産
品
マ
イ
ス
タ
ー
」
と
し
て
認

定
す
る
制
度
で
、
㈶
日
本
特
産
物
協

会
が
平
成
12
年
よ
り
始
め
て
い
る
。

マ
イ
ス
タ
ー
に
認
定
さ
れ
た
人
や
グ

ル
ー
プ
は
、
農
業
技
術
の
伝
承
と
開

発
、
相
互
交
流
等
を
進
め
、
地
域
の

特
産
品
産
地
を
育
成
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。

㈶
日
本
特
産
物
協
会
は
、水
田
再

編
対
策
に
関
連
し
て
中
山
間
地
の
特

産
物
育
成
を
め
ざ
し
て
創
設
さ
れ
た

団
体
で
、
大
豆
育
成
事
業
、
イ
グ
サ

業
者
の
育
成
、
い
も
類
の
生
産
育
成

等
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。
マ
イ
ス
タ

ー
に
は
毎
年
10
～
15
名
が
認
定
さ
れ
、

地
域
特
産
品
の
育
成
や
地
域
活
性
化

に
貢
献
し
て
い
る
が
、
第
一
号
に
は

本
誌
が
今
回
取
材
し
た
中
富
良
野
町

フ
ァ
ー
ム
富
田
の
富
田
忠
雄
氏
等
が

認
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
ん
に

ゃ
く
生
産
で
は
、小
山
農
園
・
小
山
林

衛
さ
ん
等
３
名
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

関
東
周
辺
の
マ
イ
ス
タ
ー
を
見

る
と
、
長
野
県
栄
村
・
小
林
清
治
さ

ん
は
ワ
ラ
ビ
、
ゼ
ン
マ
イ
、
タ
ケ
ノ

コ
等
の
山
菜
を
人
工
栽
培
し
た
り
、

転
作
田
や
間
伐
し
た
杉
林
等
を
活
用

し
て
栽
培
、
観
光
客
に
開
放
し
て
山

菜
取
り
で
地
域
の
活
性
化
を
は
か
っ

て
い
る
。
女
性
の
マ
イ
ス
タ
ー
も
多

く
、
長
野
県
で
は
南
木
曽
町
の
女
性

グ
ル
ー
プ
が
伝
統
の
ホ
ウ
葉
料
理
を

さ
ら
に
普
及
す
る
た
め
、
ホ
ウ
葉
の

育
成
や
新
メ
ニ
ュ
ー
を
開
発
、
道
の

駅
で
売
ら
れ
た
り
民
宿
等
で
活
用
さ

れ
て
い
る
。
天
竜
村
で
は
山
に
あ
る

柚
子
を
活
か
し
て
味
噌
、
ジ
ュ
ー
ス
、

柚
子
餅
な
ど
を
開
発
し
、
町
の
特
産

品
の
一
つ
に
な
っ
た
。

変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
長
野

県
旧
中
条
村
で
繭
を
生
産
し
続
け
て

い
る
堀
内
新
也
さ
ん
。
衰
退
の
一
途

を
た
ど
っ
た
養
蚕
だ
が
、
養
蚕
を
継

承
し
て
西
山
繭
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上

げ
、
京
都
の
呉
服
メ
ー
カ
ー
と
共
同

開
発
し
て
「
信
州
す
め
ら
ぎ
の
繭
」

の
振
興
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

環
境
に
優
し
い
農
産
物
を
生
産 

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
認
定

農
林
水
産
省
が
平
成
11
年
に
制

定
し
、
12
年
よ
り
「
環
境
保
全
型
農

業
推
進
会
議
」（
会
長
／
熊
沢
東
大

名
誉
教
授
）
が
応
募
の
あ
っ
た
個
人

や
団
体
を
審
査
、
持
続
性
の
高
い
農

業
生
産
方
式
の
導
入
に
取
り
組
む

人
・
団
体
に
エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
の
資

格
を
与
え
て
い
る
。
認
定
を
受
け
た

人
・
団
体
は
、
農
業
改
善
資
金
（
環

境
保
全
型
農
業
導
入
資
金
）
の
特
例

処
置
が
受
け
ら
れ
る
。

エ
コ
フ
ァ
ー
マ
ー
に
は
、
農
薬

や
化
学
肥
料
を
使
わ
な
い
米
生
産
農

家
、
有
機
栽
培
に
よ
る
手
も
み
茶
の

製
造
農
家
、
安
全
安
心
の
野
菜
栽
培

農
家
等
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
栽
培

加
工
さ
れ
た
有
機
食
品
に
は
Ｊ
Ａ
Ｓ

マ
ー
ク
、
地
区
や
Ｊ
Ａ
認
定
の
マ
ー

ク
が
貼
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。

農
産
物
ブ
ラ
ン
ド
品
の
元
祖
？ 

嬬
恋
キ
ャ
ベ
ツ 

�

（
群
馬
県
嬬
恋
村
）

標
高
７
０
０
～
１
４
０
０
ｍ
の

高
地
に
広
が
る
日
本
一
の
秋
夏
高
原

キ
ャ
ベ
ツ
畑
で
知
ら
れ
る
群
馬
県
嬬

恋
村
。
８
～
９
月
の
最
盛
期
に
は
一

日
10
～
20
万
ケ
ー
ス
が
全
国
へ
出
荷

さ
れ
る
。
高
温
や
干
ば
つ
を
嫌
う
キ

ャ
ベ
ツ
に
は
15
～
20
℃
の
嬬
恋
の
気

候
が
よ
く
、
昼
夜
の
温
度
差
も
美
味

し
い
キ
ャ
ベ
ツ
を
作
る
。

キ
ャ
ベ
ツ
は
明
治
に
入
っ
て
玉た

ま
な菜

と
言
う
名
前
で
普
及
し
は
じ
め
た
。

昭
和
初
期
か
ら
栽
培
が
開
始
さ
れ
、

昭
和
30
年
頃
に
は「
嬬
恋
キ
ャ
ベ
ツ
」

と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
商
品
に
な
っ
た
。
浅

間
山
山
麓
に
広
が
る
緑
の
キ
ャ
ベ
ツ

畑
は
観
光
名
所
に
も
な
り
、
軟
ら
か

く
て
み
ず
み
ず
し
い
キ
ャ
ベ
ツ
を
そ

の
場
で
買
い
求
め
る
こ
と
も
出
来
る
。

ひ
っ
つ
み（
す
い
と
ん
） 

岩
手
の
郷
土
料
理

本
誌
で
紹
介
し
て
い
る
、
遠
野

市
「
伝
承
館
」
で
食
べ
ら
れ
る
「
ひ

っ
つ
み
」
は
、
旧
盛
岡
藩
領
だ
っ
た

岩
手
県
北
部
で
作
ら
れ
て
き
た
郷
土

食
の
一
つ
で
、地
域
に
よ
っ
て
は「
と

っ
て
な
げ
」
と
か
「
つ
め
り
」
と
も

言
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
“
す
い
と
ん
”

に
似
た
料
理
。

鶏
肉
、
に
ん
じ
ん
、
ご
ぼ
う
等

を
煮
て
ダ
シ
を
と
り
、
煮
立
っ
た
ら

こ
ね
た
小
麦
粉
を
両
手
の
指
で
薄
く

伸
ば
し
な
が
ら
引
き
ち
ぎ
っ
て
鍋
に

投
げ
入
れ
て
、
熱
い
う
ち
に
い
た
だ

く
も
の
。

類
似
し
た
も
の
に
は
、
青
森
県

南
部
に
「
せ
ん
べ
い
汁
」
が
あ
り
、

山
梨
県
で
は
「
ほ
う
と
う
」
が
人
気

で
、
メ
イ
ン
の
野
菜
は
か
ぼ
ち
ゃ
。

麺
が
煮
え
る
と
増
え
る
の
で
、
ボ
リ

ュ
ー
ム
あ
る
一
品
に
な
る
。

生
い
も
こ
ん
に
ゃ
く
で
作
っ
た
こ
ん
に
ゃ

く
製
品（
小
山
農
園
）
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発行日／平成23年 9月5日
発行所／財団法人過疎地域問題調査会
〒105-0001���東京都港区虎ノ門一丁目13番5号�

第一天徳ビル3階
☎ 03-3580-3070　FAX03-3580-3602
http//www.kaso-net.or.jp/

編集協力・印刷／�株式会社ぎょうせい　�
編集工房アド・エー

開催日　
平成23年10月13日（木）～14日（金）
開催場所
・全体会／西予市宇和文化会館
・分科会／�宇和島市、八幡浜市、西予市、�

内子町
・現地視察／�各分科会会場近郊
・�1日目 13:30～　開会式、過疎地域自
立活性化優良事例表彰式�
基調講演、パネルディスカッション

・�2日目 10:00～12:00　�
第１,２分科会／優良事例表彰団体からの発表�
第３,４分科会／パネルディスカツション等

主催／�総務省・全国過疎問題シンポジウム実行委員会
（愛媛県、全国過疎地域自立促進連盟、愛媛
県過疎地域自立促進協議会）

編集後記
▼３月11日、都心で激しい揺れを経験した。
道路が、ビルや建物が生き物のように大きく
うねる中、足が動かず、ガードレールにしが
みついた。いつもは騒がしい駅前に広がった
不気味な静寂。あの日から半年が経ったが、
災害からの復興は遅れ、風評被害に苦しむ東
日本の現実。復興の原動力は、被災地の〔今〕を、
故郷を失った人たちの〔今〕を忘れない気持ち
にあると自戒する（ｍ）
▼本誌の「地域ブランド作戦」の取材先を検討
している時、地震と津波と原発事故。コシヒカ
リ又は青森のリンゴ輸出農家を取材する予定
だったが、世界の原発事故への反応は過敏で、
新潟の農家が輸出がストップになったと知らせ
てきた。バイヤーは厳しい検査を経て安全を
確認していることを理解しているが、国民には
情報が届いていないらしい。藁や園芸用腐葉
土を通じて放射能汚染が拡大!?　理解できない、
理解したくないことだらけだ（a）
［訂正とお詫び］「でぽら」40号39頁「伝統工芸
品」の中で、文具・熊野筆の産地は広島県です。
訂正してお詫び致します。
［お知らせ］本誌はこれまで年２回発行してき
ましたが、事情により、本年度から年1回の発
行となります。

近代化遺産に指定されている旧宇和町小学校。
廊下の雑巾掛け競争が有名。

「DePOLA」取材の地域の特産品
本誌では、各市町村や集落で栽培、加工している特産品を数多く取材して来ました。その中から主なものを紹
介します。http//www.kaso-net.or.jp から「でぽら」をご覧になれます。

特産品名 栽培・加工地 主　　な　　内　　容 でぽら掲載号

椎葉ミツ、そば、
干タケノコ他 宮崎県椎葉村

那須久喜さんの蜂蜜は山の樹と花で蜂が自然体で作る蜂蜜として
珍重される。椎葉秀行さんは山腹で無肥料、無農薬の伝統的焼畑を
し、直ぐにそばの種をまく。

13号�
1997.9

さんま姿寿司�
めばり寿司

和歌山県
那智勝浦町他

秋から冬に南下してきた脂分が抜けたサンマを塩漬けして保存、
塩抜き、骨抜きして酢で締める。めばり寿司は高菜漬けをご飯に混
ぜて大きい葉で包んだもの。共に南紀の代表的保存食。

13号�
1997.9

宝の塩 鹿児島県十島村
宝島へ東京から移住した牧口光彦さんが、島おこしにと開発した
塩。海水を自然の風と太陽で濃縮して天日干しする他、一部窯焚き
塩も。ピリッとして甘みと香りが豊かな塩。

16号�
1999.3

元気な牛と羊が
作るチーズ 長野県北御牧村 清水則平さんが夢を実現させた牧場で作る「SVARASA」(ある

がままの自然味 )チーズ。ヨーグルト、バター等も最高の味。
16号�

1999.3

海人の藻 広島県蒲刈町
蘇った、海藻から作る古代製塩法。藻についた塩分を海水で凝縮し
て煮詰めたものと、焼いた藻の結晶を混ぜて作る。臭いや苦味がな
く旨みとコクのある塩。

19号�
2000.9

名水で酒、和菓子 山梨県白州町 南アルプスの麓、サントリー・ミネラルウォーターの工場があり名
酒「七賢」等の酒蔵がある。日本の道百選の宿場町。

20号�
2001.3

千枚田と
皿鉢料理 高知県梼原町

平成4年に四万十にちなんで4万10円で棚田のオーナー制度
を始めた神在居の千枚田。地区のお母さんがもてなす棚田米と山
菜、皿鉢等の郷土料理が人気。移住者も多い。

24号�
2003.3

北の大地の
花卉・果物の町 北海道月形町

花卉栽培を町の特産品にしており、新規就農者を多数受入れ。「岩
の白扇」と言う菊栽培、山野草風の花を栽培する若い移住者を訪ね
た。メロンやスイカ、北海カンロも有名。

25号�
2003.9

スカイファーム�
ぴゅあトマト 高知県吾川村

標高1000mの高知山間地で高糖度トマトを新規就農青年らが
栽培。トマトはハウスで水分を極力減らして栽培され、甘みと香り
が強烈 .。フル―ツトマトとも言う。一個500円 !?

25号�
2003.9

備長炭の里 和歌山県中津村
良質な備長炭産地で、研修生を受け入れて一年間研修する製炭技
術研修所もある。高齢で炭焼きを辞める家をサポート、ウバメガシ
の森育成にも力を入れている。

26号�
2004.3

茂木米、棚田米�
竹林製品 栃木県茂木町

棚田百選に認定されている棚田の多い里山。都市との交流も盛ん
で、棚田米や竹林の整備で生まれる竹炭等を発売。組合を作り茂木
米や野菜の産直にも取り組んでいる。

27号�
2004.9

日本ミツバチ保護
と高嶺ルビー蜂蜜 長野県中川村

蜂博士として著名な富永朝相さんが中心になり、世界最大のハチ
の巣を展示する蜂博物館を開設、日本ミツバチの保全に取組む。館
で市販する天然蜜も旨いが赤蕎麦の蜜は幻の逸品。

27号�
2004.9

湯の里デスク 北海道蘭越町
ニセコの山間にある廃校を借りて二人の木工家がオープンした工
房。無垢材を伝統のほぞ組工法で丁寧に造った机、椅子、本箱等が
置かれた教室はとても魅力的。注文家具も製作。

30号�
2006.3

カジカを養殖�
郷土料理に復活

石川県加賀市
山中温泉

ゴリと言われて親しまれてきたカジカだが、清流が消え絶滅の危
機に。そのため石川県内水面水産センターが種苗生産施設で産卵・
飼育を続けてきた。山中温泉の宿ではゴリ料理が復活。

31号�
2006.9

どぶろく特区�
一号地

新潟県上越市�
十日町市

「新潟田舎暮らし体験ツアー」を首都圏の人を対象に何度か実施。
民宿で出されるのが沢山の田舎料理とどぶろく。若井明夫さんが
中心になって開発・申請し、10軒ほどの宿が醸造している。

32号�
2007.3

有機野菜、味噌他 島根県浜田市�
弥栄

35年前に Iターンした４人の若者が放置された田畑を開墾。有機
野菜を作り牛を飼い，添加物ゼロの味噌を作る「やさか共同農場」
に発展。新規就農者や地元の人たちの雇用の場にも。

33号�
2007.9

コウノトリの
郷米 兵庫県豊岡市

日本の空から消えたコウノトリ。ロシア寄贈の雛を育て、2005
年に豊岡盆地に放鳥した。農薬なしの水田には餌を採る姿が見ら
れ、子育ても成功している。コウノトリの郷米をどうぞ。

33号�
2007.9

菜の花油、
ぴゅあ菜米

広島県北広島町
大朝

保田哲博さんの提案でＮＰＯ「INE�OASA」(いいね大朝 )を設立、
廃油を回収して市内を走るバスの燃料に活用、菜の花を植えて菜
種油を作り、田圃の肥しにする等、環境保全に取り組んでいる。

33号�
2007.9

平井ゆずの里 和歌山県
古座川町

古座川の源流の集落で、女性グループが、柚子のジャム、ジュース、
菓子等を開発、22名が働き年間販売額１億800万円の企業に。

33号�
2007.9

ハタハタと
しょっつる 秋田県男鹿市 ハタハタ漁が盛んで、ハタハタを熟成させて造る「しょっつる」は

伝統ある魚醤。諸井醸造所の昔ながらの醸造とハタハタ料理。
34号�

2008.3

温海かぶ 山形県鶴岡市
旧温海町の山の木を伐採した跡に、8月焼き畑してかぶ種をまき、
秋に収穫する伝統の焼畑栽培。美しい真紅で辛みと歯ごたえのよ
いかぶ．甘酢漬けに加工され人気NO,1で市販される。

34号�
2008.3

雑穀の里 岩手県軽米町
稲作の冷害対策用に昔からヒエ、アワ、キビ等が栽培されてきた
が、今雑穀の里として本格的に栽培。精穀工場も出来、栄養満点、有
機栽培の雑穀5,6種が直ぐ使用出来るパックで市販されている。

34号�
2008.3

五箇山豆腐 富山県南砺市
文化遺産に指定される合掌造りの郷五箇山の伝統食品で、軟らか
い豆腐に20kgの重石をして固くする。大豆をしっかり凝縮して
いるのでご飯代わりになる保存食。揚げたり薫製したものが絶品。

34号�
2008.3

ラワンぶき 北海道足寄町
草丈2～3mにもなる肉厚で繊維質、カルシウム等の栄養たっぷ
りのふき。約30戸の農家が栽培し、共同加工場で茹でて皮をむい
た物を出荷。北海道遺産に選定される清流が育む自然食品。

35号�
2008.9

☆市町村名は取材時点での名称です。
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太陽と緑の風と彩り豊かな花々が香る美しい草原。早春から小雪が舞う日まで栽培や手入れが行われている。
いま北の大地は粋でお洒落な装いで、人や生き物を優しく迎え、励ましてくれる。（中富良野町・ファーム富田）


