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ふるさとへ帰る！
Uターンした人の生活を発見
●特集企画に寄せて

「杣の里」（福岡県矢部村）を散策する
秋丸さん夫妻

農
山
村
や
地
方
都
市
で
は
、
若
者
は
大
学
や
専

門
学
校
へ
行
く
た
め
に
家
を
出
て
、
そ
の
ま

ま
都
市
で
就
職
し
、
ふ
る
さ
と
へ
帰
ら
な
い
ケ
ー
ス

が
多
い
。
離
島
や
交
通
の
便
が
悪
い
山
村
で
は
、
中

学
卒
業
と
同
時
に
親
元
を
離
れ
て
高
校
へ
行
く
状
況

が
今
も
続
い
て
い
る
。

　

地
方
や
山
村
の
過
疎
化
は
、
若
者
た
ち
の
離
村
が

最
大
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
親
た
ち
も
子
ど
も
た

ち
が
出
て
い
く
こ
と
を
当
然
と
受
け
止
め
、
卒
業
後

も
「
農
林
業
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
」「
田
舎
に
は
働

く
場
所
が
な
い
」
と
、
子
ど
も
の
帰
郷
を
促
す
こ
と

は
し
て
こ
な
か
っ
た
。
事
実
、
都
市
に
は
若
者
が
能

力
を
生
か
し
て
仕
事
し
結
婚
し
子
ど
も
を
教
育
し
て

い
け
る
条
件
が
揃
っ
て
お
り
、
田
舎
に
は
少
な
い
。

　

し
か
し
気
が
つ
い
た
ら
田
舎
に
は
、
若
者
や
子
ど

も
た
ち
の
姿
が
消
え
、
親
た
ち
も
高
齢
化
し
た
。
田

畑
の
休
耕
地
が
増
え
、
山
も
手
入
れ
さ
れ
な
い
ま
ま
。

農
林
漁
業
の
基
幹
産
業
は
も
と
よ
り
、
地
域
の
伝
統

工
芸
や
文
化
等
が
崩
壊
寸
前
に
な
っ
て
い
る
。

　

と
い
っ
て
、
早
い
時
期
に
ふ
る
さ
と
を
出
た
子
ど

も
た
ち
に
は
郷
里
へ
の
愛
着
も
少
な
く
、
多
忙
で
人

間
関
係
が
複
雑
な
都
市
生
活
を
し
て
い
る
と
、
地
方

の
深
刻
な
過
疎
化
に
思
い
を
は
せ
る
余
裕
も
な
い
。

　

山
村
の
自
治
体
や
関
係
機
関
で
は
過
疎
化
対
策
、

地
域
再
生
の
方
策
と
し
て
、
都
市
の
人
に
田
舎
に
来

て
も
ら
う
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
の
導
入
や
、
時
々
来
村
し

て
地
域
の
人
と
交
流
し
て
も
ら
う
「
交
流
移
住
」
制

度
な
ど
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
出
し
て
い
る
が
、
ま

だ
地
域
が
活
力
を
取
り
戻
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

田
舎
を
出
た
人
は
な
ぜ
ふ
る
さ
と
へ
戻
ら
な
い

の
か
。
彼
ら
に
そ
の
意
思
が
な
い
の
か
、
親

が
帰
っ
て
こ
な
く
て
い
い
と
言
っ
て
い
る
の
か
。
長

年
地
方
取
材
を
し
な
が
ら
、
よ
く
そ
の
こ
と
を
考
え

た
。
自
治
体
や
Ｊ
Ａ
も
都
市
か
ら
の
移
住
者
を
募
る

Ｉ
タ
ー
ン
対
策
に
は
熱
心
だ
が
、
ふ
る
さ
と
を
出
て

行
っ
た
人
た
ち
に
帰
郷
を
促
す
ア
プ
ロ
ー
チ
は
殆
ど

し
て
い
な
い
。
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
住

居
や
仕
事
の
斡
旋
等
が
必
要
だ
が
、
Ｕ
タ
ー
ン
者
な

ら
親
の
家
が
あ
り
地
域
の
こ
と
も
よ
く
知
っ
て
い
る

の
で
就
労
も
し
や
す
い
。
な
ぜ
「
帰
ら
な
い
か
」
と

声
を
か
け
な
い
の
か
。

　

今
回
Ｕ
タ
ー
ン
特
集
を
し
よ
う
と
思
っ
た
の
も
、

そ
ん
な
疑
問
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
各
地
の
市
町

村
に「
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
人
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
」
と

電
話
を
入
れ
た
が
、
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
人
を
把
握
し
て

い
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
、「
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
人
は
い
な

い
」
と
い
う
返
事
も
多
か
っ
た
。

　

Ｕ
タ
ー
ン
は
各
戸
や
個
人
の
問
題
で
、
他
人
が
口

出
し
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
意
識
が
行
政
に
も

地
域
の
人
々
に
も
あ
る
よ
う
だ
。住
民
た
ち
に
も「
み

っ
と
も
な
い
か
ら
息
子
に
帰
っ
て
き
て
ほ
し
く
な

い
」、
た
と
え
老
い
て
独
り
暮
ら
し
が
困
難
に
な
っ

て
も
「
地
域
の
世
話
に
な
る
、
息
子
に
は
心
配
か
け

ら
れ
な
い
」
と
い
う
高
齢
者
が
大
半
だ
と
聞
く
。

「
で
ぽ
ら
」36
号
で
は
「
ふ
る
さ
と
へ
帰
る
！
」

と
題
し
て
特
集
す
る
。
取
材
し
た
人
は
皆
ふ

る
さ
と
の
自
然
環
境
を
愛
し
地
域
の
活
性
化
を
切
望

し
な
が
ら
、
都
市
暮
ら
し
で
培
っ
た
キ
ャ
リ
ア
や
資

格
を
生
か
し
て
、
田
舎
な
ら
で
は
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
着

手
し
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
や
趣
味
的
生
活
を
楽
し

ん
で
い
る
。

　

Ｕ
タ
ー
ン
す
る
き
っ
か
け
は
、
親
の
病
気
、
企
業

の
定
年
退
職
、
都
市
生
活
へ
の
疑
問
等
さ
ま
ざ
ま
だ

が
、
厳
し
い
自
然
環
境
も
経
済
的
格
差
も
プ
ラ
ス
材

料
に
代
え
て
、
い
き
い
き
と
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
に

大
変
感
動
し
た
。
そ
し
て
、
Ｕ
タ
ー
ン
に
賛
成
し
、

田
舎
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る
奥
さ
ん
や
子
供
た
ち
、

迎
え
た
親
た
ち
の
存
在
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を

改
め
て
知
っ
た
。

　

特
集
に
当
た
っ
て
は
、
ト
ッ
プ
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
て

自
分
が
目
指
し
て
い
た
仕
事
に
取
り
組
む
若
者
た
ち

の
「
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
」、
次
に
定

年
を
機
に
帰
郷
し
農
業
や
キ
ャ
リ
ア
を
生
か
し
て
地

域
に
貢
献
し
て
い
る
「
生
涯
現
役
─
定
年
後
は
ふ
る

さ
と
へ
」、
そ
し
て
最
後
に
、
田
舎
だ
か
ら
可
能
な

ビ
ジ
ネ
ス
や
田
舎
に
必
要
な
新
事
業
等
に
取
り
組
む

人
々
を
「
地
域
資
源
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
活
力
に
」
と
題

し
て
紹
介
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

折
し
も
世
界
は
大
不
況
時
代
を
迎
え
、
日
本
で
も

仕
事
を
失
い
住
む
家
も
な
い
人
、
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
た

人
な
ど
が
都
市
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
チ
ャ
ン

ス
と
地
方
の
企
業
や
慢
性
的
な
人
手
不
足
だ
っ
た
福

祉
施
設
等
が
就
労
を
呼
び
か
け
て
い
る
。
先
日
都
内

で
「
森
林
の
仕
事
ガ
イ
ダ
ン
ス
」（
全
国
森
林
組
合
連

合
会
主
催
）
の
説
明
会
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
２
日
間

で
５
２
６
０
人
が
訪
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
際
、
田
舎
へ
帰
っ
て
仕
事
を
探
し
て
ほ
し
い
。

今
ま
で
人
手
不
足
で
悩
ん
で
き
た
農
業
や
林
業
、
水

産
業
、
高
齢
者
の
介
護
な
ど
、
あ
な
た
を
必
要
と
し

て
い
る
仕
事
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
ま
ず
は
体
験
し
、

根
気
よ
く
仕
事
を
覚
え
、
心
を
開
い
て
地
域
の
人
々

と
接
す
る
こ
と
。

　

本
誌
の
こ
の
特
集
が
、
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
に
弾
み
を

つ
け
る
い
い
機
会
に
な
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
「
で
ぽ
ら
」
編
集
部

財
団
法
人　

過
疎
地
域
問
題
調
査
会
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地方と都市を結ぶ
ホットライン・
マガジン

NO.36
●もくじ

「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。

●表紙写真
左上／管理する山を見回る［わにもっ
こ］山内将才さん
右上／有機ごぼうの収穫で多忙な［桜
江オーガニックファーム］の農場
左下／能登［松波酒造］の金七聖子さん
母娘
右下／古い音響機器を復元して［音の
ふるさと］にした口和郷土資料館・安
部博良さん夫妻
中央／「杣の里」に自生する山ナシ

「ふるさとへ帰る!──Ｕターンした人の生活と意見」
●特集企画に寄せて  2

■Ｕターンしてステップアップ
・山を育て森を作り、木にこだわる
［わにもっこ］山内将才さん
（青森県大鰐町）  4

・災害を契機に、輪島の食文化と
向き合う［輪食］安原信治さん
（石川県輪島市）  8

・女性の感性をお酒や地域に生か
して［松波酒造］金七聖子さん
（石川県能登町）  10

・有機農業にこだわり続ける”田んぼ屋”
［桜江オーガニックファーム］
　反田孝之さん（島根県江津市桜江町）  13

INFORMATION  39
ふるさとへＵ・Ｉターン！ 各地の新規就農相談窓口
編集後記／奥付　39

■生涯現役──定年後はふるさとへ
・トマト栽培農家で自立

畠中俊夫さん（山口県阿東町）  16

■地域資源をビジネスと活力に
・「いのちの繋ぎ役」としての有機農業を

山下一穂さん（高知県土佐町）  26

・「秘境杣の里」の再生に奮闘して10年
轟 亮二さん（福岡県矢部村）  30

・家族で花とハーブ&アロマビジネス
［プロステージ花壱番］土井文彦さん
（秋田県男鹿市）  33

・民家や農産物を通じて都市交流
越後里山活性化の仕掛け人  若井明夫さん
（新潟県十日町市松代）  36

・資料館を音響と映像の「音のふるさと」に
安部博良さん夫妻（広島県庄原市口和町）  22

・故郷の巨樹たちと出会って
［つるぎの達人］兼西　明さん（徳島県つるぎ町）  19

▲長男が定年帰農、嬉しそうな母・畠中イクヨさん

▲上／巨樹をガイドする兼西 明さん　
　下／新規就農者を指導する山下一穂さん
◀左／古民家を再生し、交流の場に、

若井明夫さん
右／スポーツも万能、「プロステージ花
壱番」土井文彦さん
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Ｕ
タ
ー
ン
し
て
ス
テ
ッ
プ・ア
ッ
プ

山
を
育
て
森
を
作
り
、木
に
こ
だ
わ
る

［
わ
に
も
っ
こ
］ 
山
内
将
才
さ
ん
（
青
森
県
大お
お
わ
に
ま
ち

鰐
町
）

わにもっこの展示館と山内さん

山
を
育
て
森
を
作
り
、木
に
こ
だ
わ
る

［
わ
に
も
っ
こ
］ 
山
内
将
才
さ
ん
（
青
森
県
大お
お
わ
に
ま
ち

鰐
町
）

都
会
へ
出
て
学
び
就
職
し
あ
わ
た
だ
し
い
生
活

が
始
ま
る
。
で
も
ど
こ
か
自
分
の
求
め
る
も
の

と
違
う
。
そ
う
思
っ
た
若
者
は
田
舎
へ
戻
っ
て

コ
ツ
コ
ツ
と
自
分
の
足
で
歩
き
だ
し
た
。
大
地

や
森
の
恵
み
、
家
族
や
地
域
の
人
の
支
え
で
足

腰
が
強
く
な
り
納
得
で
き
る
自
分
が
い
た
。
そ

ん
な
若
者
た
ち
を
取
材
し
た
。

ト
ッ
プ
は
南
津
軽
の
ヒ
バ
の
森
を
育
て
な
が
ら

ハ
ン
ド
メ
イ
ド
に
徹
し
た
木
の
家
具
・
ク
ラ
フ

ト
作
品
を
製
作
す
る
「
わ
に
も
っ
こ
」
の
山
内

さ
ん
。
木
の
持
ち
味
を
最
大
限
に
生
か
す
家
具

職
人
を
め
ざ
す
。
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祖
父
や
父
が
育
成
し
て
き
た

　

山
仕
事
を
引
き
継
い
で

　

青
森
県
の
南
部
に
位
置
す
る
大
鰐
町
は
優
れ
た
青

森
ヒ
バ
の
産
地
で
、
山
沿
い
に
あ
る
早
瀬
野
集
落
は

古
く
か
ら
林
業
や
製
材
を
生
業
に
し
て
き
た
人
々
が

暮
ら
し
て
い
る
。
山
仕
事
を
し
て
い
る
人
が
今
で
も

20
班
程
あ
り
、
そ
の
管
理
を
し
て
い
る
の
が
山
内
家
。

山
内
将
才
さ
ん
（
38
）
は
、
祖
父
や
父
親
か
ら
引
き

継
い
で
森
の
管
理
育
成
を
し
な
が
ら
、
木
の
生
ま
れ

や
個
性
に
と
こ
と
ん
こ
だ
わ
っ
た
木
工
家
具
を
作
っ

て
い
る
。「
わ
に
も
っ
こ
」
と
は
、
大
鰐
町
の
「
わ
に
」

と
木
工
の
「
も
っ
こ
」
を
合
成
し
た
名
前
で
、
山
下

さ
ん
の
父
、
山
内
昭
光
さ
ん
が
地
区
の
人
の
木
工
場

に
し
た
い
と
企
業
組
合
組
織
で
開
設
し
た
。

　

山
内
将
才
さ
ん
は
当
初
か
ら
森
林
や
木
工
に
係
る

仕
事
を
め
ざ
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
東
京
の
大

学
経
済
学
部
に
入
学
し
た
が
、
4
年
の
時
中
退
し
て

仙
台
市
へ
。
会
社
勤
め
を
し
よ
う
と
企
業
に
内
定
し

た
そ
ん
な
時
、
父
親
が
倒
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
が
入

っ
た
。

「
東
京
と
仙
台
で
5
年
間
ほ
ど
暮
ら
し
ま
し
た
。
家

に
帰
っ
て
、
親
父
を
病
院
へ
連
れ
て
行
っ
た
り
し
な

が
ら
木
工
の
仕
事
を
勉
強
し
は
じ
め
た
の
で
す
。
そ

の
頃
木
工
職
人
が
7
人
い
ま
し
た
の
で
、
大
勢
か
ら

い
ろ
い
ろ
学
び
ま
し
た
。
親
父
は
絵
を
描
い
た
り
木

彫
り
を
楽
し
む
趣
味
人
で
し
た
が
、
木
工
の
新
し
い

可
能
性
を
考
え
、
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
家
具
を
作
る
と
共

に
、
機
械
化
し
て
量
産
で
き
る
商
品
も
必
要
だ
と
考

え
て
い
ま
し
た
」

　

早
瀬
野
集
落
の
入
口
付
近
に
わ
に
も
っ
こ
の
木
工

房
と
展
示
館
、
そ
し
て
宿
泊
や
食
事
、
研
修
等
が
行

わ
れ
る
迎
賓
館
が
あ
る
。
こ

れ
ら
を
含
め
て
「
ひ
ば
の
く

に
」
と
呼
ば
れ
、「
国
立
ひ
ば

大
学
」
木
工
科
の
学
習
実
習

が
定
期
的
に
開
催
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
建
物
は
、
山

内
さ
ん
の
父
親
と
地
域
の
大

工
さ
ん
た
ち
が
地
元
の
ヒ
バ

や
ケ
ヤ
キ
で
手
作
り
し
た
も

の
だ
そ
う
で
、
丸
太
や
荒
々

し
い
太
い
柱
に
、
木
の
持
つ

生
命
感
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　

木
の
特
性
を
生
か
し
た

　

シ
ン
プ
ル
な
作
品

　

展
示
館
に
は
山
内
さ
ん
ら

が
製
作
し
た
木
工
製
品
が
展

示
さ
れ
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
、
デ
ス
ク
、
椅
子
、
小

物
入
れ
、
玩
具
用
品
な
ど
種
類
は
多
い
が
、
す
べ
て

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
木
工
作
品
。
丁
寧
に
組
み
こ
ん
で
磨

き
上
げ
て
お
り
、
デ
ス
ク
と
椅
子
の
場
合
、
高
さ
を

調
整
し
な
が
ら
生
涯
使
え
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。

「
私
た
ち
は
厳
し
い
自
然
環
境
の
中
で
百
年
、
二
百

年
と
育
っ
た
樹
を
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
木
の

山仕事を生業とする早瀬野集落
と青森ヒバの山林

わにもっこの木工房(右)と迎賓館。山内さんの父親らが手作りした

▲棚の中の器は地元の漆職人による伝統工芸品
▼設置場所や使う人の姿勢に合わせて椅子を作るのが好きだと山内さんは言う▶

ハ
ギ
レ
を
使
っ
て
木
工
玩
具

▲
山
内
さ
ん
と
奥
さ
ん
の
愛
樹

子
さ
ん
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個
性
を
生
か
し
て
慎
重
に
有
効
に
い
い
も
の
を
作
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
山
内
さ
ん
は
言
う
。

　

木
の
肌
や
木
目
を
生
か
し
て
作
ら
れ
た
シ
ン
プ
ル

な
作
品
で
、
触
る
と
樹
の
命
や
森
の
風
が
伝
わ
っ
て

く
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
田
舎
で
は
調
度
品
は
派

手
で
高
価
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
の
を
と
い
う
志
向
が
あ

る
よ
う
で
、
シ
ン
プ
ル
な
家
具
や
デ
ス
ク
は
敬
遠
さ

れ
が
ち
。
逆
に
都
市
の
人
に
人
気
が
急
増
し
て
い
る
。

「
家
具
を
作
る
に
は
幾
つ
か
の
要
素
が
あ
り
、
技
術

は
最
後
で
す
。
ま
ず
木
の
性
格
を
見
極
め
る
こ
と
。

木
の
硬
さ
、
柔
ら
か
さ
、
年
齢
に
よ
っ
て
違
っ
て
き

ま
す
。
ケ
ヤ
キ
で
も
里
の
ケ
ヤ
キ
や
風
の
強
い
場
所

で
育
っ
た
も
の
は
暴
れ
る
の
で
駄
目
な
ん
で
す
。
次

が
乾
燥
技
術
。
含
水
率
が
高
い
と
家
具
に
は
な
り
ま

せ
ん
の
で
徹
底
的
に
水
分
を
抜
き
ま
す
。
建
築
材
で

は
含
水
率
は
18
％
で
す
が
家
具
で
は
10
％
以
下
。
よ

く
軒
下
に
10
年
置
い
て
自
然
乾
燥
し
た
か
ら
大
丈
夫

と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
抜
け
切
れ
て
い
ま
せ
ん
。

人
工
乾
燥
機
で
入
念
に
し
ま
す
。
以
前
は
わ
に
も
っ

こ
も
乾
燥
施
設
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
規
模
を
小

さ
く
し
た
た
め
、
い
ま
は

秋
田
県
の
材
木
店
か
ら
家

具
用
の
優
良
材
を
仕
入
れ

て
い
ま
す
。
高
価
な
の
で

製
作
に
失
敗
は
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
家
具
や
テ
ー
ブ
ル

で
出
た
ハ
ギ
レ
は
、
玩
具

な
ど
に
使
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
も
木
を
最
後
ま
で
使

い
切
る
と
い
う
意
味
で
は

大
切
な
こ
と
で
す
」
と
山

内
さ
ん
は
静
か
に
語
る
。

　

パ
ソ
コ
ン
等
の
Ｏ
Ａ
機

の
デ
ス
ク
は
角
度
を
変
え
る
と
ミ
ニ
テ
ー
ブ
ル
や
収

納
庫
に
な
る
等
多
目
的
に
使
え
る
よ
う
に
製
作
し
て

い
る
。「
道
具
と
は
動
か
し
て
使
う
も
の
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
。
体
を
使
っ
て
動
か
し
て
欲
し
い
、

愛
着
も
出
て
き
ま
す
か
ら
」
と
山
内
さ
ん
。
心
地
の

よ
い
無
垢
の
木
で
角
に
丸
み
を
持
た
せ
る
な
ど
、
使

う
人
に
や
さ
し
い
配
慮
を
忘
れ
な
い
。
仕
上
げ
は
一

般
に
、
使
う
に
従
い
色
艶
の
で
る
「
ナ
チ
ュ
ラ
ル
仕

上
げ
」
だ
が
、
拭
き
漆
等
も
人
気
。

　

奥
さ
ん
の
愛
樹
子
さ
ん
は
栃
木
県
足
利
市
出
身
。

東
京
で
将
才
さ
ん
と
知
り
合
っ
て
結
婚
し
青
森
に
来

た
。
わ
に
も
っ
こ
の
事
務
を
し
な
が
ら
玩
具
や
ク
ラ

フ
ト
製
品
の
デ
ザ
イ
ン
や
ア
イ
デ
ア
を
提
供
し
て
将

才
さ
ん
を
支
え
て
い
る
。
二
人
に
は
楓ふ
う
た唄
君
と
い
う

7
歳
の
子
供
が
お
り
、「
子
供
に
使
わ
せ
た
い
木
工
品

を
考
え
る
と
い
ろ
い
ろ
ア
イ
デ
ア
が
出
て
き
ま
す
」

と
言
う
。「M

E
G

O
K

K
O

（
め
ご
っ
こ
）」
と
い
う
ク

マ
や
ネ
コ
、
ウ
サ
ギ
等
動
物
の
顔
を
背
板
に
し
た
楽

し
い
テ
ー
ブ
ル
兼
用
の
椅
子
は
、
愛
樹
子
さ
ん
の
発

想
で
生
ま
れ
た
。
他
に
木
の
器
、
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ボ

ー
ド
、
木
の
時
計
等
、
木
の
優
し
さ
と
ぬ
く
も
り
に

溢
れ
た
小
物
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。

　

木
工
職
人
に
徹
す
る
こ
と

　

木
工
房
で
山
内
さ
ん
の
片
腕
と
し
て
働
い
て
い
る

の
が
桜
庭
誠
太
郎
さ
ん
（
26
）。
わ
に
も
っ
こ
の
社

員
と
し
て
弘
前
市
か
ら
毎
日
通
勤
し
て
く
る
。

「
東
京
の
工
芸
デ
ザ
イ
ン
会
社
に
勤
め
た
ん
で
す
が
、

な
ん
と
な
く
な
じ
め
ず
9
カ
月
で
Ｕ
タ
ー
ン
し
、
4

月
か
ら
こ
こ
へ
勤
め
ま
し
た
。
木
工
の
こ
と
は
わ
に

も
っ
こ
で
学
び
ま
し
た
。
黙
々
と
木
と
向
き
合
っ
て

仕
事
を
す
る
の
が
い
い
で
す
ね
。
作
家
に
な
る
つ
も

り
は
な
く
、
頼
ま
れ
た
仕
事
を
き
ち
ん
と
す
る
こ
と
。

次
は
山
へ
も
出
か
け
て
樹
木
の
こ
と
を
も
っ
と
学
び

た
い
と
思
い
ま
す
」
と
言
う
。
木
工
職
人
に
な
っ
て

7
年
、
研
究
熱
心
で
山
内
さ
ん
と
ウ
マ
が
あ
う
よ
う

だ
。
結
婚
し
て
1
歳
の
女
の
子
が
お
り
、
木
工
玩
具

に
も
興
味
が
出
て
き
た
。

　

取
材
の
日
は
、
山
内
さ
ん
と
桜
庭
さ
ん
は
東
京
の

デ
ザ
イ
ナ
ー
に
依
頼
さ
れ
た
保
育
園
で
使
う
木
工
玩

具
の
製
作
に
追
わ
れ
て
い
た
。
小
さ
い
木
を
組
み
合

わ
せ
て
丁
寧
に
磨
き
、
木
の
箱
に
収
め
る
。
玩
具
は

手
間
が
か
か
る
割
に
は
製
作
費
が
安
い
の
で
採
算
が

取
れ
な
い
こ
と
も
多
い
が
、
子
供
に
本
物
の
木
に
ふ

れ
て
ほ
し
い
か
ら
と
二
人
は
熱
心
に
作
業
す
る
。
工

房
は
木
屑
を
燃
す
ス
ト
ー
ブ
が
暖
か
く
、
よ
い
香
り

に
満
ち
て
い
た
。

　

わ
に
も
っ
こ
で
は
年
一
回
弘
前
市
等
で
新
作
木
工

品
の
展
示
発
表
会
を
行
い
、
い
ま
ま
で
数
々
の
賞
を

受
賞
し
て
き
た
。
工
房
に
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
建
築
家

も
よ
く
訪
ね
て
き
て
製
作
依
頼
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
、
一
年
以
上
か
か
る
作
品
も
あ
る
と
い
う
。

　

同
所
で
は
「
ひ
ば
大
学
」
が
月
二
回
開
催
さ
れ
、

木工玩具の製作をする桜庭さん（左）と山内さん
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現
在
20
代
か
ら
80
代
ま
で
の
10
数
人
が
木
工
を
学
ん

で
い
る
。
年
数
回
、
子
供
を
対
象
に
し
た
木
工
体
験

教
室
も
開
催
し
て
い
る
。

　

隣
接
す
る
迎
賓
館
食
堂
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
卒
業
生

や
来
館
し
た
人
た
ち
が
彫
り
こ
ん
で
い
っ
た
サ
イ
ン

が
無
数
に
あ
っ
た
。
迎
賓
館
は
山
内
さ
ん
の
母
親
の

ま
つ
ゑ
さ
ん
が
運
営
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
＆
宿
泊
施
設

で
、
地
域
の
人
の
交
流
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
昼

食
に
い
た
だ
い
た
地
元
産
の
山
菜
料
理
と
イ
ワ
ナ
付

き
セ
ッ
ト
（
千
円
）
が
大
変
美
味
で
あ
っ
た
。

　

壁
に
は
故
人
と
な
っ
た
ご
主
人
の
油
絵
が
掛
け
て

あ
っ
た
。
馬
に
材
木
を
曳
か
せ
て
山
か
ら
下
り
る
様

子
を
描
い
た
秀
作
で
、「
森
の
住
人
」
を
自
認
し
た
父

親
と
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
家
族
や
地
区
の
人
々
の
想
い

が
、
こ
の
食
事
処
に
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
雪
の
多
い

2
月
に
、
地
域
の
人
た
ち
が
総
出
で
『
雪
の
大
食
卓

会
』
を
開
催
す
る
。
毎
年
数
百
人
が
各
地
か
ら
訪
れ

る
イ
ベ
ン
ト
で
、
山
の
幸
を
食
べ
て
地
酒
を
飲
ん
で

語
り
明
か
す
の
だ
と
言
う
。

　

豊
か
な
混
合
林
の
保
護
育
成

　

山
内
さ
ん
が
管
理
す
る
森
へ
案
内
し
て
く
れ
た
。

早
瀬
野
地
区
の
す
ぐ
裏
手
に
広
が
る
１
５
０
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
森
で
、
青
森
ヒ
バ
の
南
限
、
秋
田
ヒ
バ
の
北

限
に
当
た
る
た
め
多
様
な
混
合
林
に
な
っ
て
い
る
と

言
う
。
ゲ
ー
ト
を
開
け
て
入
っ
て
行
く
と
間
も
な
く

見
事
な
ヒ
バ
林
帯
と
な
り
、
山
の
神
を
祀
っ
た
祠
が

あ
っ
た
。
歩
い
て
約
30
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
は
ブ
ナ

や
セ
ン
の
原
生
林
も
あ
る
。

　

こ
の
山
は
、
山
内
家
が
森
の
管
理
全
体
を
受
託
し
、

地
区
の
人
た
ち
に
森
林
作
業
費
を
支
払
う
方
式
に
な

っ
て
い
る
。
山
内
家
と
地
区
の
責
任
者
ら
で
毎
年
間

伐
や
植
林
等
の
森
林
作
業
計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
作
業
を
す
る
。
間
伐
し
た
樹
は
出
来
る
だ

け
運
び
出
し
て
建
築
用
に
活
用
し
て
い
る
。

　

ゲ
ー
ト
の
鍵
は
山
内
さ
ん
親
子
だ
け
が
所
有
、「
本

当
は
開
け
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
ゴ
ミ
の
不
当
投

棄
が
あ
り
ま
す
の
で
」
と
山
内
さ
ん
。

　

森
で
は
オ
オ
ル
リ
等
が
鳴
き
、
沢
に
は
イ
ワ
ナ
が

生
息
、
貴
重
な
植
物
や
昆
虫
も
多
く
、
森
へ
来
る
と

い
つ
も
新
し
い
発
見
が
あ
る
と
山
内
さ
ん
は
言
う
。

昨
年
は
奥
地
へ
足
を
延
ば
し
て
ク
マ
に
も
出
会
っ
た

の
で
、
こ
れ
か
ら
は
仲
間
を
誘
う
と
言
っ
て
い
た
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

▶訪ねてきた人がみなテー
ブルにサインしていく。
▼迎賓館名物の人気の定食

管理する杉、ヒバ林を見上げる山内さん。年数回山の神を祀った祠に皆で詣でる

▼迎賓館を運営する山内まつゑさん。丸太を組み合わせた館内は魅力的
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能
登
半
島
地
震
を
機
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
安
原
さ
ん
は
、

活
気
の
な
く
な
っ
て
い
る
故
郷
の
街
に
危
機
感
を
持
ち
、

大
手
通
信
会
社
を
辞
め
て
輪
島
市
に
戻
り
、
輪
島
の
グ

ル
メ
な
食
材
を
朝
市
さ
な
が
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

販
売
す
る
会
社
を
興
し
た
。
ふ
る
さ
と
の
豊
か
な
食
材

と
伝
統
的
な
食
文
化
に
改
め
て
感
動
し
、
輪
島
を
知
っ

て
ほ
し
い
、
遊
び
に
来
て
ほ
し
い
と
訴
え
て
い
る
。

　　

能
登
半
島
地
震
の
災
害
救
援
に

　

能
登
半
島
地
震
は
２
年
前
、平
成
18
年
3
月
25
日

午
前
9
時
41
分
に
輪
島
市
沖
40 

キ
ロ
の
海
底
で
発
生
、

最
大
震
度
6
強
を
記
録
し
た
。
安
原
信
冶
さ
ん
の
実

家
が
あ
る
輪
島
市
門
前
町
は
最
も
強
い
揺
れ
を
観
測

し
、
道
路
の
崩
落
、
家
屋
の
倒
壊
が
多
か
っ
た
。

「
大
阪
の
会
社
で
地
震
の
こ
と
を
知
り
、
仕
事
を
切

り
上
げ
て
昼
前
に
出
た
の
で
す
が
、
列
車
は
動
か
な

い
、
輪
島
に
や
っ
と
着
い
て
も
門
前
町
ま
で
の
道
路

が
寸
断
し
て
い
る
わ
で
、
家
へ
着
い
た
の
は
深
夜
で

し
た
。
凄
か
っ
た
、
あ
り
え
な
い
ほ
ど
凄
か
っ
た
。

我
が
家
は
半
損
壊
で
幸
い
両
親
は
無
事
で
し
た
が
、

数
日
間
は
大
事
な
男
手
と
し
て
崩
壊
し
た
地
域
の
家

や
塀
な
ど
の
整
理
を
手
伝
い
、
そ
の
後
も
会
社
を
一

週
間
休
ん
で
復
旧
作
業
に
当
た
り
ま
し
た
。
二
回
目

に
二
週
間
休
ん
で
救
援
活
動
を
し
た
時
、
会
社
を
辞

め
て
輪
島
に
帰
ろ
う
と
決
め
た
ん
で
す
」
と
安
原
さ

ん
は
当
時
を
振
り
返
る
。

　

パ
ソ
コ
ン
に
は
そ
の
時
撮
影
し
た
地
震
の
被
害
の

生
々
し
い
様
子
が
多
数
収
め
ら
れ
て
い
た
。

　

安
原
信
治
さ
ん
（
33
）
は
、
高
校
卒
業
と
同
時
に

大
阪
の
大
学
に
進
学
、
卒
業
後
は
一
部
上
場
の
大
手

通
信
会
社
に
就
職
し
た
。
福
岡
→
東
京
→
名
古
屋
→

大
阪
→
東
京
と
国
内
各
地
を
目
ま
ぐ
る
し
く
出
張
す

る
日
々
だ
っ
た
。
い
つ
し
か
パ
ソ
コ
ン
も
移
動
す
る

列
車
の
な
か
で
使
う
ほ
ど
大
ベ
テ
ラ
ン
に
な
っ
て
い

た
た
め
、
そ
の
後
の
ネ
ッ
ト
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
立
ち

上
げ
に
役
立
っ
た
。

　

ふ
る
さ
と
へ
戻
ろ
う
と
決
意
し
た
理
由
は
、
地
震

の
後
片
付
け
を
し
な
が
ら
、
街
に
若
者
が
少
な
く
活

気
が
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
安
原
さ
ん
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
「
田
舎
が
厭
だ
っ
た
。
都
会
で
華
や
か
に
暮
ら

し
た
い
。
地
元
へ
の
帰
郷
は
数
え
る
程
だ
っ
た
。
し

か
し
帰
っ
て
く
る
と
10
年
経
つ
の
に
何
も
変
わ
ら
な

い
。
ほ
っ
と
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
街
は
ど
う
な
っ

て
し
ま
う
ん
だ
ろ
う
。
訪
ね
て
き
た
人
は
素
晴
ら
し

い
と
絶
賛
し
て
い
く
の
に
、
こ
の
ま
ま
で
は
能
登
の

食
文
化
や
伝
統
文
化
が
消
滅
し
て
い
く
の
で
は
な
い

か
と
危
機
感
を
抱
い
た
」
と
記
し
て
い
る
。

　

地
域
の
美
味
し
い
食
物
50
品
目

　

安
原
さ
ん
が
開
設
し
た
事
務
所
は
輪
島
市
内
の
繁

華
街
に
近
い
ビ
ル
の
３
階
に
あ
る
。
広
い
ス
ペ
ー
ス

に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
機
器
が
5
、
6
台
並
び
、
安
原
さ

ん
は
画
面
に
向
か
い
な
が
ら
入
っ
て
く
る
電
話
の
応

対
も
手
際
よ
く
こ
な
す
。

災
害
を
契
機
に
、輪
島
の
食
文
化
と
向
き
合
う

［
輪
食
］ 

安
原
信
治
さ
ん（
石
川
県
輪
島
市
）

■
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
─
─
②

「輪食」が販売している商品の一例。
上／お試しセット。これだけ網羅して
2800円。下／豚肉・野菜等具たっぷ
りの生カレー、ネーム入りで提供する
輪島乾漆箸（持ちやすく滑りにくい）

インターネットで輪島の食材を紹介する安原さん
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会
社
名
は
「
輪
食
」(w

ashoku)

。
能
登
、
輪
島

の
名
産
品
や
食
品
を
通
販
で
販
売
す
る
会
社
で
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
開
け
る
と
、
動
く
画
像
の
中
に
、

w
ashoku

立
ち
上
げ
の
経
緯
や
コ
ン
セ
プ
ト
等
が
明

確
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
輪
島
を
代
表
す
る
干

物
や
わ
か
め
、
七
面
鳥
の
肉
、
塩
辛
等
を
セ
ッ
ト
に

し
た
「
お
試
し
セ
ッ
ト
」（
２
８
０
０
円
）
を
は
じ
め
、

「
輪
島
づ
く
し
」、
い
し
り
（
魚
醤
）、
ゆ
べ
し
、
塩
辛
、

鮮
魚
等
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
地
震
の
被
害
が
大
き
か
っ
た
門
前
町
の
干
物
を
紹

介
し
た
い
と
始
め
た
の
で
す
が
、
ふ
ぐ
、
え
い
、
鯛
、

い
か
等
、
干
物
だ
け
で
か
な
り
あ
り
、
と
て
も
美
味

し
い
ん
で
す
。
こ
れ
ら
を
市
民
が
朝
市
で
買
う
の
と

同
程
度
の
値
段
で
提
供
し
た
い
。
漁
師
さ
ん
や
加
工

品
店
等
を
歩
い
て
説
明
し
て
協
力
を
頼
み
、
そ
こ
か

ら
ま
た
新
し
い
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
注

文
を
も
ら
っ
て
か
ら
、
調
理
調
達
す
る
た
め
、
発
送

ま
で
に
時
間
の
か
か
る
も
の
が
多
い
で
す
が
、
購
入

し
た
人
に
は
好
評
で
す
。
能
登
の
お
米
は
人
気
が
あ

っ
て
す
ぐ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ゆ
べ
し
は

能
登
自
慢
の
銘
菓
で
、
毎
週
の
よ
う
に
注
文
し
て
く

る
女
性
も
い
ま
す
」

　

商
品
は
ネ
ッ
ト
販
売
だ
が
、
安
原
さ
ん
は
「
顔
の

見
え
る
関
係
」
が
大
切
だ
と
、
毎
日
各
所
に
営
業
に

出
か
け
て
い
る
。
ふ
る
さ
と
を
出
た
知
人
に
は
、
田

舎
か
ら
の
便
り
の
つ
も
り
で
ア
ク
セ
ス
も
す
る
。

　

最
近
は
、
自
分
が
子
ど
も
の
頃
か
ら
大
好
き
だ
っ

た
門
前
屋
忠
兵
衛
の
カ
レ
ー
を
「
生
カ
レ
ー
」
と
デ

ザ
イ
ン
を
刷
新
し
て
売
り
出
し
た
り
、
一
般
の
人
が

高
級
だ
と
敬
遠
し
が
ち
な
輪
島
塗
の
箸
を
、
ネ
ー
ム

入
り
で
手
頃
な
価
格
で
提
供
す
る
な
ど
ア
イ
デ
ィ
ア

マ
ン
と
し
て
も
優
れ
て
お
り
、
10
品
目
で
は
じ
め
た

商
品
が
今
で
は
50
品
目
に
な
っ
た
。

　

街
並
み
を
保
存
し
て
魅
力
あ
る
観
光
地
に

　

輪
島
市
を
車
で
走
る
と
、
街
は
整
備
さ
れ
て
美
し

く
な
り
、
表
通
り
に
は
地
震
の
傷
あ
と
は
感
じ
ら
れ

な
い
。
中
心
商
店
街
は
古
い
民
家
や
木
造
家
屋
を
活

か
し
て
看
板
や
照
明
、
歩
道
が
整
備
さ
れ
、
以
前
よ

り
も
観
光
地
ら
し
い
た
た
ず
ま
い
。
名
物
の
朝
市
の

一
角
も
華
や
い
だ
快
適
広
場
に
な
り
、
一
段
と
賑
わ

っ
て
い
る
。
地
震
は
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
が
、
こ

れ
を
機
に
問
題
意
識
を
共
有
し
協
力
し
あ
う
体
制
が

生
ま
れ
た
。
地
震
を
逆
手
に
と
っ
て
建
物
の
外
観
を

統
一
、
魅
力
あ
る
地
域
づ

く
り
に
各
自
が
真
剣
に
取

り
組
み
、
県
や
市
が
積
極

的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。

　

中
で
も
震
災
で
7
割
の

店
舗
が
全
半
壊
し
た
門
前

町
の
総
持
寺
通
り
商
店
街

の
復
旧
ぶ
り
は
早
く
、
す

べ
て
の
店
舗
が
再
開
へ
こ
ぎ
つ
け
た
と
い
う
。

　

門
前
町
は
輪
島
市
中
心
街
か
ら
車
で
約
30
分
ほ
ど

走
っ
た
日
本
海
側
に
あ
る
。
町
を
象
徴
す
る
曹
洞
宗

大
本
山
総
持
寺
は
１
３
２
１
年
に
創
建
さ
れ
、
加
賀

藩
主
前
田
利
家
、
地
元
角
海
家
ら
に
よ
っ
て
支
援
さ

れ
て
き
た
。
北
前
船
は
全
国
の
末
寺
関
係
者
や
物
資

を
乗
せ
て
こ
こ
の
浜
に
着
き
、
門
前
町
に
は
総
持
寺

御
用
の
職
人
や
商
人
が
軒
を
並
べ
て
い
た
と
い
う
。

明
治
維
新
を
境
に
そ
の
勢
力
は
削
減
さ
れ
、
ま
た
明

治
31
年
の
大
火
で
本
山
は
横
浜
市
鶴
見
に
移
り
、
こ

こ
は
別
院
と
な
っ
た
が
、
地
元
の
人
々
の
努
力
で
建

物
も
庭
園
も
見
事
に
復
興
し
て
祖
院
と
な
り
、
禅
の

寺
と
し
て
雲
水
た
ち
の
修
行
が
行
わ
れ
て
い
る
。
地

震
で
は
寺
院
の
屋
根
が
一
部
崩
落
、
入
口
に
参
拝
者

に
瓦
代
の
寄
付
を
求
め
る
看
板
が
あ
っ
た
。

　

総
持
寺
と
隣
接
す
る
高
校
で
学
ん
だ
安
原
さ
ん
は

剣
道
4
段
。
落
ち
着
い
た
ら
子
供
た
ち
に
剣
道
を
教

え
る
こ
と
と
、
門
前
町
の
魚
介
類
や
寺
町
な
ら
で
は

の
食
文
化
、
伝
統
工
芸
品
を
集
め
て
「
昼
市
」
を
開

催
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

商
店
街
は
地
震
の
前
か
ら
街
並
み
づ
く
り
を
推
進

し
て
い
た
た
め
、
地
震
の
あ
と
の
再
建
に
地
域
と
行

政
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
能
登
の
魅

力
の
一
つ
に
ぜ
ひ
加
え
た
い
町
で
あ
る
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
満
田
美
樹

●輪食☎0120-430-049
　http://www.wa-shoku.net

上／総持寺祖院の山門　
下／見事な庭園と大祖堂

地震の災害復旧が進み、商店もほぼ再開した
門前町商店街

門前町で、安原さん
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大
学
を
出
た
あ
と
金
沢
の
大
手
酒
造
所
で
修
業
し
た

金き
ん
し
ち七
聖
子
さ
ん
が
実
家
の
酒
造
店
に
戻
っ
た
。「
女
三
人

姉
妹
の
長
女
だ
か
ら
私
が
跡
取
り
と
し
て
頑
張
る
」
と

聖
子
さ
ん
が
言
え
ば
、「
他
に
い
い
就
職
先
が
な
か
っ
た

ん
だ
ろ
」
と
父
親
は
茶
化
し
な
が
ら
も
嬉
し
そ
う
。[

若

女
将
の
酒
楽
日
記]

と
い
う
ウ
ェ
ブ
を
立
ち
上
げ
、
日
本

酒
と
能
登
料
理
、
地
域
の
銘
菓
や
イ
ベ
ン
ト
等
を
紹
介
、

能
登
観
光
に
も
貢
献
し
て
い
る
。

　

１
４
０
年
の
歴
史
を
持
つ
奥
能
登
の
酒
造
所

　

能
登
町
は
輪
島
市
と
反
対
の
能
登
半
島
の
東
岸
に

あ
り
、
能
登
杜
氏
発
祥
の
地
だ
と
い
わ
れ
る
。
能
登

の
気
候
で
育
っ
た
米
で
寒
い
冬
に
仕
込
ん
だ
酒
は
、

漁
師
ら
地
域
の
人
た
ち
か
ら
海
の
幸
に
合
う
日
本
酒

と
し
て
愛
さ
れ
て
き
た
。
各
社
が
守
り
続
け
て
き
た

古
い
道
具
と
蔵
、
井
戸
水
を
使
っ
て
、
昔
な
が
ら
の

手
作
業
で
酒
造
し
て
い
る
。

　

冬
の
厳
し
い
自
然
風
土
の
中
で
能
登
杜
氏
の
技
と

心
意
気
で
酒
造
り
を
す
る
地
酒
蔵
は
、
現
在
輪
島
市
、

珠
洲
市
、
能
登
町
に
11
社
あ
り
、
こ
れ
を
纏
め
る
鳳

珠
酒
造
組
合
で
は
「
奥
能
登
酒
蔵
め
ぐ
り
」
と
し
て

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
企
画
運
営
し
て
き
た
。

　

松
波
酒
造
は
明
治
元
年
（
１
８
６
８
）
に
創
業
し

た
歴
史
の
あ
る
酒
造
所
で
、
旧
内
浦
町
の
商
店
街
に

あ
る
。
江
戸
時
代
末
期
の
頃
金
七
氏
が
創
業
し
、
京

都
の
「
大
江
山
」
伝
説
か
ら
命
名
し
た
「
大
江
山
」

と
い
う
地
酒
を
主
体
に
造
り
続
け
て
き
た
。
現
在
の

経
営
者
金
七
政
彦
氏
で
６
代
目
、
娘
の
聖
子
さ
ん
が

継
承
す
る
と
７
代
目
、
１
４
０
年
の
歴
史
を
担
う
こ

と
に
な
る
。

　

古
く
て
大
き
な
酒
蔵
と
住
ま
い
、
売
店
、
倉
庫
等

を
併
設
し
た
建
物
は
商
店
街
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
だ

が
、
派
手
さ
は
な
く
漁
師
町
の
た
た
ず
ま
い
に
溶
け

込
ん
で
い
る
。
毎
年
正
月
に
当
主
が
作
っ
て
吊
る
す

と
い
う
杉
玉
と「
大
江
山
」

と
染
め
抜
い
た
暖
簾
の
あ

る
ガ
ラ
ス
戸
を
開
け
る
と
、

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
元

気
な
声
で
金
七
聖
子
さ
ん

（
32
）
が
出
迎
え
て
く
れ

た
。
親
し
み
や
す
く
健
康

的
、
笑
顔
が
と
て
も
魅
力

的
な
美
人
で
あ
る
。

　

聖
子
さ
ん
は
ブ
ロ
グ
で

「
若
女
将
の
酒
楽
日
記
」

と
記
し
て
、
酒
造
情
報
や

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
等
を
紹

介
し
て
い
る
が
、
若
女

将
・
聖
子
さ
ん
は
花
も
蕾

女
性
の
感
性
を
お
酒
や
地
域
に
生
か
し
て

［
松
波
酒
造
］ 

金
七
聖
子
さ
ん（
石
川
県
能
登
町
）

■
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
─
─
③

店に立つ聖子さん。「利き酒をしてほしいので、お車以外のお客様に積極的にお勧
めしています」

古い佇まいが貴重な酒蔵（左）
と代表的な日本酒。「大江山」
はミニサイズも人気
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の
独
身
女
性
。
い
ま
は
店
の
手
伝
い
や
催
事
へ
の
参

加
、
地
域
活
動
で
男
性
と
付
き
合
っ
て
い
る
暇
は
な

さ
そ
う
だ
が
、
き
っ
と
素
敵
な
人
に
出
会
い
、
松
波

酒
造
を
さ
ら
に
盛
り
上
げ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

蔵
人
修
行
を
終
え
て
帰
宅

　

金
七
聖
子
さ
ん
は
金
沢
市
の
有
名
な
進
学
高
校
を

出
て
京
都
産
業
大
学
経
営
学
科
へ
進
学
し
た
。
大
学

を
出
る
と
、
金
沢
市
に
あ
る
大
手
酒
造
メ
ー
カ
ー
へ

就
職
し
た
。「
酒
造
を
最
初
か
ら
学
ぼ
う
と
い
う
意

思
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
就
職
希
望
の
会
社
に
は

合
格
し
な
か
っ
た
の
で
、
次
に
希
望
し
た
酒
造
会
社

に
入
社
し
た
ん
で
す
。
１
０
０
人
以
上
が
働
い
て
い

て
化
粧
品
も
開
発
販
売
す
る
近
代
的
な
酒
造
会
社
で

す
。
こ
こ
で
２
年
間
蔵
人
と
し
て
働
か
せ
て
も
ら
い
、

３
年
目
は
経
営
と
事
務
を
学
ば
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

う
ち
は
社
員
２
名
、
パ
ー
ト
２
名
、
蔵
人
３
名
の
小

さ
な
酒
蔵
で
す
か
ら
比
較
で
き
ま
せ
ん
が
、
と
て
も

い
い
勉
強
に
な
り
ま
し
た
」

　

３
年
間
勤
務
し
た
あ
と
能
登
町
の
実
家
に
戻
っ
て

き
て
聖
子
さ
ん
が
感
じ
た
こ
と
は
、
昔
な
が
ら
の
伝

統
を
頑
な
に
守
り
な
が
ら
も
、
季
節
や
フ
ァ
ン
の
要

望
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
日
本
酒
を
開
発
し
て
い
る

父
親
や
蔵
人
た
ち
の
ひ
た
む
き
な
姿
だ
っ
た
。
酒
通

の
聖
子
さ
ん
が
旨
い
と
感
じ
、
地
元
で
も
人
気
の
お

酒
た
ち
だ
が
、
外
部
の
人
た
ち
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
。
能
登
町
の
存
在
に
つ
い
て
も
知
ら
な
い

都
会
人
が
多
い
。

　

だ
っ
た
ら
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
紹
介
で
き
な
い

だ
ろ
う
か
と
聖
子
さ
ん
は
思
っ
た
。

　

奥
能
登
の
地
域
情
報
や
Ｐ
Ｒ
活
動
を
担
っ
て

　

聖
子
さ
ん
は
パ
ソ
コ
ン
で
メ
ー
ル
等
は
や
っ
て
き

た
が
、
魅
力
的
な
サ
イ
ト
を
開
設
し
て
能
登
の
各
種

情
報
を
発
信
す
る
に
は
専
門
的
な
知
識
が
必
要
に
な

る
。
そ
ん
な
と
き（
財
）石
川
県
産
業
創
出
支
援
機
構

（
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｃ
Ｏ
）が
ウ
ェ
ブ
シ
ョ
ッ
プ
作
成
講
座
を
開

催
、
受
講
者
を
募
集
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
早
速

応
募
し
た
。

　

家
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
こ
の
教
室
に
２
年
間
通

い
、
自
分
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
立
ち
上
げ
た
。

「
日
本
酒
が
好
き
な
人
も
飲
め
な
い
人
も
楽
し
め
る

元
気
い
っ
ぱ
い
若
女
将
が
能
登
の
楽
し
い
情
報
を
お

届
け
し
ま
す
」
と
書
か
れ
て
聖
子
さ
ん
の
笑
顔
で
始

ま
る
ブ
ロ
グ
に
は
、
能
登
の
祭
り
、
奥
能
登
酒
蔵
ス

タ
ン
プ
ラ
リ
ー
、
廃
線
と
な
っ
た
能
登
線
の
近
況
等

の
地
域
情
報
と
セ
ッ
ト
し
て
、
松
波
酒
造
の
商
品
も

上
手
に
紹
介
し
て
い
る
（
10
月
頃
）。

「
こ
れ
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
売
り
上
げ
が
伸
び
た
と

い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
店
の
Ｐ
Ｒ
に
は
な

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」
と
聖
子
さ
ん
は
言
う
。

　

さ
ら
に
パ
ソ
コ
ン
教
室
に
通
っ
た
こ
と
で
、
地
域

活
動
を
し
て
い
る
女
性
や
リ
ー
ダ
ー
、
グ
ル
ー
プ
と

沢
山
知
り
合
い
に
な
り
、
頼
ま
れ
て
催
事
や
研
修
会

に
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
帰
っ
て
き
た
若
い

女
性
経
営
者
と
し
て
人
気
が
出
て
、
ラ
ジ
オ
に
出
た

り
、
内
閣
の
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
（
前
福
田
首
相
）
に

能
登
の
特
産
品
や
「
能
登
丼
」
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ

る
な
ど
、
大
忙
し
の
日
々
を
送
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

店
頭
に
は
、
聖
子
さ
ん
が
酒
蔵
見
学
者
の
た
め
に

制
作
し
た「
日
本
酒
が
作
ら
れ
る
ま
で
」の
写
真
と
図

面
入
り
の
ガ
イ
ド
ペ
ー
パ
ー
や
新
酒
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
等
が
沢
山
並
ん
で
い
る
。
写
真
撮
影
も
プ
ロ
級
で
、

女
性
の
豊
か
な
感
性
と
気
く
ば
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

な
お
「
能
登
丼
」
は
、
金
七
さ
ん
ら
20
人
の
メ
ン

バ
ー
が
ま
と
め
上
げ
た
企
画
で
、
石
川
県
出
身
の
料

理
家
道
場
六
三
郎
氏
の
協
力
を
得
て
、
能
登
の
水
と

米
、
魚
、
器
等
を
使
っ
た
丼
を
出
す
店
を
「
能
登
丼
」

と
し
て
認
定
す
る
も
の
で
、
現
在
奥
能
登
地
区
に
63

店
舗
あ
る
。
日
夜
能
登
丼
の
普
及
活
動
を
担
っ
て
き

た
聖
子
さ
ん
は
、
昨
年
地
域
活
動
の
功
労
者
に
贈
ら

▲店先で母親のえり子さん
と◀地元の銘菓や聖子さん
手作りのパンフレットが並
ぶコーナー

▶柿を栽培する農園で、
祖母の千鶴子さん
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れ
る
「
い
し
か
わ
Ｔ
Ｏ
Ｙ
Ｐ
大
賞
」
を
受
賞
し
た
。

　
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
味
」
を
大
切
に

　

我
々
が
取
材
に
お
伺
い
し
た
10
月
末
頃
は
、
里
に

は
柿
が
実
り
、
店
に
は
キ
ノ
コ
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。

松
波
酒
造
で
は
自
家
製
の
平
た
ね
柿
を
産
直
販
売
す

る
ほ
か
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
干
し
柿
」
と
し
て
秋
か

ら
冬
期
間
粉
の
ふ
い
た
干
し
柿
を
販
売
し
、
お
歳
暮

用
品
と
し
て
も
人
気
が
あ
る
。
こ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

の
味
を
売
り
出
し
た
の
が
聖
子
さ
ん
。
祖
母
の
千
鶴

子
さ
ん
（
83
）
と
一
緒
に
、
柿
の
実
が
熟
れ
る
松
波

農
園
へ
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

　

丘
の
上
の
大
地
に
見
事
な
柿
の
木
畑
が
広
が
っ
て

い
る
。
木
は
枝
を
横
に
伸
ば
し
て
沢
山
の
実
を
つ
け
、

よ
く
手
入
れ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
柿

は
聖
子
さ
ん
の
祖
父
金
七
龍
太
郎
さ
ん
が
雑
木
林
だ

っ
た
土
地
を
昭
和
45
年
に
購
入
し
て
開
拓
し
た
も
の

で
、
焼
酎
漬
け
に
し
よ
う
と
柿
を
植
え
、
ほ
か
に
梅

や
栗
の
木
も
あ
る
。
龍
太
郎
さ
ん
は
７
年
前
に
亡
く

な
っ
た
が
、
地
域
の
お
年
寄
り
た
ち
も
木
の
手
入
れ

や
収
穫
に
長
年
関
わ
っ
て
き
た
。
今
も
７
人
ほ
ど
が

作
業
を
手
伝
い
に
日
参
、
千
鶴
子
さ
ん
も
毎
日
仲
間

に
会
え
る
か
ら
と
出
か
け
て
い
く
。
畑
の
脇
に
は
柿

を
干
し
て
お
く
作
業
場
も
あ
っ
た
。

　

日
本
酒
の
素
晴
ら
し
さ
を
多
く
の
人
に

　

翌
朝
は
６
代
目
当
主
金
七
政
彦
さ
ん
に
蔵
の
中
を

案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。
古
い
が
堅
牢
、
天
井
の
高

い
木
造
の
建
物
で
、
精
米
・
蒸
米
の
仕
込
み
、
も
ろ

み
作
り
等
に
合
わ
せ
て
、
大
小
の
用
具
が
い
ろ
い
ろ

あ
り
、
山
の
清
水
を
取
り
込
ん
で
作
業
す
る
土
間
や

用
具
は
磨
き
上
げ
ら
れ
て
時
を
待
っ
て
い
る
。
階
段

を
上
る
と
発
酵
熟
成
さ
せ
る
昔
の
木
製
大
桶
が
並
ん

で
い
る
。
日
本
酒
の
仕
込
み
は
寒
中
に
行
う
た
め
、

い
ま
は
ま
だ
休
眠
中
だ
っ
た
が
、
蔵
に
は
百
年
以
上

日
本
酒
を
造
り
続
け
て
き
た
菌
た
ち
が
宿
っ
て
い
る

よ
う
だ
。
も
ろ
み
作
り
の
超
特
大
ホ
ー
ロ
ウ
、
使
い

込
ん
で
き
た
釜
や
踏
み
台
な
ど
に
も
、
歴
史
の
深
さ

と
蔵
人
や
杜
氏
の
心
意
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
蔵
の
温
度
が
３
〜
５
度
の
頃
に
仕
込
み
は
じ
め
ま

す
が
、
発
酵
さ
せ
る
た
め
に
マ
イ
ナ
ス
に
は
な
ら
な

い
よ
う
に
室
温
管
理
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
米
は

県
内
で
取
れ
た
五
百
万
石
を
使
っ
て
い
ま
す
か
ら
美

味
し
い
酒
が
で
き
ま
す
よ
」
と
政
彦
さ
ん
は
言
う
。

　

娘
の
聖
子
さ
ん
の
こ
と
を
聞
く
と
、「
ど
う
っ
て
こ

と
な
い
で
す
よ
。
希
望
す
る
会
社
に
入
れ
な
か
っ
た

か
ら
帰
っ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
」
と
茶
化
し
な
が

ら
も「
ゆ
っ
く
り
学
ん
で
も
ら
い
ま
す
」と
嬉
し
そ
う
。

　

母
親
の
え
り
子
さ
ん
は
「
最
近
は
酒
造
の
営
業
よ

り
も
地
域
お
こ
し
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
が
忙
し
く

て
、
少
し
疲
労
気
味
で
す
。
婿
さ
ん
に
は
公
務
員
の

よ
う
な
人
が
い
い
か
し
ら
、
酒
造
の
仕
事
を
手
伝
わ

せ
る
の
は
可
哀
想
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
、
ア
ハ
ハ
と

笑
う
。
妹
の
一
人
は
結
婚
し
て
珠
洲
市
に
お
り
孫
も

い
る
そ
う
で
、「
聖
子
の
こ
と
は
全
然
気
に
し
ま
せ

ん
」。
さ
っ
ぱ
り
し
て
快

活
な
お
母
さ
ん
だ
。

　

酒
フ
ァ
ン
は
日
本
酒
に

始
ま
り
日
本
酒
に
終
わ
る

と
い
わ
れ
る
が
、
聖
子
さ

ん
は
日
本
酒
の
現
状
に
つ

い
て
「
コ
ン
ビ
ニ
に
行
く

と
比
較
的
安
く
買
え
る
ワ

ン
カ
ッ
プ
が
あ
り
、
中
高

年
男
性
の
イ
メ
ー
ジ
。
若

者
や
女
性
の
日
本
酒
離
れ

が
感
じ
ら
れ
ま
す
の
で
、

当
店
で
は
小
瓶
に
入
っ
た
お
洒
落
で
可
愛
い
大
江
山

を
作
り
、
道
の
駅
に
置
い
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
正

月
前
後
に
発
売
す
る
藪
椿
の
花
と
能
登
照
葉
と
い
う

純
米
酒
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
も
話
題
と
な
り
、
夏

は
深
層
水
で
仕
込
ん
だ
優
し
い
味
わ
い
の
［
花
つ
づ

ら
］、
秋
は
数
量
限
定
の
［
冷
お
ろ
し
］
が
女
性
に

も
好
評
で
す
」
と
言
う
。

　

年
が
明
け
る
と
、
い
よ
い
よ
蔵
は
寒
仕
込
み
と
醸

造
で
多
忙
と
な
り
、
し
ぼ
り
た
て
の
に
ご
り
酒
や
生

酒
が
登
場
す
る
。
文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
満
田
美
樹

●松波酒造（株）☎0768-72-0005
http://www.o-eyama.com

▲6代目当主で聖子さんの父、金七政彦さん
と仕込み蔵
◀酒蔵所。今は使っていないが、薪を焚い
た頃のエントツが残っている
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一
度
は
親
の
建
設
業
を
手
伝
お
う
と
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
が
、

「
農
業
を
や
り
た
い
」
と
再
び
家
を
出
て
、
農
家
で
6
年

間
修
業
し
た
反
田
青
年
は
、
帰
郷
す
る
と
江
の
川
の
ほ

と
り
で
有
機
農
業
を
始
め
た
。
自
称「
田
ん
ぼ
屋
」。「
有

機
農
業
に
こ
だ
わ
っ
て
こ
だ
わ
っ
て
、
米
や
大
豆
、
ご

ぼ
う
を
作
っ
と
り
ま
す
」
と
い
う
。
農
業
経
営
を
は
じ

め
て
5
年
、
有
機
農
業
Ｊ
Ａ
Ｓ
の
認
定
を
受
け
た
フ
ァ

ー
ム
の
農
産
物
は
安
全
で
美
味
し
い
と
評
判
だ
が
、
天

候
等
に
左
右
さ
れ
る
仕
事
、
闘
い
は
ま
だ
ま
だ
続
く
。

　

収
穫
期
で
忙
し
い
ご
ぼ
う
畑
へ

　

朝
9
時
、
朝
霧
を
立
て
な
が
ら
滔
々
と
流
れ
る
江

の
川
に
沿
い
な
が
ら
国
道
を
南
下
し
て
い
く
と
旧
桜

江
町
大
貫
地
区
に
入
っ
た
。
江
の
川
の
橋
を
渡
る
と

広
々
と
し
た
畑
が
広
が
り
、
遠
く
の
方
で
何
人
か
が

働
い
て
い
る
。
車
で
反
田
さ
ん
の
お
母
さ
ん
の
康
子

さ
ん
が
迎
え
に
来
て
く
れ
た
。

　

ご
ぼ
う
は
ま
だ
青
々
と
し
た
大
き
な
葉
を
つ
け
、

土
の
下
に
し
っ
か
り
根
を
張
っ
て
い
る
。ご
ぼ
う
専

用
の
掘
削
機
を
稼
働
し
て
い
た
反
田
孝
之
さ
ん

（
36
）が
エ
ン
ジ
ン
を
止
め
て
現
れ
た
。「
少
し
待
っ

て
く
れ
ま
す
か
」
と
言
っ
て
、
再
び
掘
削
機
に
乗
り
、

畝
を
二
、
三
回
ま
わ
る
。
普
通
１
メ
ー
ト
ル
以
上
あ

る
ご
ぼ
う
は
と
て
も
人
手
で
は
掘
れ
な
い
た
め
専
用

の
機
械
で
傷
つ
け
な
い
よ
う
土
ご
と
深
く
掘
り
起
こ

す
の
だ
が
、「
昨
日
ま
で
は
凄
く
い
い
ご
ぼ
う
が
採
れ

た
の
に
、
今
日
の
は
駄
目
だ
。
小
さ
く
て
ヤ
ケ
が
入

っ
て
い
る
」
と
反
田
さ
ん
の
顔
が
曇
っ
た
。

　

確
か
に
小
ぶ
り
で
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
る
が
、
素
人
目

に
は
美
味
し
そ
う
な
一
級
品
。
後
で
保
冷
庫
で
保
存

し
て
い
た
昨
日
収
穫
し
た
と
い
う
ご
ぼ
う
を
見
せ
て

も
ら
っ
た
が
、
１
・
５
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
容
姿
の
美

し
い
ご
ぼ
う
で
、
特
有
の
香
り
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

桜
江
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ム
の
ご
ぼ
う
は
、
柔
ら

か
く
て
ア
ク
が
少
な
く
甘
い
と
好
評
で
、
首
都
圏
の

紀
伊
国
屋
に
も
出
荷
し
て
い
る
と
言
う
。

有
機
農
業
に
こ
だ
わ
り
続
け
る“
田
ん
ぼ
屋
”

［
桜
江
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ム
］ 

反
田
孝
之
さ
ん（
島
根
県
江
津
市
桜
江
町
）

■
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
─
─
④

ごぼうを掘削機で掘り起こしていく反田孝之さん

中国地方を代表する江の川（上）
とその河川敷に広がる桜江オーガ
ニックファームの田畑
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同
じ
畑
で
な
ぜ
不
良
品
が
出
た
の
か
、
そ
の
理
由

を
聞
く
こ
と
な
く
、
そ
の
日
の
作
業
は
終
了
と
な
っ

た
。
多
分
反
田
さ
ん
は
そ
の
原
因
を
徹
底
的
に
分
析

し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
収
穫
は
、
毎
日
午
前
中
二
、三

時
間
の
作
業
と
決
め
て
い
る
よ
う
で
、
雇
っ
て
い
る

近
所
の
農
家
の
夫
婦
も
引
き
上
げ
て
い
っ
た
。

　

ア
ウ
ト
ド
ア
系
青
年
の
熱
意
を
両
親
も
支
援

　

反
田
孝
之
さ
ん
は
東
京
農
工
大
学
森
林
学
科
を
卒

業
、
造
園
会
社
に
就
職
し
た
が
、
訳
あ
っ
て
父
親
の

経
営
す
る（
有
）反
田
組
を
手
伝
お
う
と
半
年
程
で
退

社
し
て
帰
郷
す
る
。
反
田
組
は
孝
之
さ
ん
の
祖
父
が

始
め
た
会
社
で
、
中
国
地
方
の
建
設
関
係
の
仕
事
を

手
広
く
行
っ
て
き
た
。
孝
之
さ
ん
は
次
男
、
長
男
は

広
島
の
企
業
に
就
職
し
て
い
る
の
で
、
両
親
は
孝
之

さ
ん
に
期
待
し
た
。

　

し
か
し
自
分
の
や
り
た
い
仕
事
で
は
な
い
、
学
生

時
代
か
ら
山
仕
事
や
農
家
の
野
良
作
業
に
よ
く
出
か

け
て
い
た
孝
之
さ
ん
が
め
ざ
し
た
仕
事
は
農
業
。
農

薬
も
化
学
肥
料
も
全
く
使
わ
な
い
有
機
農
業
だ
っ
た
。

　

有
機
農
業
を
学
ぶ
た
め
に
再
び
家
を
出
た
孝
之
さ

ん
は
、
ま
ず
岡
山
県
に
あ
る
農
家
で
一
年
間
、
さ
ら

に
千
葉
県
で
自
ら
土
地
を
借
り
５
年
間
自
己
研
修
を

し
た
。
千
葉
で
は
実
際
に
自
分
で
有
機
野
菜
を
栽
培

し
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
と
、
田
畑
を
借
り
て
土
づ

く
り
か
ら
学
ん
だ
。
そ
の
時
、
農
家
の
人
た
ち
が
温

か
く
迎
え
て
指
導
し
て
く
れ
た
こ
と
か
ら
、
反
田
さ

ん
も
現
在
、
新
規
就
農
を
希
望
す
る
若
者
た
ち
を
積

極
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
。

　

大
学
時
代
を
入
れ
て
約
10
年
、
日
焼
け
し
て
逞
し

く
な
っ
た
孝
之
さ
ん
は
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
、
早
速
営
農

に
取
り
組
む
。
平
成
16
年
、
父
親
が
経
営
す
る
反
田

組
農
業
部
と
し
て
開
業
し
た
。
農
業
特
区
の
指
定
を

受
け
、
江
の
川
沿
い
の
休
耕
地
や
田
畑
を
借
り
受
け

た
。
農
業
に
欠
か
せ
な
い
機
械
は
研
修
先
の
農
家
が

ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
た
。

　

父
親
の
反
田
忠
士
さ
ん
（
63
）
は
、「
息
子
が
有
機

農
業
を
本
格
的
に
や
り
た
い
と
言
っ
た
時
、
私
た
ち

は
反
対
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
建
設
業
は
年
々
厳
し
く

な
っ
て
い
ま
す
。
休
耕
地
の
復
旧
作
業
は
私
の
方
が

プ
ロ
、
機
械
導
入
で
は
半
分
助
成
し
て
き
ま
し
た
」

　

ま
た
母
親
の
康
子
さ
ん
は
、「
私
た
ち
も
野
良
仕
事

が
好
き
な
の
で
、
農
繁
期
に
は
よ
く
手
伝
い
ま
す
。

あ
の
子
は
ア
ウ
ト
ド
ア
系
で
、
野
山
で
遊
ん
だ
り
旅

を
す
る
の
が
好
き
で
し
た
。
大
学
を
出
た
ら
公
務
員

か
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
の
で

▶ごぼうを収穫する孝之さん
▼反田組代表取締役で孝之さんのよき理
解者、反田忠士さん、康子さん（事務所前で）

◀大麦若葉を見回る孝之さん　▲豊作の大豆

茎（ずいき）を取るた
めに栽培する里芋と郷
土食品の「赤ずいき漬」
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す
が
、
組
織
の
中
で
働
く
よ
り
、
自
分
で
何
か
す
る

の
が
好
き
な
ん
で
す
ね
」
と
語
る
。

　

桜
江
町
で
働
い
て
い
た
在あ

き

こ
帰
子
さ
ん（
28
）と
結
婚
、

「
農
業
が
好
き
で
よ
く
手
伝
っ
て
く
れ
る
と
て
も
い

い
お
嫁
さ
ん
で
す
」
と
康
子
さ
ん
が
褒
め
る
。
私
た

ち
が
取
材
に
行
っ
た
日
は
、
病
院
へ
検
診
に
出
か
け

て
い
た
た
め
在
帰
子
さ
ん
に
は
会
え
な
か
っ
た
が
、

12
月
28
日
に
元
気
な
男
の
子
を
出
産
、
丈た
け
と土

君
と
名

付
け
た
と
い
う
。

　

江
の
川
沿
い
を
肥
沃
な
農
業
大
地
に

「
桜
江
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ム
」（
反
田
組
農
業
部
）

は
、従
業
員
３
名
、常
時
２
、３
名
の
パ
ー
ト
を
使
い
、

水
田
４
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
畑
12
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
耕
作
し

て
い
る
。「
江
の
川
は
氾
濫
し
て“
ど
べ
”を
置
い
て
い

き
ま
す
。
山
の
ミ
ネ
ラ
ル
が
豊
富
で
す
が
鉄
分
も
多

く
、子
供
の
頃
は
磁
石
で
鉄
を
取
っ
て
遊
び
ま
し
た
」

　

農
地
は
全
て
を
借
地
代
を
払
っ
て
借
り
、
水
は
江

の
川
の
水
を
ポ
ン
プ
ア
ッ
プ
し
て
使
っ
て
い
る
。
休

耕
し
て
い
た
土
地
を
有
機
質
な
肥
沃
な
土
壌
に
す
る

た
め
の
労
力
は
大
変
だ
っ
た
。
現
在
も
大
豆
を
作
っ

た
翌
年
は
水
田
に
し
た
り
、
畑
を
休
ま
せ
て
牧
草
を

ま
く
等
の
土
づ
く
り
に
特
に
力
を
入
れ
て
い
る
。

　

ご
ぼ
う
畑
の
脇
に
は
里
芋
畑
が
あ
る
。
こ
の
里
芋

は
芋
で
は
な
く
茎
ず
い
き
を
取
る
た
め
の
品
種
で
、
塩
に
漬

け
こ
ん
だ
赤
い
ず
い
き
は
桜
江
名
物
と
し
て
市
販
さ

れ
る
。
素
朴
な
味
わ
い
と
歯
ご
た
え
、
薄
紅
色
で
酸

味
が
あ
り
、
地
域
の
伝
統
食
品
の
一
つ
だ
と
い
う
。

　

そ
の
先
に
は
「
大
麦
若
葉
」
の
畑
が
広
が
っ
て
い

る
。
い
ま
人
気
の
健
康
食
品
「
青
葉
汁
」
と
な
る
作

物
で
、
背
丈
40
〜
50
セ
ン
チ
頃
に
収
穫
し
て
出
荷
す

る
そ
う
だ
が
、
一
つ
で
も
雑
草
が
入
っ
て
い
る
と
不

合
格
。
畑
を
点
検
し
て
い
た
反
田
さ
ん
は
５
セ
ン
チ

ほ
ど
に
育
っ
た
麦
の
中
に
雑
草
が
生
え
だ
し
た
の
を

発
見
し
た
。

「
一
反
歩
作
っ
て
も
10
万
円
程
度
に
し
か
な
ら
な
い

の
で
、
人
手
を
か
け
て
い
て
は
採
算
が
合
わ
な
い
。

30
分
で
草
取
り
を
す
る
た
め
に
は
田
植
機
な
ど
に
熊

手
を
つ
け
て
土
を
お
こ
す
、
こ
れ
を
数
回
や
る
し
か

な
い
で
す
ね
」
と
つ
ぶ
や
く
。

　

一
方
、
水
田
を
転
作
し
て
育
て
た
大
豆
は
、
は
ち

き
れ
そ
う
な
実
を
つ
け
て
収
穫
期
を
迎
え
て
い
る
。

「
今
年
は
豊
作
で
す
ね
」
と
反
田
さ
ん
に
笑
顔
が
戻

っ
た
。
大
豆
の
収
穫
は
委
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

収
穫
機
を
購
入
す
れ
ば
、
一
千
万
円
す
る
と
聞
い
て

び
っ
く
り
。
大
半
を
有
機
味
噌
の
製
造
所
に
届
け
て

い
る
。

　

農
家
や
地
域
が
発
展
し
て
い
く
た
め
に

　

桜
江
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
ー
ム
は
、
一
昨
年
ま
で

Ｊ
Ａ
が
使
っ
て
い
た
農
産
物
加
工
所
を
購
入
し
た
。

保
冷
庫
等
の
設
備
が
完
備
し
た
施
設
で
、
収
穫
が
集

中
す
る
農
産
物
を
低
温
で
保
存
し
、
調
整
し
な
が
ら

出
荷
で
き
る
。
保
冷
庫
に
は
見
事
な
ご
ぼ
う
が
保
管

さ
れ
、
他
の
農
家
の
ご
ぼ
う
も
預
か
っ
て
い
た
。

　

手
際
よ
く
泥
を
取
り
除
く
作
業
を
す
る
増
野
哲
也

さ
ん
（
28
）
は
同
フ
ァ
ー
ム
に
2
年
前
か
ら
住
み
込

み
で
研
修
を
し
て
い
る
。
萩
市
出
身
、
鹿
児
島
大
学

工
学
部
を
出
て
企
業
に
勤
め
た
が
、
反
田
さ
ん
の
下

で
有
機
農
業
を
し
た
い
と
や
っ
て
き
た
。「
有
機
農
業

の
大
変
さ
が
よ
く
解
り
ま
す
。
直
接
販
売
や
加
工
な

ど
付
加
価
値
を
つ
け
な
い
と
食
べ
て
い
け
ま
せ
ん
ね
」

　

実
家
は
農
業
を
し
て
い
な
い
の
で
、
で
き
れ
ば
こ

こ
で
働
い
て
加
工
等
に
も
関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
言

っ
て
い
た
。

　

反
田
孝
之
さ
ん
は
、
今
後
は
有
機
農
産
物
の
生
産

と
共
に
、
加
工
・
販
売
ま
で
を
行
う
六
次
産
業
を
実

現
し
た
い
と
考
え
て
お
り
、「
地
域
の
生
産
者
が
潤
う

産
業
と
し
て
成
立
す
れ
ば
、
雇
用
創
出
、
後
継
者
問

題
の
解
決
に
も
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
さ
ら
に

安
全
な
土
地
を
広
げ
て
い
き
ま
す
」
と
語
り
、
ト
ラ

ッ
ク
に
乗
っ
て
あ
わ
た
だ
し
く
畑
に
戻
っ
て
行
っ
た
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

▲保冷施設の完備した農産物加工所　
▼研修生の増野哲也さん

収穫した見事な有機ごぼう（上）と、洗った後水
きりをする収納庫
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生
涯
現
役
─
定
年
後
は
ふ
る
さ
と
へ

ト
マ
ト
栽
培
農
家
で
自
立　
畠
中
俊
夫
さ
ん
（
山
口
県
阿あ
と
う
ち
ょ
う

東
町
）

定
年
後
は
ふ
る
さ
と
へ
帰
っ
て
、
家
庭
菜
園
や
趣
味
を
楽
し
み
な
が
ら
暮
ら
し

た
い
と
思
っ
て
も
、
現
実
的
に
は
家
族
や
住
居
の
問
題
で
Ｕ
タ
ー
ン
に
踏
み
切

れ
な
い
人
が
多
い
。
そ
ん
な
中
で
、
畠
中
さ
ん
は
定
年
５
年
前
に
実
家
に
戻
り
、

ト
レ
ー
ナ
ー
農
家
で
一
年
間
農
業
技
術
を
学
ん
で
、
ト
マ
ト
栽
培
農
家
と
し
て

自
立
し
た
。
田
舎
で
は
60
代
は
ま
だ
ヒ
ヨ
コ
、
こ
れ
か
ら
が
本
番
と
“
生
涯
現

役
”
農
家
を
め
ざ
し
て
頑
張
っ
て
い
る
。



17

■
Ｓ
Ｌ
が
走
る
田
園
地
帯

　

紅
葉
が
美
し
い
山
間
部
を
国
道
9
号
、
Ｊ
Ｒ
山
口

線
、
篠
目
川
が
平
行
し
て
走
る
。
目
印
の
阿
東
町
篠

目
地
区
に
は
道
の
駅
が
あ
り
、
昼
食
に
き
た
人
々
で

賑
わ
い
、
売
店
で
は
山
口
特
産
の
梨
、
り
ん
ご
、
み

か
ん
、
栗
等
を
求
め
る
人
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
そ
の

手
前
の
道
を
右
手
に
入
っ
て
登
っ
て
い
く
と
、
静
か

な
田
園
地
帯
の
集
落
に
な
り
、
ほ
ど
な
く
畠
中
さ
ん

の
家
が
あ
っ
た
。
お
大
師
さ
ま
を
祀
っ
た
民
家
と
並

ん
で
真
新
し
い
木
造
住
宅
が
建
ち
、
左
手
の
畑
に
は

ハ
ウ
ス
群
が
広
が
っ
て
い
る

　

眩
し
い
ほ
ど
の
秋
日
和
の
な
か
で
畑
中
さ
ん
の
両

親
が
収
穫
し
た
大
豆
、
小
豆
、
い
ん
げ
ん
豆
を
広
げ

て
天
日
干
し
し
て
い
る
。

　

畠
中
俊
夫
さ
ん
（
61
）、
正
子
さ
ん
（
56
）
が
出

迎
え
て
く
れ
、「
ど
う
ぞ
」
と
新
居
に
通
さ
れ
た
。
ヒ

ノ
キ
の
香
り
に
あ
ふ
れ
た
純
和
風
家
屋
で
、
調
度
品

の
セ
ン
ス
も
見
事
だ
。

「
帰
郷
し
た
翌
年
に
台
風
が
こ
の
地
方
を
直
撃
し
、

屋
根
の
一
部
が
破
損
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
の

た
め
思
い
切
っ
て
新
築
し
た
ん
で
す
が
、
親
た
ち
は

住
み
慣
れ
た
古
い
家
が
い
い
と
い
っ
て
隣
に
住
ん
で

い
ま
す
」
と
俊
夫
さ
ん
は
言
う
。

　

居
間
か
ら
は
田
ん
ぼ
や
畑
の
先
に
、
土
日
に
な
る

と
煙
を
は
い
て
走
る
山
口
線
の
Ｓ
Ｌ
が
見
え
る
そ
う

で
、
国
道
と
篠
目
川
の
先
に
は
紅
葉
の
は
じ
ま
っ
た

広
葉
樹
の
森
が
見
え
る
。

「
こ
こ
は
海
抜
３
０
０
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
り
、
小
さ

い
田
ん
ぼ
が
多
い
の
で
す
が
、
お
米
の
美
味
し
い
と

こ
ろ
で
す
。
で
も
周
辺
の
森
は
、
私
が
育
っ
た
頃
は

も
っ
と
紅
葉
が
鮮
や
か
で
凄
か
っ
た
と
い
う
印
象
が

あ
り
ま
す
。
山
の
手
入
れ
が
行
き
届
か
な
い
の
で
竹

が
繁
殖
し
た
り
、
気
候
が
変
化
し
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
温
暖
化
は
ト
マ
ト
の
栽
培
に
も
確
実
に
影
響
し

て
い
ま
す
ね
」

　

早
速
隣
接
す
る
ト
マ
ト
の
ハ
ウ
ス
へ
案
内
し
て
も

ら
っ
た
。
計
画
で
は
ト
マ
ト
の
収
穫
は
7
月
か
ら
11

月
い
っ
ぱ
い
の
予
定
だ
っ
た
が
、
今
年
は
猛
暑
が
い

つ
ま
で
も
続
き
、
収
穫
を
一
か
月
近
く
早
く
切
り
上

げ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

■
第
二
の
人
生
は
農
業
を
職
業
と
す
る

　

畠
中
さ
ん
が
栽
培
し
て
い
る
ト
マ
ト
は
「
山
口
あ

ぶ
ト
マ
ト
」
と
い
う
産
地
ブ
ラ
ン
ド
の
美
味
し
く
て

安
全
・
安
心
の
エ
コ
・
ト
マ
ト
。
冬
場
に
土
づ
く
り

を
し
っ
か
り
行
い
、
栽
培
中
は
で
き
る
で
け
農
薬
や

化
学
肥
料
を
使
わ
な
い
。
現
在
畠
中
さ
ん
が
栽
培
す

る
ト
マ
ト
の
ハ
ウ
ス
は
11
棟
、
２
反
歩
を
超
え
る
。

12
段
階
に
分
け
て
栽
培
、
収
穫
し
て
い
る
が
、
そ
の

年
の
気
候
に
影
響
さ
れ
や
す
い
。
ハ
ウ
ス
は
初
夏
以

降
は
ビ
ニ
ー
ル
を
は
ず
し
て
野
外
と
同
じ
環
境
に
し

て
い
る
が
、
今
年
は
猛
暑
で
成
熟
が
早
ま
り
、
す
で

に
幹
や
葉
は
か
な
り
ぐ
っ
た
り
し
て
い
る
。

「
７
月
か
ら
出
荷
し
は
じ
め
、
多
い
日
は
５
９
０
kg
、

60
ケ
ー
ス
を
収
穫
し
ま
し
た
」

　

農
家
出
身
と
は
い
え
農
業
経
験
が
皆
無
だ
っ
た
畠

中
さ
ん
が
、
新
規
就
農
5
年
目
に
し
て
こ
こ
ま
で
大

規
模
に
営
農
す
る
と
は
凄
い
。

「
15
歳
の
時
高
校
へ
行
く
た
め
に
家
を
出
て
、
45
年

間
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
い

ず
れ
は
農
業
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
定

年
後
で
は
遅
す
ぎ
る
と
考
え
、
平
成
15
年
3
月
、
55

歳
で
退
職
し
て
実
家
に
戻
り
、
夫
婦
で
町
の
ふ
る
さ

と
振
興
公
社
に
相
談
に
行
き
、
4
月
か
ら
ト
レ
ー
ナ

ー
農
家（
農
業
指
導
士
）西
村
さ
ん
の
圃
場
に
通
っ
て

一
年
間
研
修
を
受
け
ま
し
た
。
西
村
さ
ん
か
ら
、
農

▲農業ひと筋、3人の息子を育てた畠中茂、イクヨさん

▲畠中さんがＵター
ンして新築した家と
ハウス群。収穫した

「山口あぶトマト」
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業
で
成
功
す
る
に
は
栽
培
技
術
を
習
得
す
る
こ
と
、

自
分
で
実
際
に
栽
培
し
て
み
る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
ま

し
た
。中
古
の
ハ
ウ
ス
が
あ
っ
た
の
で
、そ
れ
を
譲
り

受
け
、
自
分
で
解
体
し
組
立
て
て
研
修
用
の
ハ
ウ
ス

を
造
り
ま
し
た
。
パ
ン
工
場
の
設
計
・
建
設
等
が
私

の
仕
事
で
し
た
の
で
、組
み
立
て
も
平
気
で
し
た
よ
」

　

高
校
は
萩
市
に
あ
り
、
当
時
は
道
路
や
交
通
網
も

整
備
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
家
か
ら
の
通
学
は
難
し

く
寮
生
活
だ
っ
た
。
卒
業
し
て
ヤ
マ
ザ
キ
パ
ン
に
就

職
、
パ
ン
工
場
の
建
築
、
管
理
等
の
技
術
部
門
の
仕

事
に
従
事
し
て
き
た
。
国
内
最
大
手
の
パ
ン
製
造
メ

ー
カ
ー
と
し
て
飛
躍
的
に
発
展
し
た
時
期
で
あ
る
。

「
沖
縄
を
除
く
全
国
各
地
へ
よ
く
出
張
し
、
広
島
、

岡
山
、
千
葉
支
店
等
に
勤
務
し
ま
し
た
。
千
葉
県
の

松
戸
市
と
市
川
市
が
約
10
年
と
長
か
っ
た
で
す
ね
」

と
奥
さ
ん
の
正
子
さ
ん
は
言
う
。

　

子
供
は
男
女
2
人
い
る
が
、
す
で
に
独
立
、
結
婚

し
て
広
島
市
と
岡
山
市
で
暮
ら
し
て
い
る
。

　

正
子
さ
ん
は
同
じ
山
口
県
の
山
口
市
の
出
身
。「
主

人
が
定
年
後
に
農
業
を
や
る
こ
と
に
は
私
も
賛
成
で

し
た
。
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
く
た
め
に
は
家
族
の
支

え
が
必
要
な
の
で
、
一
緒
に
研
修
し
た
わ
け
で
す
」

フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
よ
く
き
び
き
び
働
く
姿
を
見
て
、
ご

主
人
の
片
腕
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
た
。

■
働
く
親
の
後
ろ
姿
を
見
て
い
た

　

畠
中
俊
夫
さ
ん
は
男
3
人
兄
弟
の
長
男
。
3
人
の

息
子
を
育
て
上
げ
た
母
親
の
イ
ク
ヨ
さ
ん
（
87
）
は
、

大
豆
の
手
入
れ
を
し
な
が
ら
「
あ
の
子
は
中
学
を
出

る
と
高
校
へ
行
く
た
め
に
家
を
出
た
の
で
農
業
の
経

験
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
農
機
具
の
名
前
も
知
ら
ん
か

っ
た
で
す
よ
。
そ
れ
が
帰
っ
て
き
て
農
業
で
食
べ
て

い
く
と
言
い
出
し
て
─
─
」
と
笑
い
な
が
ら
言
う
。

　

父
親
の
茂
さ
ん
（
89
）
夫
婦
は
、
田
ん
ぼ
や
畑
を

や
り
な
が
ら
、
牛
や
鶏
を
飼
育
し
て
3
人
の
息
子
を

学
校
へ
行
か
せ
た
。「
ジ
ャ
ム
用
に
す
る
イ
チ
ゴ
も

20
年
間
栽
培
し
ま
し
た
よ
。
一
粒
一
粒
ヘ
タ
を
取
っ

て
出
荷
す
る
の
で
手
間
が
か
か
り
ま
し
た
」
と
茂
さ

ん
は
言
う
。

　

長
男
の
俊
夫
さ
ん
は
、
親
た
ち
の
苦
労
す
る
後
姿

と
同
時
に
、
夫
婦
仲
良
く
健
康
で
農
業
一
筋
に
悠
然

と
生
き
て
き
た
姿
を
見
て
、
親
と
一
緒
に
暮
ら
し
て

農
業
を
や
る
こ
と
を
当
然
と
し
て
受
け
止
め
て
き
た

の
だ
ろ
う
。「
農
業
を
や
る
こ
と
は
親
に
す
り
こ
ま

れ
た
ん
で
す
よ
」
と
苦
笑
す
る
。

　

二
人
の
弟
た
ち
は
大
阪
と
山
口
で
暮
ら
し
て
い
る

が
、
以
前
に
も
増
し
て
時
々
実
家
を
訪
ね
る
と
い
う
。

■
忙
し
い
け
れ
ど
気
分
は
最
高

　

1
年
間
ト
レ
ー
ナ
ー
農
家
で
研
修
し
た
畠
中
さ
ん

は
、
翌
年
に
は
ハ
ウ
ス
を
７
棟
に
増
や
し
、
さ
ら
に

４
棟
を
増
設
し
て
本
格
的
に
ト
マ
ト
栽
培
を
は
じ
め

た
。
ヤ
マ
ザ
キ
で
蓄
積
し
た
建
築
技
術
を
生
か
し
て
、

少
し
で
も
経
費
を
安
く
し
た
い
と
自
分
で
組
み
立
て

た
と
い
う
。
し
か
し
9
月
に
い
き
な
り
台
風
18
号
が

襲
来
、
ハ
ウ
ス
の
ビ
ニ
ー
ル
は
無
残
に
破
損
、
3
棟

は
倒
壊
し
て
収
穫
不
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た

翌
年
は
、
長
い
梅
雨
で
予
定
し
て
い
た
収
穫
の
3
割

し
か
収
穫
出
来
な
か
っ
た
。

「
し
か
し
技
術
習
得
に
は
最
低
3
年
は
必
要
と
考
え

て
い
ま
し
た
の
で
、
悪
い
こ
と
を
早
め
に
体
験
し
て

よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
前
向
き
だ
。
そ
し

て
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
楽
で
す
、
農
家
に
は
土
日
の

休
み
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
で
も
マ
イ
ペ
ー
ス
で
や

れ
て
、
気
分
的
に
は
最
高
で
す
」

　

ト
マ
ト
の
あ
と
は
小
松
菜
を
植
え
て
年
明
け
の
2

月
頃
か
ら
出
荷
す
る
予
定
で
、
そ
の
他
に
も
い
ろ
い

ろ
な
作
物
に
挑
戦
し
て
い
き
た
い
と
夢
は
ふ
く
ら
む
。

　

山
口
県
は
新
規
就
農
者
の
た
め
の
支
援
制
度
も
手

厚
く
、
阿
東
町
に
は
農
業
青
年
を
多
数
受
け
入
れ
、

酪
農
と
畜
産
加
工
製
品
の
製
造
販
売
、
農
業
の
代
行

を
手
広
く
行
っ
て
い
る
「
船
形
農
場
」
な
ど
も
あ
る
。

地
域
の
人
々
の
畠
中
さ
ん
夫
妻
へ
の
期
待
も
大
き
い

よ
う
で
、
早
晩
地
域
活
動
に
も
引
っ
張
り
出
さ
れ
る

こ
と
だ
ろ
う
。　
　

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

健康で農業を楽しむ両親と俊夫さん、正子さん

家の軒下には「お大師さま」、
庭先には観音像を建て、豊
作と家族の健康を祈願して
いる
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平
成
16
年
、定
年
退
職
を
迎
え
た
兼
西
明
さ
ん（
63
）

は
、
40
年
間
を
プ
ラ
ン
ト
設
計
一
筋
に
歩
ん
で
き
た

エ
ン
ジ
ニ
ア
だ
っ
た
。
ケ
ミ
カ
ル
産
業
設
備
の
設
計

か
ら
施
工
ま
で
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
プ
ロ
と
し

て
、
高
度
成
長
期
の
真
っ
只
中
を
生
き
て
き
た
。

　

仕
事
は
国
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
タ

リ
ア
、
旧
ソ
連
、
韓
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
、
世

界
各
国
へ
広
が
り
、
兼
西
さ
ん
は
そ
れ
ら
の
国
々
へ

単
身
で
赴
任
し
た
。
ス
ー

パ
ー
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
、

プ
ラ
ン
ト
の
企
画
・
設
計

か
ら
、
建
設
工
事
、
試
運

転
ま
で
、
ひ
と
つ
の
仕
事

を
請
け
負
う
と
、
最
短
で

も
10
ヵ
月
に
及
ぶ
外
国
暮

ら
し
が
待
っ
て
い
た
。

　

故
郷
徳
島
県
を
出
て
以
来
、
永
年
住
み
慣
れ
た
大

阪
茨
木
市
の
自
宅
で
は
、
単
身
赴
任
の
夫
の
留
守
を
、

妻
の
三み

き

よ
技
代
さ
ん
（
56
）
が
守
り
続
け
て
く
れ
た
。

　

定
年
後
に
は
妻
と
故
郷
へ
帰
り
、
ゴ
ル
フ
で
も
し

て
の
ん
び
り
暮
ら
そ
う
。
漠
然
と
描
い
て
い
た
老
後

の
夢
を
叶
え
る
べ
く
、
兼
西
さ
ん
夫
妻
は
定
年
を
機

に
故
郷
徳
島
へ
の
Ｕ
タ
ー
ン
を
決
め
た
。

　
　
　
　
　
　

■
霊
峰
の
麓
に
開
け
た
町

　

四
国
の
屋
根
と
呼
ば
れ
る
剣
山
山
系
。
そ
の
主
峰

剣
山
は
山
岳
信
仰
の
霊
場
と
し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
、

多
く
の
修
験
者
た
ち
が
訪
れ
た
。
徳
島
県
つ
る
ぎ
町

は
こ
の
山
の
麓
に
開
け
た
町
で
、
平
成
16
年
に
美
馬

郡
の
２
町
１
村
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
町
の
北
に

は
吉
野
川
が
流
れ
、
川
か
ら
剣
山
に
向
か
っ
て
、
町

を
貫
く
よ
う
に
国
道
が
延
び
て
い
る
。

　

吉
野
川
に
近
い
、
兼
西
さ
ん
の
生
家
の
あ
る
半
田

地
区
は
阿
波
徳
島
の
特
産
品
「
半
田
そ
う
め
ん
」
の

産
地
と
し
て
、
２
５
０
年
の
歴
史
を
持
つ
町
だ
。

　

そ
の
半
田
地
区
か
ら
剣
山
に
向
か
っ
て
国
道
を
走

る
と
、
途
中
、
一
宇
の
ト
ン
ネ
ル
脇
に
「
巨
樹
王
国
・

一
宇
」
と
書
か
れ
た
大
き
な
看
板
が
目
に
入
る
。
国

道
の
側
面
に
は
山
が
迫
り
、
連
続
す
る
カ
ー
ブ
の
道

故
郷
の
巨
樹
た
ち
と
出
会
っ
て

［
つ
る
ぎ
の
達
人
］兼
西 

明
さ
ん 

（
徳
島
県
つ
る
ぎ
町
）

世
界
を
歩
い
て
き
た
企
業
戦
士
が
定
年
を
迎
え
た
時
、
そ
の
先
に
描
い
た
も
の
は
、

ゆ
っ
た
り
と
気
ま
ま
に
日
々
を
楽
し
む
老
後
の
暮
ら
し
だ
っ
た
。「
の
ん
び
り
し

よ
う
」
と
、
帰
っ
て
き
た
40
年
振
り
の
故
郷
。
何
も
変
わ
ら
ぬ
か
に
見
え
た
そ
の

故
郷
は
、
地
域
再
生
に
取
り
組
む
人
々
の
、
熱
い
活
気
に
溢
れ
て
い
た
。

「故郷の巨樹を沢山の人に紹介したい」と兼西さん

▶樹齢８００年。巨樹の里を
代表する赤羽根大師の大エ
ノキ
◀訪れる人を、隣のお堂で
接待する近在のお年寄りた
ち。古木への畏敬の念が伝
わってくる

生涯現役──
定年後はふるさとへ②
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は
、「
巨
樹
の
里
」
に
ふ
さ
わ
し
い
地
形
の
歴
史
が
感

じ
ら
れ
る
。

　

つ
る
ぎ
町
一
宇
地
区
に
は
88
本
に
も
及
ぶ
巨
樹
が

存
在
す
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
環
境
省
の
定
め
る
巨

樹
の
定
義
は
、
地
上
か
ら
１
・
３
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

の
幹
周
り
が
、
３
メ
ー
ト
ル
以
上
の
樹
木
を
指
す
。

こ
ん
な
大
木
が
一
宇
地
区
だ
け
で
88
本
も
存
在
す
る

と
い
う
の
だ
か
ら
、
凄
い
。
町
は
こ
の
巨
樹
を
多
く

の
人
に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
、
巨
樹
と
歴
史
の
景
観

を
生
か
し
た
町
づ
く
り
・
地
域
の
再
生
に
取
り
組
み

始
め
た
。

■
町
の
案
内
人
「
つ
る
ぎ
の
達
人
」

　

取
材
の
朝
、
宿
泊
先
の
宿
で
兼
西
さ
ん
と
つ
る
ぎ

町
役
場
の
大
島
理
仁
さ
ん
に
合
流
し
た
。
帰
郷
か
ら

３
年
、
地
域
に
す
っ
か
り
溶
け
込
ん
だ
印
象
の
兼
西

さ
ん
。
同
行
の
大
島
さ
ん
は
地
域
開
発
の
推
進
や
、

地
域
力
の
創
造
、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
な
ど
に
取
り
組

む
つ
る
ぎ
町
役
場
地
域
創
造
課
の
若
手
ホ
ー
プ
だ
。

　

地
域
創
造
課
で
は
町
に
残
さ
れ
た
こ
れ
だ
け
多
様

な
巨
樹
が
、
人
々
に
十
分
に
認
知
さ
れ
て
い
な
い
状

況
を
考
え
、
平
成
18
年
に
開
催
さ
れ
た
「
国
民
文
化

祭
・
徳
島
」
で
「
巨
樹
の
写
真
展
」「
巨
樹
を
訪
ね
る

ツ
ア
ー
」
を
実
施
し
た
。
こ
れ
が
思
わ
ぬ
反
響
を
呼

ん
だ
。
国
民
文
化
祭
は
昭
和
61
年
に
第
一
回
大
会
が

開
か
れ
、
以
後
毎
年
各
県
で
行
わ
れ
る
国
内
最
大
の

文
化
祭
だ
。
つ
る
ぎ
町
で
の
開
催
テ
ー
マ
は
「
剣
山

山
系
の
暮
ら
し
と
文
化
」。
作
家
立
松
和
平
氏
の
講

演
な
ど
も
あ
り
、
県
内
外
か
ら
大
勢
の
人
が
訪
れ
る

大
会
と
な
っ
た
。

「
巨
樹
を
実
寸
大
で
見
せ
る
工
夫
を
し
た
写
真
展
や

巨
樹
の
探
訪
ツ
ア
ー
は
、
お
陰
さ
ま
で
大
変
好
評
で

し
た
」
と
、
知
名
度
を
上
げ
た
「
巨
樹
の
里
つ
る
ぎ

町
」
だ
が
、
成
功
を
支
え
た
要
因
の
ひ
と
つ
に
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
存
在
が
あ
っ
た
。
文
化
祭
に
向

け
、
巨
樹
や
歴
史
の
町
並
み
な
ど
の
ツ
ア
ー
案
内
役

と
し
て
、
町
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
り
育
成
。
認
定

試
験
を
パ
ス
し
た
33
名
が
「
つ
る
ぎ
の
達
人
」
と
し

て
誕
生
し
た
。

■
推
定
樹
齢
８
０
０
年
、
巨
樹
の
王
様

　

大
阪
か
ら
40
年
振
り
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
兼
西
さ
ん

も
、
認
定
試
験
を
パ
ス
し
、「
つ
る
ぎ
の
達
人
」
と
し

て
活
躍
す
る
ひ
と
り
と
な
っ
た
。

「
戻
っ
た
当
初
は
昔
と
変
わ
ら
な
い
故
郷
に
ホ
ッ
と

し
た
と
い
う
か
、
言
い
換
え
れ
ば
過
疎
化
に
よ
る
寂

し
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
。
し
か
し
も
う

一
歩
踏
み
込
ん
で
み
る
と
、
町
は
大
き
く
変
わ
っ
て

い
た
の
で
す
」

　

地
域
再
生
へ
の
取
り
組
み
に
動
き
出
し
て
い
た
町

は
、「
国
民
文
化
祭
・
徳
島
」
の
開
催
へ
向
け
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
試
み
を
始
め
て
い
た
。

　

自
分
の
住
む
故
郷
の
こ
と
を
も
う
一
度
、
勉
強
し

て
み
よ
う
。
そ
ん
な
時
、
町
が
「
つ
る
ぎ
の
達
人
」

を
募
集
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
す
ぐ
に
応

募
、
改
め
て
学
ぶ
故
郷
の
山
や
見
事
な
巨
樹
、
歴
史

あ
る
町
並
み
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど

新
鮮
だ
っ
た
と
兼
西
さ
ん
は
い
う
。

　

兼
西
さ
ん
、
大
島
さ
ん
と
そ
の
日
向
か
っ
た
の
は
、

数
あ
る
巨
樹
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
大
き
い
と
い
う

「
赤
羽
根
大
師
の
大
エ
ノ
キ
」。
剣
山
ま
で
続
く
国
道

は
民
家
の
軒
を
か
す
め
、
や
が
て
山
道
へ
と
入
っ
て

い
く
。
古
道
と
い
っ
た
趣
き
の
険
し
い
道
だ
。
昨
夜

来
の
雪
が
残
る
道
、
し
か
も
連
続
す
る
カ
ー
ブ
。
大

島
さ
ん
の
運
転
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
目
を
み
は
る
。

　

車
の
止
ま
っ
た
先
に
「
赤
羽
根
大
師
」
の
小
さ
な

社
殿
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
大
エ
ノ
キ
の
驚
く
よ
う
な

▶
天
に
向
か
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
い
く
モ
ミ
の
木
。
幹
を
覆

う
深
い
緑
の
苔
に
も
遥
か
な
年
月
が
感
じ
ら
れ
る

▼
モ
ミ
の
木
の
根
元
に
祀
ら
れ
た
小
さ
な
祠
。
地
域
の
人
々
の
篤

い
信
仰
心
が
う
か
が
わ
れ
る

▶
一
宇
地
区
最
奥
の
集
落
桑
平
を
歩
く
兼
西
さ
ん
。
後
ろ
に
は
四

国
第
一
位
の
ト
チ
ノ
キ
。
前
夜
の
雪
が
、
葉
を
落
と
し
た
ト
チ
ノ

キ
を
際
立
た
せ
た

▶
剣
山
麓
の
手
打
ち

う
ど
ん
の
店
「
田
舎

で
暮
ら
そ
う
よ
」

店
主
の
葛
籠
さ
ん
と

大
島
さ
ん（
左
）
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姿
が
現
れ
た
。
樹
高
16
メ
ー
ト
ル
、
幹
周
り
８
・
７

メ
ー
ト
ル
。
推
定
樹
齢
は
お
よ
そ
８
０
０
年
。
国
指

定
の
天
然
記
念
物
と
し
て
日
本
一
に
認
定
さ
れ
た
巨

樹
の
中
の
王
様
だ
。
８
０
０
年
を
生
き
て
き
た
根
は

ど
っ
し
り
と
大
地
に
め
ぐ
ら
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
太
古

の
生
き
物
の
よ
う
な
幹
が
天
に
向
か
っ
て
、
四
方
に

向
か
っ
て
枝
を
広
げ
る
。
声
を
掛
け
れ
ば
、
応
え
て

く
れ
そ
う
な
、
圧
倒
的
な
存
在
感
だ
。

　

小
さ
な
社
に
は
近
在
の
老
人
た
ち
が
集
ま
り
、
お

大
師
様
を
訪
れ
る
人
々
の
接
待
を
欠
か
さ
な
い
。
地

域
の
人
々
の
畏
敬
の
念
が
、
８
０
０
年
の
い
の
ち
に

向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
光
景
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
は
樹
高
30
メ
ー
ト
ル
と
い
う
白
山
神
社
の

モ
ミ
の
木
へ
向
か
っ
た
。
落
ち
葉
と
雪
の
急
斜
面
を

登
っ
て
い
く
と
、
遥
か
頭
上
に
伸
び
た
モ
ミ
の
木
が

見
え
て
き
た
。
推
定
樹
齢
４
０
０
年
、
幹
を
覆
う
深

い
緑
の
苔
が
神
秘
的
な
ほ
ど
に
美
し
い
。

　

次
に
目
指
す
は
一
宇
地
区
最
南
部
の
集
落
桑
平
に

聳
え
る
ト
チ
ノ
キ
だ
。
落
葉
し
た
森
の
中
に
昨
夜
の

雪
が
う
っ
す
ら
と
積
も
り
、
山
は
不
思
議
な
明
る
さ

を
湛
え
て
い
た
。
兼
西
さ
ん
は
終
始
我
々
の
覚
束
な

い
足
元
を
気
遣
い
な
が
ら
、
巨
樹
に
ま
つ
わ
る
興
味

深
い
話
や
、
ツ
ア
ー
で
の
体
験
談
な
ど
を
、
息
も
切

ら
さ
ず
に
話
し
て
く
れ
る
。「
つ
る
ぎ
の
達
人
」
の

見
事
な
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
ー
精
神
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

や
が
て
急
峻
な
斜
面
の
先
に
、
す
っ
き
り
と
葉
を

落
と
し
た
大
ト
チ
ノ
キ
の
全
貌
が
現
れ
た
。
幹
周
り

８
・
５
メ
ー
ト
ル
、
樹
高
28
メ
ー
ト
ル
。
県
の
天
然

記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
四
国
一
の
ト
チ
ノ
キ
だ
。

自
由
奔
放
に
自
然
の
ま
ま
に
生
き
た
姿
で
、
集
落
を

見
守
り
続
け
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
根
元
近
く
に
祀
ら

れ
た
小
さ
な
祠
が
、
印
象
的
だ
っ
た
。

　

一
日
で
は
訪
ね
き
れ
な
い
ほ
ど
、
多
様
な
巨
樹
が

存
在
す
る
つ
る
ぎ
町
だ
が
、
改
め
て
思
う
の
は
、
そ

れ
ら
を
生
か
し
て
き
た
自
然
の
豊
か
さ
と
、
林
業
に

支
え
ら
れ
て
き
た
こ
の
町
の
、
樹
木
に
対
す
る
人
々

の
篤
い
信
仰
心
だ
っ
た
。

　

麓
に
下
る
途
中
で
、「
田
舎
に
暮
ら
そ
う
よ
」
と
い

う
面
白
い
名
の
手
打
ち
う
ど
ん
の
店
に
寄
っ
た
。
こ

の
店
の
ご
主
人
葛つ
ず
ら籠

孝
至
さ
ん
（
41
）
も
、
京
都
・

福
山
か
ら
の
Ｕ
タ
ー
ン
だ
と
い
う
。
元
来
が
エ
コ
ロ

ジ
ー
志
向
だ
っ
た
彼
は
、「
戻
る
べ
き
と
こ
ろ
に
自
然

に
戻
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
」と
笑
う
。薪
に
こ
だ
わ
り
、

う
ど
ん
を
茹
で
る
竈
の
薪
は
、
山
か
ら
不
要
な
木
を

伐
っ
て
き
て
使
う
。
妻
の
納
子
さ
ん
（
39
）、
元
気

な
３
人
の
子
供
た
ち
と
の
逞
し
く
大
ら
か
な
生
活
だ
。

竈
で
茹
で
た
う
ど
ん
は
と
び
き
り
の
美
味
し
さ
だ
っ

た
。

■
町
並
み
も
観
光
ポ
イ
ン
ト　

　

兼
西
さ
ん
ら
「
つ
る
ぎ
の
達
人
」
が
案
内
す
る
の

は
、
巨
樹
ば
か
り
で
は
な
い
。
江
戸
時
代
の
家
屋
が

並
ぶ
「
町
並
み
ツ
ア
ー
」
も
、
訪
れ
る
人
が
楽
し
み

に
し
て
い
る
観
光
ポ
イ
ン
ト
だ
。

　

つ
る
ぎ
町
貞
光
地
区
は
葉
タ
バ
コ
の
産
地
と
し
て

江
戸
時
代
に
栄
え
、
阿
波
藩
で
も
10
指
に
数
え
ら
れ

る
豪
商
を
生
ん
だ
。
そ
の
繁
栄
を
誇
る
か
の
よ
う
に

造
ら
れ
た
の
が
、
町
屋
の
屋
根
に
立
つ
「
う
だ
つ
」

と
い
わ
れ
る
防
火
壁
。
正
面
に
は
凝
っ
た
意
匠
の
こ

て
絵
や
軒
飾
り
も
施
さ
れ
、
各
家
が
富
を
競
っ
た
。

こ
の
地
区
に
は
こ
う
し
た
う
だ
つ
の
上
が
っ
た
商
家

が
４
０
０
メ
ー
ト
ル
も
続
き
、
独
特
の
雰
囲
気
を
醸

し
だ
し
て
い
る
。「
う
だ
つ
が
上
が
ら
な
い
」
と
は
、

こ
の
富
の
象
徴
と
な
っ
た
う
だ
つ
に
語
源
が
あ
る
と
、

兼
西
さ
ん
か
ら
教
え
ら
れ
た
。

　

県
内
外
か
ら
訪
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
観
光
客
を
案
内

す
る
兼
西
さ
ん
に
と
っ
て
、
何
よ
り
楽
し
い
の
は
、

「
い
ろ
い
ろ
な
土
地
の
人
と
、
人
間
同
士
の
話
が
で

き
る
こ
と
」。
多
忙
な
仕
事
人
生
に
は
な
か
っ
た
喜

び
に
、「
毎
日
が
充
実
し
て
ま
す
よ
」

　

当
初
大
阪
か
ら
の
Ｕ
タ
ー
ン
に
戸
惑
い
を
感
じ
て

い
た
妻
三
技
代
さ
ん
も
、
い
ま
で
は
す
っ
か
り
こ
の

地
に
馴
染
み
、
つ
る
ぎ
町
の
人
と
な
っ
た
。

　

大
島
さ
ん
の
所
属
す
る
つ
る
ぎ
町
役
場
地
域
創
造

課
で
は
、
国
民
文
化
祭
に
訪
れ
て
く
れ
た
全
国
の

人
々
を
中
心
に
、
町
の
応
援
団
と
も
い
え
る
「
つ
る

ぎ
ク
ラ
ブ
」
を
結
成
し
た
。
会
員
は
現
在
５
０
０
名
。

季
節
ご
と
の
ツ
ア
ー
事
業
な
ど
に
モ
ニ
タ
ー
参
加
し

て
も
ら
い
、
今
後
の
市
場
調
査
等
に
活
か
し
て
い
く

考
え
だ
。「
つ
る
ぎ
の
達
人
」
も
さ
ら
に
充
実
さ
せ
、

や
が
て
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
し
て
独
立
展
開
さ
せ
て
い

く
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　（
文
／
金
山
淑
子
　
写
真
／
小
林
恵
）

●つるぎ町地域創造課☎0883-62-3111防火のために造られたという
「うだつ」が特徴の商家織本屋
と往時の繁栄が偲ばれる建物内
部

生涯現役──
定年後はふるさとへ②
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資
料
館
を
音
響
と
映
像
の「
音
の
ふ
る
さ
と
」に

安
部
博
良
さ
ん
夫
妻（
広
島
県
庄
原
市
口
和
町
）

廃
校
を
利
用
し
て
各
種
資
料
や
民
具
を
収
納
し
て
い
た
郷
土
資
料
館
。
管

理
人
（
館
長
）
と
な
っ
た
安
部
さ
ん
が
膨
大
な
収
蔵
品
の
中
か
ら
見
つ
け

た
の
が
古
い
蓄
音
機
。
電
子
技
術
者
だ
っ
た
腕
前
を
発
揮
し
て
修
復
し
、

レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
す
る
ま
で
に
し
た
。
同
様
に
昔
懐
か
し
い

ラ
ジ
オ
や
映
写
機
、
録
音
機
等
も
修
理
再
生
、
い
ま
で
は
全
国
屈
指
の
レ

ト
ロ
な
音
響
・
映
像
資
料
館
と
し
て
来
館
者
も
急
増
、
マ
ニ
ア
の
注
目
を

集
め
て
い
る
。

再生した映写機にフィルムをセットする安部さん
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■
丘
の
上
の
サ
ロ
ン
的
資
料
館

　

旧
口く

ち
わ和

町ま
ち

の
市
街
地
を
ぬ
け
て
豊
か
な
水
田
地
帯

を
東
に
向
か
う
と
、
永
田
地
区
の
穏
や
か
な
丘
陵
地

の
上
に
口
和
郷
土
資
料
館
が
あ
る
。
か
っ
て
は
広
島

県
立
庄
原
格
致
高
校
口
和
分
校
だ
っ
た
建
物
で
、
２

階
建
て
、
10
教
室
程
度
の
小
規
模
な
木
造
校
舎
。
30

年
ほ
ど
前
に
廃
校
に
な
り
、
町
で
は
郷
土
資
料
館
と

し
て
活
用
し
て
き
た
。

　

出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
６
年
前
に
就
任
し
た
館
長

の
安
部
博
良
さ
ん
（
65
）
と
奥
さ
ん
の
ミ
ヨ
コ
さ
ん

（
60
）。
草
花
が
咲
く
手
入
れ
の
良
い
館
庭
と
、
磨
か

れ
た
玄
関
、廊
下
。
山
野
草
の
生
花
や
の
れ
ん
、照
明
、

展
示
品
の
粋
な
配
置
等
か
ら
、
一
瞬
に
し
て
、
こ
こ

は
安
部
さ
ん
夫
妻
が
手
塩
に
か
け
て
手
入
れ
し
保
全

し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
資
料
館
と
い
う
よ
り
胸

と
き
め
く
サ
ロ
ン
と
い
っ
た
雰
囲
気
で
あ
る
。

　

資
料
館
と
い
っ
て
も
休
眠
状
況
に
近
く
、
見
学
者

も
少
な
か
っ
た
口
和
郷
土
資
料
館
。
旧
口
和
町
が
30

年
来
収
集
し
て
き
た
農
具
や
臼
、
養
蚕
や
林
業
、
生

産
生
活
民
具
等
は
、
現
在
2
階
の
４
室
に
整
理
さ
れ

て
展
示
さ
れ
、
一
部
に
は
囲
炉
裏
の
あ
る
農
家
の
居

間
も
再
現
さ
れ
て
い
る
。
口
和
は
日
本
海
側
の
松
江

市
と
庄
原
、
瀬
戸
内
海
側
の
尾
道
、
ま
た
は
福
山
を

結
ぶ
交
通
の
要
所
で
、
町
内
を
流
れ
る
西
城
川
は
物

資
輸
送
の
舟
運
が
盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め

住
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
資
料
の
中
に
は
、
大
正
・
昭

和
初
期
の
貴
重
な
用
品
や
、
安
部
さ
ん
が
大
喜
び
し

た
古
い
音
響
関
連
用
品
も
含
ま
れ
て
い
た
。

■
映
像
・
音
響
機
器
の
技
術
者
と
し
て
海
外
へ

　

安
部
博
良
さ
ん
は
口
和
町
の
出
身
。
ソ
ニ
ー
の
技

術
者
と
し
て
35
年
間
勤
め
上
げ
、
定
年
後
は
口
和
町

で
一
人
暮
ら
し
を
す
る
母
親
と
暮
ら
す
つ
も
り
で
、

定
年
前
か
ら
家
を
新
築
し
て
帰
郷
し
た
。

「
僕
は
小
さ
い
時
か
ら
野
外
で
遊
ぶ
よ
り
も
、
家
の

中
で
機
械
い
じ
り
を
す
る
の
が
好
き
で
、
小
学
校
の

頃
に
は
手
製
で
ラ
ジ
オ
を
完
成
す
る
と
い
う
、
い
わ

ゆ
る
ラ
ジ
オ
少
年
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
た
め
好
き

な
仕
事
が
で
き
る
、
ソ
ニ
ー
の
技
術
部
門
に
就
職
し

ま
し
た
」

　

奥
さ
ん
の
ミ
ヨ
コ
さ
ん
は
福
山
市
の
出
身
。
高
校

時
代
か
ら
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
が
趣
味
と
い
う
理
数
系

に
関
心
を
持
つ
少
女
で
、
二
人
は
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線

を
通
し
て
知
り
合
い
、
交
際
を
育
ん
だ
。

　

結
婚
後
は
ソ
ニ
ー
で
、
映
像
や
音
響
機
器
の
技
術

者
と
し
て
働
い
て
い
た
。
ソ
ニ
ー
製
品
が
常
に
話
題

と
な
り
、
世
界
の
Ｓ
Ｏ
Ｎ
Ｙ
と
し
て
海
外
へ
も
一
躍

進
出
し
た
時
期
で
あ
る
。
安
部
さ
ん
も
40
代
か
ら
は

海
外
へ
技
術
指
導
に
行
く
機
会
が
多
く
な
っ
た
。

「
旧
ソ
連
、
フ
イ
リ
ピ
ン
、
中
国
、
ク
エ
ー

ト
等
へ
転
勤
と
な
り
、
私
た
ち
家
族
も
同
行

し
た
の
で
す
が
、
各
地
で
時
代
変
革
の
事
件

が
多
い
時
で
し
た
。
ク
エ
ー
ト
で
は
湾
岸
戦

争
に
巻
き
込
ま
れ
、
高
３
と
高
1
の
二
人
の

子
供
と
大
変
な
目
に
あ
い
、
家
財
道
具
も
全

て
な
く
し
ま
し
た
」
と
ミ
ヨ
コ
さ
ん
は
昨
日

の
出
来
事
の
よ
う
に
思
い
出
す
。

　

定
年
を
機
に
、
二
人
の
子
供
達
も
自
立
、

長
女
も
結
婚
し
た
た
め
、
こ
れ
か
ら
は
の
ん

び
り
家
庭
菜
園
や
趣
味
の
機
械
い
じ
り
を
楽

し
も
う
と
口
和
に
帰
っ
て
き
た
。
新
築
し
た

家
で
母
に
孝
行
し
た
い
と
戻
っ
た
夫
妻
だ
っ

た
が
、
し
か
し
母
親
は
安
心
し
た
の
か
、
ほ

ど
な
く
死
去
さ
れ
た
。

　

暫
く
し
て
、
当
時
の
口
和
町
教
育
委
員
会
か
ら
口

和
町
郷
土
資
料
館
の
管
理
を
や
っ
て
ほ
し
い
と
の
話

が
あ
り
、
奥
さ
ん
の
ミ
ヨ
コ
さ
ん
は
、
安
部
さ
ん
に

二
人
で
や
っ
て
み
な
い
か
と
勧
め
た
。
資
料
の
整
理

や
展
示
等
の
ほ
か
に
館
内
外
の
管
理
、
清
掃
が
あ
る

か
ら
、
夫
婦
で
協
力
し
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
仕

事
だ
ろ
う
が
、
周
辺
に
は
大
好
き
な
草
花
の
多
い
豊

か
な
自
然
が
あ
る
。

■
物
の
台
に
な
っ
て
い
た
蓄
音
機
と
の
出
会
い

　

二
人
は
前
任
者
か
ら
引
継
ぎ
、
郷
土
資
料
館
の
管

理
を
は
じ
め
た
。

「
資
料
館
と
い
っ
て
も
、
閉
館
状
況
だ
っ
た
ん
で
す
。

床
は
で
こ
ぼ
こ
、中
は
ホ
コ
リ
だ
ら
け
で
、掃
除
が
大

変
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
中
学
生
等
の
宿
泊
施
設
で
も

あ
っ
た
た
め
、
肝
試
し
会
場
に
さ
れ
た
り
し
て
い
ま

し
た
。
で
も
庄
原
市
に
合
併
す
る
時
（
平
成
17
年
3

月
31
日
）、
町
の
郷
土
資
料
館
を
き
ち
ん
と
保
存
し

▲口和郷土資料館として整備された元高校分室
▼秋の草花を活ける安部ミヨコさん

生涯現役──
定年後はふるさとへ③
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て
ほ
し
い
と
住
民
の
要
望
が
高
ま
り
、
旧
口
和
町
最

後
の
予
算
で
破
損
し
て
い
た
床
や
壁
を
修
理
し
て
く

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
ミ
ヨ
コ
さ
ん
は
い
う
。

「
当
初
は
膨
大
な
民
具
が
物
置
状
況
で
収
納
さ
れ
て

い
て
整
理
す
る
の
が
大
変
で
し
た
。
そ
ん
な
中
で
収

蔵
品
の
台
に
な
っ
て
い
た
も
の
が
あ
り
、
開
け
て
み

る
と
古
い
蓄
音
機
で
し
た
。
大
正
7
年
に
製
造
さ
れ

た
蓄
音
機
の
一
台
で
す
。
疲
れ
も
忘
れ
て
夢
中
で
蓄

音
機
を
直
し
て
動
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が

運
の
つ
き
で
す
ね
」
と
安
部
さ
ん
は
苦
笑
す
る
。

　

ふ
た
り
の
献
身
的
な
努
力
で
民
具
類
も
整
理
さ
れ
、

次
第
に
新
た
な
資
料
館
に
姿
を
変
え
て
い
く
。

　

蓄
音
機
を
修
理
再
生
し
た
安
部
さ
ん
は
、
古
い
も

の
の
良
さ
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
地
域
の
人
達
を
招
い

て
レ
コ
ー
ド
鑑
賞
会
を
開
い
た
。
長
い
眠
り
の
歳
月

を
経
て
命
を
得
た
古
い
蓄
音
機
、
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
か

ら
流
れ
る
「
テ
ネ
シ
ー
ワ
ル
ツ
」（
江
利
チ
エ
ミ
が
初

め
て
吹
き
込
ん
だ
曲
）
の
素
朴
だ
が
力
強
い
音
響
は
、

聴
く
人
々
に
深
い
感
動
を
与
え
た
。

　

こ
の
試
み
は
た
ち
ま
ち
話
題
に
な
り
、
地
区
の
長

老
槙
原
さ
ん
、
元
町
長
の
盛
谷
さ
ん
が
発
起
人
に
な

り
口
和
郷
土
資
料
館
後
援
会
が
結
成
さ
れ
、
月
一
回

程
度
は
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

噂
が
広
が
り
、
マ
ス
コ
ミ
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
か
ら
、
蓄
音
機
用
の
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
や
動
か
な

く
な
っ
て
眠
っ
て
い
る
音
響
機
器
等
が
、
全
国
各
地

か
ら
郷
土
資
料
館
に
次
々
と
寄
贈
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
そ
れ
に
応
え
て
安
部
さ
ん
の
エ
ン
ジ
ニ

ア
と
し
て
の
心
意
気
も
甦
り
、
時
計
か
ら
カ
メ
ラ
、

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
や
テ
レ
ビ
等
ま
で
次
々
と
修
理

し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

「
昔
の
も
の
は
分
解
し
て
部
品
を
交
換
す
れ
ば
再
生

で
き
る
も
の
が
多
い
ん
で
す
。
入
手
困
難
な
部
品
は

私
が
手
作
り
し
た
り
、
他
の
機
器
か
ら
部
品
を
取
り
、

一
つ
で
も
多
く
修
復
し
て
い
ま
す
」

　

責
任
感
の
強
い
安
部
さ
ん
は
、
寄
贈
し
て
く
れ
た

貴
重
な
音
響
・
映
像
機
器
は
放
置
で
き
な
い
と
、
全

て
点
検
し
、
再
生
可
能
な
製
品
は
殆
ど
修
理
し
、
使

用
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
メ
ー
カ
ー
で
働
い
て
き
た
だ

け
に
、
ど
ん
な
製
品
が
貴
重
か
に
つ
い
て
の
専
門
知

識
も
身
に
つ
け
て
い
る
。

　

一
階
の
玄
関
に
近
い
部
屋
が
安
部
さ
ん
ご
自
慢
の

音
楽
鑑
賞
室
。
蓄
音
機
、
電
蓄
、
放
送
局
用
レ
コ
ー

ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
ピ
ア
ノ
等
を
配
し
た
部
屋
で
、
レ

コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
用
の
椅
子
も
配
置
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

　

中
央
に
は
マ
ニ
ア
が
た
め
息
を
つ
く
よ
う
な
貴
重

な
蓄
音
機
や
オ
ー
デ
ィ
オ
装
置
、
３
０
０
枚
以
上
の

Ｓ
Ｐ
・
Ｌ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
等
が
誇
ら
し
気
に
輝
い
て
並

ん
で
、
ド
ー
ナ
ツ
盤
を
演
奏
す
る
昭
和
30
年
代
の
ジ

ュ
ー
ク
ボ
ッ
ク
ス
も
健
在
。

「
と
ん
で
も
な
い
も
の
を
お
見
せ
し
ま
し
ょ
う
」
と

言
っ
て
安
部
さ
ん
が
手
に
取
っ
た
の
は
一
枚
の
レ
コ

ー
ド
。
明
治
時
代
に
作
ら
れ
た
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
で
端

唄
が
録
音
さ
れ
、
重
く
て
片
面
に
だ
け
録
音
さ
れ
て

い
る
珍
品
。
も
う
一
枚
は
市
販
の
も
の
の
１
・
５
倍

は
あ
る
40 

セ
ン
チ
の
大
き
な
Ｌ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
。
こ
れ

は
米
軍
が
兵
士
の
娯
楽
施
設
や
軍
の
放
送
局
で
長
時

間
鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
と
特
製
さ
れ
た
も
の
。
こ
の

レ
コ
ー
ド
を
50
年
前
に
Ｆ
Ｅ
Ｎ
（
駐
留
軍
放
送
局
）

で
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
を
さ
れ
て
い
た
東
京
の
女
性
が

わ
ざ
わ
ざ
当
館
ま
で
見
に
こ
ら
れ
た
と
い
う
。
幸
い

こ
こ
に
は
こ
の
40 

セ
ン
チ
レ
コ
ー
ド
が
聴
け
る
、
放

送
局
用
プ
レ
ー
ヤ
ー
も
揃
っ
て
い
る
。

　

二
階
の
一
室
に
は
、
安
部
さ
ん
が
命
を
与
え
た

▼国内外の古いタイプライター　 昭和30年代のジュークボックス

▼寄贈された古い機器の修理に余念がない安部さん

▲音楽鑑賞室で安部夫妻。40cmのLPレコード、明治時代製造のSPレコード
を手に



25

１
０
０
年
前
の
磁
石
式
電
話
機
、
蓄
音
機
、
真
空
管

ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
、
録
音
機
等
、
ひ
と
昔
前
の
懐
か

し
く
、
時
代
を
象
徴
す
る
貴
重
な
品
々
が
と
こ
ろ
狭

し
と
展
示
さ
れ
て
い
る
。

「
貴
重
な
世
界
最
初
の
小
型
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
テ
レ
ビ

も
こ
こ
に
は
あ
る
ん
で
す
。
Ｓ
Ｏ
Ｎ
Ｙ
と
い
う
社
名

に
な
る
前
の
東
京
通
信
工
業
時
代
の
録
音
機
や
最
初

の
ベ
ー
タ
ー
マ
ッ
ク
ス
に
Ｖ
Ｈ
Ｓ
も
あ
り
ま
す
。
テ

レ
ビ
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
子
供
達
は
古
い
モ
ノ

ク
ロ
テ
レ
ビ
の
画
像
を
見
る
と
び
っ
く
り
し
、
お
年

寄
り
は
懐
か
し
が
っ
て
大
喜
び
で
す
。」

　

こ
の
一
室
に
い
る
だ
け
で
一
日
飽
き
る
こ
と
な
く
、

映
像
と
音
響
機
器
を
肴
に
し
な
が
ら
、
昭
和
と
い
う

激
動
の
時
代
と
各
々
の
人
生
を
語
る
こ
と
が
で
き
そ

う
だ
。

　

資
料
館
は
現
在
週
３
日
間
（
月
・
木
・
土
曜
日
）

に
開
館
し
（
要
望
が
あ
れ
ば
開
館
）、
閉
館
日
に
は

公
民
館
や
集
会
所
等
に
行
く
こ
と
が
多
い
。

「
機
器
を
修
理
し
て
く
れ
と
い
う
人
も
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
お
断
り
し
て
い
ま
す
。
一
応
市
の
職
員
と
し

て
勤
務
し
て
い
ま
す
の
で
、
個
人
的
な
要
望
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
」

　

資
料
館
を
我
が
子
の
よ
う
に
手
塩
に
か
け
て
き
た

ご
夫
妻
は
閉
館
日
に
も
出
て
来
て
機
器
の
修
理
や
組

み
立
て
に
従
事
す
る
こ
と
が
多
く
、１
階
右
手
の「
修

復
室
」
に
は
、
安
部
さ
ん
の
診
断
・
治
療
待
ち
の
機

器
た
ち
が
う
ず
た
か
く
積
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
一
隅

に
安
部
さ
ん
の
修
復
作
業
場
が
あ
る
。
ラ
イ
ト
ア
ッ

プ
し
た
作
業
台
に
は
色
々
な
工
具
や
測
定
器
や
部
品
、

真
空
管
や
半
導
体
等
が
沢
山
並
ん
で
い
る
。
熟
練
技

師
と
は
言
え
、
細
か
く
て
目
や
肩
腰
の
疲
れ
る
大
変

な
作
業
だ
と
つ
く
づ
く
思
っ
た
。

　

一
方
ミ
ヨ
コ
さ
ん
の
方
も
、
休
日
に
は
資
料
館
の

調
度
品
を
手
作
り
し
た
り
、
展
示
品
の
清
掃
、
庭
の

手
入
れ
で
忙
し
い
。
廊
下
に
あ
る
和
紙
の
明
か
り
、

民
芸
風
の
れ
ん
、
解
説
の
し
お
り
等
々
に
至
る
ま
で
、

趣
味
人
の
ミ
ヨ
コ
さ
ん
が
制
作
し
た
も
の
で
、「
女
房

が
い
る
か
ら
や
っ
て
こ
れ
た
ん
で
す
」
と
安
部
さ
ん

は
し
み
じ
み
語
っ
て
い
た
。　

■
映
画
を
愛
す
る
人
た
ち
と

　

さ
て
最
後
に
、
皆
様
を
「
ふ
れ
あ
い
シ
ネ
マ
館
」

へ
ご
招
待
し
よ
う
。

　

１
階
音
楽
鑑
賞
室
の
奥
に
あ
り
、
ド
ア
を
開
け
る

と
そ
こ
は
真
新
し
い
赤
い
椅
子
が
64
席
並
ぶ
ミ
ニ
シ

ア
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
館
主
が
暗
幕
を
下
ろ
し
て

お
も
む
ろ
に
映
写
機
に
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
、
ス

ク
リ
ー
ン
に
は
無
声
時
代
の
映
画
が
映
し
出
さ
れ
た
。

胸
が
と
き
め
く
映
画
館
の
雰
囲
気
そ
の
ま
ま
だ
。

　

２
台
の
35
㎜
ア
ー
ク
式
映
写
機
や
35
㎜
フ
イ
ル
ム
、

貴
重
な
映
画
ポ
ス
タ
ー
等
は
、
地
元
の
映
画
館
で
使

わ
れ
て
い
た
も
の
。
赤
い
立
派
な
椅
子
は
、
一
昨
年

岡
山
県
玉
野
市
の
映
画
館
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
も
の

と
言
う
。
こ
の
椅
子
は
口
和
郷
土
資
料
館
後
援
会
の

有
志
が
引
き
取
り
と
設
置
工
事
を
行
っ
た
。

　

ス
ク
リ
ー
ン
は
シ
ネ
マ
ス
コ
ー
プ
に
も
対
応
で
き

る
も
の
を
旧
口
和
町
が
常
設
し
て
く
れ
た
。

　

昨
年
は
地
域
の
人
を
招
い
て
話
題
作
「
フ
ラ
ガ
ー

ル
」
や
「
し
ゃ
べ
れ
ど
も
し
ゃ
べ
れ
ど
も
」
の
上
映

会
を
行
い
、
こ
の
地
域
で
も
本
格
的
な
映
画
が
楽
し

め
る
場
所
が
あ
る
こ
と
に
市
民
は
感
動
し
た
。
映
画

の
楽
し
さ
、
素
晴
し
さ
を
子
供
達
に
知
っ
て
欲
し
い

と
、
安
部
さ
ん
と
後
援
会
で
は
、
話
題
作
や
名
画
の

定
期
上
映
会
を
企
画
し
て
い
る
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

●
口
和
郷
土
資
料
館
☎
０
８
２
４
ー
８
７
ー
２
２
３
０

　

開
館
日
／
月
・
木
・
土　

入
館
料
／
無
料

生涯現役──
定年後はふるさとへ③

▲2階の修復された音響・映像機器室。真空管ラ
ジオ、蓄音機、録音機、時計、テレビ等々。
▼64席の椅子とシネマスコープ用のスクリーン
が設置されたミニシアター
◀安部さん夫妻。壁には貴重な映画ポスターも並ぶ



26

地
域
資
源
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
活
力
に

「
い
の
ち
の
繋
ぎ
役
」と
し
て
の

有
機
農
業
を　
山
下
一
穂
さ
ん（
高
知
県
土
佐
町
）

「
い
の
ち
の
繋
ぎ
役
」と
し
て
の

有
機
農
業
を　
山
下
一
穂
さ
ん（
高
知
県
土
佐
町
）

田舎は豊かな自然と先人たちの知
恵の宝庫。Ｕターンしてこれらを
活かしてビジネスや活性化に取り
組む人々を紹介する。
　雑草の中で野生児のように根を
伸ばす逞しい野菜たちが、今年、
東京の老舗百貨店のお歳暮アイテ
ムに選ばれた。そのラベルには「山
下農園」の名が光る。時代を先取
りしたマーケティングや新たな販
路拡大に、独自の手法で道筋をつ
けていく。「突撃隊ですから」と
笑う山下一穂さんは、その自然農
法塾の主宰者。Ｕターン後に開設
した塾は、すでに多くの卒業生を
輩出し、３期目の秋を迎えた。

写
真
は
、
立
派
に
育
っ
た
こ
の
地

独
特
の
カ
ボ
チ
ャ

田舎は豊かな自然と先人たちの知
恵の宝庫。Ｕターンしてこれらを
活かしてビジネスや活性化に取り
組む人々を紹介する。
　雑草の中で野生児のように根を
伸ばす逞しい野菜たちが、今年、
東京の老舗百貨店のお歳暮アイテ
ムに選ばれた。そのラベルには「山
下農園」の名が光る。時代を先取
りしたマーケティングや新たな販
路拡大に、独自の手法で道筋をつ
けていく。「突撃隊ですから」と
笑う山下一穂さんは、その自然農
法塾の主宰者。Ｕターン後に開設
した塾は、すでに多くの卒業生を
輩出し、３期目の秋を迎えた。
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
県
と
の
協
働
事
業
で

　
「
有
機
の
が
っ
こ
う
・
土
佐
自
然
塾
」
は
四
国
山

地
の
中
央
部
、
高
知
県
の
山
あ
い
に
拓
け
た
土
佐
町

に
広
が
る
。
標
高
差
の
あ
る
地
形
は
美
し
い
棚
田
の

風
景
を
生
み
、
寒
暖
の
差
を
生
か
し
て
、
昔
か
ら
良

質
の
米
を
産
出
し
て
き
た
土
地
柄
だ
。

　

こ
の
土
地
に
「
土
佐
自
然
塾
」
が
開
か
れ
た
の
は

平
成
17
年
。
県
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
働
事
業
を
募
集
し

た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

　

有
機
農
業
に
取
り
組
ん
で
８
年
。
山
下
一
穂
さ
ん

（
58
）
の
自
然
塾
開
設
の
提
案
は
、
橋
本
大
二
郎
前

県
知
事
の
共
感
も
得
て
採
用
と
な
る
。
開
設
に
あ
た

り
、
県
か
ら
は
初
年
度
に
１
２
３
０
万
円
の
助
成
金

が
下
り
、
そ
の
後
２
年
目
以
降
は
技
術
支
援
と
い
う

名
目
で
、
２
名
の
県
職
員
が
派
遣
さ
れ
て
き
た
。
塾

は
運
営
や
施
設
管
理
全
般
を
担
当
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

と
し
て
活
動
を
ス
タ
ー
ト
。
現
在
は
11
名
の
塾
生
が

研
修
中
だ
。

　

取
材
に
訪
れ
た
そ
の
日
は
、
紅
葉
が
見
頃
の
秋
の

日
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
途
中
で
雪
に
降
ら
れ

る
ほ
ど
の
寒
さ
と
な
っ
た
。
国
道
脇
の
急
斜
面
を
登

り
つ
め
る
と
、
か
つ
て
は
大
工
養
成
学
校
だ
っ
た
と

い
う
「
土
佐
自
然
塾
」
の
校
舎
が
現
れ
た
。
広
い
敷

地
に
食
堂
や
塾
生
の
宿
泊
棟
、
資
材
置
き
場
、
納
屋

な
ど
が
点
在
す
る
。

　

校
舎
の
玄
関
を
入
る
と
、
塾
長
の
山
下
さ
ん
の
気

さ
く
な
笑
顔
が
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
お
昼
時
間
と
い

う
こ
と
で
、
塾
生
の
い
る
食
堂
に
案
内
さ
れ
た
。
30

代
か
ら
50
代
と
い
う
幅
広
い
年
齢
層
が
、
和
気
藹
々

と
寛
い
で
食
事
を
摂
る
光
景
は
、
最
近
で
は
貴
重
で

す
ら
あ
る
だ
ろ
う
。
塾
長
も
塾
生
も
な
い
、
屈
託
の

な
い
昼
休
み
だ
っ
た
。

　

１
時
か
ら
始
ま
っ
た
納
屋
で
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
は
、

午
後
か
ら
の
作
業
の
打
ち
合
わ
せ
だ
。
昼
休
み
の
フ

レ
ン
ド
リ
ー
な
空
気
が
嘘
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が

「
仕
事
」
の
顔
に
戻
っ
た
。
あ
さ
つ
き
の
出
荷
、
人

参
の
間
引
き
、
雪
で
倒
れ
た
支
柱
の
撤
去
と
、
山
下

さ
ん
を
中
心
に
手
際
よ
く
分
担
が
決
め
ら
れ
て
い
く
。

呼
吸
の
合
っ
た
無
駄
の
な
い
テ
ン
ポ
は
、
重
ね
て
き

た
研
修
の
日
々
の
賜
物
だ
ろ
う
。　

　

　10
年
の
東
京
暮
ら
し
で
Ｕ
タ
ー
ン

　

大
学
進
学
で
上
京
し
、
以
来
10
年
を
過
ご
す
こ
と

に
な
っ
た
山
下
さ
ん
の
東
京
暮
ら
し
は
、
現
在
の
彼

か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
生

活
だ
っ
た
。
大
学
の
授
業
に
は
出
ず
、
ス
ナ
ッ
ク
で

ア
ル
バ
イ
ト
し
な
が
ら
ド
ラ
ム
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に

夢
中
に
な
っ
て
い
た
。

　

在
学
中
か
ら
少
し
ず
つ
仕
事
が
入
り
、
気
が
つ
く

と
プ
ロ
の
ド
ラ
マ
ー
に
な
っ
て
い
た
。
銀
座
や
新
宿

の
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
に
デ
ィ
ス
コ
に
、
連
日
の
よ
う
に

出
演
。
生
活
は
夜
型
と
な
り
、
や
が
て
体
調
を
崩
し

て
い
っ
た
。
な
ん
と
か
健
康
を
取
り
戻
そ
う
と
、
そ

れ
か
ら
は
自
然
食
専
門
店
な
ど
に
熱
心
に
通
っ
た
。

「
ち
ょ
っ
と
し
た
健
康
オ
タ
ク
で
し
た
よ
」

　

そ
の
後
、
本
格
的
に
体
調
を
壊
し
、
帰
郷
し
て
入

院
。
退
院
後
に
再
び
上
京
す
る
が
、
夜
型
の
生
活
は

変
わ
り
よ
う
が
な
く
、
故
郷
へ
の
Ｕ
タ
ー
ン
を
本
気

で
考
え
始
め
た
。
業
界
独
特
の
空
気
に
も
馴
染
め
な

い
何
か
が
あ
っ
た
。

　

や
が
て
帰
郷
。
30
歳
の
時
に
、
高
知
市
内
で
母
親

が
経
営
し
て
い
た
学
習
塾
に
籍
を
置
き
、
教
師
と
な

っ
た
。
荒
れ
る
中
学
生
た
ち
に
手
を
焼
い
て
い
た
母

親
か
ら
、
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
す
る
形
で
、
山
下
青
年
は

生
徒
た
ち
と
向
き
合
っ
た

　

時
代
は
高
度
成
長
期
も
終
わ
り
、
安
定
期
に

入
っ
た
頃
。
経
済
一
辺
倒
に
傾
い
て
い
く
大
人

た
ち
の
陰
で
、
子
供
ら
は
行
き
場
を
失
い
荒
れ

す
さ
ん
で
い
た
。
塾
の
生
徒
も
同
じ
だ
っ
た
。

暴
言
、
暴
力
の
横
行
す
る
日
々
。
彼
ら
を
制
圧

し
た
と
こ
ろ
で
、
本
質
的
な
問
題
は
何
も
解
決

し
な
い
。

　

山
下
さ
ん
は
い
う
。
や
る
気
の
な
い
子
に
競

争
心
ば
か
り
煽
っ
た
と
こ
ろ
で
何
に
な
る
。
子

供
た
ち
が
本
質
的
な
部
分
で
や
る
気
を
だ
す
に

は
、
彼
ら
の
存
在
価
値
そ
の
も
の
を
認
め
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

　

彼
ら
か
ら
笑
顔
を
引
き
出
す
た
め
に
何
が
出

来
る
の
か
。
自
問
自
答
を
繰
り
返
す
う
ち
、
自
分
に

何
が
出
来
る
の
か
。
出
来
る
こ
と
を
や
っ
て
彼
ら
に

見
せ
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
思
い
が
、
膨
ら
ん

で
い
っ
た
。

▶
和
気
あ
い
あ
い
の
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
。
今

日
の
メ
ニ
ュ
ー
は
カ
レ
ー
う
ど
ん

▶
収
穫
し
た
野
菜
を
前
に
、
納
屋
で
の
打

合
せ　

◀
大
工
の
養
成
学
校
を
改
装
し
た

土
佐
自
然
塾
の
校
舎
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農
業
は
、
そ
の
自
問
自
答
へ
の
答
え
だ
っ
た
。
子

供
た
ち
と
本
気
で
向
き
合
っ
た
18
年
に
及
ぶ
長
い
年

月
。
そ
れ
が
、
農
業
と
い
う
新
し
い
ス
テ
ッ
プ
へ
の

大
き
な
バ
ネ
と
な
っ
て
、
山
下
さ
ん
を
後
押
し
し
た
。

　

自
然
界
の
仕
組
み
を
生
か
す　

　

家
庭
菜
園
か
ら
出
発
し
た
山
下
さ
ん
の
農
業
は
、

持
ち
前
の
研
究
心
と
創
意
工
夫
で
、
成
長
し
た
。
化

学
肥
料
は
絶
対
に
使
わ
な
い
、
里
に
近
い
山
に
広
葉

樹
を
植
え
、
落
ち
葉
を
畑
の
肥
料
に
し
て
い
た
昔
の

農
法
に
、
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
姿
勢
を
学
ん
だ
。
燕
麦

や
萱
な
ど
を
使
え
ば
、
作
物
の
た
め
に
そ
ん
な
自
然

環
境
が
再
生
で
き
る
こ
と
も
考
え
出
し
た
。

　

取
材
の
日
の
午
後
、
山
下
さ
ん
の
黄
色
い
Ｆ
Ｉ
Ｔ

に
同
乗
し
て
、
塾
の
周
囲
に
点
在
す
る
実
習
用
の
農

地
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
町
有
地
を
借
り
た
こ
れ
ら

の
農
地
は
、
合
計
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
。
半
分
は
水
田

と
し
て
使
っ
て
い
る
が
、
山
下
さ
ん
は
他
に
、
近
く

の
本
山
町
に
個
人
で
「
山
下
農
園
」
も
経
営
し
て
い

る
。
こ
こ
に
も
研
修
生
が
５
人
い
て
、
70
品
目
程
の

野
菜
を
作
っ
て
い
る
。

　

実
習
用
の
畑
は
見
た
こ
と
も
な
い
不
思
議
な
も
の

だ
っ
た
。
整
列
し
た
畝
の
周
り
を
雑
草
が
覆
い
、
そ

の
間
か
ら
水
菜
や
小
松
菜
、
人
参
な
ど
が
健
や
か
に

育
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
あ
の
自
然
農
法
で
知

ら
れ
た
福
岡
正
信
さ
ん
の
農
地
と
も
、
様
子
が
違
う
。

「
雑
草
は
作
物
の
生
長
を
妨
げ
な
い
程
度
に
残
し
ま

す
。
虫
食
い
の
野
菜
が
有
機
栽
培
の
象
徴
の
よ
う
に

言
わ
れ
ま
す
が
、
う
ち
の
野
菜
は
こ
の
雑
草
と
の
バ

ラ
ン
ス
の
お
陰
で
、
虫
食
い
も
な
く
き
れ
い
な
ん
で

す
よ
」
と
山
下
さ
ん
は
い
う
。

　

雑
草
を
棲
家
と
す
る
蛙
や
虫
た
ち
と
、
そ
れ
ら
を

天
敵
と
す
る
青
虫
た
ち
。
雑
草
に
棲
む
生
き
物
た
ち

の
お
陰
で
、
作
物
は
虫
食
い
の
被
害
を
免
れ
る
と
い

う
こ
と
だ
。
自
然
界
の
仕
組
み
を
可
能
な
限
り
生
か

し
、
人
為
的
な
こ
と
は
や
り
過
ぎ
な
い
。
そ
う
す
る

こ
と
で
、
土
の
中
で
は
作
物
の
根
が
養
分
を
探
し
て

自
分
で
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
い
く
。
耕
さ
な
い
、
肥
料

を
与
え
な
い
と
い
う
従
来
の
自
然
農
法
の
考
え
方
を

尊
重
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
独
自
の
工
夫
を
加
え
て
い

く
の
が
山
下
流
だ
。「
超
自
然
農
法
」、
山
下
さ
ん
は

自
身
の
農
法
を
そ
う
名
づ
け
た
。

　

有
機
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
こ
じ
あ
け
る

　

健
康
で
美
味
し
い
野
菜
で
あ
る
こ
と
の
次
に
山
下

さ
ん
が
重
視
し
た
の
は
、
生
産
性
の
高
い
農
地
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
農
業
を
持
続
可
能
な
産
業

と
し
て
、
次
世
代
に
繋
げ
て
い
く
た
め
に
は
、
農
業

の
経
済
性
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　

土
づ
く
り
は
そ
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
。
土

が
出
来
て
い
れ
ば
作
物
は
勝
手
に
育
つ
も
の
だ
と
、

山
下
さ
ん
は
い
う
。
ご
自
身
の
著
書
「
超
か
ん
た
ん

無
農
薬
有
機
農
業
／
農
村
報
知
新
聞
社
刊
」
で
は
、

土
づ
く
り
か
ら
始
ま
る
さ
ま
ざ
ま
な
品
目
の
栽
培
方

法
を
、
惜
し
げ
も
な
く
公
開
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

こ
の
本
の
推
薦
人
は
橋
本
大
二
郎
前
高
知
県
知
事
。

彼
は
選
挙
の
公
約
に
「
有
機
の
大
地
を
目
指
す
」
と

謳
っ
て
い
た
ほ
ど
の
理
解
者
だ
。

　

そ
し
て
土
づ
く
り
の
他

に
大
事
な
こ
と
が
、
生
産

さ
れ
た
作
物
の
販
路
を
確

保
す
る
こ
と
だ
。「
有
機
の

が
っ
こ
う
・
土
佐
自
然
塾
」

は
「
山
下
農
園
」
も
含
め

て
、
四
国
か
ら
近
畿
一
円

の
「
こ
だ
わ
り
コ
ー
プ
」

▶雑草を抜くか残すか、畑を丁寧に歩いて見る山下さん
▼「無農薬なのに虫食いがないのではなく、無農薬だからこそ虫
食いがない」と山下さん

▲「いい土は微生物の働きが活発
で、軟らかい」と、ハウスで

◀橋本元高知県知事
が書いた「土佐自然
塾」の看板
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●有機のがっこう土佐自然塾／「山下農園」
☎0887-82-1700

や
ス
ー
パ
ー
の
産
直
コ
ー
ナ
ー
へ
の
出
荷
、
他
に
個

人
宅
配
も
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
ネ
ッ
ト
販
売
や
、

埼
玉
県
の
大
手
量
販
店
と
の
取
引
も
始
ま
っ
た
。

　

し
か
し
山
下
塾
長
の
販
路
開
拓
は
こ
れ
だ
け
で
は

終
わ
ら
な
い
。「
有
機
農
業
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
こ
じ

あ
け
る
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、
講
演
や
イ
ベ
ン
ト

な
ど
に
も
日
々
奔
走
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
人
脈
や

メ
デ
ィ
ア
と
の
関
わ
り
は
、
思
い
も
か
け
な
い
市
場

開
発
へ
と
繋
が
っ
た
。
今
年
は
東
京
の
老
舗
デ
パ
ー

ト
の
お
歳
暮
ア
イ
テ
ム
に
「
山
下
農
園
」
の
有
機
野

菜
が
選
ば
れ
た
他
、
大
手
飲
料
水
メ
ー
カ
ー
社
の
懸

賞
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
景
品
と
し
て
も
、
そ
の
使
命
を

果
た
し
た
。
他
に
も
山
形
の
イ
タ
リ
ア
ン
レ
ス
ト
ラ

ン
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
は

多
様
化
す
る
一
方
だ
。

　
「
農
地
は
こ
れ
以
上
増
や
す
つ
も
り
は
な
い
の
で
、

開
拓
し
た
販
路
は
塾
の
卒
業
生
と
シ
ェ
ア
し
て
い
き

ま
す
」
彼
ら
の
自
立
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
た
め
に
も
、

有
機
農
業
の
未
来
の
た
め
に
も
、
販
路
の
拡
大
は
大

き
な
課
題
な
の
だ
と
、
山
下
さ
ん
は
い
う
。

　
「
土
佐
自
然
塾
」
の
第
一
期
生
・
間
浩
二
さ
ん

（
42
）
は
卒
業
後
、
５
反
の
畑
を
借
り
て
奮
闘
中
だ
。

「
今
で
も
塾
長
に
は
何
で
も
相
談
し
ま
す
。
経
営
的

な
こ
と
、
土
づ
く
り
、
分
か
ら
な
く
な
る
と
、
と
に

か
く
こ
こ
へ
来
る
ん
で
す
」　　
　
　
　

　

面
倒
見
の
い
い
山
下
さ
ん
に
、
全
幅
の
信
頼
を
寄

せ
る
卒
業
生
た
ち
だ
。

　

競
争
心
は
捨
て
る

　

塾
の
開
校
式
で
山
下
さ
ん
が
最
初
に
塾
生
に
伝
え

る
の
が
、「
競
争
心
は
捨
て
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
言

葉
だ
。
そ
ん
な
幼
稚
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
農
業
に

は
一
切
不
要
。
何
の
た
め
の
有
機
農
業
か
、
有
機
農

業
を
通
じ
て
何
を
目
指
す
の
か
。
農
家
と
し
て
の
誇

り
を
持
ち
、
健
康
な
作
物
を
作
り
、
環
境
を
浄
化
し
、

産
業
と
し
て
育
成
す
る
。
ひ
い
て
は
日
本
の
食
文
化

を
守
り
、
美
し
い
日
本
を
再
生
さ
せ
る
。
次
の
世
代

へ
の
「
い
の
ち
の
繋
ぎ
役
」
と
し
て
の
自
分
を
、
先

ず
自
覚
し
て
く
だ
さ
い
。
持
続
し
て
ゆ
く
農
業
に
は
、

▲懸賞用野菜パックを箱詰めする山下
さんの妻みどりさん（左）と研修生の
千葉香恵さん
◀「焼いて食べると甘く、酒の肴に最高」
と山下さんが自慢するネギ

◀群馬県からの塾生青本さん。「ちゃんと
した農業を学びたくてここへ来た」と言う

こ
う
い
う
確
固
と
し
た
姿
勢
こ
そ
が
大
切
な
の
で
す

と
、
山
下
さ
ん
は
力
を
込
め
る
。

　

い
ち
ば
ん
楽
し
い
時
間
は
、「
塾
生
た
ち
が
い
き
い

き
と
研
修
し
て
い
る
姿
を
見
る
時
で
す
。
昨
夜
も
９

時
過
ぎ
ま
で
み
ん
な
で
出
荷
作
業
を
頑
張
り
ま
し
た

よ
」
と
山
下
さ
ん
。
現
在
彼
は
農
水
省
に
設
置
さ
れ

た
「
全
国
有
機
農
業
推
進
委
員
会
」
の
委
員
の
一

人
。
平
成
20
年
度
に
は
、
農
水
省
の
概
算
要
求
で

４
億
６
千
万
円
が
認
め
ら
れ
、
有
機
農
業
に
初
め
て

国
の
予
算
が
つ
け
ら
れ
た
。

　

か
つ
て
は
異
端
視
す
ら
さ
れ
て
い
た
有
機
農
業
が
、

県
や
国
を
巻
き
込
み
、
静
か
な
う
ね
り
と
な
っ
て
動

き
出
し
て
ゆ
く
の
を
、
こ
の
土
佐
の
大
地
で
実
感
し

た
一
日
だ
っ
た
。　

  

文
／
金
山
淑
子
　
写
真
／
小
林
恵

▲朝掴みした野菜をパック詰めする塾生たち。山下さんも手伝う（右側）
▼生姜は高知の特産品。泥を落とすと健康な姿が現れた
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財
団
法
人
「
秘
境
杣
（
そ
ま
）
の
里
」
を
20
年
前
に
設
立
し
た
福

岡
県
八
女
郡
矢
部
村
。
現
在
で
は
人
口
が
１
７
０
０
人
を
切
り
、

一
年
後
に
は
八
女
市
に
合
併
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
。

「
村
は
自
然
の
博
覧
会
」
を
合
い
言
葉
に
、
都
市
住
民
と
村
民
と

の
心
豊
か
な
交
流
の
場
を
目
的
と
し
た
杣
の
里
渓
流
公
園
は
、
開

園
当
初
こ
そ
沸
き
返
る
よ
う
な
都
市
の
人
々
で
賑
わ
い
、
村
は
活

力
を
得
た
が
、
年
を
追
う
ご
と
に
じ
り
貧
。

そ
こ
で
態
勢
を
見
直
し
、
一
般
か
ら
支
配
人
を
募
集
し
た
10
年
前
、

Ｕ
タ
ー
ン
で
ふ
る
さ
と
矢
部
村
に
帰
っ
て
き
た
の
が
轟
亮
二
さ
ん

（
41
）
だ
。

海
抜
６
０
０
ｍ
に
あ
る
杣
の
里
渓
流
公
園
の
魅
力
と
共
に
、
10
年

間
に
わ
た
る
轟
支
配
人
の
奮
闘
ぶ
り
を
お
届
け
す
る
。

●
地
域
資
源
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
活
力
に
─
─
②

［
秘
境
杣
の
里
］の
再
生
に
奮
闘
し
て
10
年

轟 

亮
二
さ
ん（
福
岡
県
矢や
べ
む
ら

部
村
）

▲宿泊施設　「ソマリアンハウス」
▼杣の里渓流公園の施設　左上の建物が「ソマリアンハウス」、右下がレ
ストラン「ル・クレソン」。上に杣の大吊り橋が見える

◀宿泊客の秋丸和基さんと眞理子さん夫妻

▲支配人轟亮二さん　
ソマリアンハウスを背
景にして
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創
作
洋
食
が
人
気
の
レ
ス
ト
ラ
ン

　

目
眩
す
る
よ
う
に
高
い
「
杣
の
大
吊
り
橋
」
か
ら

見
下
ろ
す
と
、
秘
境
杣
の
里
渓
流
公
園
の
起
伏
あ
る

山
々
は
色
付
き
始
め
て
い
た
。

「
今
年
は
台
風
が
来
な
か
っ
た
か
ら
、
紅
葉
が
き
れ

い
か
で
す
も
ん
ね
」

　

公
園
入
口
に
あ
る
杣
の
迎
戸
館
で
受
け
付
け
を
し

て
い
る
新
原
由
紀
子
さ
ん
（
61
）
が
、
ち
ょ
っ
と
自

慢
気
に
教
え
て
く
れ
た
。

「
勤
め
て
11
年
。
お
客
さ
ん

と
の
会
話
が
楽
し
く
、
仕

事
は
張
り
合
い
が
あ
り
ま

す
。
福
岡
、
北
九
州
か
ら

が
多
い
で
す
ね
」

　

杣
の
迎
戸
館
を
抜
け
て
、
右
上
に
見
え
る
レ
ス
ト

ラ
ン　

ル
・
ク
レ
ソ
ン
へ
の
遊
歩
道
を
歩
き
始
め
る

と
、
南
国
の
果
物
の
よ
う
な
柔
ら
か
い
甘
い
香
り
が

漂
っ
て
き
た
。
果
物
か
花
か
。

　

ル
・
ク
レ
ソ
ン
は
、
矢
部
村
の
素
材
を
活
か
し
た

創
作
洋
食
で
人
気
。
一
番
人
気
は
、
地
鶏
と
シ
イ
タ

ケ
を
た
っ
ぷ
り
使
っ
た
ソ
マ
リ
ア
ン
カ
レ
ー
、
サ
ラ

ダ
と
フ
ル
ー
ツ
が
付
い
て
１
２
６
０
円
だ
。

　

開
店
の
時
か
ら
こ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
働
い
て
い
る

宮
崎
順
子
さ
ん
（
63
）
は
、
当
時
の
混
雑
ぶ
り
を
懐

か
し
そ
う
に
振
り
返
る
。

「
お
客
さ
ん
を
ど
う
も
て
な
す
か
、
び
く
び
く
し
な

が
ら
仕
事
を
し
て
ま
し
た
。
洋
食
と
い
う
の
を
知
ら

な
か
っ
た
し
、
都
会
に
出
た
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
。

も
う
辞
め
よ
う
と
、
ト
イ
レ
に
行
っ
た
ら
涙
が
出
る

ん
で
す
よ
。
今
で
は
、
良
い
人
生
を
送
っ
て
き
た
と

思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

木
造
ロ
ッ
ジ
風
の
ル
・
ク
レ
ソ
ン
２
階
で
宿
泊
客

が
食
事
中
だ
っ
た
。
福
岡
県
み
や
こ
町
か
ら
や
っ
て

来
た
秋
丸
和
基
さ
ん
（
56
）
と
眞
理
子
さ
ん
（
51
）

夫
妻
は
、「
八
女
市
に
住
ん
で
い
る
友
人
が
、
こ
こ
が

い
い
よ
と
薦
め
て
く
れ
た
の
で
」
と
、
初
め
て
の
訪

問
で
あ
る
。

「
秘
境
で
し
た
ね
。
何
度
も
何
度
も
道
を
聞
い
て
。

着
い
た
時
に
は
も
う
暗
か
っ
た
の
で
、
明
日
の
紅
葉

が
楽
し
み
で
す
」

　

秋
丸
さ
ん
夫
妻
が
泊
ま
っ
て
い
る
の
は
、
北
欧
風

の
雰
囲
気
が
魅
力
の
宿
泊
施
設
ソ
マ
リ
ア
ン
ハ
ウ
ス

だ
。
テ
レ
ビ
は
部
屋
に
置
い
て
い
な
い
。
満
天
の
星

空
を
眺
め
て
入
る
露
天
風
呂
が
自
慢
で
あ
る
。

　

ア
パ
レ
ル
業
界
か
ら
転
身
し
て

「
最
初
は
、
何
で
何
で
と
、
疑
問
符
ば
か
り
で
し
た
」

と
、「
秘
境
杣
の
里
」
支
配
人
の
轟
亮
二
さ
ん
。
決
し

て
最
初
か
ら
順
風
満
帆
で
や
っ
て
来
ら
れ
た
訳
で
は

な
い
。

　

ア
パ
レ
ル
業
界
で
営
業
を
や
っ
て
き
た
轟
さ
ん
は
、

手
を
こ
ま
ね
い
て
客
を
待
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

日
本
で
最
初
に
地
方
自
治
体
が
出
店
し
た
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
「
そ
ま
り
あ
ん
」
が
福
岡
市
天
神
に
あ
っ

た
が
、
３
年
前
に
、
博
多
駅
近
く
に
も
う
一
店
舗
を

開
店
し
た
。

　

天
神
店
で
は
地
元
素
材
を
使
っ
た
「
田
舎
弁
当
」

が
メ
イ
ン
メ
ニ
ュ
ー
だ
っ
た
。
人
気
は
あ
る
が
回
転

率
が
悪
い
。
撤
退
の
話
が
出
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
計

り
売
り
の
総
菜
20
数
種
と
青
空
市
場
を
始
め
た
。
こ

れ
が
受
け
た
。

「
右
肩
も
右
肩
、怒
り
肩
上
が
り
で
初
年
度
１
５
０
０
万

円
、
今
で
は
４
８
０
０
万
円
の
売
上
げ
。
目
標
は

１
千
万
円
だ
っ
た
が
、
た
っ
た
10
坪
で
そ
り
ゃ
無
理

と
誰
も
本
気
に
し
な
か
っ
た
」

　

村
の
生
産
者
40
人
が
順
番
で
、
日
曜
祭
日
以
外
は
、

上／旬の厨房、ソマリアンの
店内でスタッフと一緒に
右下／ル・クレソンで働く宮
崎順子さん
左下／新原由紀子さん

▲レストラン　ル・クレソン入口

◀レストラン　ル・ク
レソンの店内テーブル

◀ル・クレソンの一階に展示し
てあるクラフトセンターの作品
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毎
日
売
り
子
と
し
て
店
に
出
る
。
こ
れ
が
、
お
客
の

ニ
ー
ズ
を
肌
で
感
じ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
Ｄ
Ｍ
を

３
０
０
０
通
発
送
し
た
ら
、
15
％
も
回
答
が
返
っ
て

き
た
。
轟
さ
ん
が
以
前
働
い
て
い
た
ア
パ
レ
ル
業
界

で
は
、
１
％
の
回
収
率
が
当
た
り
前
な
の
で
、
反
応

の
良
さ
は
励
み
に
な
っ
た
。

「
そ
ま
り
あ
ん
」の
一
番
人
気
は
、
ル
・
ク
レ
ソ
ン
で

も
人
気
の
ソ
マ
リ
ア
ン
カ
レ
ー
を
レ
ト
ル
ト
加
工
し

た
も
の
。
店
と
通
販
を
合
わ
せ
て
年
４
万
食
ほ
ど
を

売
り
上
げ
る
。

「
よ
う
や
く
杣
の
里
は
、
俺
た
ち
の
た
め
に
な
る
も

の
を
作
っ
て
く
れ
た
」
と
、
村
人
か
ら
喜
ば
れ
た
。

漬
物
で
年
８
０
０
万
円
を
売
り
上
げ
る
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
い
る
。「
目
指
せ
１
千
万
円
、
オ
ー
バ
ー
で
す

よ
ね
」
と
、
轟
さ
ん
は
期
待
し
て
い
る
。

「
ゼ
ロ
が
一
番
評
価
さ
れ
る
役
場
の
論
理
が
ま
か
り

通
っ
て
い
ま
し
た
し
、
ロ
ッ
ト
の
大
き
さ
は
問
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
ど
う
せ
要
る
か
ら
と
、
紙
袋
は
未

だ
に
設
立
の
時
の
も
の
を
使
っ
て
い
る
」

　

消
防
団
、
剣
道
…
地
元
の
人
脈
を
広
げ
る

　

そ
こ
で
轟
さ
ん
は
、
地
元
消
防
団
に
入
っ
て
活
動

し
、
小
学
生
の
時
か
ら
や
っ
て
い
た
剣
道
を
本
格
的

に
す
る
こ
と
で
、
地
元
の
人
脈
を
広
げ
た
。

「
消
防
団
の
団
結
と
剣
道
で
繋
が
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
広
が
り
は
、
す
ご
く
感
謝
し
て
い
ま
す
ね
。
地

元
で
話
を
聞
い
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
人
脈

を
通
じ
て
、
福
岡
の
大
学
や
隣
町
の
高
校
が
合
宿
で

使
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
か
ら
」

　

今
で
も
週
１
回
は
福
岡
へ
。
物
産
展
な
ど
で
は
３
，

４
日
間
泊
ま
り
込
み
で
営
業
に
出
る
。

「
個
人
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
、
顔
だ
け

は
出
し
て
い
ま
す
わ
。
商
品
売
る
よ
り
も
、
自
分
を

売
っ
と
か
な
い
と
」

　

や
は
り
営
業
で
は
、
民
間
企
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
生

き
て
い
る
よ
う
だ
。

　

結
婚
し
て
２
年
目
に
熊
本
市
か
ら
矢
部
村
に
帰
っ

て
き
た
轟
さ
ん
の
家
族
。
子
ど
も
を
抱
え
た
妻
の
順

子
さ
ん
（
39
）
は
、「
漠
然
と
し
た
不
安
が
あ
り
ま
し

た
」
と
、
10
年
前
を
振
り
返
る
。

「
子
ど
も
が
小
さ
か
っ
た
か
ら
医
療
機
関
が
心
配
で

し
た
。
今
は
、何
と
か
な
る
も
ん
だ
な
と
思
え
ま
す
」

　

２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
で
家
賃
２
７
０
０
０
円
の
村
営
住
宅
。

小
学
５
年
生
に
成
長
し
た
息
子
と
３
人
で
暮
ら
す
。

村
会
議
員
を
務
め
る
父
親
の
轟
榮
治
さ
ん
（
65
）
が

近
く
に
住
ん
で
い
る
。

「
矢
部
村
を
出
た
人
間
が
矢
部
村
を
活
性
化
し
て
ほ

し
い
、
一
人
で
も
二
人
で
も
若
い
者
が
帰
っ
て
き
て
、

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
支
配
人
の
試
験
が
あ

る
と
い
う
の
で
、
長
男
で
も
あ
る
し
、
帰
っ
て
こ
ん

か
と
」

　

轟
支
配
人
と
し
て
は
、
一
年
後
に
迫
っ
て
い
る
八

女
市
に
合
併
さ
れ
た
後
が
不
安
だ
。

「
財
団
は
儲
け
な
く
て
良
い
と
い
う
考
え
か
ら
抜
け

出
せ
ず
、
合
併
を
目
前
に
し
て
村
は
、
そ
の
厳
し
さ

に
対
応
で
き
て
い
な
い
。
役
場
が
一
番
大
き
な
企
業
、

そ
の
次
が
う
ち
な
ん
で
」

　

轟
さ
ん
は
、
杣
の
里
と
村
な
ど
が
一
体
と
な
っ
た

地
域
再
生
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、
合
併
後
も
計
画
を

実
施
で
き
る
「
地
域
再
生
計
画
」
の
認
定
を
総
務
省

か
ら
受
け
よ
う
と
計
画
し
て
い
る
。

「
食
の
安
全
が
言
わ
れ
て
い
る
今
、う
ち
辺
り
に
入
れ

ば
、
宝
の
山
な
ん
で
す
よ
」

　

ふ
る
さ
と
矢
部
村
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
10
年
。

「
村
全
体
が
大
き
な
親
戚
み
た
い
。
の
ん
び
り
し
て

一
日
が
48
時
間
に
感
じ
ま
す
。
明
る
い
う
ち
に
家
に

帰
れ
る
の
は
さ
さ
や
か
な
楽
し
み
で
す
」

　

都
市
で
培
っ
た
営
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
だ
け
で
な
く
、

地
元
で
「
角
打
ち
」
と
言
わ
れ
る
酒
屋
で
の
立
ち
飲

み
で
得
る
情
報
や
、
矢
部
村
剣
友
会
や
地
元
消
防
団

の
仲
間
に
支
え
ら
れ
て
、
轟
さ
ん
は
厳
し
さ
を
増
す

過
疎
村
の
大
企
業
を
先
頭
に
立
っ
て
盛
り
立
て
よ
う

と
し
て
い
る
。

　

冬
の
間
は
雪
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る

杣
の
里
渓
流
公
園
。
も
う
し
ば
ら
く
す
る
と
、
周
辺

の
山
々
に
し
ゃ
く
な
げ
が
満
開
に
な
る
季
節
が
や
っ

て
来
る
。
轟
支
配
人
は
今
日
も
、
し
ゃ
く
な
げ
祭
の

準
備
に
余
念
が
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。写

真
・
文
／
芥
川
仁

●矢部村役場☎0943-47-3111
●秘境杣の里☎0943-47-3000

左／妻の轟順子さん
右／父親の轟榮治さん
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父
親
の
病
気
を
機
に
高
校
の
教
師
を
辞
め

て
帰
郷
し
た
土
井
さ
ん
が
選
ん
だ
仕
事
は
、

家
族
が
参
加
で
き
、
地
域
の
活
性
化
に
貢

献
で
き
る
「
花
屋
さ
ん
」。
花
と
植
物
の

あ
る
癒
し
の
店
は
、
さ
ら
に
時
代
の
要
請

に
合
わ
せ
て
、
ハ
ー
ブ
＆
ア
ロ
マ
を
扱
う

店
へ
と
拡
大
し
、
地
域
交
流
の
拠
点
に
な

っ
て
い
る
。

　

親
や
妹
弟
と
暮
ら
す
た
め
の
決
断

　

男
鹿
市
へ
向
か
う
入
口
付
近
に
、
高

さ
約
12
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
「
な
ま
は

げ
」像
が「
よ
う
こ
そ
男
鹿
半
島
へ
」
と

出
迎
え
て
く
れ
る
。
土
井
さ
ん
の
店
が

あ
る
男
鹿
市
船
越
地
区
は
こ
こ
、
な
ま

は
げ
観
光
案
内
所
の
先
に
あ
る
。
国
道

１
０
１
号
線
を
右
手
に
入
っ
て
い
く
と
、

デ
ザ
イ
ン
性
溢
れ
る
お
し
ゃ
れ
な
プ
ロ

ス
テ
ー
ジ
花
壱
番
の
建
物
が
目
に
飛
び

込
ん
で
き
た
。
郊
外
に
位
置
す
る
店
舗

の
た
め
、
大
半
は
車
で
来
店
し
、
お
店

の
雰
囲
気
を
楽
し
み
た
い
と
訪
れ
る
。

　

ド
ア
を
開
け
る
と
、
芳
し
い
花
と
ハ

ー
ブ
＆
ア
ロ
マ
の
香
り
に
あ
ふ
れ
た
店

内
に
は
、
切
り
花
・
鉢
花
ス
ペ
ー
ス
の

他
に
、
ハ
ー
ブ
＆
ア
ロ
マ
や
化
粧
品
コ

ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

集
い
の
場
で
は
、
本
を
読

ん
だ
り
お
茶
や
ハ
ー
ブ
テ

ィ
ー
な
ど
を
楽
し
め
る
大

テ
ー
ブ
ル
と
椅
子
が
設
置

さ
れ
、
花
を
買
い
な
が
ら
、

ゆ
っ
た
り
と
す
ご
し
て
も

ら
う
た
め
の
素
敵
な
演
出

が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

集
い
の
場
の
先
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報

発
信
や
ウ
ェ
ブ
更
新
の
作
業
を
行
う
土
井
さ
ん
専
用

の
パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
奥
は
、

ワ
イ
ン
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
、
ハ
ー
ブ
コ
ー
デ
ィ
ア
ル
な

ど
が
、
と
こ
ろ
狭
し
と
並
ん
で
い
る
ミ
ニ
バ
ー
と
な

っ
て
い
て
、
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
も
開
催
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
の
店
先
に
花
を
並
べ
る
都
市
商

店
街
の
花
屋
さ
ん
と
は
雰
囲
気
が
違
う
。

　

土
井
文
彦
さ
ん
（
49
）
は
、
地
元
の
高
校
を
出
て

宮
城
県
仙
台
大
学
を
卒
業
後
、
仙
台
市
の
朴
澤
女
子

高
校
（
現
明
成
高
校
）
の
体
育
教
師
に
な
っ
た
。
数

ヵ
月
後
、
父
親
が
癌
で
倒
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
が
入

り
、
母
親
や
４
人
の
妹
弟
の
面
倒
を
見
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
帰
省
を
即
座
に
決
断
し
た
。

　

大
好
き
な
家
族
を
養
う
た
め
に
選
ん
だ
ビ
ジ
ネ
ス

は
、「
美
を
追
求
す
る
花
屋
さ
ん
」。
突
然
パ
ッ
と
ひ

ら
め
い
た
、
ま
っ
た
く
畑
違
い
の
分
野
に
躊
躇
す
る

こ
と
な
く
飛
び
込
ん
だ
。

　

そ
こ
で
技
術
習
得
と
経
営
学
を
学
ぶ
た
め
、
仙
台

●
地
域
資
源
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
活
力
に
─
─
③

家
族
で
花
と
ハ
ー
ブ
＆
ア
ロ
マ
ビ
ジ
ネ
ス

［
プ
ロ
ス
テ
ー
ジ
花
壱
番
］ 

土
井
文
彦
さ
ん（
秋
田
県
男
鹿
市
）

▲注文のアレンジメント・フラワーを前に、土井さん夫妻

▶平成18年10月に移転
オープンした「プロステー
ジ花壱番」
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で
一
番
厳
し
く
、
事
業
家
と
し
て
有
名
な
、
株
式
会

社
フ
ラ
ワ
ー
中
山
の
曳
地
邦
男
社
長
の
も
と
に
走
っ

た
。
事
情
を
話
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
承
諾
し
て
く
れ
、

土
井
さ
ん
は
不
眠
不
休
の
修
行
に
努
め
た
。
９
ヵ
月

と
い
う
短
期
間
で
花
卉
や
フ
ラ
ワ
ー
デ
ザ
イ
ン
、
ビ

ジ
ネ
ス
に
つ
い
て
猛
勉
強
し
た
。

　

そ
し
て
、昭
和
59
年
３
月
、故
郷
の
秋
田
県
男
鹿
市

で「
有
限
会
社
秋
田
第
一
ガ
ー
デ
ン
」を
立
ち
上
げ
た
。

　

開
店
し
た
当
初
は
、
冠
婚
葬
祭
・
観
葉
植
物
・
鉢

花
を
中
心
に
営
業
販
売
を
し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、

秋
田
市
内
の
企
業
に
花
束
・
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ

ン
ト
の
デ
ザ
イ
ン
の
斬
新
さ
を
Ｐ
Ｒ
し
業
績
を
上
げ

て
い
っ
た
。

　

後
に
、
花
の
納
入
先
の
会
社
で
事
務
を
し
て
い
た

花
の
よ
う
な
華
や
か
さ
を
持
つ
田
津
子
さ
ん
と
出
会

い
、
大
恋
愛
の
末
結
婚
。
沢
山
の
鍛
錬
を
積
み
上
げ
、

今
で
は
、
店
の
人
気
と
発
展
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な

い
存
在
。
ご
主
人
の
土
井
さ
ん
も
「
お
客
様
は
い
つ

も
、『
奥
さ
ん
い
る
っ
？
』
と
尋
ね
て
来
ま
す
。
僕
も

花
の
知
識
や
技
術
に
つ
い
て
は
自
信
が
あ
る
の
だ
が
、

と
て
も
妻
に
は
か
な
わ
な
い
、
脱
帽
で
す
」
と
言
う

ほ
ど
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。

　

田
津
子
さ
ん
は
、
も
と
も
と
花
や
植
物
が
大
好
き

で
、
高
校
を
出
て
大
阪
の
企
業
で
働
き
な
が
ら
生
け

花
の
師
範
免
許
を
取
得
し
て
い
る
。

　

二
人
の
父
親

　

土
井
さ
ん
の
父
親
は
、
住
宅
設
備
機
器
の
販
売
工

事
会
社
を
経
営
し
て
お
り
、
東
北
全
域
を
駈
け
回
っ

て
い
た
。
地
域
の
人
々
を
愛
し
、
将
来
を
期
待
さ
れ

て
い
た
父
が
突
然
の
交
通
事
故
で
他
界
し
て
し
ま
っ

た
の
は
、
土
井
さ
ん
が
小
学
一
年
生
の
時
で
あ
っ
た
。

土
井
家
は
悲
し
み
に
打
ち
拉
が
れ
途
方
に
く
れ
た
。

　

そ
の
後
、
土
井
家
存
続
と
事
業
継
承
の
た
め
、
母

は
亡
く
な
っ
た
父
の
実
弟
と
再
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
父
母
は
、
事
業
を
盛
り
立
て
愛
情
た
っ
ぷ
り
に
何

ら
不
自
由
な
く
、
５
人
の
子
供
を
育
て
て
く
れ
ま
し

た
。
そ
の
父
が
癌
で
倒
れ
、
再
び
窮
地
に
追
い
や
ら

れ
た
。
幸
い
手
術
も
成
功
し
、
そ
の
後
、
不
撓
不
屈

の
精
神
で
病
を
跳
ね
除
け
、
事
業
に
復
帰
で
き
、
何

度
も
体
調
を
崩
し
な
が
ら
も
家
族
の
た
め
に
頑
張
り

続
け
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
親
父
の
役
に
立
ち
た
い
と
い
う
思
い
で
暇

を
見
て
は
、
父
の
仕
事
も
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
が
、

そ
の
甲
斐
も
な
く
、
一
昨
年
子
ど
も
や
孫
た
ち
に
見

守
ら
れ
な
が
ら
、
66
歳
で
激
動
の
人
生
を
閉
じ
ま
し

た
。
私
を
こ
れ
ま
で
育
て
て
く
れ
た
二
人
の
親
父
に

は
深
く
感
謝
し
た
い
。
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ

の
影
と
な
り
日
向
と
な
っ
て
い
た
、
太
陽
の
よ
う
な

明
る
い
笑
顔
の
母
親
の
姿
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。」

と
土
井
さ
ん
は
語
る
。

　

ハ
ー
ブ
＆
ア
ロ
マ
商
品
も
充
実

　

平
成
18
年
10
月
「
プ
ロ
ス
テ
ー
ジ
花
壱
番
」
は
、

移
転
オ
ー
プ
ン
し
た
。
以
前
は
、
船
越
地
区
の
商
店

街
に
「
花
の
第
一
ガ
ー
デ
ン
」
と
い
う
店
舗
を
構
え

て
い
た
が
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
た
め
、
郊

外
へ
店
舗
名
も
新
た
に
、
移
転
オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
新
店
地
は
、
父
親
の
会
社
が
あ
っ
た
場

所
で
、「
そ
の
建
物
を
生
か
し
た
い
」
と
い
う
熱
い
思

い
で
決
定
さ
れ
た
。
シ
ン
プ
ル
な
白
を
基
調
に
し
た

店
内
に
は
、
色
と
り
ど
り
の
花
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
ハ
ー
ブ
、
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
オ
イ
ル
、

ハ
ー
ブ
・
ア
ロ
マ
テ
ラ
ピ
ー
な
ど
の
製
品
を
多
数
取

り
揃
え
て
い
る
。
東
京
表
参
道
や
六
本
木
ヒ
ル
ズ
な

ど
に
シ
ョ
ッ
プ
を
構
え
る
、
ハ
ー
ブ
＆
ア
ロ
マ
の
メ

ー
カ
ー
「
生
活
の
木
」
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ョ
ッ
プ
と

し
て
、「
花
壱
番
ハ
ー
ブ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
が
併
設
さ
れ

て
い
る
。

　

花
や
草
の
心
地
よ
い
香
り
と
、
肌
に
や
さ
し
い
手

作
り
石
鹸
、
人
気
の
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
、
自
然
素
材
の

各
種
化
粧
品
、
雑
貨
小
物
な
ど
が
置
か
れ
、
思
わ
ず

う
っ
と
り
。
店
内
の
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
調
の
家
具
の
上

に
は
、
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
が
鮮
や
か
な
色
彩

▲「生活の木」ハーブ＆アロマコーナー、
化粧品コーナーも充実
▶店内にはひと味違う花が多い。注文の
花を制作する田津子さん
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を
放
っ
て
い
る
。
陽
だ
ま
り
に
は
、
チ
ン
チ
ラ
シ
ル

バ
ー
の
「
ぷ
り
ん
」
も
お
客
様
を
お
出
迎
え
。

　

同
店
で
は
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
教
室
、
ハ

ー
ブ
を
使
っ
た
手
作
り
石
鹸
教
室
な
ど
を
開
催
し
て

お
り
、
女
性
の
お
客
様
が
急
増
中
と
の
こ
と
。

　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ー
の
場
と
し
て

　

土
井
さ
ん
は
、
若
い
時
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
万
能
で
、

大
学
時
代
に
は
、
陸
上
部
長
距
離
に
所
属
し
キ
ャ
プ

テ
ン
を
つ
と
め
た
。
選
手
と
し
て
も
全
日
本
イ
ン
カ

レ
や
全
日
本
大
学
駅
伝
に
出
場
す
る
な
ど
、
本
格
的

に
活
動
し
て
き
た
、
根
っ
か
ら
の
体
育
会
系
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
花
屋
さ
ん
を
は
じ
め
て
か
ら
は
、
多

忙
を
極
め
、
生
活
が
不
規
則
に
な
り
、
運
動
不
足
で

次
第
に
太
り
、
体
力
も
衰
え
て
き
た
気
が
し
た
。

　

そ
こ
で
は
じ
め
た
の
が
自
転
車
だ
と
い
う
。
憧
れ

の
自
転
車
ブ
ラ
ン
ド
の
高
級
な
フ
レ
ー
ム
を
購
入
。

全
て
自
ら
組
み
上
げ
、
高
価
な
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク

を
完
成
。仕
事
の
合
間
に
は
、最
高
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
男
鹿
半
島
で
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん
だ
。
通
常
50

キ
ロ
、
多
い
と
き
で
２
０
０
キ
ロ
も
の
道
の
り
を
走

っ
て
鍛
え
た
。
そ
の
後
、
趣
味
が
高
じ
て
ロ
ー
ド
レ

ー
ス
や
Ｍ
Ｔ
Ｂ
レ
ー
ス
に
参
戦
し
、
秋
田
県
や
東
北

の
ロ
ー
カ
ル
大
会
で
は
優
勝
、
東
日
本
大
会
で
入
賞

を
果
た
す
ま
で
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
土
井
さ
ん
は
二
人
の
子
ど
も
の
中
学
時
代

Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
を
５
年
務
め
た
。
持
ち
前
の
行
動
力
と

ア
イ
デ
ィ
ア
で
コ
ー
ラ
ス
隊
を
結
成
す
る
な
ど
会
員

の
絆
を
つ
く
り
、
地
域
活
性
の
源
を
築
い
た
と
い
う
。

そ
の
活
動
が
評
価
さ
れ
、
平
成
15
年
日
本
Ｐ
Ｔ
Ａ
よ

り
個
人
表
彰
を
授
か
る
。

　

そ
の
仲
間
と
は
、
今
な
お
交
流
を
深
め
、
故
郷
に

情
熱
を
燃
や
し
、
地
域
の
絆
づ
く
り
と
地
域
活
性
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。

　

そ
ん
な
中
、
も
う
一
人
の
力
強
い
ア
シ
ス
タ
ン
ト

が
加
わ
っ
た
。
長
男
の
弓ゆ
ず
る弦
さ
ん
で
あ
る
。

　

高
校
を
卒
業
後
大
学
進
学
を
望
ん
で
い
た
が
、
何

の
目
的
も
持
た
ず
に
進
学
し
よ
う
と
い
う
長
男
に
土

井
さ
ん
は
、
何
か
目
標
や
目
的
が
決
ま
っ
た
と
き
、

集
中
し
て
そ
の
こ
と
へ
向
か
っ
て
勉
強
し
た
方
が
、

効
果
が
大
き
い
と
進
学
を
さ
せ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

親
の
働
く
姿
を
見
て
弓
弦
さ
ん
は
、
こ
こ
で
働
き

な
が
ら
人
生
の
目
標
を
立
て
る
こ
と
を
決
心
し
た
。

　

長
女
の
莉
里
子
さ
ん
は
ま
だ
高
校
生
だ
が
、
卒
業

後
は
プ
ロ
ス
テ
ー
ジ
花
壱
番
で
働
き
た
い
と
や
る
気

を
見
せ
て
い
る
。

　

土
井
さ
ん
は
、
二
人
の
子
ど
も
に
こ
う
告
げ
て
い

る
。「
早
く
自
分
の
め
ざ
す
道
を
見
つ
け
、
計
画
的

に
行
動
を
し
、
そ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
で
幸
せ
な
人

生
は
得
ら
れ
る
の
だ
」
と
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
店
、
花
と
ハ
ー
ブ
＆
ア
ロ
マ
の

ギ
フ
ト
通
販
花
壱
番
に
も
力
を
注
ぐ
一
方
、
今
後
、

プ
ロ
ス
テ
ー
ジ
花
壱
番
を
パ
ー
テ
ィ
ー
や
プ
チ
ブ
ラ

イ
ダ
ル
、
さ
ら
に
は
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場

と
し
て
、老
若
男
女
を
問
わ
ず
、気
軽
に
利
用
い
た
だ

け
る
よ
う
に
、さ
ま
ざ
ま
な
活
動
や
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
し
て
い
き
た
い
と
、土
井
さ
ん
は
意
欲
満
々
の
笑

み
を
う
か
べ
て
い
た
。　
文
／
横
田
塔
美
　
写
真
／
小
林
恵

▶手作りのMTBやロードレーサーで
レース参戦することもある土井さん
▼土井さん専用のパソコンコーナー

店の前で土井さん夫妻、配達から帰ってきた弓弦さん。愛猫ぷりんもハイポーズ
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豪雪地帯の越後は豪雪に耐える木造家屋と美味しい棚田米
や野菜の特産地。東京で不動産に関する資格の数々を取得
した若井さんは、帰郷すると空き民家を改修して都市住民
の体験交流施設に活用、有機味噌を製造する等、越後里山
活性化のリーダー的役割を担っている。

　

越
後
湯
沢
と
直
江
津
、
金
沢
を
結
ぶ
三
セ
ク
「
ほ

く
ほ
く
線
」
は
観
光
客
に
も
人
気
の
列
車
で
、
越
後

各
地
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
越
後
や
十

日
町
の
物
産
館
を
併
設
し
た
「
ま
つ
だ
い
駅
」
は
、

上
越
市
が
毎
年
開
催
し
て
き
た
「
越
後
ふ
る
さ
と
体

験
ツ
ア
ー
」
の
玄
関
駅
で
、
そ
こ
か
ら
徒
歩
約
5
分

の
と
こ
ろ
に
若
井
明
夫
さ
ん（
60
）の
経
営
す
る（
有
）

ワ
カ
イ
測
量
、
若
井
事
務
所
が
あ
る
。
土
地
家
屋
調

査
士
、
行
政
書
士
、
二
級
建
築
士
等
の
資
格
を
持

ち
、
家
や
土
地
な
ど
地
域
の
人
た
ち
の
よ
ろ
ず
相
談

窓
口
を
担
っ
て
き
た
若
井
さ
ん
の
自
宅
兼
事
務
所
で
、

我
々
が
訪
ね
た
日
も
近
所
の
お
年
寄
り
が
訪
ね
て
き

て
い
た
。
家
の
改
修
の
相
談
の
よ
う
だ
。

　

事
務
所
入
り
口
に
は
「
新
潟
ま
つ
だ
い
／
ど
ぶ
ろ

く
」
の
旗
が
立
ち
、
店
頭
に
は
小
瓶
に
入
っ
た
商
品

の
見
本
が
数
本
並
ん
で
い
る
。
松
代
地
区
は
平
成
15

▲（有）ワカイ測量の建物

▲里山アートミュージアム
▼市内にある貸民家の一つ

●
地
域
資
源
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
活
力
に
─
─
④

民
家
や
農
産
物
を
通
じ
て
都
市
交
流

越
後
里
山
活
性
化
の
仕
掛
け
人　
若
井
明
夫
さ
ん（
新
潟
県
十
日
町
市
松ま
つ
だ
い代
）

貸民家1号館の囲炉裏付き居間にて、若井さん

●
地
域
資
源
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
活
力
に
─
─
④

民
家
や
農
産
物
を
通
じ
て
都
市
交
流

越
後
里
山
活
性
化
の
仕
掛
け
人　
若
井
明
夫
さ
ん（
新
潟
県
十
日
町
市
松ま
つ
だ
い代
）
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ナ
の
巨
木
が
あ
る
な
ど
、
周
辺
の
自
然
環
境
も
魅
力

的
だ
。
若
井
さ
ん
は
頼
ま
れ
て
は
空
き
家
を
買
う
こ

と
に
な
り
、
現
在
貸
民
家
「
み
ら
い
」
を
５
軒
所

有
、
う
ち
一
軒
に
は
次
男
の
家
族
が
住
み
、
一
部
は

味
噌
蔵
、
ど
ぶ
ろ
く
製
造
所
等
に
使
っ
て
い
る
。
貸

民
家
で
は
囲
炉
裏
と
自
炊
す
る
た
め
の
用
具
の
す
べ

て
、
寝
具
等
が
付
い
て
い
て
、
ト
イ
レ
は
水
洗
化
し

て
あ
る
。
宿
泊
料
は
最
高
一
人
３
８
０
０
円
な
の
で
、

冬
以
外
の
土
日
は
ほ
ぼ
い
つ
も
利
用
さ
れ
、
昨
年
は

２
２
０
０
人
が
宿
泊
し
た
。

　

そ
の
一
軒
、
市
内
に
あ
る
町
屋
風
民
家
を
見
せ
て

も
ら
っ
た
。
囲
炉
裏
の
あ

る
広
々
し
た
落
ち
着
い
た

居
間
で
、
奥
の
納
屋
は
ど

ぶ
ろ
く
の
熟
成
室
。
宿
泊

は
二
階
に
あ
る
三
つ
の
和

室
だ
が
、
上
が
っ
て
み
る

と
昨
日
の
宿
泊
者
は
布
団

を
敷
い
た
ま
ま
乱
雑
に
し

て
い
る
。「
最
近
の
利
用

者
を
見
る
と
、
比
較
的
中

高
年
よ
り
若
い
人
の
方
が

年
、
近
隣
町
村
と
共
に
ど
ぶ
ろ
く
特
区
の
認
可
を
受

け
た
。
岩
井
さ
ん
は
翌
16
年
全
国
第
一
号
で
製
造
免

許
を
取
得
。
現
在
新
潟
県
内
に
は
他
の
特
区
を
含
め

て
15
人
ほ
ど
の
人
が
ど
ぶ
ろ
く
を
製
造
し
て
い
る
。

ど
ぶ
ろ
く
は
鮮
度
が
大
事
、
通
年
製
造
し
て
い
る
が
、

新
米
の
酒
は
ま
た
格
別
で
、
若
井
さ
ん
の
ど
ぶ
ろ
く

を
待
っ
て
い
る
人
が
多
数
い
る
。

　

空
き
家
を
「
貸
民
家
み
ら
い
」
に
再
生

　

若
井
さ
ん
は
地
元
の
高
校
を
出
る
と
、
春
か
ら
秋

ま
で
は
農
業
、
農
閑
期
に
は
東
京
へ
働
き
に
い
く
生

活
を
三
年
間
し
た
。

「
こ
の
あ
た
り
は
山
間
部
で
、
五
反
百
姓
が
多
い
の

で
機
械
化
し
に
く
い
。
お
ま
け
に
豪
雪
地
帯
で
4
〜

5
メ
ー
ト
ル
積
雪
の
年
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
男

は
皆
冬
に
は
出
稼
ぎ
に
行
く
習
慣
で
し
た
。
私
は
4

年
目
か
ら
東
京
に
住
ん
で
、
設
計
事
務
所
な
ど
で
働

き
な
が
ら
猛
勉
強
し
て
行
政
書
士
や
二
級
建
築
士
の

資
格
な
ど
を
取
り
ま
し
た
。
昭
和
51
年
、
27
歳
の
時

帰
郷
し
て
、
す
ぐ
に
測
量
事
務
所
を
開
業
し
た
わ
け

で
す
」
東
京
で
は
宮
城
県
出
身
の
こ
し
み
さ
ん
と
結

婚
、
帰
郷
後
間
も
な
く
長
男
も
生
ま
れ
た
。

　

当
時
は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
も
終
わ
り
高
度
経
済
成

長
時
代
の
幕
開
け
期
。
都
市
化
・
近
代
化
の
波
は
地

方
に
も
押
し
寄
せ
て
、
道
路
の
拡
張
整
備
、
農
地
の

圃
場
整
備
、
家
の
改
修
等
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
旧

松
代
町
に
は
こ
れ
ら
の
調
査
や
測
量
を
す
る
専
門
家

が
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
事
務
所

を
開
設
し
た
若
井
さ
ん
は
次
々
と
仕
事
を
頼
ま
れ
、

家
の
設
計
も
多
数
手
掛
け
た
。

「
し
か
し
、
親
の
農
業
を
手
伝
う
暇
が
な
い
よ
う
な

生
活
を
し
て
き
て
、
気
が
付
い
た
ら
少
子
化
と
高
齢

化
が
進
み
、
農
地
は
荒
れ
て
休
耕
地
に
な
っ
て
い
た

り
、
空
き
家
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
出
て
き
ま
し
た
。
何
と

か
し
な
い
と
い
け
な
い
、
空
い
た
民
家
を
修
復
し
て

貸
民
家
と
し
て
活
用
で
き
な
い
か
と
考
え
た
わ
け
で

す
。
11
年
前
の
平
成
９
年
、
多
分
私
が
最
初
に
始
め

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
民
家
活
用
で

は
当
初
県
が
半
分
、
町
が
２
〜
３
割
助
成
し
て
く
れ

た
の
で
大
助
か
り
し
ま
し
た
」

　

貸
民
家
は
都
市
の
人
の
農
業
体
験
や
長
期
滞
在
、

Ｉ
タ
ー
ン
移
住
の
た
め
の
田
舎
体
験
場
と
し
て
活

用
、
若
井
さ
ん
は
今
後
の
地
域
活
性
化
の
一
翼
に
し

た
い
と
「
み
ら
い
」
と
い
う
名
前
を
つ
け
た
。
豪
雪

に
耐
え
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
木
の
家
は
堅
牢
で
、
一

部
を
直
せ
ば
古
民
家
と
し
て
輝
い
て
く
る
。
山
間
部

で
は
除
雪
用
の
池
や
川
を
配
し
た
り
、
敷
地
内
に
ブ

貸民家1号館の外観。2階建てで和室が10室ほどある広い家

自家製有機大豆を味噌に熟成。ワサビを入れて
おくとカビがはえない

どぶろくを製造する民家
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●（有）若井測量／貸民家みらい☎025-597-2561

感
謝
の
気
持
ち
を
持
ち
、
使
っ
た
あ
と
も
き
れ
い
に

し
て
い
ま
す
」
と
若
井
さ
ん
は
言
う
。

　

そ
う
い
え
ば
上
越
市
と
十
日
町
市
が
毎
年
春
秋
冬

に
実
施
し
て
き
た
「
越
後
ふ
る
さ
と
体
験
ツ
ア
ー
」

は
昨
年
か
ら
中
止
し
た
と
聞
く
。
そ
の
理
由
の
一
つ

が
、
参
加
者
は
安
く
て
サ
ー
ビ
ス
の
良
い
旅
行
を
し

た
い
と
い
う
中
高
年
者
が
多
く
、
移
住
を
考
え
て
い

る
人
は
数
人
し
か
い
な
か
っ
た
。
私
も
参
加
し
た
が
、

隙
間
風
が
寒
い
等
の
文
句
が
多
く
、
民
家
の
良
さ
や

雪
国
の
暮
ら
し
に
向
き
合
う
意
識
に
欠
け
て
い
た
。

　

安
全
、
美
味
な
農
産
物
を
都
市
住
民
に

　

若
井
さ
ん
は
「
み
ら
い
」
の
開
設
と
同
時
に
、
有

機
農
業
に
も
本
格
的
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
。
も
と

も
と
少
年
時
代
か
ら
自
家
製
野
菜
の
料
理
を
中
心
に

し
た
食
生
活
を
し
て
き
た
。
東
京
で
暮
ら
し
た
く
な

い
と
思
っ
た
の
は
、
生
産
者
の
顔
が
見
え
な
い
農
産

物
へ
の
不
安
感
も
影
響
し
た
よ
う
で
、
農
薬
と
化
学

肥
料
を
使
わ
な
い
食
品
を
作
る
の
は
、
若
井
さ
ん
に

と
っ
て
健
康
維
持
の
た
め
の
必
然
で
あ
り
、
こ
れ
を

都
市
の
人
た
ち
に
も
判
っ
て
ほ
し
い
、
共
有
し
た
い

と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
。
貸
民
家
に
泊
ま
っ
て
農
業

体
験
を
す
る
活
動
で
東
京
世
田
谷
区
の
人
た
ち
と
知

り
合
い
、
以
来
若
井
さ
ん
の
作
る
味
噌
、
納
豆
、
野

菜
、
ど
ぶ
ろ
く
等
は
、
殆
ん
ど
を
世
田
谷
区
民
に
直

売
し
て
い
る
。

　

現
在
農
地
は
、田
ん
ぼ
が
１
５
０
ア
ー
ル
、畑
が

１
０
０
ア
ー
ル
。「
も
っ
と
大
豆
等
の
生
産
を
増
や

し
て
味
噌
等
の
加
工
量
を
拡
大
し
た
ら
と
い
う
話
も

あ
り
ま
す
が
、
有
機
栽
培
は
手
間
が
か
か
り
ま
す
の

で
、
無
理
せ
ず
納
得
で
き
る
こ
の
範
囲
で
い
い
。
こ

れ
か
ら
は
お
年
寄
り
や
信
頼
で
き
る
農
家
が
作
っ
た

い
い
も
の
を
買
い
取
る
方
法
を
導
入
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
」
と
若
井
さ
ん
は
言
う
。

　

里
山
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　

長
年
休
耕
地
だ
っ
た
畑
を
借
り
受
け
て
、
背
丈
以

上
あ
っ
た
雑
草
を
取
り
、
堆
肥
を
入
れ
て
よ
う
や
く

3
年
目
に
大
豆
が
実
っ
た
と
い
う
畑
に
は
、
刈
り
取

り
を
待
つ
大
豆
が
大
き
な
実
を
つ
け
て
い
た
。
タ
ヌ

キ
に
食
べ
ら
れ
た
跡
も
あ
り
、
収
穫
を
急
が
な
い
と

と
若
井
さ
ん
は
つ
ぶ
や
く
。

　

山
間
部
の
畑
か
ら
街
へ
出
る
田
ん
ぼ
に
は
、
内
外

の
芸
術
家
た
ち
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト 

（
畔
道
に
立
つ
子

供
、
昔
の
農
作
業
を
板
や
ブ
リ
キ
に
像
っ
た
作
品

等
）
が
立
っ
て
い
る
。
十
日
町
市
の
里
山
を
現
代
ア

ー
ト
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
す
る
と
い
う
企
画
の
一
端

で
、
１
７
６
０
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
作
品
が
点
在

し
て
い
る
。
す
べ
て
を
見
る
の
に
車
で
も
3
日
は
必

要
で
、
ガ
イ
ド
に
は
若
井
さ
ん
ら
も
協
力
し
て
い
る
。 

　

事
務
所
に
戻
る
と
、
長
男
の
悠
里
さ
ん
（
32
）
と

次
男
の
春
名
さ
ん
（
27
）
が
忙
し
そ
う
に
働
い
て
い

る
。
悠
里
さ
ん
は
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
設
計
の
仕

事
、
春
名
さ
ん
は
出
来
立
て
の
ど
ぶ
ろ
く
の
酒
瓶
に

ラ
ベ
ル
を
貼
る
作
業
中
で
、
二
人
は
地
元
の
高
校
を

卒
業
し
た
あ
と
金
沢
市
の
大
学
で
学
び
帰
郷
し
た
と

い
う
。
二
人
と
も
結
婚
し
、
若
井
さ
ん
に
は
三
人
の

孫
も
い
る
。

「
私
が
い
ろ
い
ろ
や
る
の
を
見
た
り
手
伝
っ
て
育
ち

ま
し
た
の
で
、
少
し
は
親
の
手
助
け
を
し
よ
う
と
思

っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
有
機
農
業
と
そ
れ
を

味
噌
や
酒
に
加
工
す
る
作
業
は
、
家
族
の
協
力
が
な

い
と
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
の
で
助
か
り
ま
す
」
と
少

し
照
れ
な
が
ら
若
井
さ
ん
は
言
っ
た
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
満
田
美
樹

事務所にて、左から長男若井悠里さん、明夫さん、次男春名さん

休耕地で栽培した大豆

里山に点在するアート作家の作品「フィールドミ
ュージアム」
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INFORMATION──ふるさとへＵ・Ｉターン！　各地の新規就農相談窓口

De POLA［でぽら］ No.36 2009年春夏号
発行日／平成21年3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
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編集後記
▽健康を取り戻したという人、人間らしい会話が楽しいという人、取材
で出会った人々の言葉はどれも力強い。Ｕターンという決断が引き出す
未知数の可能性は、頭で考えるより遥かに大きいもののように思えた。
大地や歴史や地域の人々。その土地ならではの資源を活かせるのもＵタ
ーンしてこそ可能。こんな時代にこそ新しい一歩を期待したい。（K）
▽田舎で暮らす元校長先生から来た賀状「人間と地球の未来に希望が持
てるか? 今の私たちは巨大な消費文明の中で暮らしているが、この航路
の先に幸せな未来を描けないでいる。模範としてきた西洋の近代思想さ
えもが色あせて見える。私は東洋の思想、とりわけ日本の精神史を学びた
いと思う。庶民の思想、村人常民の、自然と共生してきた山人の思想を」（A）

［訂正］「でぽら」35号、38頁「赤岩ふれあいの里」の電話番号は☎0279-95-3008、39頁「シ
ンポジウム」講師はあん・まくどなるど氏でした。訂正しお詫び申し上げます。

●北海道──北の大地へは平成19年に新規
就農者が650人に達した。希望地区や仕事も
多様で、家賃や経費の一部、旅費、手当等を助
成する制度がある。（社）北海道農業担い手育
成センター☎0570-044-055
・滝上町／畑作農家、酪農家が６ヵ月以上
～１年未満の「短期研修生」募集。研修手当
月15万円支給。役場農政課農業担い手係☎
0158-29-2111
・むかわ町／水稲、小麦、豆類、野菜等の農業
実習生募集。１ヶ月以上体験できる人で月
13万円を支給。農政課☎0154-42-2330
・月形町／１年目は農家研修、２年目は町の
実習農場で花きの栽培技術や農業経営のノウ
ハウを学ぶ。農地や機器、住宅購入等に各種助
成制度。産業課☎0126-53-2322
・美瑛町／パッチワークの美しい丘で稲作、
野菜、酪農、畑作の新規就農者募集。研修宿泊
寮、就農支援の貸付制度あり。農業支援セン
ター☎0166-92-7400
・他に湧別町、平取町、新得町、浜中町等で就
農研修生を募集中。
●青森県──夏季冷涼な気候や昼夜の温度差
を生かした有機美味な野菜、果樹を指導。青い
森農林振興公社☎017-773-3131
●秋田県──野菜栽培や比内地鶏の飼育を中
心に新規参入者募集。県内各試験研究機関、農
業法人等で短期または長期研修する。研修生
には研修奨励金支給。秋田県新規就農支援セ
ンター☎018-884-5512
●岩手県──近年Uターンして就農する人が
増加。水産業でも新規参入者を募集。県農林水
産部☎019-629-5656
●宮城県──トマトやイチゴ等の施設栽培が
人気。研修中は月5～15万円支給。みやぎ農
業担い手基金☎022-264-8238
●福島県──東京からの脱サラや定年後に就
農する人が多く、野菜、稲作、果実栽培が主。
Ｕターンして就農する人には30万円、過疎
中山間地への農業参入者には100万円支援
する制度あり。青年農業者等育成センター☎
024-521-9848　
・昭和村／かすみ草栽培、からむし織研修生
を募集。役場産業係☎0241-57-2117
・喜多方市山都町チァルジョウ農場／有機無
灌水施設でイチゴ、メロン等を栽培。技術員、
一般就農者募集。☎0241-38-2463
●山形県──平成19年の新規就農者は171名

でＵターン者も93名だった。稲作、花き、野
菜、サクランボ、西洋ナシ等の研修。１日体験
を経てプログラムに沿って1年間実践研修す
る。やまがた農業支援センター☎023-641-
1117
・朝日町では定年後農業したい人に、りんご
や西洋ナシ、ぶどう等の栽培技術指導をして
いる。産業振興課☎0237-67-2114
●群馬県──群馬農業実践学校で農業（野菜
を中心にした施設園芸と畜産）の基礎知識と
技術を習得、支援制度あり。県農政部技術支援
課☎027-226-3064
●山梨県──県北部を中心に新規就農者が参
入。果実、有機野菜の取り組み他。山梨県農業
振興公社☎055-223-5747
・イズミ農園（北杜市須玉町）八ヶ岳山麓で野
菜栽培。研修者に給与15万円☎0551-20-
6230
●愛知県──北設楽農林業担い手確保育成推
進協議会が野菜（トマト）、森林組合山林労務
の新規参入を支援。☎0536-62-0546
●長野県──独自の新規就農里親支援制度が
ありUターンして就農する人も多い。県農村
振興課☎026-235-7243
・ワーキングホリデー（飯田市）　農家の一
員として数日間農業や農村生活を実習する。
JA南信州生産部☎0265-21-3217
●岐阜県──年間50人程度が新規参入して
おり、稲作、野菜、果樹等多品目。「農業やる気
夜間ゼミ」、定年帰農者対象の技術習得塾他。
岐阜県農畜産公社☎058-276-4601
●静岡県──がんばる新農業人支援事業と
して先進農家で１年間研修して就農。研修中
は月10万円支給。新規就農相談センター☎
054-250-8991
●三重県──柑橘の栽培農家を支援。温州み
かんを周年生産出荷する体制の指導他。三重
南紀元気な里協議会（JA営農企画指導課）☎
0597-92-4545
●新潟県──コシヒカリ、チューリップ等が
人気で年間186人が新規就農（うちUター
ン者75名）。農業大学校等で研修、就農では
農地や機械の助成あり。県農林公社☎025-
281-3480
●石川県──アグリ塾で体験したあと農家で
３日～3ヵ月農業実習するシステム。石川21
世紀農業育成機構☎076-257-7141
●鳥取県──梨、ラッキョウ、ブロッコリー

白ネギ等ブランド化、体験研修コースを設け
就農基金支援も。農林水産部経営支援課☎
0857-26-7599
●島根県──しまね暮らし体験（３泊４日）ツ
アーには毎年１００名程が参加し半数は県内
に暮らし始めている。Ｉ・Ｕターン者募集☎
ふるさと島根定住財団☎0852-28-0690
●岡山県──毎年100名強の新規就農があ
り、実習研修では月15万円を支給する。県農
業経営課☎086-226-7423
●広島県──農業法人で就農研修し空家に住
む「広島暮らし」を支援。果樹、野菜等の生産
直販制度が人気。広島夢プラザ☎082-544-
1122
●山口県──花きから野菜まで、最大月15万
円を助成。農林振興公社☎083-924-8900
●香川県──野菜栽培に取り組む若者が増加、
新規就農支援制度あり。☎就農相談センター
☎087-851-5777
●徳島県──就農支援資金の貸付、県農業大
学にアグリテクノスクールを開設して実践指
導をする。県農業会議☎088-621-3054
●愛媛県──果実、高原野菜栽培に若手就農
者が多く、営農インターン推進事業では３カ
月から２年間研修。新規就農相談センター☎
089-945-1542
●高知県──Ｕターンして新規就農する人が
多く、インターネット講座、レンタルハウス、
遊休ハウス活用事業も。研修は土佐自然塾、
窪川アグリ塾へ。県農業会議☎088-824-
8555
●熊本県──井草、でこぽん、夏ミカン等日本
一のものが多く、新規就農には間司農園、阿蘇
エコファーマーズ木之内農園がお勧め。新規
就農相談センター☎096-385-2679
●大分県──中山間地が7割を占め野菜、花
き、畜産等。希望者には里親農家研修を実施。
農業農村振興公社☎097-535-0400
●宮崎県──温暖な気候を生かして果実、早
出農産物の優良産地。やる気のある人を実践
研修し就労先も斡旋。農業振興公社☎0985-
51-2631
●鹿児島県──全国第2位の農業生産額を誇
り年間約350人が就農する。夜間、通信、短期
長期研修経度あり。新規就農相談所☎099-
213-7223
★農業を仕事にしたい人は新規就農相談セン
ター http://www.nca.or.jp/Be-farmer/

交流居住のポータルサイト
発信中！！
http://kouryu-kyoju.net/
　交流居住ポータルサイト「交流居住の
ススメ」では全国約500の各自治体が、
田舎と都市を行き来するライフスタイル
の情報を提供しています。生活関連情
報、滞在施設、体験プログラム、その地で
の暮らしのノウハウなど、掲載プログラ
ムは全国で約3000件。３種類の検索方
法より、必要な情報をお探しいただけま
す。また、毎月第１、３水曜日にはメール
マガジンを発行し、最新の田舎暮らし情
報、モニターツアーなどの情報を紹介し

ております。
　ポータルサイト「交流居住のススメ」
は、交流居住をスタートしようとされて
いる方のサポーターです。田舎暮らしに
興味があるなら、一度ご覧になってみて
は。素晴らしい日本の故郷がお待ちして
います。

交流居住
優良事例集

「田舎暮らしの
ススメ」③
都市で生活しなが
ら時々田舎へ行っ
て、自然や土にふ
れたり地元の人や
文 化 と 交 流 す る

「交流居住」。そんな新しいライフスタイ
ルの事例を紹介します。Ａ4判80頁。
本誌をご希望の方は（財）過疎地域問題
調査会へ。
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