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本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。

特
集 地域資源を活用する



日
本
は
世
界
で
も
有
数
の
豊
か
な
自
然
環
境

に
恵
ま
れ
た
国
。
ど
こ
の
地
域
に
も
森
林

と
河
川
・
湖
、
水
田
、
農
作
物
・
果
実
が
多
様
に
採

れ
る
畑
地
区
が
あ
る
。
第
一
に
年
間
を
通
し
て
バ
ラ

ン
ス
よ
く
雨
が
降
る
。
冬
に
は
雪
が
降
り
、
夏
に
は

太
陽
が
照
り
つ
け
、
春
か
ら
秋
ま
で
は
草
花
が
咲
き
、

稲
穂
が
揺
れ
、
果
物
が
実
る
、
美
し
く
て
豊
穣
な
国
。

　

し
か
し
、
食
糧
の
自
給
率
は
40
％
と
先
進
国
の
中

で
は
最
も
低
く
、
イ
ギ
リ
ス
70
％
、
山
の
多
い
ス
イ

ス
で
さ
え
49
％
だ
（
農
林
水
産
省
「
食
糧
需
給
表
」
平
成
15
年
）。

外
国
人
に
は
「
日
本
は
工
場
ば
か
り
で
、
森
も
農
地

も
殆
ど
な
い
土
地
な
の
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
い
る
人

が
多
く
、
日
本
へ
来
て
自
然
の
豊
か
さ
に
驚
く
と
い

う
。
技
術
力
・
工
業
力
で
発
展
し
経
済
大
国
に
な
っ

た
日
本
だ
が
、
石
油
か
ら
鉱
物
の
す
べ
て
、
家
畜
の

餌
ま
で
も
海
外
に
依
存
し
て
き
た
。
豊
か
な
森
林
が

あ
り
な
が
ら
、
い
ま
で
も
建
築
材
の
大
半
を
海
外
か

ら
輸
入
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
自
給

率
を
低
く
し
て
き
た
の
が
都
市
型
の
食
生
活
。
手
間

の
か
か
ら
な
い
安
い
輸
入
食
材
を
使
っ
た
コ
ン
ビ
ニ

や
レ
ス
ト
ラ
ン
が
至
る
と
こ
ろ
に
出
来
た
。
高
級
食

品
志
向
が
高
ま
る
中
で
、
産
地
や
表
示
の
偽
装
問
題

も
多
発
し
て
い
る
。

　

世
界
各
地
か
ら
何
で
も
輸
入
し
て
き
た
日
本
だ
が
、

石
油
に
次
い
で
小
麦
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
魚
介
類
等

が
大
幅
に
値
上
が
り
し
は
じ
め
、
輸
入
品
依
存
の
日

本
は
大
き
く
揺
れ
は
じ
め
て
い
る
。
国
産
品
の
供
給

と
需
要
を
高
め
る
こ
と
が
必
至
と
な
り
、
身
近
に
あ

る
資
源
の
見
直
し
と
活
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

国
産
の
安
全
で
新
鮮
な
食
品
を
希
望
す
る
消

費
者
が
多
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
だ
け
豊
か

な
自
然
環
境
と
農
地
が
あ
り
な
が
ら
、
過
疎
化
と
高

齢
化
が
進
む
山
村
で
は
農
業
生
産
は
低
迷
し
た
ま
ま
。

海
外
の
安
い
食
材
に
押
さ
れ
て
販
売
が
伸
び
な
い
と

い
う
悩
み
も
か
か
え
て
い
る
。

　

そ
ん
な
中
で
、
地
域
で
採
れ
た
農
産
物
や
水
産
物
、

畜
産
品
は
地
域
で
消
費
し
よ
う
と
い
う「
地
産
地
消
」

運
動
が
各
地
で
は
じ
ま
っ
た
。
運
賃
の
か
か
ら
な
い

分
、
安
く
購
入
出
来
る
上
に
、
自
分
達
の
暮
ら
す
地

域
で
ど
ん
な
食
品
が
ど
の
よ
う
に
生
産
・
加
工
さ
れ

て
い
る
か
を
消
費
者
が
関
心
を
持
ち
、
共
に
支
え
あ

っ
て
い
こ
う
と
い
う
狙
い
も
あ
る
。
こ
の
活
動
は
地

域
か
ら
県
全
域
へ
と
広
が
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
の
安
全
で
高
品
質
な
米
や

花
卉
、
果
実
等
が
、
ア
ジ
ア
の
富
裕
層
や
欧
州
等
で

人
気
を
呼
び
、
輸
出
も
は
じ
ま
り
だ
し
た
。
農
家
が

経
済
的
に
自
立
で
き
、
農
業
に
自
信
と
誇
り
を
持
て

る
よ
う
に
な
れ
ば
、
農
業
後
継
者
や
田
舎
で
農
業
し

た
い
と
い
う
都
市
か
ら
の
移
住
者
は
確
実
に
増
え
、

農
村
漁
村
が
活
力
を
取
り
戻
し
て
く
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

　

今
回
は
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
り
ん
ど
う
栽
培
で

品
質
と
品
種
・
販
売
量
で
世
界
一
を
誇
る
八
幡
平
市

安
代
、
全
国
ど
こ
に
も
あ
る
フ
キ
を
ブ
ラ
ン
ド
品
に

し
た
足
寄
町
の
「
ラ
ワ
ン
ぶ
き
」、
有
機
栽
培
で
多

種
多
様
な
農
産
物
を
生
産
し
て
、
加
工
・
販
売
か
ら

レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
を
手
が
け
、
都
市
住
民
に
人
気
を

呼
ん
で
い
る
日
田
市
大
山
町
を
取
材
し
た
。
農
民
た

ち
の
英
知
と
行
動
力
、
農
協
や
関
係
団
体
と
の
息
の

合
っ
た
協
力
に
目
を
見
張
る
思
い
が
し
た
。

地
域
資
源
と
は
何
だ
ろ
う
。
各
地
に
は
必
ず
そ

の
地
域
が
自
慢
す
る
資
源
が
あ
る
。
自
然

や
風
土
は
重
要
な
地
域
資
源
で
あ
る
が
、
我
々
は
そ

の
大
切
さ
を
忘
れ
失
い
つ
つ
あ
る
。
今
回
の
特
集
で

は
、
自
然
資
源
を
保
全
し
活
用
し
て
い
る
事
例
と
し

て
、
阿
蘇
山
の
草
原
保
全
と
畜
産
、
現
在
も
唯
一
海

底
で
石
炭
を
採
掘
し
て
い
る
釧
路
市
、
炭
鉱
は
閉
山

し
た
が
海
外
の
研
修
生
の
養
成
や
炭
鉱
体
験
に
取
り

組
む
長
崎
市
池
島
を
取
材
し
た
。
牧
野
農
家
と
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
が
行
う
阿
蘇
草
原
の
野
焼
き
に
は
大
変
感

動
、
ま
た
黒
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
石
炭
を
乗
せ
た
列

車
が
海
岸
を
走
っ
て
い
る
姿
に
、
釧
路
市
民
の
資
源

活
用
へ
の
熱
い
思
い
を
感
じ
た
。

　

当
然
歴
史
や
人
々
が
築
い
て
き
た
生
活
文
化
も
大

切
な
地
域
資
源
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
歩
前
進
し
て
、

従
来
は
マ
イ
ナ
ス
資
源
だ
っ
た
ゴ
ミ
や
廃
油
、
木
ク

ズ
等
を
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
再
利
用
し
て
環
境
に
や
さ

し
い
ま
ち
を
創
る
取
り
組
み
も
は
じ
ま
っ
て
お
り
、

バ
イ
オ
マ
ス
政
策
課
を
設
置
し
て
い
る
真
庭
市
を
取

材
し
た
。
気
に
な
る
森
林
や
海
洋
資
源
の
活
用
に
つ

い
て
は
別
の
機
会
に
特
集
し
た
い
と
思
う
。

　

ほ
ん
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
地
域
資
源
を
活
用
す

る
各
地
の
取
り
組
み
を
紹
介
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
そ

こ
に
は
夢
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
魅
力
的
な
人
々
が

い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
で
ぽ
ら
」
編
集
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
財
）過
疎
地
域
問
題
調
査
会

地域資源を活用する
  ●特集企画に寄せて

上／石炭を乗せた列車が貯炭場へ1日5往復する（釧路市）
下／江戸時代の民家（群馬県六合村赤沢・保存建築物）
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地方と都市を結ぶ
ホットライン・
マガジン

NO.35
●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／春に野焼きした草原（泉牧野）
に放牧されている牛たち。後ろの山で
は10年ぶりの野焼きが行われている
（阿蘇市）
右上／ 2～3ｍあるラワンぶきの収穫
作業をする永井彰さん（北海道足寄町）
左下／りんどう「安代の夏」の切り取り
作業をする阿部由美子さん（八幡平市
安代）
右下／ホテルへの送迎等に使われる
「ロンドンタクシー」はEDF燃料を使っ
ている（真庭市）
中央／新品種のりんどう「クリスタル・
アシロ」

特集／地域資源を活用する
●特集企画に寄せて  2

■地域特産品をBIGビジネスに
・農業で自立するために農家と研究者が
頑張った
世界へ羽ばたくりんどうの里
岩手県八幡平市安代地区  4

■自然や歴史風土を活かして
・阿蘇千年の草原を保全して未来へ
熊本県阿蘇市・高森町・南阿蘇村  25

INFORMATION  38
世界が注目する地域ブランド品を
［JAPANブランド育成支援事業］他　
全国過疎問題シンポジウム
「2008 in いしかわ」
編集後記／奥付

・自然休養村・売木をもう一つの故郷に
長野県南信州 売木村の交流活動  29

・地域資源に磨きをかけておもてなし
鳥取県智頭町  32

・山里の生活文化を語り継ぐ
群馬県六合村  35

■資源活用／環境にやさしいバイオマス・シティ
・バイオマスタウンをめざす森林と
　温泉の町 岡山県真庭市  15
・掘り出せ、釧路の海底（そこ）ヂカラ　
わが国唯一の現役炭鉱
釧路コールマイン（株） 釧路市  19

・［池島炭鉱］の栄華の跡を
　観光資源に
 長崎市池島  22

・「梅栗植えてハワイへ行こう」を合言葉に40年
安全で美味しい農産物が大集合 大分県日田市大山町  8
・オンネト－の清流域が育んだ自然食品
足寄特産・ジャンボ［ラワンぶき］ 北海道足寄町  12

九州一の梅産地（大分県日田市大山町）

島のどこからでも見える池島排気立坑
（炭鉱の島・池島の夕暮れ）

農家に一泊して農業体験する中
学生（長野県売木村）

野焼きの作業を終えて山から出てきた阿蘇の野焼き
ボランティアたち
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山
野
に
自
生
す
る
り
ん
ど
う
は
日
本
の
夏
か
ら
秋
を
代

表
す
る
紫
の
多
年
草
。
安
代
の
風
土
を
活
か
し
て
開
発

さ
れ
た
「
安
代
り
ん
ど
う
」
は
現
在
14
種
。
品
質
の
良

さ
と
種
類
の
多
さ
で
世
界
一
を
誇
り
、
6
月
か
ら
11
月

ま
で
の
６
ヵ
月
間
、
国
内
は
も
と
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
等
の

海
外
へ
も
輸
出
す
る
。
37
年
前
に
水
田
転
作
に
り
ん
ど

う
栽
培
を
は
じ
め
た
農
業
青
年
た
ち
の
英
知
と
実
行
力
、

そ
れ
を
受
け
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
り
ん
ど
う
の
開
発
を
手
が

け
て
き
た
人
た
ち
の
取
り
組
み
が
実
を
結
び
、
現
在
八

幡
平
市
の
り
ん
ど
う
農
家
は
２
０
７
戸
、
花
き
販
売
額

は
13
億
３
５
０
０
万
円
（
Ｈ
19
年
）
と
な
り
、
１
千
万

円
以
上
を
生
産
す
る
農
家
も
か
な
り
あ
る
。

　

出
稼
ぎ
を
止
め
て
り
ん
ど
う
栽
培
に
賭
け
る

　

ま
ず
は
八
幡
平
市
の
り
ん
ど
う
育
苗
と
栽
培
を
指

導
し
な
が
ら
り
ん
ど
う
農
家
の
発
展
に
深
く
関
わ
っ

て
き
た
「
花
き
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
」
へ
。
八
幡
平

市
役
所
安
代
総
合
支
所
の
前
に
瀟
洒
な
研
究
棟
が
あ

り
、
ホ
ー
ル
や
事
務
室
、
２
階
に
は
会
議
室
や
培
養

室
等
が
あ
り
、
裏
手
に
は
採
種
温
室
が
あ
る
。
４
名

の
職
員
と
Ｊ
Ａ
か
ら
一
名
職
員
が
出
向
、
臨
時
職
員

が
3
名
と
パ
ー
ト
の
女
性
も
３
〜
４
名
働
い
て
い
る
。

　

取
材
の
ガ
イ
ド
役
を
予
定
し
て
く
れ
て
い
た
日
影

孝
志
所
長
が
ダ
ウ
ン
、
代
っ
て
横
山
温
副
所
長
が
り

ん
ど
う
農
家
へ
案
内
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
花
き
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
は
平
成
４
年
に
設

置
さ
れ
、
８
年
に
町
立
（
現
在
は
八
幡
平
市
）
施
設

と
な
っ
た
が
、
安
代
の
農
業
青
年
た
ち
が
り
ん
ど
う

栽
培
を
組
織
的
に
は
じ
め
た
頃
か
ら
、

前
所
長
の
吉
池
貞
蔵
さ
ん
ら
が
地
域
の

人
と
共
に
豪
雪
地
帯
で
の
栽
培
法
や
新

品
種
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

「
何
し
ろ
凄
い
人
で
│
│
」
と
横
山
さ

ん
が
言
う
よ
う
に
、
吉
池
貞
蔵
さ
ん
は

り
ん
ど
う
栽
培
の
先
進
地
、
長
野
県
の

出
身
。
昭
和
38
年
に
盛
岡
農
業
高
校
の

教
員
を
辞
め
て
岩
手
県
園
芸
試
験
所
に

勤
務
、
岩
手
の
風
土
に
り
ん
ど
う
が
適

し
て
い
る
と
研
究
に
打
ち
込
み
、
安
代

へ
足
繁
く
通
っ
て
指
導
し
て
き
た
。

「
今
は
定
年
退
職
し
花
巻
市
に
住
ん
で

い
ま
す
が
、
今
で
も
お
願
い
し
、
ご
指

導
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
我
々
は
皆
吉
池
さ
ん

を
目
標
に
こ
こ
で
働
い
て
い
ま
す
」
と
横
山
さ
ん
と

主
任
技
師
の
遠
藤
満
さ
ん
は
言
う
。
玄
関
前
に
植
え

ら
れ
た
バ
ラ
の
品
種
は
吉
池
前
所
長
が
植
栽
し
た
も

の
と
か
。
玄
関
に
は
り
ん
ど
う
栽
培
で
交
流
し
て
い

る
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
原
産
の
カ
ラ
ー
と
い
う
黄
色

い
花
が
美
し
く
咲
き
、
玄
関
先
の
壁
に
は
安
代
り
ん

ど
う
の
写
真
が
新
品
種
の
花
を
含
め
て
15
、
16
点
貼

っ
て
あ
る
。

　

は
じ
め
に
訪
ね
た
の
が
阿
部
一
男
さ
ん
（
57
）
の

り
ん
ど
う
圃
場
。
東
北
自
動
車
道
安
代
Ｉ
Ｃ
に
近
い

水
田
地
帯
に
あ
り
、
約
１
町
歩
も
あ
る
広
大
な
圃
場
。

阿
部
さ
ん
は
一
部
を
ハ
ウ
ス
栽
培
（
半
促
成
栽
培
）

農
業
で
自
立
す
る
た
め
に
農
家
と
研
究
者
が
頑
張
っ
た

世
界
へ
羽
ば
た
く
り
ん
ど
う
の
里 

岩
手
県
八
幡
平
市
安あ

し
ろ代

地
区

一部ハウス栽培して「安代の夏」を出荷している阿部一男・由美子夫妻。
下は栽培状況を見て歩く阿部さんと横山さん

花き研究開発センターの研究棟

　　地域特産品をBIGビジネスに①
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し
、「
安
代
の
夏
」
を
露
地
栽
培
よ
り
３
週
間
早
く
す

で
に
出
荷
し
て
い
る
。
緑
茎
に
濃
紫
の
ふ
っ
く
ら
し

た
花
が
5
段
つ
い
て
い
る
安
代
り
ん
ど
う
の
代
表
種

で
日
持
ち
が
良
い
。
ハ
ウ
ス
栽
培
に
お
い
て
阿
部
さ

ん
は
ト
ッ
プ
で
、
ハ
ウ
ス
だ
と
普
通
２
〜
３
年
で
株

が
ダ
メ
に
な
る
が
、
阿
部
さ
ん
は
何
年
も
品
質
の
良

い
促
成
り
ん
ど
う
を
生
産
し
続
け
て
い
る
と
横
山
さ

ん
が
絶
賛
す
る
畑
。「
土
作
り
と
水
の
管
理
で
す
か
ね
。

近
く
の
畜
産
農
家
か
ら
牛
糞
を
も
ら
っ
て
土
作
り
を

し
て
い
ま
す
」
と
阿
部
さ
ん
は
淡
々
と
語
る
。

　

ハ
ウ
ス
栽
培
と
い
っ
て
も
、
２
月
ま
で
は
株
た
ち

は
す
べ
て
雪
の
下
。
３
月
頃
に
ハ
ウ
ス
用
地
に
は
二

重
、
三
重
に
ビ
ニ
ー
ル
を
張
り
空
気
層
を
作
っ
て
冷

気
を
防
ぐ
よ
う
に
す
る
。
灯
油
を
使
わ
な
い
エ
コ
ロ

ジ
ー
栽
培
だ
が
、
そ
の
手
間
ひ
ま
は
膨
大
だ
。

　

園
内
で
切
り
取
り
作
業
す
る
奥
さ
ん
の
由
美
子
さ

ん
は
「
主
人
は
結
婚
し
て
10
年
間
ほ
ど
は
出
稼
ぎ
し

て
い
ま
し
た
。
長
男
が
生
ま
れ
た
昭
和
60
年
頃
に
出

稼
ぎ
を
止
め
、
り
ん
ど
う
に
打
ち
込
み
ま
し
た
。
お

か
げ
で
長
男
も
農
業
大
学
を
出
て
今
年
か
ら
手
伝
っ

て
く
れ
て
い
ま
す
」
と
嬉
し
そ
う
に
語
る
。
阿
部
さ

ん
は
平
成
10
年
に
フ
ラ
ワ
ー
コ
ン
テ
ス
ト
で
農
林
水

産
大
臣
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

安
代
は
稲
作
と
葉
タ
バ
コ
栽
培
の
農
家
が
多
か
っ

た
が
、
こ
の
地
方
は
「
や
ま
せ
」
で
よ
く
冷
害
に
見

ま
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
点
り
ん
ど
う
は
冷
害
に
も
比

較
的
強
い
作
物
だ
が
、
水
の
管
理
が
難
し
く
病
害
虫

も
発
生
し
や
す
い
。
元
水
田
に
は
給
水
管
も
あ
る
た

め
天
候
を
み
な
が
ら
保
水
と
排
水
に
注
意
を
払
い
、

さ
ら
に
４
、５
年
で
ま
た
水
田
に
戻
し
て
連
作
障
害

を
防
ぐ
等
、
品
質
の
良
い
り
ん
ど
う
を
生
産
す
る
た

め
に
農
家
は
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
を
続
け
て
い
る
。

　

り
ん
ど
う
栽
培
に
挑
戦
し
た
青
年
た
ち
の
英
知

　

安
代
町
で
の
り
ん
ど
う
栽
培
は
昭
和
46
年
に
農
業

担
い
手
の
団
体
「
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
」
が
姥
子
石
の
水
田

に
り
ん
ど
う
の
播
種
を
行
っ
た
の

が
は
じ
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

稲
作
に
代
る
作
物
と
し
て
り
ん

ど
う
栽
培
を
提
案
し
た
青
年
部
の

ひ
と
り
が
畠
山
正
徳
さ
ん
だ
っ
た
。

当
時
20
代
の
農
業
青
年
た
ち
は
素

早
く
果
敢
に
行
動
を
開
始
し
、
翌

47
年
に
は
生
産
部
会
を
設
立
し
、

自
分
達
で
資
金
を
出
し
合
っ
て
育

苗
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
た
。
ハ
ウ

ス
栽
培
の
導
入
、
圃
場
へ
の
見
回

り
、
部
会
員
に
よ
る
規
格
検
査
等

も
行
い
、
さ
ら
に
時
間
を
作
っ
て

東
京
へ
出
か
け
て
安
代
り
ん
ど
う

の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
行
っ
た
。
そ

し
て
安
代
町
は
昭
和
60
年

に
切
り
花
り
ん
ど
う
生
産

で
長
野
県
を
抜
い
て
日
本

一
に
輝
き
、
そ
の
翌
年
か

ら
品
種
の
開
発
が
は
じ
ま

る
。

　

り
ん
ど
う
栽
培
の
手
本

を
示
し
な
が
ら
、
地
区
へ

の
普
及
や
組
織
化
に
取
り

組
ん
で
き
た
畠
山
さ
ん
は

今
年
62
歳
と
い
う
が
、
若
々
し
く
て
ま
だ
現
役
リ
ー

ダ
ー
。
平
成
４
年
か
ら
16
年
ま
で
の
12
期
に
亘
っ
て

生
産
部
会
長
を
務
め
て
き
た
上
に
、
Ｊ
Ａ
、
セ
ン
タ

ー
と
り
ん
ど
う
農
家
か
ら
委
託
さ
れ
て
育
苗
を
行
っ

て
い
る
4
人
の
う
ち
の
一
人
で
も
あ
る
。
育
苗
は
4

軒
で
20
町
歩
分
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
そ
の

作
業
だ
け
で
も
大
変
な
労
力
で
あ
る
。

「
育
苗
を
や
っ
て
い
る
と
鉢
物
栽
培
ま
で
は
手
が
ま

わ
ら
ず
、
切
り
花
一
本
で
や
っ
て
い
ま
す
」
と
言
う
。

田
ん
ぼ
を
2
町
5
反
、
り
ん
ど
う
を
1
町
5
反
栽
培

▲白いりんどうの鉢物「クリスタル・
アシロ」

▲「メルヘンアシロ」

▲最も人気の「安代の夏」

▲NZと提携して栽培
している「カラー」

畠山正徳さんと長男の馨さん
（機器を使って包装出荷作業）
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す
る
と
い
う
安
代
で
は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
規
模
農

家
。
家
は
横
間
地
区
に
あ
り
、
自
宅
手
前
に
は
畠
山

さ
ん
の
圃
場
が
見
渡
す
限
り
広
が
っ
て
い
る
。
そ
の

り
ん
ど
う
畑
で
草
取
り
を
し
て
い
る
女
性
が
い
て
、

あ
と
で
畠
山
さ
ん
の
母
上
と
わ
か
っ
た
。「
農
家
も

高
齢
化
し
て
き
ま
し
た
が
、
り
ん
ど
う
作
り
は
女
性

で
も
老
人
で
も
手
伝
え
る
の
が
い
い
で
す
ね
。
若
い

後
継
者
も
な
ん
と
か
育
っ
て
き
て
い
ま
す
」

　

畠
山
家
で
も
長
男
の
馨
さ
ん
（
38
）
が
盛
岡
で
の

会
社
勤
め
を
辞
め
て
奥
さ
ん
と
帰
郷
。
馨
さ
ん
は
り

ん
ど
う
を
10
本
ず
つ
揃
え
て
自
動
包
装
し
、
余
分
な

葉
を
取
り
除
く
バ
イ
ン
ダ
ー
と
い
う
機
器
を
操
作
し

て
み
せ
て
く
れ
た
。「
以
前
は
刈
り
取
っ
て
き
た
り

ん
ど
う
を
包
装
・
整
理
す
る
の
に
一
晩
中
か
か
り
ま

し
た
か
ら
、
随
分
楽
に
な
り
ま
し
た
」
と
言
う
。

　

８
月
の
お
盆
に
向
け
て
、
９
月
に
入
る
と
秋
の
お

彼
岸
に
向
け
て
出
荷
の
繁
忙
期
を
迎
え
る
。
一
日
置

き
に
一
回
に
1
万
本
も
出
荷
す
る
と
い
う
畠
山
さ
ん

だ
が
、
そ
の
表
情
は
穏
や
か
で
、
多
忙
を
楽
し
ん
で

い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　

そ
の
後
畠
山
さ
ん
と
横
山
副
所
長
は
オ
ラ
ン
ダ
へ

輸
出
す
る
り
ん
ど
う
の
話
を
し
て
い
る
。
年
間
40
万

本
輸
出
し
て
い
る
が
、
Ｊ
Ａ
Ｌ
の
低
温
コ
ン
テ
ナ
で

輸
送
す
る
た
め
コ
ス
ト
高
で
利
益
率
が
低
か
っ
た
。

度
重
な
る
交
渉
の
結
果
、
航
空
運
賃
を
下
げ
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
と
、
オ
ラ
ン
ダ
で
の
安
代
り
ん
ど
う

の
評
価
が
上
が
り
、
国
内
市
場
と
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ

て
き
た
と
語
っ
て
い
た
。

　

鉢
物
り
ん
ど
う
が
人
気
上
昇
中

　

続
い
て
案
内
し
て
も
ら
っ
た
の
が
鉢
物
栽
培
を
す

る
八
幡
博
志
さ
ん
（
52
）
の
ハ
ウ
ス
。
４
棟
の
大
き

な
ハ
ウ
ス
の
中
に
は
り
ん
ど
う
を
は
じ
め
シ
ク
ラ
メ

ン
や
カ
ラ
ー
等
の
鉢
が
大
小

ぎ
っ
し
り
並
ん
で
い
る
。
鉢

物
生
産
部
会
の
会
長
を
５
期

務
め
て
き
た
博
志
さ
ん
に
代

っ
て
現
場
を
担
っ
て
い
る
の

が
長
男
の
有ゆ
う
き城
さ
ん
（
23
）。

岩
手
県
立
農
業
大
学
校
を
卒

業
し
た
あ
と
福
島
県
の
鉢
物

栽
培
農
家
で
１
年
半
研
修
し

て
き
た
。「
冬
は
シ
ク
ラ
メ
ン
、

春
は
ラ
ベ
ン
ダ
ー
を
基
本
に

し
な
が
ら
、
り
ん
ど
う
の
鉢
物
に
意
欲
的
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
花
き
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
が
開
発
し

て
く
れ
た
メ
ル
ヘ
ン
・
ア
シ
ロ
、
シ
ャ
イ
ン
ブ
ル
ー
・

ア
シ
ロ
、
ク
リ
ス
タ
ル
・
ア
シ
ロ
な
ど
は
鉢
物
と
し

て
大
変
好
評
で
、
ま
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
球

根
を
取
り
寄
せ
て
い
る
カ
ラ
ー
も
、
来
年
の
母
の
日

へ
む
け
て
準
備
中
で
す
」
と
有
城
さ
ん
は
言
う
。

　

消
毒
作
業
を
し
て
い
た
博
志
さ
ん
が
や
っ
て
き
た
。

「
鉢
物
部
会
に
は
15
名
お
り
、
市
場
環
境
に
恵
ま
れ

て
売
り
上
げ
は
年
々
伸
び
て
い
ま
す
。
花
き
研
究
開

発
セ
ン
タ
ー
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
品
種
を
育
種
し
て
く
れ

ま
す
の
で
、
我
々
生
産
者
は
栽
培
技
術
を
高
め
品
質

の
良
い
も
の
を
作
ら
な
い
と
。
珍
し
い
だ
け
で
は
長

続
き
し
な
い
、
安
代
の
鉢
物
は
管
理
す
れ
ば
来
年
も

咲
く
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
ま
す
」

　

数
ミ
リ
単
位
の
苗
床
作
り
、
土
作
り
、
鉢
へ
の
植

替
え
等
、手
間
の
か
か
る
作
業
で
人
手
も
必
要
、冬
の

暖
房
費
も
頭
痛
だ
が
、
一
戸
平
均
１
千
万
円
以
上
を

売
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
、
安
定
し
て
き
て
い
る
。

　

凛
と
し
て
咲
く
背
丈
の
高
い
り
ん
ど
う
に
は
気
品

が
あ
る
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
で
は
鉢
の
中
で
数
個
の

花
を
つ
け
る
り
ん
ど
う
が
手
頃
だ
。
今
秋
は
ふ
っ
く

ら
と
白
い
花
を
つ
け
る
ク
リ
ス
タ
ル
・
ア
シ
ロ
を
買

い
求
め
た
い
と
思
っ
た
。

　

オ
リ
ジ
ナ
ル
品
種
の

　

さ
ら
な
る
開
発
に
向
け
て

　

花
き
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
の
2
階
に
は
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
品
種
の
開
発
の
核
と
な
る
培
養
室
が
あ
る
。
無

菌
室
の
中
で
日
夜
新
種
り
ん
ど
う
の
培
養
に
取
り
組

ん
で
い
る
の
が
高
橋
亮
さ
ん
（
32
）。

　

ま
ず
、
育
成
し
た
い
親
株
の
芽
を
フ
ラ
ス
コ
の
中

で
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
揺
ら
し
な
が
ら
沢
山
の

芽
を
発
芽
さ
せ
る
。
そ
の
芽
を
実
態
顕
微
鏡
で
み
な

が
ら
切
り
取
り
、
栄
養
剤
と
砂
糖
、
寒
天
を
入
れ
た

鉢物栽培だけを手がける
八幡博志さんと有城さん。
上は雨の前の消毒作業
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試
験
管
に
入
れ
て
挿
し
芽
す
る
。
一
定
の
温
度
と
人

工
光
の
中
で
二
、三
ヵ
月
す
る
と
芽
は
育
ち
根
が
出

て
く
る
。
こ
れ
を
本
当
の
土
に
移
し
て
育
成
す
る
。

ク
リ
ー
ン
ル
ー
ム
の
机
の
上
に
は
メ
ス
や
ピ
ン
セ
ッ

ト
が
あ
り
、
培
養
室
に
は
沢
山
の
試
験
管
が
並
ぶ
。

新
し
い
り
ん
ど
う
た
ち
が
命
を
も
ら
っ
て
育
と
う
と

し
て
い
る
、
安
代
り
ん
ど
う
の
心
臓
部
だ
。

　

こ
こ
で
孤
独
な
作
業
に
追
わ
れ
て
い
る
高
橋
さ
ん

は
、
岩
手
大
学
農
学
部
大
学
院
で
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
を
学
ん
で
き
て
、
８
年
前
に
花
き
研
究
開
発
セ

ン
タ
ー
の
研
究
室
に
勤
務
し
た
。
研
究
所
の
圃
場
や

農
家
へ
出
か
け
る
こ
と
の
多
い
研
究
員
の
中
で
は
、

培
養
室
に
閉
じ
こ
も
っ
て
作
業
す
る
た
め
色
白
で
、

白
衣
が
よ
く
似
合
っ
て
い
る
。
盛
岡
に
実
家
が
あ
り
、

安
代
地
区
の
公
営
住
宅
で
独
り
暮
ら
し
。

「
３
年
後
を
見
据
え
て
作
業
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

少
し
で
も
さ
ぼ
る
と
溜
ま
っ
て
し
ま
い
２
、３
年
後

に
影
響
す
る
の
で
、
毎
日
夜
遅
く
ま
で
や
っ
て
い
ま

す
。
も
う
一
人
ア
シ
ス
タ
ン
ト
が
欲
し
い
で
す
ね
。

ス
ト
レ
ス
解
消
法
？  

な
い
で
す
ね
、
料
理
す
る
こ

と
位
か
な
」

　

さ
ら
に
、
培
養
し
た
新
種
の
苗
は
、
結
果
が
出
る

ま
で
に
３
年
か
か
る
。
３
年
後
に
開
花
し
た
り
ん
ど

う
を
見
て
、
商
品
化
す
る
か
が
決
ま
る
と
い
う
。

　

花
き
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
の
研
究
圃
場
（
検
定
圃

場
）
へ
横
山
さ
ん
が
案
内
し
て
く
れ
た
。
品
種
別
、

作
付
け
時
期
別
に
畝
が
出
来
、
１
年
目
、
２

年
目
と
い
う
株
が
茂
り
、
一
方
、
マ
ル
チ
を

施
し
た
畑
で
は
発
芽
し
て
間
も
な
い
苗
も
育

っ
て
い
る
。
横
山
さ
ん
は
研
究
者
に
戻
り
、

そ
れ
ら
を
丁
寧
に
厳
し
く
観
察
し
て
廻
っ
て

い
る
。
一
角
に
美
し
い
紫
花
を
つ
け
て
い
る

コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
早
咲
き
用
に
栽
培
し
た

「
極
早
生
種
」
で
、
明
日
農
家
と
の
意
見
交

換
会
を
予
定
し
て
い
る
と
い
う
。

「
我
々
は
安
代
の
り
ん
ど
う
農
家
を
発
展
さ

せ
る
た
め
に
次
々
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
品
種
を
開

発
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
ま
14
種

を
品
種
登
録
し
て
い
ま
す
が
、
ひ
と
つ
の
品
種
開
発

ま
で
に
最
低
で
も
４
〜
５
年
か
か
り
ま
す
。
し
か
し

我
々
の
開
発
を
待
っ
て
い
て
く
れ
栽
培
し
て
く
れ
る

農
家
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
何

よ
り
も
励
み
に
な
り
ま
す
。
逆
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で

す
け
ど
ね（
笑
）。
な
ぜ
安
代
で
り
ん
ど
う
か
と
よ
く

聞
か
れ
ま
す
が
、
熱
意
あ
ふ
れ
る
農
家
の
方
々
が
揃

っ
て
い
た
か
ら
で
す
」
と
横
山
さ
ん
は
言
っ
て
い
た
。

　
　
　
「
安
代
の
夏
」
が
本
格
的
出
荷

　

７
月
８
日
午
前
11
時
、
り
ん
ど

う
栽
培
農
家
２
０
７
軒
と
関
係
機

関
、
来
賓
者
等
が
参
加
し
て
「
り

ん
ど
う
出
発
式
」
が
Ｊ
Ａ
新
い
わ

て
安
代
り
ん
ど
う
集
出
荷
場
で
開

催
さ
れ
た
。
す
で
に
6
月
上
旬
か

ら
少
し
ず
つ
出
荷
し
て
き
た
が
、

お
盆
に
向
け
て
本
格
的
な
出
荷
シ

ー
ズ
ン
を
迎
え
る
。
栽
培
農
家
、

窓
口
に
な
る
Ｊ
Ａ
新
い
わ
て
、
流
通
関
係
者
が
一
堂

に
会
し
て
、
盛
夏
を
乗
り
切
っ
て
頑
張
っ
て
い
こ
う

と
確
認
し
あ
っ
た
。
毎
年
出
荷
最
盛
期
前
に
行
わ
れ

る
恒
例
の
集
い
だ
そ
う
で
、
県
や
八
幡
平
市
の
リ
ー

ダ
ー
た
ち
も
来
て
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
、
栽
培
者
の
女
性

に
花
束
を
贈
呈
さ
れ
た
ド
ラ
イ
バ
ー
た
ち
は
、
早
速

箱
詰
め
さ
れ
た
り
ん
ど
う
を
ト
ラ
ッ
ク
に
満
載
し
、

東
京
の
太
田
市
場
へ
向
け
て
出
発
し
て
い
っ
た
。

　

安
代
の
り
ん
ど
う
農
家
も
こ
の
日
ば
か
り
は
夫
婦

や
親
子
で
参
加
し
て
交
友
す
る
姿
が
見
ら
れ
る
。
式

典
の
前
に
、
専
門
指
導
員
か
ら
梅
雨
時
と
真
夏
日
に

備
え
て
の
病
害
虫
対
策
等
の
話
が
あ
り
、
ま
た
農
協

担
当
者
は
「
重
油
が
値
上
が
り（
74
円
↓
１
２
０
円
）

し
て
い
る
が
、
り
ん
ど
う
の
価
格
は
暴
落
し
て
い
る
。

高
く
売
れ
る
こ
の
時
期
に
で
き
る
だ
け
出
荷
し
よ

う
」
と
呼
び
か
け
た
。
式
典
の
あ
と
は
、
Ｊ
Ａ
が
用

意
し
て
お
い
た
出
荷
管
理
シ
ー
ト
（
バ
ー
コ
ー
ド
）

を
各
戸
が
も
ら
い
、
足
早
に
引
き
上
げ
て
い
っ
た
。

　

本
誌
が
発
行
さ
れ
る
頃
は
、
集
出
荷
場
は
足
の
踏

み
場
も
な
く
壁
も
見
え
な
い
ほ
ど
、
ケ
ー
ス
が
運
び

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

培養室で新種の開発をする高橋亮
さん（上）とセンターの圃場で開
花状況を見回る横山温副所長（下）

りんどう出発式に集まったりんど
う農家の人々。りんどうを積んだ
トラックが東京へ向けて出発する

●八幡平市花き研究開発センター／八幡平市安代総合支所
☎0195-72-2111
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大
山
町
郊
外
の
「
木
の
花
ガ
ル
テ
ン
」
は
、
各
地
か
ら

昼
食
や
買
物
に
き
た
人
で
大
に
ぎ
わ
い
。
80
種
の
農
家

お
も
て
な
し
料
理
が
楽
し
め
る
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
農
園
で

食
事
し
て
、
特
産
の
梅
を
保
存
す
る
梅
蔵
物
産
館
等
を

見
学
、
農
産
物
バ
ザ
ー
ル
館
で
新
鮮
で
豊
富
な
農
産
物

や
山
野
草
を
購
入
す
る
。
大
山
町
を
九
州
一
の
梅
産
地

に
し
た
大
分
大
山
農
協
と
農
家
（
組
合
員
６
３
７
戸
）

は
多
彩
な
農
産
物
を
次
々
と
生
み
、
農
業
の
楽
し
さ
と

ビ
ジ
ネ
ス
化
を
見
事
に
実
現
し
た
。

　

福
岡
、
別
府
か
ら
昼
食
に
や
っ
て
く
る

　

木こ
の
は
な

の
花
ガ
ル
テ
ン

　

午
前
10
時
半
、
木
の
花
ガ
ル
テ
ン
の
右
手
奥
に
あ

る
「
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
農
園
」
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
で

は
大
皿
に
盛
っ
た
膨
大
な
種
類
の
料
理
が
並
ん
で
11

時
の
開
店
に
向
け
て
最
後
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
て

い
た
。
料
理
上
手
な
農
家
の
主
婦
ら
30
人
が
交
代
制

で
働
き
、
そ
の
季
節
に
取
れ
る
農
産
物
や
山
菜
等
を

使
っ
た
懐
か
し
く
ヘ
ル
シ
ー
な
家
庭
料
理
を
常
時
70

〜
80
種
類
用
意
す
る
。
野
菜
料
理
が
中
心
だ
が
、
揚

げ
た
て
の
鶏
唐
揚
げ
や
健
康
（
豆
腐
）
ハ
ン
バ
ー
グ

等
も
あ
り
、
食
後
の
和
菓
子
や
フ
ル

ー
ツ
も
各
種
あ
る
。
ご
飯
も
の
（
白

米
、
チ
ラ
シ
、
五
目
飯
他
）
や
麺
類
、

飲
物
等
を
入
れ
る
と
１
０
０
種
以
上

の
献
立
が
用
意
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を

バ
イ
キ
ン
グ
形
式
で
好
き
な
だ
け
ゆ

っ
く
り
戴
い
て
一
人
１
３
６
５
円
。

我
々
が
訪
ね
た
日
は
月
曜
日
だ
っ
た

「
梅
栗
植
え
て
ハ
ワ
イ
へ
行
こ
う
」を
合
言
葉
に
40
年

安
全
で
美
味
し
い
農
産
物
が
大
集
合　
大
分
県
日
田
市
大お

お
や
ま山
町

▲オーガニック農園で出す料理の一例
左は農家手製の梅干し

　　地域特産品をBIGビジネスに②
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が
、
遠
く
か
ら
も
食
事
に
訪
れ
る
よ
う
で
、
12
時
前

に
は
１
２
０
席
あ
る
テ
ー
ブ
ル
は
ほ
ぼ
一
杯
に
な
っ

た
。
女
性
グ
ル
ー
プ
、
熟
年
夫
婦
、
さ
ら
に
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
た
ち
の
姿
も
あ
り
、
平
日
で
も
５
０
０
人
が

訪
れ
る
と
い
う
。

　

隣
に
は
き
の
こ
カ
レ
ー
を
は
じ
め
ハ
ー
ブ
を
使
っ

た
パ
ス
タ
、
自
家
製
の
パ
ン
や
珈
琲
を
ゆ
っ
く
り
味

わ
え
る
軽
食
喫
茶
「
き
の
こ
レ
ス
ト
ラ
ン
」
が
あ
り
、

テ
ラ
ス
か
ら
は
大
山
川
の
自
然
と
緑
が
臨
め
る
。
バ

イ
キ
ン
グ
の
客
も
こ
ち
ら
に
移
動
し
て
食
事
で
き
る

仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　

木
の
花
ガ
ル
テ
ン
の
中
央
に
あ
る
の
が
「
梅う
め
ぐ
ら蔵

物

産
館
」
と
い
う
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
建
物
。
一
階
は
木
の

香
り
に
満
ち
た
売
店
で
、
人
気
の
自
家
製
パ
ン
と
自

家
製
の
ジ
ャ
ム
類
、
梅
干
し
各
種
に
加
え
て
、
梅
の

古
木
で
作
っ
た
ク
ラ
フ
ト
製
品
、
近
在
の
作
家
が
制

作
し
た
陶
芸
品
等
を
展
示
販
売
し
て
い
る
。

　

地
下
は
石
作
り
の
蔵
で
、
年
代
物
の
梅
を
保
存
す

る
壷
や
梅
干
し
コ
ン
ク
ー
ル
に
全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
梅
が
静
か
に
眠
っ
て
い
る
。
こ
の
石
蔵
の
石
は
、

中
国
蘇
州
呉
県
か
ら

運
ん
だ
石
で
造
ら
れ
、

音
楽
家
た
ち
に
も
注

目
さ
れ
、
年
数
回
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
が
行
わ
れ
て
い

る
。

　

そ
し
て
、
食
事
を
楽
し
み
梅
蔵
物
産
館
を
見
学
し

た
人
が
必
ず
立
ち
寄
る
の
が「
農
産
物
バ
ザ
ー
ル
館
」。

大
山
で
採
れ
た
沢
山
の
野
菜
や
山
菜
、
農
産
物
加
工

品
が
並
び
、
ど
の
商
品
に
も
生
産
者
の
名
前
が
付
い

て
い
る
。
取
材
に
行
っ
た
６
月
初
旬
は
ち
ょ
う
ど
梅

の
収
穫
期
で
、
梅
酒
用
の
青
々
と
輝
く
大
粒
の
梅

か
ら
梅
干
し
用
の
南
高
な
ど
大
中
小
の
梅
が
並
び
、

早
々
と
シ
ソ
の
葉
漬
け
も
あ
る
。
朝
も
ぎ
し
て
き
た

梅
は
高
品
質
で
香
り
が
よ
く
、
価
格
も
都
市
の
半
額

だ
。
ま
た
キ
ノ
コ
類
や
ハ
ー
ブ
も
大
山
の
特
産
品
と

な
っ
て
お
り
、
バ
ザ
ー
ル
館
に
は
家
庭
用
に
コ
ン
パ

ク
ト
に
セ
ッ
ト
さ
れ
た
も
の
が
多
彩
に
並
ん
で
い
る
。

食
欲
を
そ
そ
る
饅
頭
や
菓
子
、
パ
ン
製
品
、
昔
懐
か

し
い
グ
ミ
、
ア
ケ
ビ
な
ど
も
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
施
設
の
建
設
か
ら
管
理
・
運
営
を
行
っ
て

い
る
の
は
大
分
大
山
町
農
業
協
同
組
合
。木
の
花
ガ
ル

テ
ン
総
括
店
長
の
矢
幡
弾
は
ず
み
さ
ん（
38
）に
聞
い
た
。

「
農
協
の
一
番
の
目
的
は
地
域
の
農
家
が
経
済
的
に

も
豊
か
に
な
っ
て
農
業
で
食
べ
て
い
け
る
こ
と
で
す
。

梅
や
野
菜
作
り
を
し
て
頑
張
っ
て
い
る
農
家
の
た
め

に
、
農
産
物
バ
ザ
ー
ル
館
に
足
を
運
ん
で
欲
し
い
。

そ
の
た
め
、
安
全
で
美
味
し
い
大
山

の
農
産
物
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
レ

ス
ト
ラ
ン
を
８
年
前
か
ら
始
め
た
の

で
す
が
、
お
か
げ
さ
ま
で
人
気
が
出

て
き
て
福
岡
市
内
や
大
分
市
か
ら
も

食
べ
に
き
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
高
速
を
１
時
間
か
け
て
来
て

く
れ
る
の
に
店
で
１
時
間
以
上
も
待

た
せ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
客
席

を
増
や
す
改
装
工
事
を
４
回
も
行
い
ま
し
た
。
食
事

の
あ
と
は
地
下
１
０
０
ｍ
の
と
こ
ろ
か
ら
汲
み
上
げ

た
名
水
を
ボ
ト
ル
に
詰
め（
無
料
）、昔
な
が
ら
の
野

菜
や
パ
ン
等
を
買
っ
て
帰
っ
て
も
ら
う
。
遠
く
か
ら

見
え
る
お
客
さ
ん
も
２
〜
３
ヵ
月
に
一
度
は
来
て
く

れ
る
よ
う
で
す
」

　

食
事
を
終
え
た
客
は
「
あ
あ
美
味
し
か
っ
た
」
と

口
々
に
言
い
な
が
ら
レ
ス
ト
ラ
ン
を
出
て
、
次
の
コ

ー
ナ
ー
へ
向
か
う
。「
こ
こ
へ
月
一
度
来
る
の
が
生

き
が
い
で
」
と
い
う
夫
婦
も
い
た
。

　

冬
場
は
野
菜
等
は
少
な
い
が
、
根
菜
や
き
の
こ
類
、

保
存
食
品
が
沢
山
あ
り
、
レ
ス
ト
ラ
ン
も
年
末
年
始

を
除
い
て
無
休
で
営
業
し
て
い
る
。（
レ
ス
ト
ラ
ン
の

営
業
時
間
は
午
後
８
時
迄
に
入
館
、
９
時
閉
店
）

　

さ
ら
に
、
木
の
花
ガ
ル

テ
ン
は
福
岡
市
に
２
店
、

大
分
市
に
１
店
あ
り
、
農

産
物
直
売
所
も
市
街
地
に

３
店
出
店
し
て
お
り
、
年

間
を
通
じ
て
客
足
も
販
売

額
も
安
定
し
て
い
る
よ
う

だ
。

「
レ
ス
ト
ラ
ン
で
働
く
女

性
も
大
半
は
家
で
農
業
を

t木の花ガルテンの外観。広い
駐車場も間もなく満杯になった

▲梅蔵物産館。上／全国から応募してきた
梅干し展示室　下／コンサート会場として
も好評

▲多彩な野菜や加工品が並ぶ農産物バザー
ル館

木の花ガルテン総括店長
矢幡弾さん
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し
て
い
ま
す
の
で
、

農
繁
期
に
合
わ
せ

て
勤
務
時
間
を
調

整
し
て
い
ま
す
。

最
初
は
料
理
の
上

手
な
人
に
声
を
か

け
て
雇
用
し
メ
ニ

ュ
ー
も
増
や
し
て

い
っ
た
の
で
す
が
、

も
と
も
と
田
舎
の

人
は
祭
事
が
あ
れ

ば
大
量
に
料
理
す

る
こ
と
に
慣
れ
て

い
ま
す
の
で
、
皆

さ
ん
楽
し
く
働
い

て
く
れ
て
い
ま
す
」

「
私
も
福
岡
、
大

分
と
各
店
に
勤
務
し
、
農
産
物
の
販
売
か
ら
厨
房
の

手
伝
い
も
し
ま
し
た
。
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
も
充
分
勉

強
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
ね
。
木
の
花
ガ
ル
テ
ン

は
農
家
と
消
費
者
の
交
流
の
場
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

狭
い
農
地
で
年
間
を
通
し
て
豊
富
な
農
産
物
が
生

産
で
き
る
、
そ
の
基
本
は
土
、
土
壌
だ
と
最
近
実
感

し
て
い
ま
す
。
続
い
て
人
づ
く
り
。
農
業
に
誇
り
を

持
ち
楽
し
く
働
く
こ
と
。
農
閑
期
に
は
海
外
旅
行
し

た
り
地
域
の
文
化
活
動
に
励
む
な
ど
、
こ
の
町
の
人

た
ち
は
よ
く
働
き
よ
く
遊
び
、
何
ご
と
に
も
好
奇
心

が
旺
盛
で
す
ね
」
と
矢
幡
店
長
は
語
る
。

　

少
な
い
耕
地
だ
か
ら

　

優
れ
た
農
産
物
を
多
品
種
作
る

　

周
り
を
山
々
に
囲
ま
れ
た
大
山
町
は
平
地
が
少
な

く
冬
の
寒
さ
も
厳
し
い
。
か
つ
て
は
わ
ず
か
な
土
地

で
田
畑
を
耕
し
家
畜
を
育
て
る
大
分
県
で
最
も
収
入

の
低
い
地
域
の
一
つ
だ
っ
た
。
そ
ん
な
大
山
を
変
え

た
の
が
、
昭
和
36
年
「
梅
栗
植
え
て
ハ
ワ
イ
へ
行
こ

う
」
と
提
案
し
た
当
時
村
長
で
農
協
組
合
長
だ
っ
た

矢
幡
治
美
さ
ん
だ
っ
た
。
従
来
の
農
業
を
見
直
し
梅

と
栗
を
植
え
よ
う
と
、
農
家
に
大
胆
な
変
革
を
促
し

た
も
の
で
、
肉
食
化
す
る
日
本
人
の
食
卓
に
は
ア
ル

カ
リ
性
食
品
の
梅
干
し
が
必
要
な
こ
と
を
予
測
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
以
来
、
自
家
製
の
シ
ソ
を
使
い
昔

な
が
ら
に
天
日
干
し
し
た
梅
干
し
を
全
国
へ
届
け
て

い
る
。

　

農
産
物
の
出
荷
状
況
を
見
て
み
る
と
、
５
月
か
ら

小
梅
、
６
月
か
ら
大
梅
の
出
荷
が
は
じ
ま
り
、
７
月

上
旬
に
南
高
梅
の
出
荷
が
終
了
す
る
頃
か
ら
、
大
石

プ
ラ
ム
（
大
山
早
生
、
ソ
ル
ダ
ム
、
ア
イ
デ
ル
、
サ

ン
タ
ロ
ー
ザ
等
）
が
出
て
く
る
。
同
時
に
ト
マ
ト
や

い
ん
げ
ん
豆
、
い
が
栗
、
ユ
ズ
等
が
秋
ま
で
生
産
出

荷
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
年
間
を
通
じ
て
栽
培
さ
れ
農
家
収
入
を
安

定
的
に
し
た
の
が
キ
ノ
コ
と
ハ
ー
ブ
で
あ
る
。
キ
ノ

コ
栽
培
は
梅
生
産
と
同
じ
頃
に
始
ま
り
、
エ
ノ
キ
、

な
め
こ
、
椎
茸
栽
培
が
空
調
設
備
の
整
っ
た
栽
培
棟

で
作
ら
れ
て
い
る
が
、
機
械
化
せ
ず
一
つ
一
つ
を
チ

ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
厳
し
い
規
格
を
ク
リ
ア
す
る
育
て

方
で
、
日
持
ち
が
良
く
粒
が
揃
っ
て
い
る
と
人
気
が

あ
る
。
ハ
ー
ブ
は
80
年
代
前
半
か
ら
農
協
の
指
導
で

始
ま
っ
た
と
い
う
ハ
ー
ブ
栽
培
の
老
舗
地
区
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
風
土
に
近
い
条
件
で
育
て
ら
れ
た
大
山
ハ

ー
ブ
は
30
種
に
も
及
び
、
品
質
が
い
い
と
レ
ス
ト
ラ

ン
等
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ピ
リ
ッ
と
辛
い

ク
レ
ソ
ン
も
業
務
用
と
し
て
料
理
の
プ
ロ
に
年
間
出

荷
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

大
山
の
も
う
一
つ
の
名
物
が
パ
ン
と
ジ
ャ
ム
類
。

ハ
ー
ブ
や
人
参
等
の
野
菜
入
り
手
作
り
パ
ン
が
人
気

と
な
り
、
パ
ン
に
合
わ
せ
て
梅
や
柑
橘
類
、
ユ
ズ
等

の
ジ
ャ
ム
が
作
ら
れ
、
こ
れ
も
大
山
名
物
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
。
一
つ
の
農
産
物
が
さ
ら
に
付
加
価
値

の
高
い
商
品
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
優
れ
た
農
産
物
を
作
る
に
は
健
康
で
力
の
あ
る
土

が
必
要
で
す
。農
協
で
は
70
年
代
か
ら〝
オ
ー
ガ
ニ
ッ

ク
・
マ
ニ
ア
ル
・
プ
ラ
ン
ト
〞と
い
う
聞
き
な
れ
な
い

言
葉
を
掲
げ
て
堆
肥
工
場
を
作
り
ま
し
た
。
キ
ノ
コ

栽
培
か
ら
出
る
お
が
屑
を
堆
肥
に
し
て
農
家
に
低
価

で
提
供
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
害
虫
が
発
生
し

や
す
い
梅
も
農
薬
は
殆
ど
使
い
ま
せ
ん
。
ハ
ー
ブ
も

有
機
肥
料
と
貝
化
石
を
使
っ
た
徹
底
し
た
土
壌
で
季

節
に
合
わ
せ
て
ゆ
っ
く
り
自
然
栽
培
し
て
い
ま
す
」

と
大
分
大
山
農
協
営
農
指
業
の
菅
原
さ
ん
は
語
る
。

　

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
農
業
、
高
付
加
価
値
産
品
を
開
発

し
て
収
益
性
の
高
い
農
業
を
め
ざ
す
等
の
大
分
大
山

農
協
の
取
り
組
み
の
中
に
「
Ｎ
Ｐ
Ｃ
運
動
」
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
第
一
の
Ｎ
Ｐ
Ｃ
（
昭
和
36
年
〜
）
は

梅
栗
植
え
て
農
家
経
済
を
建
て
直
し
を
図
っ
た
運
動

だ
が
、
第
二
（
昭
和
40
年
〜
）
は
「
所
得
だ
け
で
な

く
心
も
豊
か
に
」と
自
学
自
習
の
習
慣
と
国
内

外
の
人
と
の
交
流
活
動
。
そ
し
て
第
三
の
Ｎ
Ｐ

Ｃ（
昭
和
44
年
〜
）は
、
農
村
こ
そ
真
の
パ
ラ
ダ

イ
ス
で
あ
る
、
こ
こ
に
理
想
的
な
生
活
圏
を
創

る
と
い
う
も
の
。

　

こ
の
理
念
と
実
践
力
が
木
の
花
ガ
ル
テ
ン
等

の
施
設
を
生
み
、〝
週
休
三
日
農
業
〞
を
推
進
し

な
が
ら
農
家
収
入
を
全
国
有
数
ラ
ン
ク
に
ま
で

安
定
さ
せ
、
さ
ら
に
若
い
農
業
後
継
者
も
い
る

元
気
な
村
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
財
政
難
で
苦
悩

す
る
自
治
体
に
代
る
農
協
の
農
村
活
性
化
事
業

に
大
い
に
期
待
し
た
い
。

▼梅蔵物産館１階の売店と人気の手作りパンと
梅・ユズ等のジャム（右）

梅酒用の青梅

●木の花ガルテン大山店☎0973-52-3530
●大分大山町農業協同組合☎0973-52-3151
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大
山
特
産
の
梅
酒
を
世
界
へ
│
│
お
お
や
ま
梅
工
房

　

大
山
の
河
岸
段
丘
に
広
が
る
大
久
保
台
は
梅
栽
培

地
で
、
手
入
れ
の
よ
い
梅
園
に
は
青
々
と
し
た
梅
が

鈴
生
り
し
て
い
る
。
道
路
沿
い
の
梅
園
で
川
述
ま
さ

子
さ
ん
が
梅
を
採
取
し
て
い
た
。「
こ
こ
に
は
町
一

番
の
古
木
が
あ
り
、
私
が
嫁
い
で
来
た
頃
、
姑
が
植

え
た
も
の
な
ん
で
す
。
土
壌
作
り
と
冬
の
剪
定
が
大

事
で
、
開
花
し
た
頃
ほ
ん
の
少
し
消
毒
し
ま
す
が
、

後
は
何
も
し
な
い
の
に
よ
く
実
っ
て
く
れ
ま
す
」
と

言
う
。

「
い
ま
は
夢
工
房
に
リ
キ
ュ
ー
ル
用
の
梅
を
出
荷
し

て
い
ま
す
。
出
荷
で
は
キ
ズ
や
色
ム
ラ
が
ほ
ん
の
少

し
あ
っ
て
も
ダ
メ
な
ん
で
す
。
そ
の
後
は
梅
干
し
用

の
加
工
作
業
が
待
っ
て
い
て
、
今
が
一
番
忙
し
い
で

す
。
で
も
春
に
な
る
と
人
々
が
花
見
に
訪
れ
、
梅
祭

り
の
頃
に
は
タ
イ
や
韓
国
の
人
も
見
え
ま
す
。
子
供

達
の
梅
採
り
体
験
教
室
も
行
っ
て
お
り
、
皆
さ
ん
に

親
し
ま
れ
て
い
る
場
所
で
す
」

　

出
荷
を
終
え
た
ご
主
人
が
戻
っ
て
来
た
。
長
男
は

お
お
や
ま
夢
工
房
に
勤
め
、
今
は
大
山
特
産
の
梅
酒

の
販
売
Ｐ
Ｒ
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
へ
行
っ
て
い
る
。

　

そ
の（
株
）お
お
や
ま
夢
工
房
は
梅
園
の
先
に
あ
り
、

夢
工
房
が
運
営
す
る
リ
キ
ュ
ー
ル
工
場
と
ホ
テ
ル
、

レ
ス
ト
ラ
ン
、
売
店
が
あ
り
、「
ひ
び
き
の
郷
」
と
呼

ば
れ
る
大
山
の
観
光
名
所
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　

夢
工
房
で
は
農
家
か
ら
厳
選
し
た
梅
が
運
び
こ
ま

れ
、
梅
酒
醸
造
の
作
業
が
最
盛
期
を
迎
え
て
い
た
。

工
場
長
の
高
橋
孝
司
さ
ん
は
ニ
ッ
カ
ウ
イ
ス
キ
ー
か

ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
醸
造
専
門
家
で
、
２
年
半
前
に

来
町
し
た
。
高
橋
工

場
長
の
指
導
の
元
で

地
域
の
青
年
た
ち
が

働
き
、
売
店
等
を
入

れ
て
80
名
（
パ
ー
ト

含
）
が
勤
務
し
て
い

る
と
い
う
。２
階
か

ら
は
窓
越
し
に
工
場

内
も
見
学
で
き
る
。

「
梅
酒
用
に
は
玉
が

大
き
く
て
エ
キ
ス
分

が
豊
富
な
鶯
宿
と
い

う
品
種
を
使
い
ま
す
。

大
山
の
梅
は
安
全
で

品
質
的
に
も
最
高
で
、

上
品
な
梅
の
香
に
満

ち
た
琥
珀
色
の
最
高

級
品
が
作
れ
ま
す
」

　

工
場
を
見
学
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。
清
潔
な
工
場
に

は
24
ｋℓ
の
仕
込
み
タ
ン
ク

が
４
槽
並
ん
で
い
る
。
洗

浄
し
て
水
分
を
取
っ
た
梅

は
専
用
エ
レ
ベ
ー
タ
で
３

ｍ
ほ
ど
上
の
槽
口
へ
運
び

込
ま
れ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル

と
糖
分
を
加
え
た
タ
ン
ク

で
１
年
半
、
さ
ら
に
梅
の

実
を
取
り
出
し
て
半
年
か

ら
１
年
間
隣
の
タ
ン
ク
で

熟
成
す
る
。
ウ
イ
ス
キ
ー

醸
造
に
使
っ
た
木
樽
で
熟

成
す
る
酒
も
あ
り
、
２
〜

３
年
間
か
け
て
高
級
梅
酒

が
誕
生
す
る
。　
　

　

夢
工
房
の
梅
酒
「
ゆ
め

ひ
び
き
」
は
フ
ラ
ン
ス
で
開
か
れ
た
「
ボ
ル
ド
ー
ワ

イ
ン
祭
り
２
０
０
６
」
で
絶
賛
さ
れ
、
バ
イ
ヤ
ー
が

買
い
付
け
に
来
日
す
る
等
、
海
外
か
ら
も
注
目
さ
れ

て
い
る
。
紅
茶
と
梅
酒
を
ブ
レ
ン
ド
し
た
新
製
品
も

登
場
、
女
性
に
人
気
上
昇
中
と
か
。
店
頭
に
は
各
種

の
梅
酒
の
他
に
、
ス
モ
モ
、
ユ
ズ
等
の
地
元
の
産
品

を
活
か
し
た
フ
ル
ー
テ
ィ
ー
な
お
酒
も
お
洒
落
な
ビ

ン
に
入
っ
て
並
ん
で
い
る
。
取
り
出
し
た
梅
の
実
は
、

菓
子
や
ジ
ャ
ム
用
に
活
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
自
体

も
貴
重
品
で
あ
る
た
め
、
も
っ
と
有
効
利
用
は
な
い

か
と
検
討
中
だ
っ
た
。
緑
の
風
が
心
地
い
い
「
ひ
び

き
の
郷
」
に
は
渓
谷
美
と
野
天
風
呂
が
自
慢
の
ホ
テ

ル
、
大
山
の
旬
の
野
菜
を
活
か
し
た
懐
石
料
理
店
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
等
が
あ
り
、
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
人
気

を
呼
ん
で
い
る
。  

　
文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

▲梅栽培農家、川述さん夫妻。町一番の古木を大切
に保全して高級梅を生産している

t梅はエレベータで仕込みタンクに運び上げる

▲タンクに入れ1年半かけてゆっ
くり熟成する

梅酒のビン詰め作業（中）と入念にチェッ
クする高橋工場長（下）

▲「ひびきの郷」の全景

人気のリキュール製品

●おおやま夢工房☎0973-52-3004
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フ
キ
は
全
国
各
地
に
あ
り
、
家
庭
料
理
の
定
番
に
な
っ

て
い
る
が
、
足
寄
の「
ラ
ワ
ン
ぶ
き
」は
草
丈
２
〜
３
ｍ
、

茎
の
直
径
10
㎝
に
も
な
る
日
本
一
ジ
ャ
ン
ボ
な
フ
キ
。

螺ら
わ
ん湾

川
の
沢
沿
い
に
自
生
し
て
き
た
が
、
長
年
の
研
究

開
発
で
畑
作
も
可
能
に
な
り
、
ミ
ネ
ラ
ル
豊
富
な
自
然

食
品
と
し
て
足
寄
の
特
産
品
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

収
穫
と
加
工
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
超
多
忙
な
現
場
を
訪

ね
た
。

　

北
海
道
遺
産
に
選
定
さ
れ
た「
ラ
ワ
ン
ぶ
き
」

　

Ｊ
Ａ
あ
し
ょ
ろ
の
資
料
に
よ
る
と
、
フ
キ
は
キ
ク

科
の
多
年
草
で
、
雄
と
雌
が
別
々
の
株
を
持
つ
「
雄

雌
異
株
」
の
植
物
。
世
界
に
は
20
種
ほ
ど
あ
る
が
、

日
本
に
は
一
般
の
フ
キ
（
早
生
ブ
キ
、
水
フ
キ
等
）

と
ア
キ
タ
ブ
キ
（
オ
オ
ブ
キ
）
の
２
種
あ
り
、
ラ
ワ

ン
ぶ
き
は
後
者
に
属
す
が
、
な
ぜ
２
〜
３
ｍ
丈
に
な

る
か
に
つ
い
て
は
謎
も
多
い
と
い
う
。
か
つ
て
は
４

ｍ
に
も
な
り
、
葉
の
下
を
馬
で
通
っ
た
と
い
う
話
も

あ
る
。

　

ラ
ワ
ン
ぶ
き
が
群
生
す
る
の
は
足
寄
町
の
東
に
位

置
す
る
螺
湾
地
区
の
螺
湾
川
の
河
岸
で
、
砂
地
の
土

壌
。
源
流
周
辺
に
は
雌
阿
寒
岳
か
ら
流
れ
出
る
マ
ン

ガ
ン
が
今
も
形
成
さ
れ
て
い
る
湯
の
滝
、
地
下
水
の

鉱
物
質
が
ド
ー
ム
状
に
成
長
し
た
シ
オ
ワ
ッ
カ
、
四

季
や
時
間
に
よ
っ
て
湖
面
が
色
を
変
え
る
幽
玄
の

湖
・
オ
ン
ネ
ト
ー
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
水
資
源
と

豊
か
な
森
、
フ
キ
の
根
を
育
て
る
砂
地
が
、
巨
大
な

フ
キ
を
生
み
育
て
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
る
。

　

肉
厚
で
繊
維
質
が
多
い
が
、
調
理
す
る
と
柔
ら
か

く
風
味
も
豊
か
。
普
通
の
フ
キ
に
比
べ
て
繊
維
は

３
・
５
倍
、
カ
ル
シ
ウ
ム
は
4
倍
、
他
の
フ
キ
に
は

な
い
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
も
多
量
に
含
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、
現
代
人
に
不
足
し
が
ち
な
ミ
ネ
ラ
ル
が
豊
富
な

自
然
食
品
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

町
で
は
Ｊ
Ａ
と
協
力
し
て
自
生
地
を
保
護
し
て
種

や
根
の
持
ち
出
し
を
禁
止
す
る
と
共
に
、
安
定
供
給

す
る
た
め
に
、
足
寄
町
内
に
限
定
し
て
畑
で
も
ラ
ワ

ン
ぶ
き
の
栽
培
を
行
っ
て
い
る
。

　

平
成
13
年
10
月
、
ラ
ワ
ン
ぶ
き
は
学
術
的
価
値
に

加
え
て
、
栽
培
農
家
や
産
直
グ
ル
ー
プ
の
取
り
組
み
、

町
民
の
保
全
活
動
等
が
評
価
さ
れ
て「
北
海
道
遺
産
」

に
選
定
さ
れ
た
。

　

緑
豊
か
な
自
然
を
活
か
し
て

　

十
勝
平
野
の
東
北
部
に
位
置
す
る
足
寄
町
は
総
面

積
14
万
ha
で
、
市
町
村
合
併
が
進
む
数
年
前
ま
で
は

日
本
一
広
く
、
香
川
県
に
匹
敵
す
る
面
積
を
持
っ
て

い
る
。
畑
作
で
は
小
麦
、
馬
鈴
薯
、
て
ん
菜
、
各
種

野
菜
栽
培
が
行
わ
れ
、
酪
農
で
は
乳
用
牛
・
肉
用
牛

が
2
万
頭
飼
育
さ
れ
て
い
る
。
一
戸
当
た
り
の
農
地

面
積
は
約
33
ｈａ
と
い
う
か
ら
、そ
の
規
模
も
ジ
ャ
ン

ボ
で
、
日
本
の
食
糧
基
地
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
町
で
あ
る
。

　

ラ
ワ
ン
ぶ
き
の
取
材
を

お
願
い
し
た
経
済
課
商
工

観
光
振
興
室
の
岩
原
栄
室

長
を
役
場
へ
訪
ね
る
と
、

真
新
し
い
新
庁
舎
に
な
っ

て
い
る
。
2
年
前
に
念
願

の
新
社
屋
が
完
成
し
た
。

外
観
は
二
階
建
て
の
近
代

的
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
庁
舎

だ
が
、
中
へ
入
っ
て
驚
い

オ
ン
ネ
ト
ー
の
清
流
域
が
育
ん
だ
自
然
食
品

足
寄
特
産
・
ジ
ャ
ン
ボ 

ラ
ワ
ン
ぶ
き  

北
海
道
足あ

し
ょ
ろ
ち
ょ
う

寄
町

uラワンぶきを圃場栽培する永井農
場、午後のおやつタイム

カラマツの集成材で作られた足寄町役場。
玄関を入ると障がいを持つ人が働く喫茶
「きらり」がある。右端が岩原室長
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た
。
足
寄
産
の
カ
ラ
マ
ツ
の
集
成
材
で
作
ら
れ
た
ぬ

く
も
り
の
あ
る
木
造
建
造
物
。
正
面
玄
関
を
入
る
と

「
き
ら
り
」
と
い
う
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、
障
が

い
を
持
つ
人
た
ち
が
元
気
に
迎
え
て
く
れ
た
。

「
日
本
一
の
面
積
を
持
つ
足
寄
で
す
が
、
84
％
は
林

野
で
、
造
林
地
は
70
％
が
戦
後
に
植
林
し
た
カ
ラ
マ

ツ
な
ん
で
す
。
カ
ラ
マ
ツ
は
建
材
に
向
か
な
い
と
言

わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
樹
齢
40
年
以
上
の
も
の
は
強

度
に
も
優
れ
、
集
成
材
に
加
工
す
る
と
色
や
柄
が
大

変
素
晴
ら
し
い
高
級
材
に
な
る
。
い
ま
町
で
建
設
し

て
い
る
住
宅
や
農
業
施
設
等
に
も
カ
ラ
マ
ツ
の
集
成

材
を
活
か
す
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
」
と
岩
原
室
長

か
ら
説
明
が
あ
っ
た
。

　

南
側
に
大
き
な
窓
を
と
っ
た
木
造
建
物
は
冬
も
温

か
く
、
し
か
も
木
材
加
工
の
と
き
出
た
木
屑
は
ペ
レ

ッ
ト
に
成
形
さ
れ
、
暖
房
用
燃
料
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
る
。
駐
車
場
か
ら
庁
舎
へ
は
消
雪
装
置
付
き
の

段
差
の
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、
エ
コ
と
福
祉
の
町
と

し
て
の
取
り
組
み
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

自
然
条
件
に
左
右
さ
れ
る
自
生
地

　

岩
原
室
長
と
足
寄
町
農
業
協
同
組
合
農
産
部
・
阪

本
環
部
長
の
案
内
で
、
ラ
ワ
ン
ぶ
き
生
産
農
家
を
訪

ね
た
。
螺
湾
川
の
自
生
地
で
自
然
栽
培
を
手
が
け
て

い
る
農
家
は
４
軒
、
約
一
町
歩
の
自
生
地
を
有
す
る

阿
部
喜
一
さ
ん
（
59
）
は
、
長
年
河
川
周
辺
の
環
境

保
全
と
ラ
ワ
ン
ぶ
き
の
保
護
育
成
に
当
た
っ
て
き
た
。

　

自
宅
の
前
の
広
い
牧
草
地
の
先
に
螺
湾
川
が
流
れ

て
お
り
、
川
の
周
辺
に
ラ
ワ
ン
ぶ
き
が
自
生
し
て
い

る
。「
も
う
収
穫
は
ほ
ぼ
終
え
た
ん
で
す
」
と
言
っ

て
案
内
し
て
く
れ
た
が
、
対
岸
の
雑
木
林
周
辺
に
は

ま
だ
か
な
り
生
え
て
い
る
。

「
自
然
の
も
の
は
香
り
が
よ
く
柔
ら
か
い
。
茹
で
て

皮
を
剥
く
だ
け
で
ア
ク
が
な
く
緑
の
ま
ま
料
理
が
で

き
ま
す
。
た
だ
収
穫
時
期
が
遅
れ
る
と
虫
が
つ
き
や

す
く
、
鹿
も
毎
日
食
べ
に
や
っ
て
き
ま
す
よ
」

「
昨
年
は
不
作
で
し
た
が
、
今
年
は
？
」
と
Ｊ
Ａ
の

阪
本
さ
ん
が
聞
く
と
、
阿
部
さ
ん
は
「
雪
は
例
年
の

３
分
の
１
で
雪
解
け
は
早
か
っ
た
け
れ
ど
、
５
月
は

雨
が
多
く
低
温
続
き
で
、
成
長
も
良
く
な
か
っ
た
ね
。

土
地
は
山
の
腐
葉
土
で
肥
え
て
い
る
が
、
川
が
増
水

す
る
と
土
も
苗
木
も
皆
持
っ
て
い
か
れ
る
。
い
ま
は

穏
や
か
な
川
で
水
量
も
少
な
い
が
、
雨
が
続
く
と
暴

れ
川
に
な
る
。
以
前
は
３
ｍ
を
超
え
る
フ
キ
が
よ
く

採
れ
た
が
、
最
近
は
気
象
状
況
が
不
安
定
で
苦
労
し

て
い
ま
す
」
と
顔
を
曇
ら
せ
た
。

　

螺
湾
川
対
岸
の
林
も
阿
部
さ
ん
の
地
所
で
ニ
レ
や

カ
バ
の
巨
木
が
茂
っ
て
い
る
。
木
々
の
葉
が
つ
く
る

日
影
も
ラ
ワ
ン
ぶ
き
の
生
育
に
大
切
な
条
件
だ
そ
う

で
、
阿
部
さ
ん
の
生
産
す
る
美
味
な
フ
キ
は
手
入
れ

の
よ
い
森
と
河
川
敷
き
が
育
ん
で
い
る
と
実
感
し
た
。

家
は
酪
農
経
営
を
し
て
お
り
、
次
男
（
28
）
が
手
伝

っ
て
い
る
と
い
う
。

　

螺
湾
川
の
上
流
に
は
足
寄
町
観
光
協
会
が
管
理
す

る
ラ
ワ
ン
ぶ
き
観
賞
圃
場
が
あ
る
。
入
口
に
は
巨
大

な
フ
キ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
看
板
が
あ
り
、
こ
こ
で
観

光
客
は
写
真
を
撮
る
。
川
沿
い
に
フ
キ
の
自
生
地
が

あ
る
が
、
雑
草
と
の
闘
い
で
、
若
い
ラ
ワ
ン
ぶ
き
は

伸
び
悩
ん
で
い
る
。
手
入
れ
を
き
め
細
か
に
し
な
い

と
野
性
の
フ
キ
も
育
た
な
い
の
だ
。
町
で
は
い
ま
腐

葉
土
を
入
れ
た
土
壌
改
良
と
草
刈
り
に
力
を
入
れ
て

お
り
、
来
年
は
立
派
な
ラ
ワ
ン
ぶ
き
が
お
目
に
か
か

れ
そ
う
だ
。

　

若
い
後
継
者
が
頑
張
る
畑
作
地

　

螺
湾
地
区
に
は
ラ
ワ
ン
ぶ
き
を
畑
作
生
産
す
る
農

家
が
27
戸
あ
り
、
栽
培
面

積
は
１
５
２
８
ａ
（
う
ち

Ｊ
Ａ
が
90
ａ
）。
平
成
６

年
に
フ
キ
生
産
部
会
を
作

り
、
畑
栽
培
の
研
究
を
行

っ
て
き
た
。
毎
年
苗
を
育

苗
し
、
肥
沃
な
土
地
作
り
、

水
分
補
給
等
の
管
理
に
気

を
つ
け
て
い
る
。

　

永
井
農
場
は
５
町
歩
の

ラ
ワ
ン
ぶ
き
を
畑
作
す
る

大
規
模
農
家
で
、
永
井
庄

一
さ
ん
が
始
め
た
が
、
現
在
は
孫
の
彰
あ
き
ら

さ
ん（
26
）が

後
継
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
収
穫
期
で
、６
、７
人
の

男
性
が
働
い
て
い
た
。

　

鎌
で
青
々
と
し
た
茎
を
根
元
か
ら
切
る
と
サ
ッ
と

水
が
溢
れ
出
て
く
る
。
刈
っ
た
フ
キ
は
虫
が
つ
い
て

い
な
い
か
を
入
念
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
葉
を
取
り
除
き

10
本
ず
つ
に
ま
と
め
る
。
永
井
農
場
で
は
観
光
客
の

刈
り
取
り
体
験
を
実
施
、
加
工
も
一
部
を
自
家
工
場

で
行
っ
て
い
る
。
こ
の
日
も
女
性
グ
ル
ー
プ
が
訪
れ
、

見
上
げ
る
ば
か
り
に
大
き
い
フ
キ
に
感
動
し
、
農
場

が
販
売
す
る
フ
キ
水
煮
等
を
買
い
求
め
て
い
た
。

　　地域特産品をBIGビジネスに③

▲ラワンぶき観賞圃場で、観光客に説明するJA
阪本部長　u螺湾川沿いに自生するラワンぶきを
育成する阿部喜一さん
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「
フ
キ
の
栽
培
で
大
切
な
こ
と
は
、
草
取
り
と
、
収

穫
し
た
あ
と
の
土
地
の
管
理
で
す
。
５
月
６
月
の
雨

も
必
要
で
す
。
一
度
刈
り
取
っ
た
畑
に
は
二
番
ブ
キ

が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
根
株

の
育
成
に
役
立
て
ま
す
。
秋
に
は
枯
れ
た
葉
や
茎
等

を
混
ぜ
て
耕
し
ま
す
が
、
地
下
５
㎝
位
の
と
こ
ろ
に

根
株
が
あ
り
ま
す
の
で
、
熟
練
が
必
要
で
す
。
３
年

に
一
度
は
腐
葉
土
を
入
れ
て
、
古
い
株
を
新
し
い
も

の
に
入
れ
替
え
る
等
の
作
業
を
し
ま
す
」
と
彰
さ
ん

は
説
明
し
て
く
れ
た
。
新
し
い
株
は
1
年
目
は
収
穫

せ
ず
、
３
年
目
あ
た
り
で
よ
う
や
く
２
〜
３
ｍ
丈
に

な
り
、
５
、６
年
以
上
経
つ
と
葉
に
勢
い
が
な
く
な

っ
て
く
る
そ
う
で
、「
収
穫
が
終
っ
て
も
畑
の
手
入
れ

と
来
年
の
準
備
に
追
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
当
農
場

で
は
ラ
ワ
ン
ぶ
き
栽
培
を
専
業
で
や
っ
て
い
ま
す
」

と
、
ピ
ア
ス
が
似
合
う
青
年
は
汗
を
拭
っ
た
。

　

そ
こ
へ
「
皆
さ
ん
、
お
茶
で
す
よ
」
と
い
っ
て
若

い
女
性
が
元
気
に
現
わ
れ
、
茶
菓
子
や
ア
イ
ス
ク
リ

ー
ム
、
冷
え
た
飲
物
を
皆
に
配
っ
た
。
あ
と
で
彰
さ

ん
の
婚
約
者
だ
と
聞
い
て
納
得
し
た
。

　

ラ
ワ
ン
ぶ
き
の
魅
力
を
料
理
に　

　

私
は
北
海
道
へ
行
く
と
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど

ラ
ワ
ン
ぶ
き
の
水
煮
を
買
っ
て
く
る
。
普
通
フ
キ
は

昆
布
や
か
つ
お
出
汁
で
甘
辛
に
煮
た
り
、
佃
煮
風
の

保
存
食
に
す
る
が
、
ラ
ワ
ン
ぶ
き
は
茎
だ
け
で
も
５

㎝
ほ
ど
の
幅
が
あ
り
、
和
風
で
も
中
華
風
で
も
多
様

に
料
理
で
き
る
意
外
性
に
富
ん
だ
食
材
で
あ
る
。

　

加
工
所
に
行
く
と
次
々
と
ク
ル
マ
で
運
び
込
ま
れ

た
フ
キ
の
中
で
、
ま
ず
男
性
た
ち
が
丈
と
太
さ
を
選

別
し
て
一
つ
一
つ
品
質
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
。
そ

れ
ら
を
大
き
な
ス
チ
ー
ル
製
の
容
器
に
入
れ
て
熱
湯

で
18
分
間
茹
で
る
。
続
い
て
塩
づ
け
し
重
石
を
載
せ

て
一
昼
夜
冷
水
を
流
す
。
い
わ
ゆ
る
ア
ク
抜
き
作
業

で
あ
る
。
茹
で
て
ア
ク
抜
き
し
た
フ
キ
は
テ
ー
ブ
ル

に
並
べ
ら
れ
、
白
衣
を
着
た
女
性
た
ち
の
手
で
皮
剥

き
さ
れ
る
。
皆
慣
れ
た
手
つ
き
で
包
丁
を
使
っ
て
作

業
し
て
い
る
が
、
最
近
採
用
さ
れ
た
若
い
女
性
の
パ

ー
ト
さ
ん
も
い
て「
む
ず
か
し
い
」を
連
発
し
て
い
た
。

　

皮
を
剥
い
た
フ
キ
は
洗
浄
し
て
小
さ
く
切
り
、
ビ

ニ
ー
ル
袋
や
缶
に
真
空
パ
ッ
ク
さ
れ
て
、商
品
が
完

成
す
る
。
Ｊ
Ａ
が
「
足
寄
ラ
ワ
ン
ぶ
き
」
と
し
て
商

標
登
録
し
、
他
地
区
の
フ
キ
と
差
別
化
し
て
い
る
。

　

昭
和
50
年
に
建
設
し
た
専
用
の
加
工
所
は
、
建
物

は
古
く
な
っ
た
が
作
業
し
や
す
く
工
夫
さ
れ
て
お
り
、

働
く
女
性
た
ち
の
多
さ
と
手
際
の
良
さ
に
驚
か
さ
れ

た
。「
一
ヵ
月
の
短
期
雇
用
な
の
で
、
人
手
の
確
保

が
苦
労
で
す
」
と
阪
本
部
長
は
言
っ
て

い
た
。

　

旬
の
ラ
ワ
ン
ぶ
き
を
料
理
に
活
か
し

て
い
る
店
が
あ
る
と
聞
い
て
出
か
け
た
。

「
び
す
と
ろ
端
山
亭
」
で
、
店
主
の
端

山
道
王
さ
ん
（
42
）
は
「
自
生
す
る
ラ

ワ
ン
ぶ
き
の
程
よ
い
歯
ご
た
え
と
香
り
、

色
を
料
理
に
ぜ
ひ
生
か
し
た
い
と
思
っ

て
き
ま
し
た
。
パ
ス
タ
や
ピ
ザ
に
添
え

た
り
ケ
ー
キ
の
生
地
に
入
れ
る
な
ど
し

て
、
地
域
の
人
に
も
人
気
で
す
」

　

パ
ス
タ
、
ピ
ザ
に
加
え
た
ラ
ワ
ン
ぶ
き
は
緑
色
が

鮮
や
か
で
、
香
り
と
し
ゃ
き
っ
と
し
た
感
触
が
よ
く

マ
ッ
チ
し
て
お
り
、
ケ
ー
キ
は
フ
キ
の
香
り
が
上
品

に
混
じ
っ
た
薄
緑
色
。「
い
ま
は
残
念
な
が
ら
季
節

限
定
の
料
理
な
の
で
、
今
後
は
水
煮
し
た
フ
キ
を
使

っ
た
料
理
も
考
え
て
い
き
ま
す
」
と
端
山
さ
ん
。

「
町
で
も
以
前
町
民
か
ら
フ
キ
料
理
を
募
集
し
た
と

こ
ろ
、優
れ
た
料
理
が
沢
山
集
ま
り
ま
し
た
。全
国
フ

キ
料
理
大
会
で
も
開
催
し
て
ラ
ワ
ン
ぶ
き
を
も
っ
と

Ｐ
Ｒ
し
た
い
で
す
ね
」
と
岩
原
室
長
は
夢
を
語
っ
た
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

永井農場当主の永井彰さん。2～
3ｍあるフキの刈取りが連日続く

▲フキ加工所。集められたフキの品質をチェ
ックする

▲太さ、長さを揃えて発送の準備

▲茹でてアク抜きしたフキの皮剥き作業

u「びすとろ端山亭」のフキを
使ったパスタ、ピザ、肉料理

●足寄町経済課☎0156-25-2141
●JA足寄農産部☎0156-25-2187
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バ
イ
オ
マ
ス
利
用
の
先
進
地
と
し
て
全
国
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る
岡

山
県
真
庭
市
。
国
の
省
庁
を
は
じ
め
、
全
国
で
同
様
に
バ
イ
オ
マ
ス
タ

ウ
ン
を
め
ざ
す
地
域
か
ら
も
視
察
が
相
次
い
で
い
る
。
木
く
ず
や
使
用

済
み
て
ん
ぷ
ら
油
な
ど
、
バ
イ
オ
マ
ス
を
利
用
し
た
資
源
循
環
型
社
会

づ
く
り
を
め
ざ
し
て
取
り
組
み
を
続
け
る
真
庭
市
を
取
材
し
た
。

　

木
く
ず
利
用
の
電
力
で

　

自
社
の
電
気
を
ま
か
な
う

　

岡
山
県
の
北
部
、
中
国
山
地
の
ほ
ぼ
中

央
に
位
置
す
る
真
庭
市
は
、面
積
の
78
・
８

％
が
山
林
と
い
う
林
業
の
盛
ん
な
町
。
市

内
に
は
数
多
く
の
製
材
、
加
工
工
場
が
あ

る
が
、
近
年
、
そ
れ
ら
の
工
場
か
ら
排
出

さ
れ
た
不
要
木
材
を
新
た
な
資
源
と
し
て

と
ら
え
、
有
効
活
用
を
す
る
バ
イ
オ
マ
ス

事
業
へ
の
取
り
組
み
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て

い
る
。

　

そ
の
牽
引
役
を
果
た
し
て
い
る
の
が
地

元
の
製
材
会
社
、
銘
建
工
業
だ
。
日
本
一

の
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
会
社
と

し
て
、
農
林
水
産
大
臣
を
は
じ
め
、
大

学
教
授
、
議
会
、
企
業
な
ど
か
ら
年
間

６
０
０
０
人
も
の
人
が
視
察
に
訪
れ
る
注

目
の
会
社
で
あ
る
。

　

銘
建
工
業
株
式
会
社
部
長
兼
、
真
庭
バ

イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社
（
Ｍ
Ｂ
Ｅ
）

専
務
取
締
役
の
長お
さ
だ田
正
之
さ
ん
に
よ
る
と
、

銘
建
工
業
で
は
、一
日
に
１
３
０
ト
ン
以
上

の
木
く
ず
が
出
る
と
い
う
。

「
昔
は
そ
れ
を
産
業
廃
棄
物
と
し
て
、
お

金
を
払
っ
て
棄
て
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ

は
費
用
面
で
も
環
境
面

に
お
い
て
も
大
き
な
問

題
で
し
た
。
な
ん
と
か
、

そ
れ
ら
を
再
資
源
化
で

き
な
い
か
と
考
え
、
平
成
９
年
に
10
億
円
と
い
う
巨

費
を
投
じ
て
、
廃
棄
木
材
を
燃
料
と
す
る
自
家
発
電

所
を
建
設
し
た
の
で
す
」

　

こ
の
発
電
所
が
で
き
た
こ
と
で
、
銘
建
工
業
は
年

間
１
億
５
０
０
０
万
円
分
の
電
気
を
つ
く
り
だ
す
こ

と
に
成
功
し
た
。
も
ち
ろ
ん
自
社
で
使
う
電
力
は

１
０
０
％
こ
の
発
電
所
で
ま
か
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

平
成
15
年
４
月
か
ら
は
余
剰
電
力
を
電
力
会
社
に
売

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
１
年
間
で
お
よ
そ

１
２
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
５
０
０
０
万
円
の
収
益
を

上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
自
社
で
ゴ
ミ
を

処
理
す
る
こ
と
で
年
間
２
億
円
を
生
み
出
す
こ
と
が

で
き
た
の
だ
。

　

銘
建
工
業
で
は
平
成
16
年
か
ら
、
お
が
く
ず
を
固

め
た
燃
料
「
ペ
レ
ッ
ト
」
の
製
造
も
開
始
し
て
い
る
。

　

ペ
レ
ッ
ト
と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
固
形

燃
料
で
、
木
く
ず
や
木
質
系
の
副
産
物
、
廃
棄
物
を

粉
砕
し
、
高
熱
で
圧
縮
・
成
型
し
て
作
ら
れ
る
。
燃

や
し
て
も
、
も
と
も
と
木
が
吸
い
込
ん
で
い
た
Ｃ
Ｏ

２
し
か
放
出
さ
れ
ず
、
実
質
的
に
大
気
中
の
Ｃ
Ｏ
２

を
増
加
さ
せ
な
い
の
が
大
き
な
特
徴
だ
。

「
欧
米
で
は
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
ス
ト
ー

※バイオマスとは、「再生可能な生物由来の有機性資源で
化石資源を除いたもの」のこと。具体的には、製材所の
木くずや山林に捨てられた残材、農作物の残り、生ゴミ、
家畜の糞尿、下水の汚泥などを指す。

右は檜の山林、左は湯原
温泉。ともに真庭市にと
って大切な地域資源だ

バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
を
め
ざ
す

森
林
と
温
泉
の
町
　    

岡
山
県
真ま

に
わ
し

庭
市

■
資
源
活
用
／
環
境
に
や
さ
し
い
バ
イ
オ
マ
ス
・
シ
テ
ィ
①
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ブ
や
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
に
使
わ
れ
、
生
活
に
根
付
い

て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
ペ
レ
ッ
ト
用
の
ス
ト
ー
ブ

が
普
及
し
て
お
ら
ず
、
ま
だ
ま
だ
定
着
し
て
い
な
い

の
が
現
状
で
す
。
し
か
し
、
地
球
温
暖
化
防
止
の
た

め
に
も
、
ゴ
ミ
を
外
へ
出
さ
な
い
た
め
に
も
、
広
め

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ち

な
み
に
、
当
社
の
ペ
レ
ッ
ト
の
生
産
量
は
現
在
、
国

内
一
。
昨
年
は
１
万
５
０
０
０
ト
ン
を
生
産
し
ま
し

た
」

　

材
料
で
あ
る
木
く
ず
は
自
社
か
ら
出
た
も
の
の
ほ

か
、
地
域
の
製
材
会
社
に
持
っ
て
き
て
も
ら
い
、
代

わ
り
に
ペ
レ
ッ
ト
を
提
供
。
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
が
ボ

イ
ラ
ー
に
入
れ
て
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地
元
の
小

学
校
の
ス
ト
ー
ブ
、
農
家
の
ボ
イ
ラ
ー
、
温
水
プ
ー

ル
の
ボ
イ
ラ
ー
な
ど
で
も
試
し
て
い
る
そ
う
だ
。

　　

全
国
か
ら
注
目
さ
れ
る
バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン

　

銘
建
工
業
で
は
、
廃
棄
木
材
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
以
外

に
も
再
利
用
す
る
た
め
、
木
く
ず
を
使
っ
た
マ
テ
リ

ア
ル
も
開
発
・
製
造
し
た
。
マ
テ
リ
ア
ル
と
は
、
木

材
を
51
％
以
上
使
っ
て
成
型
し
た
床
材
の
こ
と
。
愛

知
万
博
の
北
口
ゲ
ー
ト
の
床
材
は
こ
の
マ
テ
リ
ア
ル

が
利
用
さ
れ
た
が
、
環
境
や
人
に
優
し
い
と
好
評
だ

っ
た
と
か
。

　

ま
た
、
同
じ
く
真
庭
市
に
あ
る
土
木
関
係
の
資
材

を
作
る
会
社
「
ラ
ン
デ
ス
株
式
会
社
」
で
は
、
セ
メ

ン
ト
と
木
を
融
合
し
た
木
片
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
開

発
・
製
造
し
て
い
る
。
総
務
部
課
長
補
佐
の
仁
枝
格

さ
ん
は
、「
木
片
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
舗
道
は
保
水
力
が

あ
る
の
で
、
雨
が
降
っ
て
も
水
溜
り
が
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
舗
道
に
比
べ
て
５
〜
８
度

表
面
温
度
が
低
く
、
都
会
の
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現

象
を
防
ぐ
効
果
も
あ
り
ま
す
」

　

と
そ
の
利
点
を
語
る
。舗
道
の
ほ
か
、水
は
け
が
よ

く
、
保
水
性
が
あ
る
と
い
う
利
点
を
生
か
し
て
ガ
ー

デ
ニ
ン
グ
用
品
の
素
材
に
も
使
わ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
マ
テ
リ
ア
ル
、
木
片
コ
ン
ク
リ
ー

ト
…
。
木
材
を
再
利
用
す
る
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
、

実
は
、
今
か
ら
20
年
近
く
前
、
地
元
の
若
手
経
営
者

ら
の
地
域
お
こ
し
勉
強
会
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た

と
い
う
。

「
林
業
や
製
材
所
を
取
り
巻
く
環
境
が
厳
し
い
状
況

の
な
か
、
地
域
の
人
々
が
豊
か
に
暮
ら
す
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
か
と
議
論
を
重
ね
た
そ
う
で
す
。
そ
し

て
、
地
域
の
木
材
資
源
に
付
加
価
値
を
つ
け
て
新
た

な
産
業
を
生
み
出
す
こ
と
、
ま
た
、
木
の
恵
み
を
使

い
き
る
た
め
、
廃
棄
木
材
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
な
ど
を

考
え
つ
い
た
そ
う
で
す
（
長
田
さ
ん
談
）」

　

こ
う
し
た
民
間
の
積
極
的
な
活
動
に
牽
引
さ
れ
る

よ
う
に
、
真
庭
市
も
バ
イ
オ
マ
ス
を
活
用
し
た
町
づ

く
り
を
め
ざ
す
よ
う
に

な
る
。

　

平
成
16
年
、地
球
環
境

保
護
と
地
域
の
産
業
振

興
を
目
標
に
、真
庭
市
は
、

バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
を

め
ざ
す
地
元
の
事
業
者

u真庭バイオエネルギー㈱
専務取締役の長田正之さん

▼廃材利用の発電所が注目を集めている

銘
建
工
業
は
、
お
が
く
ず
を
固
め
た

燃
料
ペ
レ
ッ
ト
の
生
産
も
国
内
一

軽
く
て
水
は
け
の
よ
い
木
片
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
製
品

ランデス㈱総務部の仁枝格さん。
会社前の舗道にも木片コンクリー
トが敷かれている
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た
ち
と
と
も
に
、前
述
の「
真
庭
バ
イ
オ
エ
ネ
ル
ギ
ー

（
株
）｣
と「
真
庭
バ
イ
オ
マ
テ
リ
ア
ル（
有
）｣

を
設
立

し
た
。

　

バ
イ
オ
マ
ス
事
業
を
単
独
の
会
社
の
活
動
で
終
わ

ら
せ
ず
、
市
が
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
、
活
動
を
さ

ら
に
大
き
く
広
げ
、
強
固
な
も
の
に
す
る
た
め
だ
。

真
庭
市
産
業
観
光
部
バ
イ
オ
マ
ス
政
策
課
の
江
崎
仁

さ
ん
に
よ
る
と
、「
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
者
が
協

力
し
合
い
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
発
生
か
ら
利
用
ま
で
を

シ
ス
テ
ム
化
し
て
活
用
す
る
こ
と
で
、
関
連
産
業
や

雇
用
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
バ
イ

オ
マ
ス
の
利
用
で
二
酸
化
炭
素
の
発
生
を
抑
え
、
地

球
温
暖
化
防
止
に
貢
献
し
、
資
源
循
環
型
社
会
を
形

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

こ
こ
数
年
、
真
庭
市
は
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
の
先
進

地
「
バ
イ
オ
マ
ス
タ
ウ
ン
真
庭
」
と
し
て
全
国
か
ら

注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
視
察
に
訪
れ
る
人
が

後
を
絶
た
な
い
と
い
う
。

　

真
庭
観
光
連
盟
で
は
、
こ
の
よ
う
な
市
の
取
り
組

み
を
見
学
し
て
も
ら
う「
バ
イ
オ
マ
ス
ツ
ア
ー
真
庭
」

を
企
画
・
運
営
し
て
い
る
。
豊
か
な
森
林
を
実
際
に

目
に
し
、
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
循
環
に
取
り
組
む
現

場
な
ど
を
見
学
す
る
ツ
ア
ー
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

や
環
境
問
題
を
考
え
な
お
す
よ
い
チ
ャ
ン
ス
に
な
る

に
ち
が
い
な
い
。

　

て
ん
ぷ
ら
油
で
地
球
15
周
分
の
燃
料
を
生
産

　

真
庭
市
に
は
も
う
一
つ
、
バ
イ
オ
マ
ス
を
活
用
し

て
町
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
元
気
な
地
域
が
あ

る
。
温
泉
地
と
し
て
名
高
い
湯
原
町
だ
。
こ
こ
で
の

バ
イ
オ
マ
ス
は
使
用
済
み
の
て
ん
ぷ
ら
油
。
こ
れ
を

加
工
し
て
燃
料
を
作
り
、
温
泉
旅
館
の
送
迎
車
な
ど

に
利
用
し
て
い
る
の
だ
。

「
温
泉
街
に
は
旅
館
や
飲
食
店
が
多
い
の
で
生
ゴ
ミ

や
廃
油
が
大
量
に
出
る
ん
で
す
。
特
に
、
使
用
済
み

の
て
ん
ぷ
ら
油
は
下
水
道
に
流
す
の
は
も
ち
ろ
ん
、

固
め
て
ゴ
ミ
に
出
し
て
も
、
環
境
汚
染
や
環
境
負
荷

の
一
因
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
地
域
の
み
な
さ
ん

の
使
用
済
み
て
ん
ぷ
ら
油
を
買
い
上
げ
て
、
デ
ィ
ー

ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
用
の
燃
料
Ｅ
Ｄ
Ｆ
（
エ
コ
・
デ
ィ
ー

ゼ
ル
・
燃
料
）
を
作
り
出
す
真
庭
Ｅ
Ｄ
Ｆ
事
業
を
始

め
た
の
で
す
」

　

と
話
す
の
は
、
湯
原
町
旅
館
協
同
組
合
理
事
長
で
、

プ
チ
ホ
テ
ル
ゆ
ば
ら
リ
ゾ
ー
ト
社
長
の
古こ
ば
や
し林
伸
美
さ

ん
。
真
庭
Ｅ
Ｄ
Ｆ
事
業
の
仕
掛
け
人
の
一
人
で
も
あ

る
古
林
さ
ん
は
、
い
き
さ
つ
を
こ
う
話
す
。

「
湯
原
で
最
も
重
要
な
地
域
資
源
は
温
泉
で
す
。
そ

し
て
、
温
泉
の
湯
は
山
や
川
に
注
い
だ
雨
か
ら
い
た

だ
い
た
も
の
。
温
泉
を
生
活
の
糧
と
し
て
い
る
町
と

し
て
は
、
自
然
環
境
へ
の
恩
返
し
と
い
う
意
味
か
ら

も
、
川
や
空
気
を
き
れ
い
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い

と
、
以
前
か
ら
旅
館
協
同
組
合
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
と

話
し
て
い
た
ん
で
す
」

　

た
だ
、
実
際
に
は
何
か
ら
手
を
つ
け
た
ら
い
い
の

か
わ
か
ら
ず
、
平
成
17
年
頃
ま
で
足
踏
み
状
態
だ

っ
た
。
そ
こ
に
現
れ
た
の
が
も
う
一
人
の
仕
掛
け

人
、
エ
コ
ラ
イ
フ
商
友
代
表
取
締
役
の
河こ
う
の野
慶
治
さ

ん
。
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
分
野
に
詳
し
い
河
野
さ
ん
が
、

て
ん
ぷ
ら
油
を
燃
料
に
す
る
加
工
技
術
を
会
得
し
た

こ
と
で
、
事
は
一
気
に
進
展
す
る
。
平
成
17
年
11
月
、

湯
原
町
旅
館
協
同
組
合
と
エ
コ
ラ
イ
フ
商
友
の
共
同

事
業
「
真
庭
Ｅ
Ｄ
Ｆ
事
業
」
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

廃
油
の
回
収
、
燃
料
化
、
配
送
は
、
エ
コ
ラ
イ
フ

商
友
が
受
け
持
っ
た
。
使
用
済
み
て
ん
ぷ
ら
油
の
回

収
先
は
ほ
と
ん
ど
湯
原
温
泉
の
旅
館
や
飲
食
店
な
ど

で
、
１
リ
ッ
ト
ル
10
円
で
買
い
取
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｄ

Ｆ
に
精
製
さ
れ
た
燃
料
は
１
リ
ッ
ト
ル
75
円
で
販
売

し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
買
う
（
使
う
）
の
も
、
ほ
と

ん
ど
地
元
の
宿
泊
施
設
だ
。

「
作
ら
れ
る
Ｅ
Ｄ
Ｆ
の
量
に
限
界
が
あ
る
た
め
、
地

元
を
走
ら
せ
る
車
に
限
定
し
て
使
っ
て
も
ら
っ
て
い

る
ん
で
す
。
Ｅ
Ｄ
Ｆ
は
空
気
を
汚
さ
な
い
た
め
、
こ

の
地
域
の
環
境
を
よ
く
す
る
の
に
役
立
て
た
い
と
思

い
ま
し
て
ね
」

　

現
在
、
真
庭
市
全
体
で
年
間
６
万
リ
ッ
ト
ル
の
Ｅ

Ｄ
Ｆ
を
生
産
、
地
球
を
15
周
で
き
る
燃
料
が
生
み
出

さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

▲てんぷら油で作った燃料で走るロンドンタク
シーを運転する古林伸美さん　
tゴミステーションで使用済みてんぷら油を回
収する河野慶治さん
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Ｅ
Ｄ
Ｆ
の
シ
ン
ボ
ル
、

　

ロ
ン
ド
ン
タ
ク
シ
ー

　

真
庭
Ｅ
Ｄ
Ｆ
事
業
の
ス

タ
ー
ト
と
ほ
ぼ
同
時
に
、

古
林
さ
ん
は
、
イ
ギ
リ
ス

製
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
車
「
ロ
ン

ド
ン
タ
ク
シ
ー
」
を
購
入
。
彼
が
営
む

ホ
テ
ル
の
宿
泊
者
の
送
迎
や
一
般
観
光

客
を
対
象
と
し
た
エ
コ
観
光
ガ
イ
ド
な

ど
に
使
用
し
て
い
る
。

　

古
林
さ
ん
に
よ
る
と
、
Ｅ
Ｄ
Ｆ
は
燃

費
が
よ
く
、
料
金
も
安
い
の
で
、
コ
ス

ト
面
で
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
。

そ
の
上
、
軽
油
と
違
っ
て
排
気
が
き
れ

い
で
空
気
を
汚
さ
な
い
。
さ
ら
に
、
ロ

ン
ド
ン
タ
ク
シ
ー
は
真
庭
Ｅ
Ｄ
Ｆ
事
業

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
観
光
資
源
に
も
な

っ
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
ボ
デ
ィ
ラ
イ
ン

の
ロ
ン
ド
ン
タ
ク
シ
ー
で
送
迎
す
る
と
、

お
客
さ
ん
は
大
喜
び
だ
と
か
。

　

古
林
さ
ん
に
ロ
ン
ド
ン
タ
ク
シ
ー
「
天
丼
１
号
」

に
乗
せ
て
も
ら
い
、
温
泉
街
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。

走
り
始
め
る
と
ほ
の
か
に
て
ん
ぷ
ら
の
匂
い
が
し
て

き
た
。
郷
愁
を
誘
う
よ
う
な
温
か
な
匂
い
で
、
ガ
ソ

リ
ン
の
匂
い
よ
り
は
る
か
に
心
地
よ
い
。

　

昭
和
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
の
漂
う
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し

た
温
泉
街
を
抜
け
る
と
、

河
原
に
露
天
風
呂
が
湧
い

て
い
た
。
全
国
露
天
風
呂

番
付
に「
西
の
横
綱
」と
し

て
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
て
い

る「
砂
湯
」だ
。湯
原
温
泉

は
、蒜
山
高
原
を
源
と
す

る
旭
川
沿
い
に
湧
き
、「
河

原
を
掘
れ
ば
ど
こ
で
も
温
泉
が
出
る
」と
い
わ
れ
る

ほ
ど
湯
量
が
豊
富
だ
と
い
う
。

　

ま
た
、
こ
の
川
は
カ
ジ
カ
ガ
エ
ル
や
オ
オ
サ
ン
シ

ョ
ウ
ウ
オ
も
生
息
す
る
き
れ
い
な
流
れ
だ
。

「
Ｅ
Ｄ
Ｆ
事
業
を
始
め
て
足
掛
け
４
年
。
川
の
水
が

き
れ
い
に
な
っ
た
の
で
蛍
の
餌
で
あ
る
カ
ワ
ニ
ナ
を

放
ち
ま
し
た
。
来
年
は
蛍
が
い
っ
ぱ
い
飛
ぶ
だ
ろ
う

と
期
待
し
て
い
ま
す
」

　

と
古
林
さ
ん
。
環
境
保
全
へ
の
取
り
組
み
と
い
え

ば
、古
林
さ
ん
は
、子
供
た
ち
に
も
環
境
へ
の
理
解
を

深
め
て
も
ら
お
う
と
、「
ま
に
わ
エ
コ
ブ
ッ
ク
事
業｣

を
始
め
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
Ｅ
Ｄ
Ｆ
の
売
却
金
を
寄
付
と
い
う
形
で
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
え
〜
子
・
真
庭
」
に
プ
ー
ル
し
て
、
真
庭

市
の
学
校
に
、
環
境
教
育
に
関
す
る
本
や
絵
本
を
寄

贈
す
る
と
い
う
も
の
。

「
て
ん
ぷ
ら
油
の
回
収
先
は
ほ
と
ん
ど
旅
館
や
事
業

所
。
一
般
の
住
民
の
間
に
も
広
く
浸
透
さ
せ
る
の
が

課
題
な
ん
で
す
。
寄
贈
し
た
本
で
、
子
供
た
ち
が
環

境
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
く
れ
た
ら
、
そ
れ
が
将

来
の
環
境
改
善
に
つ
な
が
る
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

数
年
後
、
Ｅ
Ｄ
Ｆ
で
走
る
車
は
こ
の
町
に
ど
れ
だ

け
増
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
も
、
真
庭
Ｅ

Ｄ
Ｆ
事
業
の
活
動
か
ら
目
が
離
せ
そ
う
に
な
い
。

文
／
小
田
礼
子
　
写
真
／
小
林
恵

●真庭市産業観光部バイオマス政策課☎0867-42-5022

観光客に人気のロンドンタクシーは、温泉街の子供たちにも親しまれている

▼廃油の回収、燃料化、配送などを一手に引き受
けている河野さん

バイオマスツアーに同行し、
案内してくれた真庭市バイオ
マス政策課の江崎仁さんと真
庭観光連盟の眞柴幸子さん
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海
岸
を
黒
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
列
車
が
走
る

　

春
採
湖
沿
い
を
走
り
抜
け
、
瀟
洒
な
住
宅
街
を
走

り
抜
け
、
海
岸
沿
い
の
線
路
を
、
黒
い
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
・
石
炭
を
乗
せ
た
12
両
編
成
の
貨
車
が
や
っ
て
き

た
。
釧
路
の
海
辺
は
そ
の
日
、
深
い
霧
に
覆
わ
れ
て

い
た
が
、
列
車
の
音
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
あ
た
り

は
一
瞬
霧
が
晴
れ
た
よ
う
に
見
え
た
。

　

石
炭
の
貯
炭
場
手
前
で
汽
笛
を
鳴
ら
し
、
青
信
号

を
通
過
す
る
と
、
列
車
は
真
ん
中
で
切
り
離
さ
れ
て

手
前
と
後
ろ
の
二
手
の
線
路
に
別
れ
て
貯
炭
場
へ
入

っ
て
い
く
。
貯
炭
場
の
真
上
に
く
る
と
貨
車
の
底
の

部
分
が
開
口
し
て
列
車
は
積
ん
で
き
た
石
炭
を
落
下

さ
せ
る
。
二
つ
の
線
路
で
石
炭
を
下
ろ
す
と
、
列
車

は
た
ち
ま
ち
真
ん
中
を
繋
い
で
、
選
炭
工
場
へ
引
き

上
げ
て
い
っ
た
。

　

石
炭
は
過
去
の
も
の
で

は
な
く
、
現
在
も
採
掘
さ

れ
輸
送
さ
れ
、
役
立
た
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
実

感
し
、
感
動
す
る
瞬
間
だ

っ
た
。
案
内
し
て
く
れ
た

の
は
釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン

（
株
）管
理
グ
ル
ー
プ
班
長

の
水
石
豊
さ
ん
。

　
「
採
掘
し
た
石
炭
は
ベ

釧路の石炭産業を担ってきた炭鉱の閉山は「炭
ヤ マ

鉱の灯を消さない」という釧路市民の
熱い思いと地元自治体・経済界の努力で、釧路コールマイン（株）という新会社へ引き
継がれた。地下約320ｍの海下で最新鋭技術を駆使して低公害炭を年間約60万トン
採掘、電力発電等に利用されている。他に高度技術を学ぶ中国・ベトナムの研修生の
受入れ、廃棄物の中間処理、バイオディーゼル等の新事業にも積極的に取り組んでいる。

石炭を積んだ貨車が二手に別れて貯炭場へ入っていく

貯炭場。
貨車の底が開口して
石炭は落下する

■
資
源
活
用
／
環
境
に
や
さ
し
い
バ
イ
オ
マ
ス
・
シ
テ
ィ
②

 

掘
り
出
せ
、釧
路
の
海
底
そ
 こ

ヂ
カ
ラ

わ
が
国
唯
一
の
現
役
炭
鉱  

釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
㈱　

釧
路
市
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ル
ト
コ
ン
ベ
ア
で
選
炭
工
場
に
運
ん
で
選
別
さ
れ
、

ユ
ー
ザ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
合
せ
た
製
品
を
提
供
し
や
す

い
よ
う
に
処
理
し
ま
す
。
運
送
は
当
社
と
契
約
し
た

別
会
社
が
行
っ
て
お
り
、
一
日
４
〜
５
往
復
し
て
い

ま
す
」
と
水
石
さ
ん
。

　

石
炭
列
車
が
見
え
る
こ
の
高
台
の
空
地
は
鉄
道
マ

ニ
ア
に
と
っ
て
も
最
高
の
ス
ポ
ッ
ト
に
違
い
な
く
、

「
子
供
は
入
ら
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
看
板
の
周
辺

に
は
人
の
踏
ん
だ
跡
が
沢
山
あ
る
。

　

石
炭
関
連
企
業
が
建
つ
工
業
地
帯
を
出
て
住
宅
街

を
抜
け
、
漁
師
の
働
く
海
辺
を
経
て
貯
炭
場
へ
至
る

専
用
の
線
路
は
ピ
カ
ピ
カ
に
輝
き
、
釧
路
の
街
の
奥

行
き
の
深
さ
と
、
石
炭
産
業
が
い
ま
も
人
々
の
暮
ら

し
と
共
生
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

石
炭
が
届
い
た
貯
炭
場
で
は
何
台
も
の
パ
ワ
ー
シ

ョ
ベ
ル
が
稼
動
し
て
、
石
炭
を
一
カ
所
に
集
め
た
り

ヤ
マ
の
上
に
登
っ
て
整
え
た
り
し
て
い
る
。
近
く
に

は
釧
路
港
が
あ
り
、
石
炭
を
乗
せ
て
関
西
や
中
京
へ

向
か
う
大
型
貨
物
船
が
待
機
し
て
い
た
。

　

従
来
の
１
／
３
に
縮
小
し
て

　

石
炭
採
掘
を
持
続
す
る

　

釧
路
市
興
津
地
区
の
広
大
な
ス
ペ
ー
ス
の
中
に
釧

路
コ
ー
ル
マ
イ
ン（
株
）の
オ
フ
ィ
ス
と
関
連
企
業
が

あ
り
、
前
身
の
大
平
洋
炭
鉱
の
看
板
が
ま
だ
残
る
建

物
も
あ
る
。

　

大
平
洋
炭
鉱
は
大
正
９
年
に
木
村
組
釧
路
炭
鉱
と

三
井
釧
路
炭
鉱
が
合
併
し
て
出
来
た
炭
鉱
で
、
昭
和

10
年
代
に
は
軍
需
景
気
を
背
景
に
機
械
化
に
よ
る
採

掘
と
石
炭
を
港
ま
で
運
ぶ
輸
送
の
効
率
化
を
図
り
、

ま
た
戦
後
は
海
底
下
採
掘
へ
乗
り
出
し
て
出
炭
量
は

増
加
、
朝
鮮
戦
争
の
影
響
で
釧
路
港
は
石
炭
の
積
み

出
し
港
と
し
て
活
気
を
呈
し
た
。

　

昭
和
44
年
以
降
も
年
間
２
０
０
万
ト
ン
を
超
え
る

出
炭
量
を
維
持
し
て
き
た
が
、
海
外
炭
と
の
値
格
差

や
自
然
条
件
の
悪
化
等
で
平
成
14
年
１
月
30
日
を
も

っ
て
82
年
間
の
歴
史
に
幕
を
閉
じ
、
閉
山
す
る
こ
と

に
決
ま
っ
た
。
市
庁
内
に
対
策
本
部
を
設
置
し
閉
山

に
よ
る
諸
問
題
の
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る
時
、「
炭
鉱

の
灯
を
何
と
し
て
も
消
さ
な
い
」
と
い
う
市
民
の
声

や
、
経
済
界
か
ら
も
地
域
経
済
へ
の
影
響
を
懸
念
す

る
声
が
高
ま
り
、
地
元
経
済
界
、
自
治
体
等
関
係
諸

機
関
の
協
力
を
得
て
、
平
成
13
年
12
月
27
日
に
釧
路

コ
ー
ル
マ
イ
ン（
株
）を
設
立
し
た
。
そ
し
て
閉
山
の

翌
日
14
年
１
月
31
日
に
は
１
／
３
の
５
０
９
人
を
採

用
し
て
採
炭
を
開
始
し
た
。

　

新
会
社
は
、
石
炭
部
門
に
加
え
て
、
海
外
か
ら
の

研
修
生
を
受
入
れ
る
「
産
炭
国
石
炭
産
業
高
度
化
事

業
」、一
般
廃
棄
物
を
中
間
処
理
す
る
環
境
関
連
事
業

の
３
部
門
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
平
成
20
年
３
月

現
在
、
石
炭
事
業
で
働
く
従
業
員
は
３
９
４
人
、
石

炭
の
生
産
量
は
年
間
61
・
７
万
ト
ン
に
な
っ
て
い
る
。

　

事
務
所
で
、
水
石
さ
ん
が
地
図
を
指
し
て
説
明
し

て
く
れ
た
。

「
以
前
は
山
手
線
が
す
っ
ぽ
り
入
る
広
さ
の
鉱
区
を

持
ち
、
海
底
７
０
０
〜
８
０
０
ｍ
、
現
場
ま
で
約
１

時
間
か
か
っ
た
も
の
で
す
が
、
い
ま
は
市
街
地
か
ら

７
㎞
、
海
底
２
５
０
〜
３
０
０
ｍ
に
あ
る
炭
層
を
採

掘
し
て
い
ま
す
。
緩
や
か
な
傾
斜
で
の
び
て
い
る
た

め
機
械
化
し
や
す
く
、
現
場
ま
で
は
専
用
の
ケ
ー
ブ

ル
で
行
き
、
採
掘
し
た
石
炭
は
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
で

地
上
に
運
ば
れ
ま
す
」

　

坑
内
へ
の
入
坑
は
出
来
な
い
た
め
ビ
デ
オ
を
見
せ

て
も
ら
っ
た
が
、
採
炭
は
長
壁
式
採
炭
法
と
い
う
も

の
で
、
最
新
鋭
の
ド
ラ
ム
カ
ッ
タ
ー
と
シ
ー
ル
ド
枠

を
使
い
、
坑
道
は
銅
枠
と

ケ
ー
ブ
ル
ボ
ル
ト
で
保
全

し
、
掘
進
も
機
械
化
し
て

い
る
の
で
、
作
業
員
た
ち

は
遠
隔
で
こ
れ
ら
の
機
器

を
操
作
す
る
方
法
で
採
炭

作
業
を
行
っ
て
い
る
。
採

掘
し
て
い
る
石
炭
は
硫
黄

分
が
少
な
く
低
公
害
炭
と

し
て
電
力
を
中
心
に
広
く

▲釧路コールマイン（株）の入口

▲坑内で働く人が身につける無線機（充電中）

▲地上に戻るとまず入浴。広い湯舟が3槽ある浴室

坑内で働く人が坑内へ入っていく扉（右）
坑内へ行くケーブルは緩やかな傾斜を下
りて海底へと通じる（左）
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利
用
さ
れ
て
い
る
。
市
民

の
な
か
に
も
昔
か
ら
石
炭

を
燃
料
に
使
用
す
る
家
庭

が
あ
り
、
配
達
す
る
石
炭

販
売
店
も
釧
路
市
で
は
健

在
で
あ
っ
た
。

　

釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
の

事
務
所
か
ら
少
し
長
い
廊

下
を
渡
っ
て
い
く
と
、
炭

鉱
で
働
く
人
た
ち
の
無
線

機
、
ラ
イ
ト（
予
備
灯
）等

が
並
ぶ
安
全
灯
室
、
休
憩

室
、
着
替
え
場
、
ヤ
マ
で
の
作
業
を
終
え
て
入
浴
す

る
風
呂
場
等
が
以
前
の
ま
ま
の
姿
で
設
置
さ
れ
て

い
る
棟
へ
出
た
。
坑
内
へ
の
ド
ア
に
は
「
自
主 

保

安 

自
己
捜
検 

イ
イ
カ
、
ヨ
シ
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

作
業
員
た
ち
は
入
坑
前
に
装
備
を
点
検
し
号
令
を
か

け
、
班
ご
と
に
こ
こ
か
ら
坑
内
専
用
の
ケ
ー
ブ
ル
カ

ー
に
乗
っ
て
現
場
へ
向
か
う
。
現
在
24
時
間
・
交
代

制
で
働
い
て
い
る
と
い
う
。
外
か
ら
も
地
中
へ
と
入

っ
て
い
く
坑
道
の
屋
根
が
見
え
て
、
こ
こ
は
海
底
の

採
炭
現
場
を
繋
ぐ
出
入
口
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

　

海
外
の
鉱
山
技
術
者
を
養
成
す
る

　

近
く
に
海
外
か
ら
の
炭
鉱
技
術
者
を
養
成
す
る
炭

鉱
技
術
研
修
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。「
産
炭
国
石
炭
産

業
高
度
化
事
業（
炭
鉱
技
術
移
転
事
業
）」
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
、
日
本
が
海
外
か
ら
安
定
的
に
石
炭
の
供

給
を
受
け
る
た
め
、
世
界
的
に
優
れ
た
日
本
の
坑
内

採
掘
技
術
を
海
外
産
炭
国
に
移
転
す
る
目
的
で
、
平

成
14
年
か
ら
海
外
の
炭
鉱
技
術
者
の
研
修
を
、
受
入

れ
と
派
遣
の
両
方
で
行
っ
て
い
る

　

研
修
運
営
は
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ（
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技

術
総
合
開
発
機
構
）
が
行
っ
て
お
り
、
５
カ
年
計
画

で
実
施
し
た
研
修
事
業
は
、
相
手
国
か
ら
高
い
評
価

を
受
け
、
昨
年
か
ら
２
期
目
の
研
修
に
入
っ
て
い
る
。

　

研
修
部
長
宮
野
久
さ
ん
が
、
資
料
を
用
意
し
て
い

て
く
れ
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
毎
年
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
炭

鉱
管
理
者
、
保
安
管
理
者
、
炭
鉱
技
術
者
を
各
国

１
０
０
名
前
後
受
入
れ
て
お
り
、
昨
年
は
ベ
ト
ナ
ム

か
ら
91
名
、
中
国
か
ら
93
名
の
研
修
生
が
来
釧
し
た
。

研
修
期
間
は
７
週
か
ら
14
週
間
。
専
門
的
知
識
を
学

ぶ
た
め
各
教
室
に
は
ベ
テ
ラ
ン
通
訳
も
配
し
、
そ
の

数
も
20
名
前
後
と
な
っ
て
い
る
。

　

改
装
し
た
建
物
の
一
階
左
棟
に
は
食
堂
と
卓
球
、

ビ
リ
ヤ
ー
ド
等
の
遊
具
施
設
が
あ
り
、
右
棟
は
教
官

や
通
訳
の
人
た
ち
の
教
務
室
で
、
皆
各
々
資
料
や
パ

ソ
コ
ン
に
向
き
合
っ
て
研
修
の
準
備
を
し
て
い
る
。

　

２
階
で
は
各
教
室
ご
と
に
10
名
前
後
の
少
数
で
授

業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
像
を
映
し

な
が
ら
通
訳
を
介
し
て
行
わ
れ
、
教
え
る
方
も
学
ぶ

方
も
か
な
り
真
剣
な
授
業
風
景
だ
。

「
保
安
管
理
者
を
対
象
に
し
て
い
る
教
室
は
短
期
集

中
型
の
研
修
で
、
各
国
の
選
ば
れ
た
指
導
者
た
ち
が

来
ま
す
。
中
国
で
は
関
係
官
庁
の
人
た
ち
も
多
く
、

皆
さ
ん
大
変
熱
心
で
す
。
炭
鉱
技
術
者
の
方
は
若
者

が
多
く
、
教
室
で
の
教
科
の
他
に
採
炭
現
場
へ
行
っ

て
採
掘
技
術
や
安
全
管
理
技
術
を
し
っ
か
り
身
に
つ

け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
」
と
宮
野
部
長
は
言
う
。

　

派
遣
研
修
で
は
ベ
ト
ナ
ム
が
多
く
、
昨
年
は

１
６
５
名
、
今
年
は
１
９
０
名
の
研
修
を
予
定
し
て

い
る
。
ま
た
石
炭
採
掘
国
の
一
つ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ

の
派
遣
研
修
も
15
年
か
ら
始
ま
り
、
研
修
生
の
受
入

れ
は
長
崎
県
池
島
で
行
っ
て
い
る
。

「
こ
こ
の
施
設
の
自
慢
の
一
つ
に
食
事
が
あ
り
ま
す
。

地図で現在の採鉱地を
説明する水石さん

▲最新鋭機器を使って採炭作業を行う
（写真提供／釧路コールマイン）

▲炭鉱技術研修センター　▼熱心に学ぶ研修生たち
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各
国
の
郷
土
料
理
を
工
夫

し
て
提
供
し
、
美
味
し
い

と
好
評
で
す
。
日
本
人
や

文
化
を
知
っ
て
も
ら
う
機

会
で
す
の
で
、
交
流
活
動

に
も
力
を
入
れ
て
い
ま

す
」
と
言
う
。
設
備
の
整

っ
た
宿
泊
施
設
と
土
日
を

除
い
て
３
食
の
食
事
付
き
。

研
修
事
業
の
諸
費
用
や
人

件
費
は
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
が
負
担
し
て
い
る
。

　

今
後
の
課
題
は
環
境
関
連
事
業

　

釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
の
新
規
事
業
が
、
中
国
、
ベ

ト
ナ
ム
等
に
炭
鉱
技
術
を
提
供
す
る
と
共
に
海
外
炭

を
輸
入
す
る
海
外
開
発
事
業
、
自
動
車
リ
サ
イ
ク
ル
、

粗
大
ご
み
の
処
理
、
廃
食
用
油
か
ら
バ
イ
オ
デ
ィ
ー

ゼ
ル
燃
料
を
造
る
（
Ｂ
Ｄ
Ｆ
）
等
の
環
境
関
連
事
業
。

敷
地
の
一
角
に
Ｂ
Ｄ
Ｆ
化
に
向
け
て
廃
油
の
回
収
と

Ｂ
Ｄ
Ｆ
燃
料
化
、
Ｂ
Ｄ
Ｆ
の
冬
期
走
行
等
を
実
験
し

て
い
る
建
物
が
あ
る
。
研
究
開
発
を
行
っ
て
き
た
松

本
裕
之
事
業
部
長
は
「
１
日
１
０
０
ℓ
の
優
良
Ｂ
Ｄ

Ｆ
を
作
る
プ
ラ
ン
ト
を
開
発
、
冬
に
も
走
行
可
能
で

あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ま
廃
油
を
回

収
し
て
Ｂ
Ｄ
Ｆ
燃
料
を
作
る
こ
と
が
大
は
や
り
に
な

り
、
廃
油
の
奪
い
合
い
と
い
う
感
じ
で
す
。
家
庭
で

は
油
を
使
っ
て
料
理
す
る
人
が
減
っ
て
い
る
の
で
回

収
量
は
足
り
ず
、
自
動
車
の
燃
料
と
し
て
安
定
供
給

す
る
に
は
ま
だ
課
題
が
あ
り
ま
す
」
と
言
う
。

　

し
か
し
一
角
に
は
市
民
や
事
業
所
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
廃
油
の
ボ
ト
ル
、
使
わ
ず
し
ま
っ
て
い
た
サ
ラ
ダ

油
の
贈
答
品
等
が
沢
山
並
び
、
釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン

の
環
境
事
業
へ
の
取
り
組
み
に
市
民
が
期
待
し
声
援

し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

広
い
敷
地
、
輸
送
か
ら
製
造
技
術
ま
で
の
さ
ま
ざ

ま
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
つ
釧
路
コ
ー
ル
マ
イ
ン
は
、
自

動
車
の
集
荷
・
分
解
処
理
と
中
古
部
品
の
販
売
、
ゴ

ミ
収
集
処
理
等
も
担
っ
て
い
る
が
、「
石
炭
技
術
を
活

か
し
、
釧
路
で
い
ま
ま
で
や
っ
て
こ
な
か
っ
た
環
境

関
連
事
業
を
や
り
た
い
と
い
ろ
い
ろ
な
研
究
開
発
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
松
本
さ
ん
は
語

っ
て
い
た
。　
　
　
　

文
／
横
田
塔
美
　
写
真
／
小
林
恵

●釧路コールマイン（株）☎0154-46-3112

BDF製造について説
明する松本部長

　

島
民
に
支
え
ら
れ
て
、
島
通
い

　

東
シ
ナ
海
に
浮
か
ぶ
周
囲
４
キ
ロ
の
長
崎
市
池
島

は
、
対
岸
の
西
彼
杵
半
島
・
神こ
う
の
う
ら浦
か
ら
フ
ェ
リ
ー
で

わ
ず
か
30
分
の
距
離
に
あ
る
。
長
崎
県
に
は
高
島
、

伊
王
島
、
端
島
（
軍
艦
島
）
と
い
う
炭
鉱
の
島
が
あ

り
、
池
島
に
は
島
の
炭
鉱
と
し
て
は
、
我
が
国
で
最

後
ま
で
操
業
を
続
け
た
三
井
松
島
池
島
炭
鉱
が
あ
っ

た
。
最
盛
期
に
は
、
年
間
１
５
０
万
ト
ン
の
石
炭
を

掘
り
出
し
、
２
５
０
０
人
が
働
い
た
。
製
鉄
所
の
燃

料
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
良
質
の
石
炭
を
掘
り
出
し
、

選
炭
技
術
は
世
界
一
と
言
わ
れ
て
い
た
炭
鉱
で
あ
る
。

「
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
１
０
０
円

で
す
よ
。
タ
ク
シ
ー
み
た
い
な
も

ん
で
す
」

　

フ
ェ
リ
ー
の
桟
橋
前
に
待
機
し

て
い
た
長
崎
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

バ
ス
の
運
転
手
が
、
気
さ
く
に
話

し
か
け
て
く
れ
る
。
フ
ェ
リ
ー
の

発
着
時
間
に
合
わ
せ
て
、
港
と
島

の
中
心
部
を
結
ぶ
島
民
の
足
だ
。

　

現
在
の
島
民
は
、
３
４
８
人
。

　

閉
山
後
、
炭
鉱
技
術
移
転
を
目
的
と
す
る
新
会
社

と
し
て
、
三
井
松
島
リ
ソ
ー
シ
ス（
株
）が
設
立
さ

島の展望台から
東シナ海を望む。
旧炭鉱施設が右
手に見える

■
資
源
活
用
／
環
境
に
や
さ
し
い
バ
イ
オ
マ
ス
・
シ
テ
ィ
③

 

池
島
炭
鉱 
の
栄
華
の
跡
を
観
光
資
源
に
長
崎
市

池い
け
し
ま島
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れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
技
術
研
修
生
の
受
け
入
れ

と
、
池
島
炭
鉱
見
学
体
験
な
ど
の
事
業
を
行
っ
て
い

る
。
現
在
も
、
炭
鉱
と
同
じ
よ
う
に
池
島
の
基
幹
企

業
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
家
族
を
含
め
て

９
０
０
０
人
と
も
言
わ
れ
た
島
の
人
口
が
、
７
年
前

の
閉
山
以
後
激
減
し
、
島
の
中
心
部
に
あ
る
池
島
総

合
食
料
品
小
売
セ
ン
タ
ー
で
商
売
を
し
て
い
た
洋
服

店
、
宝
石
店
、
化
粧
品
店
、
ふ
と
ん
店
な
ど
が
次
々

と
島
を
出
て
行
っ
た
。

　

ガ
ラ
ン
と
し
た
小
売
セ
ン
タ
ー
の
真
ん
中
で
食
料

品
店
を
営
む
尾
下
キ
ヨ
さ
ん
（
69
）
は
、
対
岸
の
神

浦
か
ら
連
絡
船
で
毎
日
通
っ
て
き
て
い
る
。

「
閉
山
の
時
点
で
も
う
止
め
よ
う
と
思
っ
た
け
ど
、

『
買
い
物
す
る
と
こ
が
無
く
な
る
け
ん
、
続
け
て
く

れ
』
と
言
わ
れ
て
、
ず
る
ず
る
や
っ
と
る
け
ど
。
品

物
は
揃
え
て
お
か
な
い
か
ん
し
、
賞
味
期
限
が
切
れ

た
ら
そ
っ
と
捨
て
な
い
か
ん
し
」

　

自
分
の
年
金
を
店
に
つ
ぎ
込
ん
で
い
る
状
態
な
の

だ
が
、「
島
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
元
気
が
出
て
く

る
。
島
の
人
た
ち
に
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
と
、

身
に
染
み
て
分
か
る
」
と
も
実
感
し
て
い
る
。

　

最
近
、
30
歳
く
ら
い
の
女
性
が
４
，
５
人
で
訪
ね

て
き
て
、「
お
ば
ち
ゃ
ん
、
私
た
ち
を
覚
え
と
る
ね
」

と
聞
い
た
そ
う
だ
。

「
彼
女
た
ち
が
池
島
小
学
校
の
時
、
昼
休
み
に
ウ
サ

ギ
の
餌
と
し
て
野
菜
く
ず
を
分
け
て
や
り
よ
っ
た
と

で
す
よ
。
そ
の
時
、
ヤ
ク
ル
ト
も
冷
や
し
て
く
れ
よ

っ
た
が
ね
、
と
そ
の
子
た
ち
が
言
う
の
。
も
う
20
年

も
前
に
な
っ
と
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
も
覚
え
て
く
れ

と
っ
た
と
で
す
よ
。
嬉
し
か
ね
」

　

も
う
一
軒
、小
売
セ
ン
タ
ー
入
口
で
食
堂「
か
あ
ち

ゃ
ん
の
店
」
を
開
い
て
い
る
脇
山
鈴
子
さ
ん（
69
）
は
、

炭
鉱
閉
山
ま
で
下
請
け
会
社
の
寮
で
、
食
事
の
世
話

を
し
て
い
た
。「
店
が
全
部
閉
じ
て
し
ま
う
と
、
食

べ
る
と
こ
が
な
く
な
る
ち
ゅ
う
こ
と
で
、
そ
ん
な
ら

し
よ
か
ね
」
と
、
閉
山
後
に
始
め
た
店
だ
。

　

島
外
の
郵
便
局
員
や
会
社
の
営
業
マ
ン
、
工
事
関

係
者
な
ど
が
、
自
宅
で
昼
食
を
食
べ
る
よ
う
な
表
情

で
次
々
と
や
っ
て
く
る
。
島
で
唯
一
の
宿
泊
施
設
で

あ
る
長
崎
市
中
央
会
館
の
宿
泊
客
の
食
事
も
引
き
受

け
て
い
る
の
で
、「
か
あ
ち
ゃ
ん
の
店
」
が
な
け
れ
ば
、

来
訪
者
は
た
ち
ま
ち
困
る
と
こ
ろ
だ
。

　

池
島
を
元
気
に
す
る「
ス
テ
ッ
プ
Ｕ
Ｐ
池
島
」、

　

炭
鉱
見
学
会

　

池
島
に
は
、
フ
ェ
リ
ー
が
発
着
す
る
池
島
港
近
く

に
、
も
う
一
軒
の
食
堂
「
み
な
と
亭
」
が
あ
る
。
食

堂
を
切
り
盛
り
す
る
の
は
近
藤
恵
子
さ
ん（
57
）。
夫

の
秀
美
さ
ん
（
57
）
は
、
池
島
を
元
気
に
す
る
仕
掛

け
人
と
い
っ
た
役
で
あ
る
。

「
み
な
と
亭
」
に
は
炭
鉱
弁
当
と
い
う
名
物
が
あ
る
。

地
元
の
名
産
ド
・
ロ
様
ソ
ー
メ
ン
を
パ
ス
タ
風
に
味

付
け
し
た
も
の
、
す
り
身
揚
げ
な
ど
を
お
か
ず
に
し

て
、
炭
坑
夫
の
弁
当
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
ア

ル
ミ
弁
当
箱
に
詰
め
て
い
る
。
お
茶
付
き
で
７
５
０

円
。毎
週
土
日
曜
日
に
、三
井
松
島
リ
ソ
ー
シ
ス（
株
）

が
行
っ
て
い
る
「
池
島
炭

鉱
見
学
体
験
」（
事
前
申
込

み
が
必
要
）
や
「
池
島
炭

鉱
さ
る
く
」
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
（
夏
休
み
企
画
・
事
前

問
い
合
わ
せ
必
要
）
な
ど

が
来
島
者
に
喜
ば
れ
て
い

る
。

旧トロッコ道の奥に見える池島
排気立坑

池島小中学校の校門前にある島唯一の信号。後ろに8階
建て炭鉱住宅が並ぶが、現在居住者はいない

▲鉱山見学を終えフェリー
に乗る西海市の小学生

▲島民の足となる長崎市コ
ミュニティーバス

▲神浦から毎日通ってくる
尾下キヨさん

「かあちゃんの店」を営む
脇山鈴子さん
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近
藤
さ
ん
は
、

池
島
４
地
区
の
自

治
会
長
を
務
め
て

い
る
の
で
、「
港
を

釣
り
堀
に
し
た

ら
」「
島
で
山
羊
を
飼
っ
て
名
物
に
し
た
ら
」
と
、
島

を
活
性
化
す
る
た
め
に
知
恵
を
絞
っ
て
き
た
。

「
結
局
、
海
し
か
な
か
で
す
た
い
ね
」
と
、
長
崎
県

全
域
に
呼
び
か
け
て
第
一
回
「
ス
テ
ッ
プ
Ｕ
Ｐ
池

島
」
釣
大
会
を
、
今
年
４
月
27
日
に
開
催
。
魚
の
つ

か
み
取
り
、
島
内
ウ
オ
ー
ク
ラ
リ
ー
、
小
中
学
校
の

開
放
な
ど
盛
り
沢
山
の
企
画
に
、「
１
０
０
人
来
た
ら

良
か
ば
い
ね
と
思
い
よ
っ
た
ら
２
７
０
人
来
た
で
す

も
ん
ね
。
ス
タ
ッ
フ
入
れ
た
ら
３
３
０
人
で
す
よ
」

と
、
得
意
顔
だ
。

「
炭
鉱
が
な
く
な
っ
て
、
船
が
な
く
な
る
、
病
院
が

な
く
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
が
一
番
恐
い
と

で
す
よ
ね
。
今
も
、
年
間
で
10
人
近
く
は
人
口
が
減

り
よ
っ
と
で
す
。
子
ど
も
の
所
へ
行
く
、
入
院
す
る
、

施
設
へ
行
く
。
池
島
は
何
も
な
い
所
じ
ゃ
な
く
て
、

ア
ジ
サ
イ
の
き
れ
い
か
ば
い
、
で
良
か
と
。
何
か
自

分
た
ち
で
せ
ん
と
」

　

炭
鉱
施
設
は
魅
力
的
な
観
光
資
源

　

池
島
を
実
際
に
歩
く
と
、
か
つ
て
近
代
的
な

設
備
を
誇
っ
た
炭
鉱
の
栄
華
の
跡
は
、
魅
力
的

な
観
光
資
源
で
あ
る
と
感
じ
る
。
島
の
ど
こ
か

ら
で
も
目
に
入
る
の
は
、
高
さ
約
30
ｍ
の
池
島

排
気
立
坑
だ
。
炭
鉱
坑
内
の
保
安
と
生
産
の
要

を
担
っ
た
立
坑
で
あ
る
。
深
さ
は
６
０
０
ｍ
、

内
径
は
６
ｍ
の
規
模
だ
。
港
の
近
く
に
は
太
い

パ
イ
プ
が
露
わ
な
発
電
所
、
巨
大
な
円
形
建
物

の
選
炭
場
、
貯
炭
場
、
積
込
み
桟
橋
、
８
階
建

て
の
炭
鉱
住
宅
な
ど
、
ひ
と
つ
一
つ
が
日
本
の
近
代

化
を
支
え
て
き
た
基
幹
産
業
炭
鉱
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

彷
彿
と
さ
せ
て
く
れ
る
の
だ
。

　

貯
炭
場
す
ぐ
下
の
坑
口
は
、
現
在
も
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
研
修
生
が
坑
内
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
操
業
時

代
そ
の
ま
ま
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

炭
鉱
住
宅
近
く
に
あ
る
食
料
品
小
売
セ
ン
タ
ー
は
、

島
民
の
交
流
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
小
売
セ
ン
タ

ー
に
入
る
と
目
の
前
に
ソ
フ
ァ
ー
が
ど
ん
と
置
い
て

あ
り
、
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
に
島
民
が
休
ん
で
、

世
間
話
に
花
が
咲
く
。

「
い
ま
、港
の
第
２
突
堤
で
サ
バ
が
よ
う
釣
れ
よ
っ
と

と
」「
ま
ー
だ
油
の
乗
っ
と
ら
ん
で
、
パ
サ
パ
サ
た

い
」「
猫
に
や
っ
と
に
は
良
か
た
い
」「
父
ち
ゃ
ん
の
弁

当
に
も
良
か
っ
た
い
」

　

ソ
フ
ァ
ー
に
座
っ
て
い
た
田
端
美
智
洋
さ
ん

（
55
）は
、
昨
年
４
月
か
ら
８
月
ま
で
炭
鉱
技
術
移
転

事
業
の
た
め
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
炭
鉱
に
教
え
に
行

っ
て
い
た
。

「
言
葉
が
大
変
や
っ
た
け
ど
、
向
こ
う
の
青
年
は
素

直
か
け
ん
、
や
り
や
す
か
よ
。
向
こ
う
は
貧
し
か
国

や
け
ん
、
炭
鉱
の
道
具
が
無
か
っ
た
い
ね
。
そ
の
分

が
少
し
歯
が
ゆ
か
た
い
ね
」

　

そ
こ
へ
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

か
ら
来
て
い
る
研
修
生
が

５
人
、
尾
下
さ
ん
の
食
料

品
店
に
買
い
物
に
や
っ
て

き
た
。
技
術
研
修
は
、
９

ヵ
月
と
５
日
間
の
日
程
で
、

ス
マ
ト
ラ
島
や
カ
リ
マ
ン

タ
ン
島
か
ら
来
て
い
る
。

田
端
さ
ん
は
さ
っ
そ
く
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
撮
影
し

た
携
帯
電
話
の
写
真
を
５
人
に
見
せ
て
、
片
言
の
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
語
で
交
流
を
始
め
た
。

　

島
に
泊
ま
っ
た
最
後
の
夜
、
炭
鉱

施
設
の
近
く
ま
で
夕
涼
み
に
出
て
み

た
。
高
さ
30
ｍ
の
排
気
立
坑
の
上
空

に
満
天
の
星
空
だ
。
池
島
の
魅
力
を

語
る
時
、
炭
鉱
遺
産
と
島
民
の
魅
力

の
他
に
、
空
と
海
に
包
ま
れ
た
素
朴

な
自
然
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と

息
を
呑
ん
だ
。

　
写
真
・
文
／
芥
川
仁

田端美智洋さん（左）とインドネシアの研修生

「みなと亭」の近藤秀美・
恵子夫妻。下は人気の「炭
鉱弁当」（お茶付き750円）

▲インドネシアの研修生が坑内研
修を受ける坑口

▲島民の期待を集めて建設が進む池島アー
バンマイン（株）。廃車から金属類を取り出
す等の環境事業を行うという

t都会では見ることができ
ない満天の星空。これも島
の魅力のひとつである

●
三
井
松
島
リ
ソ
ー
シ
ス（
株
）

　

☎
０
９
５
９-
26-

１
２
１
１

●
池
島
公
民
館
☎
０
９
５
９-

26-

０
１
５
０
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２
万
３
０
０
０
ha
と
い
う
広
大
な
草
原
地
帯
を
有
す
る

阿
蘇
外
輪
山
。
豊
か
な
地
下
水
を
た
た
え
、
人
々
に
癒

し
と
感
動
を
与
え
、
牛
馬
の
放
牧
地
、
生
き
物
や
植
物

の
生
息
地
と
し
て
貴
重
な
、
地
球
か
ら
の
贈
物
。
し
か

し
環
境
の
変
化
や
畜
産
の
衰
退
等
で
毎
年
行
わ
れ
て
き

た
野
焼
き
が
進
ま
ず
、
草
原
の
荒
廃
が
目
立
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
設
立
さ
れ
た
の
が
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
協
力

し
て
野
焼
き
や
植
林
等
を
行
う
（
財
）
阿
蘇
グ
リ
ー
ン

ス
ト
ッ
ク
。
10
年
前
の
当
初
７
牧
野
、
１
１
０
名
だ
っ

た
野
焼
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、
昨
年
度
は
46
牧
野
、
延

べ
１
９
０
０
名
が
参
加
す
る
ま
で
に
な
り
、
新
鮮
な
牧

草
を
食
べ
て
あ
か
牛
た
ち
は
元
気
に
育
っ
て
い
る
。

　
「
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
」
の
設
立

　

阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
は
「
阿
蘇
の
広
大
な
生

命
資
産
の
保
全
」
を
目
的
に
、
平
成
７
年
4
月
に
熊

本
県
の
認
可
を
得
て
財
団
法
人
と
し
て
設
立
さ
れ
、

市
町
村
、
企
業
、
団
体
、
市
民
の
支
援
で
運
営
さ
れ

て
い
る
（
理
事
長
／
佐
藤
義
興
阿
蘇
市
長
、
実
務
運

営
／
山
内
康
二
専
務
理
事
）。
自
然
環
境
を
復
元
し
、

農
村
と
都
市
、
人
と
自
然
が
共
生
す
る
未
来
を
め
ざ

し
、
会
員
交
流
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
野
焼
き
・
輪
地

切
り
支
援
、
森
林
ト
ラ
ス
ト
、
農
業
・
農
村
振
興
支

援
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
調
査
・
研
究
等
の
活

動
を
行
っ
て
い
る
。

　

な
か
で
も
阿
蘇
草
原
の
野
焼
き
・
輪
地
切
り
は
、

畜
産
農
家
と
市
民
、
市
町
村
関
係
者
を
繋
ぐ
重
要
事

業
と
し
て
定
着
し
、
阿
蘇
草
原
の
保
全
に
大
き
く
貢

献
し
て
い
る
。

　

野
焼
き
は
春
を
告
げ
る
風
物
詩
と
し
て
長
い
歴
史

が
あ
り
、
一
般
に
３
月
か
ら
４
月
の
新
芽
が
生
え
る

前
、
昨
年
の
枯
れ
草
が
草
原
を
覆
っ
て
い
る
頃
に
行

わ
れ
る
。
輪
地
切
り
と
は
、
野
焼
き
の
際
に
周
辺
へ

の
延
焼
を
防
ぐ
た
め
に
５
〜
10
㎝
の
幅
で
草
を
刈
り

取
り
、
防
火
帯
を
作
る
作
業
で
、
こ
ち
ら
の
方
が
肉

体
的
に
も
大
変
だ
と
い
う
。

　

阿
蘇
草
原
の
野
焼
き
・
輪
地
切
り
作
業
は
今
ま
で

有
畜
農
家
が
中
心
に
担
っ
て
き
た
が
、
有
畜
農
家
の

減
少
と
高
齢
化
で
、
野
焼
き
を
続
け
る
こ
と
が
困
難

に
な
っ
て
き
た
。
野
焼
き
を
止
め
る
と
、
草
原
は
森

■
自
然
や
歴
史
風
土
を
活
か
し
て
│
│
１

阿
蘇
千
年
の
草
原
を
保
全
し
て
未
来
へ

 

熊
本
県 

阿あ

そ

し

蘇
市
・
高た
か
も
り
ち
ょ
う

森
町
・
南み
な
み
あ
そ
む
ら

阿
蘇
村

3月に野焼きをした泉牧野の牛たち。親牛は子牛や
仲間を気づかいカメラへ突進してきた

▲枯れたカヤ等が勢いよく燃える日の尾牧野

野焼きから戻ってきたボランティアたち。
左／泉牧野組合の村山さん、中央／リーダーの江口さん
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林
化
し
、
潅
木
が
生
え
、
ス
ス
キ
は
２
〜
３
ｍ
に
ま

で
伸
び
て
堆
積
す
る
の
で
、
新
芽
が
生
え
に
く
く
な

り
、
畜
産
的
に
は
利
用
で
き
な
く
な
る
。

　
（
財
）阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
で
は
、
財
団
設
立

の
平
成
7
年
よ
り
牧
野
組
合
が
行
う
野
焼
き
・
輪
地

切
り
に
体
験
参
加
し
て
テ
ク
ニ
ッ
ク
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を

学
び
、
12
年
に
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
「
グ
リ

ー
ン
ス
ト
ッ
ク
野
焼
き
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
会
」

を
設
置
し
た
。
現
在
会
員
は
約
６
０
０
名
、
熊
本
県

を
は
じ
め
九
州
各
地
か
ら
手
弁
当
で
集
ま
っ
て
く
る
。

そ
の
中
か
ら
リ
ー
ダ
ー
も
50
名
以
上

育
ち
、
野
草
地
１
万
６
０
０
０
ha
の

約
１
／
３
を
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
が

協
力
し
て
野
焼
き
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
安
全
で
良
好
な
牧
草
地
の
復
活

で
、
牧
野
数
は
平
成
10
年
に
７
組
合

だ
っ
た
も
の
が
17
年
に
は
31
組
合
に

伸
び
て
い
る
。

　

日
の
尾
牧
野
に
10
年
目
の

　

火
が
入
る

　

６
月
７
日
土
曜
日
。
日
の
尾
牧
野

（
阿
蘇
市
一
の
宮
）
で
野
焼
き
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
前
日
や
当
日
悪
天
候
で
あ
っ
た
り
強
風
の

場
合
野
焼
き
は
延
期
さ
れ
る
が
、
そ
の
日
は
曇
っ
て

い
る
も
の
の
風
も
穏
や
か
。
翌
日
は
雨
天
の
予
報
な

の
で
、
今
日
は
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
、
午
前
８
時
30
分

に
は
80
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
集
合
、
4
班
に
別
れ

て
山
へ
入
っ
て
行
っ
た
。

　

日
の
尾
牧
野
は
高
岳
の
麓
に
あ
る
急
斜
面
の
多
い

場
所
で
、
10
年
間
野
焼
き
が
行
わ
れ
ず
、
牛
も
放
牧

さ
れ
な
か
っ
た
草
原
。
そ
の
た
め
潅
木
が
各
地
で
伸

び
は
じ
め
、
ス
ス
キ
や
根
笹
等
の
枯
れ
草
が
伸
び
放

題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
場
所
を
野
焼
き
す
る

と
、
可
燃
物
が
多
す
ぎ
て
猛
火
に
な
る
た
め
、
農
家

も
火
を
つ
け
な
い
と
い
う
。
６
月
に
野
焼
き
を
実
施

し
た
の
は
、
青
草
や
葉
が
茂
っ
て
き
て
い
る
の
で
、

野
焼
き
し
て
も
安
全
だ
と
関
係
者
が
判
断
し
た
か
ら

だ
ろ
う
。

　

集
合
地
に
は
本
部
が
置
か
れ
消
防
団
や
阿
蘇
市
の

関
係
者
が
待
機
し
、
燃
え
は
じ
め
た
山
々
を
見
て
い

る
。
枯
れ
た
カ
ヤ
や
青
草
が
燃
え
る
音
が
山
々
か
ら

集
ま
っ
て
き
て
、
小
雨
が
降
っ
て
い
る
よ
う
な
音
に

聞
こ
え
る
。

　

点
火
し
て
一
時
間
、
山
頂
あ
た
り
は
火
が
通
過
し

て
黒
っ
ぽ
い
地
肌
に
な
っ
て
い
る
。
一
度
谷
間
に
下

り
た
火
は
次
の
勾
配
の
あ
る
山
へ
と
移
動
し
、
輪
地

切
り
と
な
る
道
路
の
方
に
近
づ
い
て
い
る
。

　

道
路
の
突
き
当
た
り
に
監
視
員
の
男
性
が
い
る
。

道
路
の
右
に
は
緑
の
牧
草
地
が
広
が
っ
て
い
る
が
、

そ
の
泉
牧
野
の
村
山
啓
助
さ
ん
。「
泉
牧
野
は
今
年

の
３
月
末
頃
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
の
協
力
を
得
て
す

で
に
野
焼
き
を
行
い
ま
し
た
。
か
つ
て
牛
が
２
０
０

頭
い
た
頃
は
こ
の
道
路
を
超
え
て
今
野
焼
き
し
て
い

る
と
こ
ろ
へ
も
牛
が
来
て
い
ま
し
た
」

　

泉
牧
野
の
緩
や
か
な
斜
面
は
緑
の
絨
毯
の
よ
う
に

美
し
く
、
遠
く
の
方
で
あ
か
牛
た
ち
が
の
ん
び
り
牧

草
を
食
べ
て
い
る
。
今
は
40
〜
50
頭
に
減
り
、
村
山

さ
ん
の
家
で
は
15
頭
の
繁
殖
牛
を
放
牧
し
て
い
る
。

「
今
日
野
焼
き
し
て
い
る
地
区
は
急
斜
面
が
多
く
、

下
を
小
さ
な
川
が
流
れ
て
い
ま
す
。
牛
は
大
変
慎
重

な
動
物
で
す
が
、
足
を
滑
ら
せ
る
と
危
険
で
す
。
放

牧
を
止
め
野
焼
き
を
止
め
る
と
山
は
た
ち
ま
ち
荒
れ

て
植
生
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
」

　

草
原
の
中
は
幾
つ
か
の
鋪
装
さ
れ
た
道
路
が
縦
横

に
走
っ
て
い
る
。「
県
が
治
山
治
水
用
工
事
で
山
へ

入
っ
た
時
に
ク
ル
マ
の
通
る
道
を
開
設
し
た
ん
で
す
。

工
事
が
終
っ
て
、
元
の
草

地
に
戻
す
予
定
で
し
た
が
、

野
焼
き
や
放
牧
の
時
に
便

利
だ
か
ら
と
我
々
が
頼
ん

で
残
し
て
も
ら
い
ま
し
た
」

　

11
時
を
ま
わ
っ
た
頃
足

元
か
ら
数
人
の
男
女
が
現

わ
れ
た
。
作
業
着
に
タ
オ

ル
、
軍
手
を
し
、
火
消
し

▲枯れ草やカヤが残っている場所に火をつけていく
牧野組合の人

▲作業を終えて、野焼きの状況を見ながら持参の昼
食を食べる

火消し棒を担いで4班も引き上げてきた

野焼き・輪地切りを総指揮する阿蘇グ
リーンストック・山内康二専務理事
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棒
を
担
い
で
い
る
。
先
頭

は
リ
ー
ダ
ー
の
江
口
正
義

さ
ん（
68
）。
佐
賀
県
か
ら

毎
回
参
加
し
、
研
修
会
で

は
指
導
員
を
し
て
い
る
。

前
日
に
は
阿
蘇
市
に
来
て
、

連
絡
係
等
の
仕
事
も
手
伝

っ
て
い
る
と
い
う
。

「
新
人
は
２
日
間
必
ず
研

修
会
を
受
け
て
も
ら
い
、

そ
の
時
に
火
消
し
棒
も
作

る
ん
で
す
。
一
番
大
変
な

の
は
、
あ
ら
か
じ
め
草
刈

り
や
輪
地
切
り
の
準
備
を

す
る
作
業
で
す
」

　

グ
ル
ー
プ
の
中
に
は
会
員
に
な
っ
て
2
年
目
の
夫

婦
、
今
年
会
員
に
な
り
火
消
し
参
加
は
２
回
目
と
い

う
若
い
女
性
た
ち
も
い
た
。
続
い
て
顔
中
す
す
け
た

男
性
た
ち
が
現
わ
れ
た
。「
い
ざ
と
言
う
時
に
備
え

て
水
を
蒔
く
仕
事
で
す
。
沢
で
水
を
汲
ん
で
き
ま
し

た
」
と
言
う
。
水
タ
ン
ク
袋
を
背
負
っ
て
い
る
。　

「
春
の
外
輪
山
の
野
焼
き
の
頃
は
風
の
強
い
日
も
多

く
、
一
度
点
火
す
る
と
あ
っ
と
い
う
間
に
火
は
猛
ス

ピ
ー
ド
で
燃
え
移
っ
て
い
く
。
そ
の
時
は
我
々
も
大

人
数
で
対
応
し
、
消
防
署
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
も
出
ま

す
。
今
日
の
作
業
は
ラ
ク
で
し
た
」
と
江
口
さ
ん
。

汗
を
流
し
た
後
の
笑
顔
は
素
晴
ら
し
く
、
全
員
揃
っ

た
江
口
班
は
、
ク
ル
マ
の
荷
台
に
乗
り
込
み
山
を
下

り
て
行
っ
た
。
各
自
が
用
意
し
て
き
た
昼
食
が
待
っ

て
い
る
。

　

中
腹
で
は
２
班
が
、
道
路
か
ら
下
へ
向
か
っ
て
火

を
つ
け
て
い
た
。
４
班
が
作
業
す
る
左
手
の
山
か
ら

は
勢
い
の
い
い
火
が
続
い
て
い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

が
下
山
し
た
山
は
牧
野
組
合
の
人
が
点
検
し
て
歩
き
、

ま
だ
野
焼
き
が
出
来
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
バ
ー
ナ
ー

で
点
火
し
て
い
た
。

　

日
の
尾
牧
野
組
合
岩
永
照
雄
組
合
長
が
山
か
ら
下

り
て
き
た
。「
日
の
尾
牧
野
は
１
８
０
ha
あ
り
ま
す
が
、

今
日
の
場
所
は
急
斜
面
が
多
く
野
焼
き
し
に
く
い
と

こ
ろ
で
し
た
。
３
、４
月
に
２
５
０
名
が
参
加
し
て

輪
地
切
り
作
業
を
し
、
今
日
12
年
ぶ
り
に
野
焼
き
が

出
来
ま
し
た
。
皆
さ
ん
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」
と
語

っ
た
。
組
合
員
20
名
、
１
５
０
頭
の
あ
か
牛
を
飼
育

し
て
お
り
、
岩
永
さ
ん
は
繁
殖
牛
を
15
頭
放
牧
し
て

い
る
と
い
う
。

　

手
間
取
っ
た
４
班
が
作
業
を
終
え
て
戻
っ
た
と
こ

ろ
で
全
員
が
集
ま
り
、
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
山
内
専

務
理
事
が
「
今
回
は
じ
め
て
6
月
の
野
焼
き
だ
っ
た

の
で
心
配
し
ま
し
た
が
、
カ
ヤ
の
枯
れ
木
が
残
っ
て

い
た
の
で
、
火
は
ゆ
っ
く
り
、
し
か
し
し
っ
か
り
焼

く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
事
故
も
な
く
予
定
ど
お
り

作
業
が
終
了
し
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と

挨
拶
し
た
。

　

参
加
者
は
会
員
証
に
判
を
押
し
て
も
ら
い
、
県
内

の
温
泉
が
１
０
０
円
で
入
浴
で
き
る
券
を
も
ら
う
。

「
だ
い
ぶ
た
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
嬉
し
い
で

す
ね
」
と
熊
本
市
か
ら
参
加
の
50
代
の
女
性
。

　
（
財
）阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
を
立
ち
上
げ
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
野
焼
き
活
動
を
こ
こ
ま
で
進
展

さ
せ
た
山
内
康
二
さ
ん
と
は
ど
う
い
う
人
な
の
だ
ろ

う
。「
元
生
協
の
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
食
や
環

境
に
関
心
が
あ
り
ま
し
た
。
阿
蘇
が
噴
火
し
て
広
大

な
草
原
が
誕
生
し
て
か
ら
数
千
年
、
こ
の
貴
重
な
自

然
と
暮
ら
し
を
こ
れ
か
ら
も
守
り
育
て
て
い
か
な
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。
野
焼
き
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
牧
野
組

合
の
人
た
ち
か
ら
学
び
な
が
ら
や
っ
て
き
ま
し
た
。

私
の
方
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

手
配
す
る
こ
と
。
足
を
く
じ
い
た
り
し
た
人
は
い
ま

し
た
が
、
10
年
間
事
故
が
な
い
の
が
何
よ
り
で
す
」

と
言
う
。

　

今
年
だ
け
で
89
回
野
焼
き
・
輪
地
切
り
を
行
い
、

参
加
し
た
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
牧
野
組
合
員
は
延

べ
１
９
０
０
人
に
達
す
る
。
会
員
に
は
年
４
回
『
草

原
便
り
』
と
い
う
季
刊
誌
を
発
行
・
配
付
、
夏
休
み

に
は
子
供
を
対
象
に
し
た
行
事
も
め
じ
ろ
押
し
で
、

野
焼
き
が
終
っ
て
も
休
む
暇
は
な
さ
そ
う
だ
。

　　

南
阿
蘇
の
高
原
牧
草
地
が
育
む

　

安
全
・
安
心
の
「
あ
か
牛
」

　

阿
蘇
五
岳
の
南
側
を
南
阿
蘇
と
呼
び
、
３
町
２
村

で
南
阿
蘇
畜
産
農
業
協
同
組
合
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。

野焼き作業の終了。日の尾牧野組合岩永
さん、グリーンストック山内さんが挨拶

下磧牧野の草原であふれるばかりの草をたべるあか牛たち
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中
央
火
口
丘

山
麓
と
南
外

輪
山
麓
は
一

大
高
原
牧
畜

地
帯
で
「
夏

山
冬
里
飼
養

方
式
」
で
あ

か
牛
が
放
牧

さ
れ
て
い
る
。

農
家
の
一
員

と
し
て
育
て

ら
れ
て
き
た

あ
か
牛
は
、

環
境
に
適
応

す
る
強
健
だ

が
温
順
で
品

位
の
あ
る
牛

で
、
繁
殖
力

が
あ
る
。
肉

質
・
肉
量
と

も
優
れ
、
草
原
で
育
て
、
他
に
自
家
製
の
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
や
干
し
草
・
雑
穀
を
与
え
た
あ
か
牛
肉
は
安
全

で
、
和
牛
本
来
の
旨
味
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。　

　

南
阿
蘇
畜
産
農
協
の
職
員
松
岡
俊
博
さ
ん
の
案
内

で
下し
も
ぜ
き磧
牧
野
組
合（
南
阿
蘇
村
）の
放
牧
地
を
訪
ね
た
。

「
こ
こ
も
３
月
末
に
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
の
協
力
で

野
焼
き
し
ま
し
た
。
無
料
で
大
助
か
り
し
て
い
ま
す
。

樹
木
が
多
い
の
で
夏
の
暑
い
時
も
快
適
な
草
原
で
す
」

　

松
岡
幸
俊
さ
ん
（
組
合
長
）
が
育
成
す
る
繁
殖
牛

９
頭
と
子
牛
も
い
て
、
姿
を
み
る
と
近
づ
い
て
き
た
。

組
合
員
は
現
在
７
名
。
当
番
の
荒
牧
秀
敏
さ
ん
ら
は

「
草
だ
け
で
は
栄
養
が
足
り
な
い
の
で
時
々
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
等
の
飼
料
を
与
え
ま
す
。
こ
こ
の
牛
は
幸
せ
、

手
を
か
け
て
い
る
の
で
よ
く
肥
え
て
健
康
で
す
」

　

斜
面
に
は
牛
が
作
っ
た
道
が
あ
っ
た
。
草
を
丁
寧

に
食
べ
な
が
ら
横
に
移
動
し
て
い
く
の
で
美
し
い
帯

が
出
来
る
。「
賢
い
で
す
よ
」
と
言
っ
て
案
内
し
て

く
れ
た
。

　

こ
こ
に
は
70
頭
の
成
牛
と
自
然
分
娩
し
た
子
牛
20

頭
が
い
る
。
子
牛
は
３
〜
４
ヵ
月
ほ
ど
で
母
牛
と
別

れ
て
、
個
人
の
牛
舎
で
人
に
馴
ら
し
な
が
ら
農
家
手

製
の
飼
料
で
育
て
、
や
が
て
畜
産
組
合
が
２
ヵ
月
に

一
回
行
う
セ
リ
市
に
出
し
て
畜
産
農
家
に
売
ら
れ
て

い
く
。
親
牛
も
冬
は
一
軒
６
頭
ま
で
に
制
限
し
て
共

同
放
牧
場
で
育
て
る
。
し
か
し
飼
料
の
大
幅
値
上
げ

を
反
映
し
て
畜
産
農
家
が
規
模
を
縮
小
す
る
傾
向
に

あ
り
、
牛
の
価
格
は
大
幅
に
下
落
。「
餌
代
も
出
な

い
の
が
昨
今
の
状
況
で
す
」
と
松
岡
さ
ん
は
言
う
。

　

畜
産
農
家
の
拠
点
と
な
る
南
阿
蘇
畜
産
農
協
の
建

物
は
高
森
町
に
あ
り
、
広
大
な
敷
地
の
中
に
１
２
０

頭
を
飼
育
す
る
牛
舎
、
市
場
、
研
修
所
等
が
あ
る
。

昭
和
23
年
に
設
立
、
九
州
の
畜
産
を
担
っ
て
き
た
施

設
で
、現
在
組
合
員
は
正
・
准
を
入
れ
て
３
４
８
５
名
。

　

山
辺
寛
美
参
事
と
梅
田
政
之
参
与
が
待
っ
て
い
て

く
れ
た
。「
組
合
員
の
牛
は
す
べ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

で
登
録
管
理
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
携
帯
で
も
ど
の

牛
が
ど
の
よ
う
に
育
っ
て
い
る
か
把
握
で
き
る
ん
で

す
」
と
梅
田
さ
ん
が
携
帯
に
登
録
し
た
牛
の
デ
ー
タ

を
見
せ
て
く
れ
た
。
牛
の
耳
に
は
個
体
識
別
番
号
が

刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
、
牛
泥
棒
も
い
な
く
な
り
、

精
肉
し
て
も
安
全
・
安
心
な
あ
か
牛
で
あ
る
こ
と
が

証
明
さ
れ
る
と
い
う
。

　

南
阿
蘇
村
に
は
畜
産
の
歴
史
や
あ
か
牛
の
こ
と
を

紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
と
、
こ
だ
わ
り
の
あ
か
牛
肉
を

提
供
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
「
あ
か
牛
の
館
」
が
あ
り
、

焼
肉
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
。「
日
本
人
は
い
い
牛
肉

を
霜
降
り
で
と
ろ
け
る
よ

う
に
柔
ら
か
い
も
の
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

不
健
康
に
育
て
た
牛
の
こ

と
。
あ
か
牛
は
草
を
食
べ

て
健
康
に
育
て
た
牛
だ
か

ら
、
牛
肉
本
来
の
味
に
あ

ふ
れ
て
い
ま
す
」
と
山
辺

さ
ん
が
力
説
す
る
よ
う
に
、

美
し
い
赤
味
の
中
に
脂
も

自
然
に
入
っ
て
お
り
、
さ

っ
と
焼
い
て
い
た
だ
い
た

が
、
さ
っ
ぱ
り
し
て
旨
味
が
口
の
中
に
広
が
る
。
柔

ら
か
い
が
、
と
ろ
け
る
の
で
は
な
く
歯
ご
た
え
が
あ

る
。
あ
か
牛
肉
の
普
及
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
二
人

だ
が
、
自
宅
で
は
５
、６
頭
の
牛
を
飼
っ
て
い
る
。

「
家
族
の
よ
う
に
可
愛
い
牛
た
ち
で
す
。
私
た
ち
は

そ
の
命
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け

な
い
、
都
市
の
人
や
子
供
た
ち
に
伝
え
て
い
き
た
い

と
し
み
じ
み
思
い
ま
す
」
と
二
人
は
語
っ
た
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

●（財）阿蘇グリーンストック
☎0967-35-1110
●南阿蘇畜産農業協同組合
☎0967-62-0715

繁殖用あか牛と松岡さん（中央）、
下磧牧野の人たち

▲南阿蘇畜産農業協同組合の施設
▼鹿児島県へ売られていく牛たちに「ありがとう、
　さようなら」

同組合が運営する「あか牛の館」資料コーナーで、
梅田参与と山辺参事（右）
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中
学
生
54
名
が
農
家
民
泊

　

五
月
晴
れ
が
続
く
５
月
23
日
（
金
）
午
後
２
時
、

兵
庫
県
西
宮
市
瓦
木
中
学
校
３
年
生
の
乗
っ
た
バ
ス

が
売
木
村
「
う
る
ぎ
ふ
る
さ
と
館
」
に
や
っ
て
き
た
。

西
宮
市
を
今
朝
早
く
出
発
し
た
生
徒
は
２
０
５
名
、

６
台
の
バ
ス
に
分
乗
し
、
南
信
州
の
各
地
（
松
川
町
、

高
森
町
、
飯
田
市
等
）
の
農
家
に
一
泊
し
て
、
農
業

体
験
や
自
然
散
策
を
楽
し
み
、
農
家
の
手
料
理
を
味

わ
い
な
が
ら
交
流
す
る
。

　

売
木
村
に
や
っ
て
き
た
生
徒
は
54
名
。
バ
ス
か
ら

降
り
た
生
徒
は
、
受
け
入
れ
先
の
農
家
や
役
場
職
員

等
に
迎
え
ら
れ
て
整
列
、
各
代
表
が
挨
拶
し
た
あ
と
、

長
野
県
の
県
歌「
信
濃
の
国
」を
唄
っ
た
。「
信
濃
の
国

は
十
州
に
境
連
な
る
国
に
し
て
│
│
」
と
い
う
県
の

概
要
を
物
語
る
古
く
か
ら
あ
る
歌
で
、
そ
れ
を
学
ん

で
き
て
唄
う
生
徒
た
ち
の
姿
に
村
人
か
ら
拍
手
が
わ

い
た
。

　

そ
の
あ
と
４
〜
５
名
ご
と
に
13
軒
の
農
家
に
分
散

し
て
、
農
家
の
迎
え
の
ク
ル
マ
に
乗
り
込
ん
だ
。
農

家
に
着
く
と
生
徒
は
お
茶
と
お
菓
子
な
ど
い
た
だ
い

た
あ
と
、
早
速
野
良
な
ど
に
出
て
、
各
農
家
が
用
意

し
た
プ
ラ
ン
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

　

初
め
て
の
農
業
体
験
、
山
菜
取
り

　

民
宿
「
ゆ
り
か
」
に
は
女
生
徒
５
名
が
や
っ
て
き

た
。「
ゆ
り
か
」
は
売
木
で
民
宿
を
最
初
に
手
が
け

た
農
家
で
、
21
年
前
に
後
藤
秀
美
さ
ん（
72
）・
島
恵

さ
ん
夫
妻
が
長
女
ゆ
り
か
さ
ん
と
始
め
た
。
そ
の
後

ゆ
り
か
さ
ん
は
栄
養
士
の
資
格
を
も
っ
と
活
か
し
た

い
と
村
を
出
て
名
古
屋
市
の
学
校
の
栄
養
士
に
な
り
、

代
っ
て
次
女
の
友
美
さ
ん
、
正
倫
さ
ん（
42
）夫
妻
が

民
宿
を
手
伝
っ
て
い
る
。

　

５
人
の
生
徒
は
着
替
え

る
と
、
早
速
近
く
の
椎
茸

栽
培
園
へ
。
ク
リ
や
ナ
ラ

の
木
に
菌
を
打
ち
込
ん
で

一
、二
年
保
温
・
保
水
す
る

と
椎
茸
が
は
え
て
来
る
こ

と
を
学
び
、
原
木
運
び
や

菌
の
打
ち
付
け
を
手
伝
っ

た
。

　

翌
日
は
家
の
下
に
あ
る

畑
へ
出
か
け
て
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
の
種
蒔
き
を
体
験
し

た
。

　

山
の
麓
に
あ
る
の
で
実

■自然や歴史風土を活かして──2

自然休養村・売木をもう一つの故郷に
長野県南信州　売

う る ぎ む ら

木村の交流活動

翌日はトウモロコシの種蒔き作業を体験 ▲早速着替えて椎茸栽培の体験に向かう

▲「ゆりか」へ行ってお茶を飲みながら自己紹介

▲バスから降りた中学生を出迎える村の人たち

「ゆりか」の椎茸園で
家族と記念撮影
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が
付
き
は
じ
め
る
と
イ
ノ

シ
シ
等
が
出
て
く
る
。
そ

の
た
め
に
畑
に
は
囲
い
を

し
、
電
流
が
流
れ
る
コ
ー

ド
を
取
り
付
け
て
あ
る
。

野
菜
栽
培
で
は
雑
草
が
生

え
に
く
く
生
育
を
良
く
す

る
た
め
に
土
の
上
に
ビ
ニ

ー
ル
を
敷
く
マ
ル
チ
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
て
い
る
。

後
藤
さ
ん
一
家
が
機
械
で
畑
に
マ
ル
チ
を
設
置
し
て

い
く
。
機
械
が
空
け
た
穴
に
合
わ
せ
て
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
の
種
を
一
つ
ず
つ
地
中
に
埋
め
て
い
く
作
業
を
生

徒
た
ち
は
手
伝
っ
た
。
友
美
さ
ん
の
小
学
生
の
娘
も

一
緒
だ
。

　

農
業
体
験
は
一
人
を
除
い
て
皆
初
め
て
だ
と
い
う
。

「
野
菜
や
果
物
を
作
る
の
は
大
変
な
ん
で
す
ね
」「
と

て
も
楽
し
い
、も
っ
と
ゆ
っ
く
り
沢
山
体
験
し
た
い
」

と
言
い
な
が
ら
、
次
第
に
慣
れ
た
手
付
き
で
作
業
が

は
か
ど
っ
て
い
く
。
前
日
の
夕
食
は
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

だ
っ
た
そ
う
で
、
感
想
を
聞
く
と
「
と
て
も
美
味
し

か
っ
た
、
特
に
野
菜
が
す
ご
く
美
味
し
か
っ
た
」
と

元
気
な
返
事
が
か
え
っ
て
き
た
。

　

奥
田
一
子
さ
ん
が
営
む〝
つ
み
く
さ
料
理
〞「
ど
う

ろ
く
」
に
は
男
子
生
徒
４
名
が
や
っ
て
き
た
。
丘
の

上
に
建
つ
お
洒
落
な
レ
ス
ト
ラ
ン
兼
宿
泊
施
設
で
、

長
男
勝
彦
さ
ん
は
花
奔
農
園
を
し
て
い
る
。
広
々
し

た
庭
に
は
草
花
が
咲
き
、
目
の
前
は
自
然
を
活
か
し

て
畑
や
草
原
、
山
林
が
広
が
る
景
勝
地
。　

　

男
子
生
徒
は
一
子
さ
ん
と
孫
の
光
彦
君
に
案
内
さ

れ
て
ワ
ラ
ビ
取
り
に
出
か
け
た
。
つ
み
く
さ
料
理
に

使
う
イ
タ
ド
リ
や
野
の
花
な
ど
も
摘
む
。
心
地
よ
い

風
の
中
で
遊
び
な
が
ら
過
ご
す
う
ち
に
、
籠
に
は
山

菜
が
一
杯
に
な
っ
て
い
た
。
夕
食
は
摘
ん
で
き
た
ワ

ラ
ビ
の
炊
き
込
み
ご
飯
と
つ
み
く
さ
料
理
。

　

翌
日
は
つ
み
く
さ
を
使
っ
て
ク
レ
ー
プ
を
作
っ

た
。
男
の
子
た
ち
に
は
料
理
す
る
貴
重
な
体
験
だ
っ

た
よ
う
で
「
ワ
ラ
ビ
の
ご
飯
は
と
て
も
美
味
し
か
っ

た
」「
野
原
を
歩
い
た
り
家
の
中
で
寛
い
だ
り
で
き
た
、

ま
た
家
族
と
来
て
み
た
い
」
と
語
っ
て
い
た
。

「
男
の
子
っ
て
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
て
い
い
わ
ね
。
と

て
も
い
い
子
た
ち
で
し
た
」
と
奥
田
さ
ん
は
言
っ
て
、

ク
レ
ー
プ
作
り
を
再
現
し
て
く
れ
た
。

　

我
々
も
つ
み
く
さ
料
理
「
お
ま
か
せ
つ
み
く
さ
ラ

ン
チ
」（
１
０
０
０
円
）
を
味
わ
う
こ
と
に

し
た
。
春
の
山
菜
の
他
に
藤
の
花
等
の
ヘ

ル
シ
ー
な
揚
げ
物
、
か
つ
お
節
に
ね
ぎ
ぼ

う
ず
の
み
じ
ん
切
り
を
か
ら
め
た
新
鮮
な

珍
味
料
理
、
食
後
は
タ
ン
ポ
ポ
の
珈
琲
に

野
草
入
り
の
ケ
ー
キ
を
味
わ
っ
た
。

　

奥
田
さ
ん
は
５
年
前
に
全
国
組
織
に
な

っ
て
い
る
つ
み
く
さ
料
理
の
勉
強
会
に
参
加
し

た
の
を
機
に
、
猛
勉
強
を
重
ね
、
仲
間
づ
く
り

や
指
導
に
当
た
り
、
昨
年
長
野
県
の
農
村
生
活
マ
イ

ス
タ
ー
の
認
定
を
受
け
た
。
売
木
は
奥
田
さ
ん
ら
地

域
の
女
性
た
ち
の
活
動
で「
つ
み
く
さ
の
里
う
る
き
」

と
し
て
も
知
名
度
を
高
め
、「
野
草
を
摘
ん
で
リ
フ
レ

ッ
シ
ュ
し
、
野
草
の
パ
ワ
ー
を
食
べ
て
元
気
に
な
ろ

う
」
と〝
つ
み
く
さ
体
験
〞（
摘
み
草
体
験
＋
調
理
体

験
＋
食
事
）
を
３
０
０
０
円
で
提
供
し
て
い
る
。

　

レ
ス
ト
ラ
ン
「
ど
う
ろ
く
」
に
は
地
元
の
小
中
学

生
が
描
い
た
絵
を
集
め
て
デ
ザ
イ
ン
し
た
包
装
紙
や

絵
は
が
き
も
あ
り
、
野
の
花
と
子
供
た
ち
が
よ
く
似

合
い
そ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
。

奥田さんに案内されて摘み草を摘む男子生徒たち。左／摘んだワラビやイタドリ等

▲翌日は摘み草でクレープ作りを教えた奥田一子さん

▲「どうろく」のつみくさランチ
地元の小中学生が描いた絵を包装紙や
絵はがきにしたもの。1セット500円
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交
流
事
業
は
農
家
の
人
の
張
り
合
い
に
も

　

売
木
村
は
長
野
県
南
信
州
の
南
端
に
あ
り
、
三

州
街
道
、遠
州
街
道
か
ら
も
外
れ
た
総
面
積
43
・
５
㎢
、

人
口
７
０
０
人
の
小
さ
な
村
。
天
竜
奥
三
河
国
定
公

園
に
属
し
、
ブ
ナ
の
自
然
林
や
釣
り
人
に
人
気
の
渓

流
、
４
つ
の
キ
ャ
ン
プ
場
等
が
あ
る
自
然
の
宝
庫
で
、

天
然
温
泉
「
こ
ま
ど
り
の
湯
」
も
あ
る
。
山
中
か
ら

流
れ
出
る
豊
富
な
水
と
冷
涼
な
風
土
の
中
で
有
機
肥

料
と
低
農
薬
栽
培
の
米
づ
く
り
が
行
わ
れ
、
売
木
米

は
、
は
さ
が
け
し
て
天
日
乾
燥
す
る
。
ま
た
、
寒
暖

の
差
を
い
か
し
て
育
て
た
野
菜
は
美
味
し
い
と
人
気

が
あ
る
。
村
で
は
田
植
え
や
稲
刈
り
を
体
験
し
て
お

米
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
「
う
る
ぎ
米
そ
だ
て
隊
」
の

隊
員
も
募
集
し
て
い
る
。

　

そ
の
日
も
田
植
え
体
験
が
行
わ
れ
、
近
郷
の
街
か

ら
母
と
娘
が
や
っ
て
来
た
。
こ
の
日
の
た
め
に
田
植

え
を
し
な
い
で
い
た
水
田
に
農
家
の
主
人
が
田
植
機

を
入
れ
て
、
女
の
子
を
運
転
席
に
座
ら
せ
て
ゆ
っ
く

り
走
る
。「
お
母
さ
ん
も
や
っ
て
み
て
、
楽
し
い
よ
」

と
女
の
子
は
大
は
し
ゃ
ぎ
。
そ
の
あ
と
母
子
は
念
願

だ
っ
た
田
植
え
を
体
験
、
次
は
６
月
、
７
月
に
草
取

り
に
や
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
来
週
も
田
植
え
体
験
で
中
学
生
が
大
勢
や
っ
て
き

ま
す
」
と
語
る
役
場
産
業
課
の
菊
川
和
広
さ
ん
は
、

土
日
も
殆
ど
出
勤
し
て
各
現
場
を
廻
っ
て
い
る
。

「
売
木
は
村
民
が
皆
で
交
流
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
小
さ
い
村
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
で
す
ね
。
５
、

６
月
は
こ
の
よ
う
な
中
学
生
の
農
家
民
泊
が
13
校
あ

り
、
ほ
ぼ
毎
週
来
村
し
て
い
ま
す
。
農
家
の
人
に
と

っ
て
も
張
り
合
い
が
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
収
入
に

も
な
り
ま
す
」

　

青
少
年
の
農
業
体
験
は
南
信
州
が
広
域
的
に
取
り

組
ん
で
い
る
活
動
。
当
初
か
ら
来
村
し
て
い
る
の
が

武
蔵
野
市
で
、
大
阪
府
内
、
千
葉
県
の
学
校
も
毎
年

来
村
し
て
い
る
。
ま
た
土
日
に
は
名
古
屋
方
面
か
ら

農
産
物
の
買
出
し
と
温
泉
入
浴
に
訪
れ
る
人
が
多
い

た
め
、
地
元
産
の
菓
子
や
木
工
品
等
を
作
る
グ
ル
ー

プ
も
忙
し
い
。

　

も
う
一
つ
売
木
の
特
色
に
な
っ
て
い
る
の
が
、

（
財
）育
て
る
会
が
指
導
に
当
た
る
山
村
留
学
・
売
木

学
園
が
あ
る
こ
と
。
常
に
10
数
人
の
小
中
学
生
が

広
々
し
た
学
園
で
生
活
し
て
い
る
が
、
月
の
う
ち
一

週
間
は
農
家
に
泊
ま
り
、
そ
の
家
族
と
し
て
過
ご
す

こ
と
か
ら
、
大
き
く
な
っ
て
も
売
木
を
第
二
の
ふ
る

さ
と
に
し
て
訪
れ
る
若
者
が
多
い
。
そ
の
日
も
民
宿

「
ゆ
り
か
」
に
は
、
元
山
村
留
学
生
で
教
師
を
め
ざ

す
大
学
生
の
女
性
（
名
古
屋
市
）
が
長
期
滞
在
を
し

て
、
売
木
中
学
で
教
育
実
習
を
し
て
い
た
。

　

さ
て
、
西
宮
市
瓦
木
中
学
校
の
生
徒
は
、
翌
24
日

の
午
前
11
時
に
民
泊
し
た
農
家
に
送
ら
れ
て
「
ふ
る

さ
と
館
」
広
場
に
集
合
、
こ
れ
か
ら
全
生
徒
が
合
流

し
て
南
信
州
の
名
所
・
天
龍
峡
へ
移
動
し
、
舟
下
り

等
を
楽
し
む
と
い
う
。
挨
拶
に
立
っ
た
生
徒
代
表
は

「
一
泊
二
日
と
い
う
短
い
滞
在
だ
っ
た
が
と
て
も
い

い
体
験
が
で
き
た
」
と
礼
を
言
い
、
村
民
の
代
表
・

村
松
さ
ん
は
「
皆
さ
ん
の
貴
重
な
思
い
出
の
一
ペ
ー

ジ
に
な
っ
て
欲
し
い
、
昨
夜
は
曇
っ
て
い
た
け
れ
ど
、

こ
こ
は
星
が
大
変
美
し
い
里
で
す
、
ま
た
来
て
く
だ

さ
い
」と
挨
拶
し
た
。   

文
／
横
田
美
沙
　
写
真
／
小
林
恵

夏目明人さんの家にきた女子生徒たち。田植えが終った田のあ
ぜ道で草刈りをしたり花植えを楽しむ

田植えを終えたばかりの売木の田
んぼ。有機栽培して天日乾燥する

田植え体験「うるぎ米そだて隊」に
参加した母子。田植機にのって運
転を経験したあと苗運びや植え付
け作業を手伝った

●売木村産業課☎0260-28-2311
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鳥取県東南部に位置する智頭町は、かつて智頭往来
（因幡街道）として栄えた地。また、面積の93％が山林
で占められており、町内は広い範囲にわたって杉の美
林が広がる。町では、こうした自然や歴史、文化などの
地域資源を生かして、都会から多くの人が訪れる町
づくり（＝魅力あふれる観光地）をめざしている。

　

山
林
王
の
屋
敷
「
石
谷
家
住
宅
」
を

　

一
般
公
開

　

奈
良
時
代
以
前
か
ら
、
畿
内
と
因
幡
と
を
結
ぶ
主

要
道
で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
は
参
勤
交
代
の
道
と
し

て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
「
智
頭
往
来
」。
そ
の
最
大

の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
の
が
智
頭
宿
だ
。
し
か
し
、

交
通
機
関
の
発
達
な
ど
が
原
因
で
「
宿
場
」
と
し
て

の
価
値
を
失
い
、
通
過
点
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。　

　

ま
た
、
智
頭
町
は
か
つ
て
、
智
頭
杉
の
産
地
と
し

て
林
業
で
栄
え
た
が
、
近
年
は
林
業
従
事
者
が
激
減
。

昭
和
30
年
代
に
1
万
５
０
０
０
人
近
く
あ
っ
た
人
口

も
、
現
在
で
は
８
０
０
０
人
台
ま
で
減
少
し
て
し
ま

っ
た
。

「
こ
の
ま
ま
で
は
町
が
つ
ぶ
れ
る
と
の
危
機
感
の
中
、

平
成
9
年
に
就
任
し
た
寺
谷
町
長
（
今
年
6
月
に
再

当
選
）
が
打
ち
出
し
た
の
は
、
こ
の
地
域
独
自
の
も

の
に
磨
き
を
か
け
、
観
光
資
源
と
し
て
活
用
す
る
こ

と
で
し
た
」

　

と
当
時
を
語
る
の
は
、
町
を
案
内
し
て
く
れ
た
智

頭
町
企
画
財
政
課
の
岡
田
光
弘
さ
ん
。
智
頭
町
に
は

大
都
市
に
あ
る
よ
う
な
大
き
な
ビ
ル
は
な
い
が
、
お

金
で
は
買
え
な
い
美
し
い
空
気
や
水
、
豊
か
な
自
然

や
歴
史
が
息
づ
い
て
い
る
。
町
長
は
、
智
頭
町
独
自

の
資
源
に
着
目
し
た
の
で
あ
る
。

　

取
り
組
み
の
中
心
は
、「
智
頭
宿
」
の
整
備
だ
っ
た
。

鳥
取
藩
最
大
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
智
頭
宿
に
は
、

近
世
か
ら
近
代
へ
の
建
築
技
術
の
粋
を
伝
え
る
歴
史

的
建
造
物
が
数
多
く
残
っ
て
い
る
。

　

な
か
で
も
、
町
中
心
部

に
あ
る
「
石
谷
家
住
宅
」

は
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
、

日
本
屈
指
の
山
林
王
の
屋

敷
で
、
約
３
０
０
０
坪
の

敷
地
に
40
の
座
敷
を
も
つ

和
風
建
築
と
趣
の
あ
る
池

泉
庭
園
が
あ
る
。

　

寺
谷
町
長
は
こ
れ
に
目

を
つ
け
、
最
初
は
乗
り
気
で
な
か
っ
た
当
主
を
説
得

し
、
5
日
間
だ
け
と
い
う
条
件
で
一
般
公
開
に
踏
み

切
っ
た
。と
こ
ろ
が
オ
ー
プ
ン
し
て
み
る
と
、延
１
万

人
も
の
観
光
客
が
来
訪
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
当

主
の
理
解
を
得
、
町
民
の
間
に
も
、
都
市
の
人
々
に

町
を
見
に
来
て
も
ら
お
う
と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
て

い
っ
た
と
い
う
。

　

平
成
12
年
、
屋
敷
一
切
が
町
へ
寄
贈
さ
れ
、
智
頭

宿
観
光
の
核
と
し
て
一
般
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
現
在
は
、
土
間
で
コ
ン
サ
ー
ト
や
落
語
会
を
開

い
た
り
、
庭
の
見
え
る
座
敷
を
喫
茶
店
に
、
蔵
を
ギ

鳥取県内で最大の宿場町として栄えた「智頭宿」

■
自
然
や
歴
史
風
土
を
活
か
し
て
│
│
3

地
域
資
源
に
磨
き
を
か
け
て
お
も
て
な
し 

鳥
取
県
智ち

づ頭
町ち
ょ
う

▲智頭町の賑わいを語る道標
t大正3年築の洋風建築「下町公民館」。
かつては役場として使われていた

国登録有形文化財の石谷家住宅
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ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
利
用
し
た
り
し
て
い
る
。

　

石
谷
家
住
宅
の
近
く
に
は
、
大
正
時
代
に
役
場
だ

っ
た
「
下
町
公
民
館
」
や
、
漫
画
「
夏
子
の
酒
」
に

登
場
す
る
酒
蔵
「
諏
訪
酒
造
」、
西
河
克
己
映
画
記

念
館
、
杉
玉
工
房
な
ど
も
あ
り
、
見
ど
こ
ろ
が
い
っ

ぱ
い
だ
。
ま
た
、
周
辺
地
区
の
各
戸
の
軒
先
に
は
杉

の
葉
で
作
っ
た
「
杉
玉
」
が
飾
ら
れ
、
住
民
に
よ
る

ガ
イ
ド
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
清
掃
作
業
へ
の
参
加
な
ど

も
軌
道
に
乗
っ
て
き
て
い
る
。

　

日
本
の
山
村
集
落
の
原
風
景
を
残
す

　

智
頭
町
に
は
観
光
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
再
生
し
、
成

功
し
た
場
所
が
も
う
一
つ
あ
る
。
智
頭
町
中
心
地
か

ら
北
東
約
4
キ
ロ
の
山
間
部
に
あ
る
板
井
原
集
落
だ
。

　

日
本
の
山
村
集
落
の
原
風
景
と
も
い
え
る
の
ど
か

な
風
景
を
残
す
こ
の
集
落
に
は
、
昭
和
30
年
代
ま
で
、

炭
焼
き
、
養
蚕
、
葛
や
麻
な
ど
の
栽
培
を
生
業
と
す

る
人
々
が
多
く
暮
ら
し
て
い
た
。
し
か
し
、
交
通
の

不
便
さ
や
、
冬
の
積
雪
の
多
さ
な
ど
を
理
由
に
、
昭

和
40
年
代
以
降
、
住
民
が
ど
ん
ど
ん
町
の
中
心
に
移

住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
一
時
は
一
世
帯
だ
け
と
な
り
、
廃
村
の
危
機
に
直

面
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
寺
谷
町
長
の
、
こ
ん
な
美

し
い
集
落
を
な
く
し
て
し
ま
っ
て
は
だ
め
だ
。整
備
・

保
存
し
て
観
光
客
を
迎
え
入
れ
よ
う
、
と
の
ひ
と
言

で
、再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
結
成
さ
れ
た
の
で
す（
岡

田
光
弘
さ
ん
談
）」

　

山
に
囲
ま
れ
て
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
む
集
落
に
は

か
や
ぶ
き
屋
根
の
古
い
民
家
が
あ
り
、
清
流
に
は
水

車
が
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
畑
に
目
を
や
れ
ば
野
菜

や
果
実
が
た
わ
わ
に
実
り
、
草
花
が
風
に
揺
れ
て
い

る
。
都
会
か
ら
訪
れ
た
者
に
と
っ
て
、
こ
こ
は
ま
さ

に
天
国
の
よ
う
な
場
所
。
で
も
、
住
人
や
町
役
場
の

職
員
た
ち
は
当
初
、「
何
も
な
い
こ
の
集
落
が
本
当
に

観
光
地
に
な
る
の
か
」
と
懐
疑
的
だ
っ
た
と
か
。　

　

現
在
、
板
井
原
集
落
は
全
国
的
に
も
数
少
な
い
山

村
集
落
と
し
て
原
型
保
存
さ
れ
、
昭
和
30
年
代
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
空
間
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
ま

た
、
食
事
の
で
き
る
場
所
や
喫
茶
店
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー

な
ど
も
オ
ー
プ
ン
し
た
。

　

そ
の
う
ち
の
一
軒
、「
火か

ま

ど
間
土
」
で
昼
食
を
い
た
だ

い
た
。
築
１
０
０
年
を
超
え
る
古
民
家
の
囲
炉
裏
端

に
並
ぶ
の
は
、
こ
の
家
の
主
、
原
田
巌
さ
ん（
76
）が

水
車
で
精
米
し
た
お
米
を
か
ま
ど
で
炊
く
ご
飯
と
、

妻
の
伸
子
さ
ん
の
素
朴
な
手
料
理
。
か
ま
ど
で
ご
飯

を
炊
く
の
は
巌
さ
ん
の
仕
事
だ
が
、
平
成
16
年
に
開

業
す
る
ま
で
は
一
度
も
ご
飯
を
炊
い
た
こ
と
が
な
か

っ
た
と
い
う
。

「
村
に
食
事
を
す
る
場
所
が
な
い
か
ら
と
、
役
場
の

人
に
頼
ま
れ
て
始
め
た
ん
で
す
。
で
も
、
た
く
さ
ん

の
人
が
訪
ね
て
く
れ
て
、
お
い
し
い
と
褒
め
ら
れ
、

張
り
合
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
町
に
出
て
し
ま
っ
た

子
ど
も
た
ち
も
喜
ん
で
く
れ
て
、
連
休
に
は
手
伝
い

に
き
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
」
と
笑
顔
で
語
る
巌
さ
ん
。

　

近
く
に
は
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
で
関
西
か
ら
移
住
し
た
人

が
経
営
す
る
、
民
家
を
改
装
し
た
喫
茶
店
「
野
土
香
」

も
あ
る
。
交
通
の
不
便
な
と
こ
ろ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

築100年以上の古民家で食事処「火
間土」を営む原田さん夫婦。かまど
で炊いたご飯と素朴な手料理が評判

「板井原集落」は、昭和30年代の山村集落の原風景が残る
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お
い
し
い
珈
琲
と
景
色
を
味
わ
い
に
都
会
か
ら
多
く

の
人
が
訪
れ
、
鳥
取
県
下
で
も
有
名
な
喫
茶
店
と
な

っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

新
田
集
落
で
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
都
市
交
流
事
業

　

智
頭
町
中
心
部
か
ら
10
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
山
間
部

に
あ
る
「
新
田
集
落
」。こ
こ
で
は
、
過
疎
化
と
高
齢

化
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
、
２
０
０
０
年
に
集
落

全
世
帯
を
構
成
員
と
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
新
田
む
ら

づ
く
り
運
営
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ
た
。

　

あ
え
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
初

代
代
表
を
務
め
た
岡
田
一
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

「
国
は
合
併
に
よ
っ
て
『
大
き
な
自
治
体
』
を
作
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
高
齢
化
、
過
疎
化
に

悩
む
地
域
の
切
捨
て
に
も
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

小
回
り
が
き
く
『
小
さ
な
自
治
体
』
を
作
り
、
公
共

事
業
や
福
祉
等
、
本
来
行
政
に
お
願
い
す
る
こ
と
を

で
き
る
だ
け
自
分
た
ち
で
や
っ
て
み
よ
う
と
考
え
た

の
で
す
」

　

活
動
内
容
は
、
田
植
え
・
稲
刈
り
な
ど
の
農
作
業

体
験
の
受
け
入
れ
、
ま
た
、
地
区
に
伝
わ
る
人
形
浄

瑠
璃
の
復
活
・
上
演
、
各
界
の
著
名
人
を
招
い
て
話

を
聞
く
『
新
田
カ
ル
チ
ャ
ー
講
座
』
の
開
催
等
々
。

「
都
市
と
の
交
流
を
通
し
て
集
落
に
活
気
を
取
り
戻

す
こ
と
、
住
民
が
自
分
た

ち
の
住
ん
で
い
る
地
域
に

誇
り
を
持
つ
こ
と
な
ど
を

目
標
に
掲
げ
ま
し
た
。『
こ

こ
に
住
み
た
い
』
と
思
う

よ
う
な
集
落
を
残
す
の
が

自
分
た
ち
の
務
め
だ
と
思

う
ん
で
す
ね
」

　

新
田
地
区
は
水
田
な
ど

の
耕
地
が
少
な
く
、
総
面
積
４
７
０
ha
余
り
の
ほ
と

ん
ど
を
山
林
が
占
め
る
山
間
地
だ
。
智
頭
町
の
他
の

山
間
地
と
同
じ
よ
う
に
、
林
業
が
衰
退
し
、
若
い
層

を
中
心
に
集
落
を
出
て
行
く
人
が
増
え
た
。
昭
和
30

年
に
は
22
戸
、
１
０
７
人
い
た
が
、現
在
、こ
の
集
落

に
住
ん
で
い
る
人
は
、
Ｉ
タ
ー
ン
3
世
帯
を
含
め
て

20
世
帯
。
住
民
の
4
割
が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
だ
。

岡
田
さ
ん
も
、
寺
谷
町
長
同
様
、「
こ
の
ま
ま
で
は
生

ま
れ
育
っ
た
集
落
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う

危
機
感
を
抱
い
た
と
い
う
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
設
立
当
初
、
岡
田
さ
ん
は
「
一
年
間
に

1
億
円
の
現
金
収
入
を
得
る｣
と
い
う
高
い
目
標
を

掲
げ
た
。
そ
れ
だ
け
あ
れ
ば
、
町
に
働
き
に
出
な
く

て
も
、
全
世
帯
が
こ
の
地
域
で
暮
ら
し
て
い
け
る
。

そ
こ
で
、
都
会
の
人
に
こ
の
集
落
に
遊
び
に
来
て
も

ら
う
た
め
に
、
宿
泊
施
設
や
喫
茶
店
、
ロ
ッ
ジ
な
ど

を
建
設
。
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
て
集
客
を

図
っ
た
。
前
述
の
『
新
田
カ
ル
チ
ャ
ー
講
座
』
も
そ

の
一
つ
。
講
演
会
の
テ
ー
マ
は
、
地
域
お
こ
し
か
ら

Ｉ
Ｔ
ま
で
と
幅
広
く
、
月
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
も
う

１
０
０
回
以
上
続
け
て
い
る
。

「
し
か
し
、
講
演
会
や
人
形
浄
瑠
璃
は
あ
ま
り
収
入

に
つ
な
が
ら
ず
、
主
な
収

入
源
は
宿
泊
施
設
の
利
用

料
な
ど
。
そ
れ
も
年
に

３
０
０
〜
４
０
０
万
円
ほ

ど
と
理
想
を
大
き
く
下
回

っ
て
い
ま
す
。
高
齢
化
、

過
疎
化
の
流
れ
は
止
ま
ら

ず
、
活
動
を
引
き
継
い
で

く
れ
る
若
者
が
い
な
い
の
も
悩
み
の
種
で
す
ね｣

　

と
岡
田
一
さ
ん
。
国
の
仕
組
み
や
社
会
の
仕
組
み

を
変
え
な
い
限
り
、
地
域
住
民
の
頑
張
り
だ
け
で
は

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
感
じ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、
最
後
に
「
智
頭
往
来
」
を
歩
い
て
み
た
。

智
頭
往
来
は
前
述
の
よ
う
に
、
奈
良
時
代
か
ら
畿
内

と
因
幡
を
結
ぶ
主
要
な
道
だ
っ
た
。
ま
た
、
江
戸
時

代
に
は
参
勤
交
代
の
道
と
し
て
栄
え
た
。
現
在
、
智

頭
町
内
の
約
21
キ
ロ
が
文
化
庁
の
「
歴
史
の
道｣

に

選
定
さ
れ
、
そ
の
う
ち
山
郷
地
区
の
約
２
キ
ロ
が
国

史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

国
道
３
７
３
号
に
沿
っ
て
続
く
杉
林
の
古
道
を
歩

け
ば
、
江
戸
時
代
の
古
文
書
に
も
載
っ
て
い
る
「
魚

の
棚
」
と
呼
ば
れ
る
名
勝
や
、
馬
も
引
き
返
し
た
ほ

ど
の
難
所
「
駒
帰
」
な
ど
、
江
戸
時
代
の
面
影
を
感

じ
さ
せ
ら
れ
る
場
所
が
そ
こ
か
し
こ
に
残
っ
て
い
て

興
味
深
い
。
歴
史
の
断
片
を
拾
い
集
め
な
が
ら
歩
く

と
さ
ぞ
楽
し
い
だ
ろ
う
。

　

自
然
や
歴
史
は
一
朝
一
夕
に
は
つ
く
れ
な
い
し
、

保
護
す
る
に
も
手
間
と
時
間
が
か
か
る
。
人
は
え
て

し
て
結
果
を
性
急
に
求
め
が
ち
だ
が
、
地
味
で
時
間

の
か
か
る
活
動
の
中
に
、
い
つ
か
美
し
い
花
が
咲
く

日
が
来
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

文
／
小
田
礼
子
　
写
真
／
小
林
恵

石垣に守られただんだん畑が美しい「新田集落」

整備された「智頭往来」

NPOを設立して「新田集落」の
活性化に努めている岡田一さん

●智頭町企画財政課☎0858-75-4112
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六
合
村
は
群
馬
県
西
北
部
に
位
置
し
、
西
は
草
津

町
、
北
は
野
反
湖
を
経
て
長
野
県
、
北
東
部
は
新
潟

県
に
接
す
る
広
大
な
高
原
の
村
。

　

な
ぜ
六
合
村
と
書
い
て「
く
に
む
ら
」と
読
む
の
か
。

明
治
33
年
（
１
９
０
０
）
７
月
１
日
、
草
津
村
（
現

草
津
町
）
と
分
村
し
て
、
赤
岩
、
日
影
、
小
雨
、
生
須
、

太
子
、
入
山
の
六
つ
の
村
が
合
併
し
た
と
き
名
付
け

ら
れ
た
も
の
で
、「
く
に
」
と
は
、
古
事
記
の
「
天
地

四
方
を
以
っ
て
六く

に合
と
成
す
」
か
ら
と
っ
た
も
の
だ

と
い
う
。
昨
今
の
合
併
に
よ
る
新
市
町
名
に
比
べ
る

と
、
何
と
粋
で
地
域
性
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
か
。
村

の
ガ
イ
ド
誌
に
は
「
自
然
、
歴
史
、
伝
統
、
文
化
、

産
業
、
味
覚
を
訪
ね
な
が
ら
、
６
つ
の
神
秘
、
６
つ

の
湯
を
め
ぐ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

白
砂
山
（
標
高
２
１
３
９
ｍ
）
に
端
を
発
す
る
白

砂
川
が
南
下
し
て
村
内
中
央
を
流
れ
、
そ
の
脇
を
国

道
２
９
２
号
が
走
る
。
吾
妻
線
長
野
原
草
津
口
駅
か

ら
ク
ル
マ
で
約
５
分
、
六
合
村
に
入
る
と
、
白
砂
川

の
右
岸
段
丘
地
に
赤
岩
集
落
が
あ
る
。
背
後
に
山
林
、

手
前
は
白
砂
川
を
臨
む
傾
斜
面
で
、
真
ん
中
を
道
路

が
走
り
そ
の
左
右
に
家
屋
敷
が
高
い
密
度
で
形
成
さ

れ
て
い
る
。
ど
の
家
も
堅
牢
な
大
き
め
な
木
造
家
屋

で
、
土
蔵
ま
た
は
納
屋
が
あ
る
。
家
の
周
り
の
石
垣

や
道
路
脇
も
よ
く
手
入
れ
さ
れ
て
い
て
、
５
月
下
旬

に
訪
ね
た
時
は
、
し
ば
櫻
、
三
色
す
み
れ
、
お
だ
ま

き
、
藤
等
が
華
麗
に
咲
き
誇
っ
て
い
た
。

　

赤
岩
は
県
を
代
表
す
る
養
蚕
農
家
の
集
積
地

　

こ
の
赤
岩
集
落
は
平
成
18
年
に
国
の
伝
統
的
建
造

物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
た
。
明
治
初
期
か
ら
養

蚕
が
行
わ
れ
た
地
区
で
、
大
抵
の
家
が
二
階
は
養
蚕

作
業
場
も
兼
ね
て
建
築
さ
れ
、
中
に
は
三
階
建
て
の

堅
牢
な
家
も
残
っ
て
い
る
。
享
和
３
年（
１
８
０
７
）

に
大
火
が
あ
り
多
く
の
家
が
焼
け
た
と
い
う
が
、
幕

末
や
明
治
時
代
初
期
に
建
て
ら
れ
た
家
も
現
存
、
比

較
的
新
し
い
家
も
大
正
、
昭
和
の
始
め
こ
ろ
に
増
改

築
し
た
も
の
で
、
67
戸
が
保
存
建

築
物
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
母

屋
と
共
に
蔵
や
納
屋
、
石
垣
、
樹

木
を
配
し
た
敷
地
、
お
堂
や
通
り

の
景
観
、
取
水
場
等
も
保
存
の
対

象
で
、
懐
か
し
い
「
ふ
る
さ
と
」
の
面
影
を
色
濃
く

残
し
た
心
和
む
集
落
で
あ
る
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ガ
イ
ド
を
し
て
い
る
の
が
安
原

義
治
さ
ん
（
80
）
さ
ん
。
村
の
助
役
も
務
め
た
こ
と

の
あ
る
郷
土
史
家
で
、
家
で
も
代
々
養
蚕
を
行
っ
て

き
た
。

「
毎
年
春
、
夏
、
秋
の
３
回
蚕
を
飼
い
ま
し
た
が
、

さ
ら
に
晩
秋
に
も
飼
う
家
が
あ
り
ま
し
た
。
蚕
が
来

る
と
子
供
達
も
よ
く
手
伝
っ
た
も
の
で
、
学
校
へ
行

く
前
に
も
畑
か
ら
桑
を
運
ん
だ
り
し
た
も
の
で
す
」

　

群
馬
県
は
、
明
治
政
府
が
明
治
初
期
に
設
立
し
た

富
岡
製
糸
所
、
新
町
紡
績
所
等
が
あ
る
よ
う
に
、
近

代
的
な
製
糸
産
業
の
先
進
地
で
、
養
蚕
農
家
も
多
か

っ
た
。
集
落
で
養
蚕
農
家
群
の
特
徴
を
今
に
伝
え
て

い
る
保
存
地
区
と
し
て
は
、
六
合
村
赤
岩
地
区
の
他

に
、
境
島
村
地
区
（
伊
勢
崎
市
）
が
県
の
「
絹
産
業

遺
産
群
」
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。

「
赤
岩
の
重
伝
建
保
存
地
区
は
東
西
約
１
０
７
０
ｍ
、

南
北
約
９
３
０
ｍ
な
ん
で
す
が
、そ
の
中
に
50
戸（
住

人
約
１
８
０
人
）
の
家
屋
敷
が
あ
り
、
お
堂
も
３
つ

あ
る
ん
で
す
よ
」
と
安
原
さ
ん
は
言
う
。
見
る
と
民

家
の
庭
先
の
よ
う
な
場
所
に
小
さ
な
社
の
観
音
堂
や

毘
沙
門
堂
が
あ
り
、
今
も
お
年
寄
り
が
欠
か
さ
ず
詣

で
て
花
を
捧
げ
て
い
る
。
自
然
と
共
生
し
な
が
ら
蚕

■
自
然
や
歴
史
風
土
を
活
か
し
て
│
│
4

山
里
の
生
活
文
化
を
語
り
継
ぐ
　  

群
馬
県
六く

合に

村む
ら

大きな養蚕農家が建つ赤岩地区の中心部。幼稚園児たちが帰宅してきた

右／国道沿いからみた赤沢地区
左／自然孵化した蚕。桑の葉を
　　美味しそうに食べる
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と
い
う
生
き
物
を
手
塩
に
か
け
て
育
て
て
き
た
村
人

の
や
さ
し
さ
と
信
心
深
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
だ
。

　

赤
岩
の
伝
統
的
建
造
物
の
中
で
、
建
築
家
や
郷
土

史
家
が
特
に
注
目
し
た
の
が
湯
本
家
だ
っ
た
。
一
、

二
階
は
文
化
３
年
（
１
８
０
６
）
の
建
物
で
、
三
階

は
養
蚕
室
と
し
て
明
治
30
年
に
増
築
さ
れ
た
家
で
、

大
火
の
教
訓
か
ら
母
家
は
土
壁
と
置
屋
根
の
土
蔵
作

り
と
い
う
大
変
珍
し
い
建
物
。
湯
本
家
は
江
戸
時
代

か
ら
医
者
を
勤
め
て
お
り
、
幕
末
に
は
シ
ー
ボ
ル
ト

か
ら
学
ん
だ
蘭
学
者
の
高
野
長
英
を
か
く
ま
っ
て
い

た
。
二
階
に
は
当
時
の
ま
ま
を
保
存
す
る
「
長
英
の

間
」
が
あ
り
、
襖
の
奥
に
一
階
外
部
に
通
じ
る
階
段

等
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
現
在
は
家
族
３
人

暮
ら
し
、
平
日
は
勤
め
に
出
て
い
る
た
め
、
内
部
を

見
せ
て
も
ら
う
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　

代
っ
て
安
原
さ
ん
が
案
内
し
て
く
れ
た
の
が
関
駒

三
郎
さ
ん
（
74
）
の
家
。
間
口
10
間
、
奥
行
き
４
間

半
の
総
三
階
建
て
の
家
で
、
赤
岩
集
落
の
中
で
も
最

も
大
き
い
。
母
屋
は
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
建
て
ら

れ
、
明
治
中
期
に
二
階
建
を
三
階
建
に
増
改
築
、
昭

和
30
年
頃
ま
で
は
屋
根
は
栗
板
や
杉
皮
で
葺
い
て
い

た
と
い
う
が
、
今
は
瓦
葺
き
。

　

家
の
外
に
二
階
、
三
階
へ
通
じ
る
階
段
が
あ
る
。

関
さ
ん
の
案
内
で
二
階
へ
入
る
と
、
板
張
り
の
空
間

が
広
々
と
広
が
り
、
天
井
も
高
く
、
ミ
ニ
体
育
館
の

よ
う
な
雰
囲
気
だ
。

「
柱
は
雪
に
も
強
い
栗
材
、
床
は
楠
な
ど
使
っ
て
い

ま
す
。
一
階
土
間
に
は
厩
う
ま
や

も
あ
り
、
蚕
は
年
４
回
飼

っ
た
時
も
あ
り
ま
し
た
。
当
家
は
稚
蚕
飼
育
も
し
て

い
た
の
で
、
稚
蚕
の
時
は

二
間
四
方
の
部
屋
に
区
切

っ
て
神
経
を
使
い
な
が
ら

飼
育
し
て
い
ま
し
た
。
春

と
秋
に
は
暖
を
と
る
必
要

が
あ
る
た
め
、
小
さ
い
薪

を
燃
や
す
囲
炉
裏
や
火
鉢

も
数
カ
所
に
設
置
し
、
通

風
の
た
め
の
工
夫
も
随
所

に
し
て
あ
り
ま
す
」

　

間
仕
切
り
の
な
い
広
い
板
の
間
に
な
っ
て
い
る
が
、

床
板
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
は
ず
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
熱
を
入
れ
替
え
た
り
用
具
を
運
び
上
げ
た
り
す

る
た
め
の
工
夫
だ
。
三
階
も
二
階
同
様
に
広
い
空
間

で
養
蚕
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
一
部
に
家
族
用
の
部

屋
も
あ
り
、
手
細
工
を
施
し
た
粋
な
障
子
が
は
め
ら

れ
て
い
る
。

　

関
さ
ん
の
家
は
長
男
夫
婦
が
戻
っ
て
き
て
家
族
６

人
。
い
ま
は
蒟
こ
ん
に
ゃ
く
い
も

蒻
芋
の
生
産
を
し
て
お
り
、
二
、三

階
は
冬
期
に
芋
を
寝
か
せ
る
場
所
に
使
わ
れ
て
い
る

他
、
関
さ
ん
が
趣
味
で
続
け
て
い
る
藁
細
工
、
木
工

等
の
工
房
に
な
っ
て
い
る
。
藁
で
作
っ
た
七
福
神
と

ガイドしてくれた安原義治さん地区内にはお堂が3つある

地
区
で
一
番
大
き
い
関
家
の
総
三
階
建
て

母
屋

板
張
り
の
広
々
し
た
二
階

p

▼
同
三
階
の
養
蚕
室
。
家
族
の
休
憩
室

が
あ
っ
た
た
め
障
子
入
り
の
和
室
も

蚕が繭玉をつくる
「おすがき」を前に
関駒三郎さん

幕末に蘭学者高野長英をかくまった湯
本家。土壁で出来ている
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宝
船
、
桑
の
木
の
杖
な
ど
手
間
ひ
ま
か
け
た
作
品
が

並
ん
で
い
る
。
養
蚕
用
具
の
一
部
も
保
管
し
て
お
り
、

畑
に
は
数
本
、
桑
の
原
木
も
残
し
て
い
る
と
い
う
。

「
蚕
が
一
斉
に
桑
の
葉
を
食
べ
る
時
は
ま
る
で
雨
が

降
っ
て
き
た
よ
う
な
音
が
す
る
。
お
蚕
さ
ま
っ
て
呼

ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
の
姿
を
見
る
と
生
き
物
を
育

て
る
充
実
感
で
疲
れ
も
吹
っ
飛
ん
だ
も
の
で
す
。
ま

た
飼
っ
て
み
た
い
ね
ぇ
」
と
関
さ
ん
は
言
う
。

　

関
家
が
記
録
し
て
い
た
養
蚕
日
誌
や
用
具
の
一
部

は
、
近
く
に
あ
る
「
蚕か
い
こ
ん
ち

の
家
」
で
保
存
し
て
い
る
。

　

子
供
ら
に
養
蚕
農
家
の
生
活
文
化
を
伝
え
た
い

　

安
原
さ
ん
宅
の
玄
関
に
置
か
れ
た
小
さ
い
段
ボ
ー

ル
の
中
に
稚
蚕
が
百
匹
ほ
ど
育
っ
て
い
た
。
昨
年
飼

育
し
た
蚕
が
繭
か
ら
さ
な
ぎ
に
な
り
、
自
然
産
卵
し

た
も
の
。
そ
れ
を
持
ち
帰
っ
て
育
て
た
稚
蚕
は
１
㎝

ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
だ
桑
の
葉
が
育

っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
桑
を
粉
末
に
し
て
５
㎝
ほ

ど
の
板
状
に
固
め
た
人
工
餌
を
与
え
て
い
た
が
、
よ

う
や
く
桑
の
葉
が
芽
吹
い
て
き
た
。
安
原
さ
ん
が
裏

畑
か
ら
摘
ん
で
き
た
葉
を
蚕
た
ち
の
上
に
そ
う
っ
と

置
き
、
10
数
分
後
に
見
に
行
く

と
、
蚕
た
ち
は
さ
ら
さ
ら
と
い

う
音
を
立
て
な
が
ら
美
味
し
そ

う
に
葉
を
食
べ
て
い
る
。
下
か

ら
葉
を
破
っ
て
表
側
に
出
て
き

て
食
べ
て
い
る
蚕
も
あ
る
。

　

赤
岩
で
は
昭
和
30
年
代
後
半

に
は
農
家
の
大
半
が
養
蚕
を
辞

め
、
残
っ
た
数
軒
も
40
年
代
で

辞
め
た
。
し
か
し
子
供
た
ち
や

若
者
に
養
蚕
で
栄
え
た
地
区

の
生
活
文
化
を
伝
え
た
い
と
、

「
土ど
む
ろ室
」
と
呼
ば
れ
る
稚
蚕
共
同
飼
育
所
（
蚕
卵
を

一
定
の
大
き
さ
に
な
る
ま
で
育
て
る
）
だ
っ
た
場
所

を
整
備
し
、
夏
蚕
を
少
し
飼
っ
て
子
供
ら
の
体
験
学

習
の
場
に
し
て
い
る
。
各
戸
の
養
蚕
用
具
も
保
存
・

展
示
し
て
い
る
。

　

午
後
１
時
、
幼
稚
園
に
通
う
子
供
達
の
お
帰
り
だ
。

地
区
に
は
10
名
ほ
ど
の
幼
児
が
い
て
、
バ
ス
停
ま
で

お
年
寄
り
た
ち
が
孫
の
出
迎
え
に
集
ま
る
。
そ
の
中

に
２
、３
歳
の
幼
児
を
連
れ
て
出
迎
え
に
立
つ
若
い

お
母
さ
ん
が
い
た
。

「
こ
こ
は
冬
で
も
暖
か
く
生
活
し
や
す
い
の
で
、
嬬

恋
村
か
ら
移
住
し
て
き
ま
し
た
。
人
情
も
厚
く
と
て

も
暮
ら
し
や
す
い
村
で
す
」
と
言
う
。
集
落
の
北
入

口
附
近
の
新
し
い
一
戸
建
住
宅
に
暮
ら
し
て
い
る
。

役
場
の
前
の
高
台
に
は
、
草
津
の
温
泉
経
営
者
ら
が

冬
場
に
な
る
と
暖
か
い
六
合
村
で
暮
ら
し
た
と
い
う

「
冬
住
み
の
里
・
大
黒
屋
」
と
い
う
豪
壮
な
家
が
あ
る
。

現
在
は
資
料
館
と
し
て
解
放
し
て
い
る
。

　

暮
坂
高
原
で
花
豆
を
栽
培
し
ま
せ
ん
か
！

　

翌
朝
は
赤
岩
重
伝
建
群
保
存
活
性
化
委
員
会
会
長

篠
原
辰
夫
さ
ん
（
65
）
が
「
赤
岩
ふふ

れ

あ

い

ん

ち

れ
あ
い
の
家
」

で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
赤
岩
地
区
の
案
内
所
に
な

っ
て
お
り
、
そ
の
日
も
訪
ね
て
き
た
女
性
２
人
を
蚕

の
家
等
へ
案
内
す
る
。
隣
に
は
村
の
助
成
で
建
築
し

た
水
車
小
屋
が
あ
り
、
水
車
で
挽
い
た
地
元
産
そ
ば

粉
や
蕎
麦
、
特
産
の
花
豆
、
手
作
り
の
民
芸
品
こ
ん

こ
ん
草
履
、
め
ん
ぱ
、
生
糸
製
の
照
明
具
等
を
ふ
れ

あ
い
の
家
で
販
売
し
て
い
る
。

「
こ
こ
で
の
販
売
収
入
が
赤
岩
地
区
の
唯
一
の
活
動

資
金
に
な
り
ま
す
。
訪
れ
る
人
は
ま
だ
少
な
く
、
売

り
上
げ
は
い
ま
一
つ
で
す
が
」

　

篠
原
さ
ん
は
暮
坂
高
原
で
大
豆
や
野
菜
生
産
を
す

る
農
家
。
昨
日
は
地
域
お
こ
し
に
関
す
る
県
主
催
の

会
議
で
前
橋
市
へ
出
か
け
、
赤
岩
地
区
の
活
性
化
対

策
に
つ
い
て
意
見
・
要
望
を
行
っ
て
き
た
。

「
昨
年
は
３
０
０
０
人
ほ
ど
が
赤
岩
の
見
学
に
来
ま

し
た
。
最
近
は
村
内
の
温
泉
に
宿
泊
し
て
赤
岩
地
区

を
見
学
す
る
バ
ス
ツ
ア
ー
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
の
で
、

養
蚕
農
家
を
活
用
し
た
民
泊
制
度
の
取
り
入
れ
や
街

道
沿
い
の
美
化
保
全
、
養
蚕
の
体
験
学
習
等
に
さ
ら

に
力
を
入
れ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
語
る
。

　

も
う
一
つ
篠
原
さ
ん
が
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る

の
が
花
豆
栽
培
農
家
担
い

手
の
育
成
。
中
之
条
町
へ

至
る
暮
坂
峠
に
は
4
町
歩

の
畑
が
あ
り
、
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
や
そ
ば
、
夏
大
根
等
、

高
原
野
菜
の
産
地
だ
が
、

最
近
は
農
家
の
減
少
と
高

齢
化
で
休
耕
地
が
増
え
て

い
る
。

「
こ
こ
を
い
ま
人
気
の
花

豆
の
生
産
地
と
し
て
活
用

し
た
い
ん
で
す
。
農
業
に

関
心
の
あ
る
人
に
は
農
地

も
ト
ラ
ク
タ
ー
等
も
無
料

で
貸
出
し
、
収
穫
し
た
花

豆
も
組
合
で
引
取
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
挑
戦
し
て
ほ

し
い
。
宿
泊
施
設
も
あ
り
、

１
泊
１
５
５
０
円
で
利
用

で
き
ま
す
の
で
、
都
市
暮

し
の
人
で
も
週
一
回
と
か

月
一
回
程
度
手
入
れ
に
来

村
す
れ
ば
大
丈
夫
」
と
都

草津温泉の旦那衆が冬期間暮らした
「冬住みの家」（現在は資料館）

右／「ふれあいの家」の前で
篠原辰夫さん　左／暮坂峠
で野菜直売所と手打ち蕎麦
処を営む篠原正敏さん
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市
住
民
に
農
業
体
験
と
交
流
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

　

暮
坂
峠
で
農
産
物
を
生
産
し
、
そ
れ
を
直
売
す
る

販
売
所
も
営
ん
で
き
た
篠
原
さ
ん
一
家
だ
が
、
５
年

前
か
ら
そ
の
場
所
で
長
男
の
正
敏
さ
ん
（
40
）
が
手

打
ち
蕎
麦
処
を
開
店
し
た
。
我
々
も
昼
食
に
訪
ね
た

が
、
自
家
栽
培
の
そ
ば
を
石
臼
で
挽
い
て
細
め
に
し

ゃ
き
っ
と
打
ち
上
げ
た
蕎
麦
の
美
味
し
か
っ
た
こ

と
！　

棚
に
は
篠
原
さ
ん
の
お
母
さ
ん
が
製
造
し
た

蜂
蜜
も
あ
る
。
峠
の
人
気
商
品
の
一
つ
だ
そ
う
で
、

野
趣
に
富
ん
だ
天
然
蜜
で
、
こ
れ
も
絶
品
で
あ
っ
た
。

　

山
里
の
民
芸
品
「
こ
ん
こ
ん
草
履
」

　

六
合
村
北
部
の
山
間
地
に
は
、
農
閑
期
に
女
性
た

ち
が
手
作
り
し
て
き
た
「
こ
ん
こ
ん
草
履
」、
男
衆

の
技
が
光
る
木
の
器
「
め
ん
ぱ
」
等
が
あ
り
、
六
合

村
の
民
芸
品
と
し
て
人
気
が
あ
る
。
体
験
実
習
を

し
て
い
る
世
立
地
域
活
性
セ
ン
タ
ー
へ
お
伺
い
し

た
。
そ
の
日
集
ま
っ
て
く
れ
た
の
は
、
山
本
ウ
ラ
さ

ん
、
山
本
み
の
さ
ん
、
山
本
や
の
さ
ん
。
３
人
と
も

こ
の
入
山
地
区
で
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
っ
子
だ
そ
う

で
、
草
履
作
り
は
お
手
の
も
の
。

「
で
も
今
は
草
履
を
履
く
人
は
減
っ
た
の
で
、
主
に

ス
リ
ッ
パ
を
編
ん
で
い
ま
す
。
昔
は
家
に
あ
る
古
生

地
を
利
用
し
ま
し
た
が
、
布
も
新
規
購
入
し
、
芯
に

使
う
ス
ゲ
も
農
家
か
ら
購
入
し
て
い
る
ん
で
す
よ
」

　

ス
ゲ
は
湿
ら
せ
て
叩
い
て
弾
力
を
持
た
せ
、
そ
れ

に
細
長
く
カ
ッ
ト
し
た
布
を
し
っ
か
り
巻
き
付
け
る
。

最
近
は
芯
に
丈
夫
な
ビ
ニ
ー
ル
紐
も
使
う
こ
と
も
多

い
。
ウ
ラ
さ
ん
は
山
に
自
生
し
て
い
る
ス
ゲ
を
、
温

泉
水
に
つ
け
て
柔
ら
か
に
し
て
使
う
と
語
り
、
生
地

の
色
柄
と
共
に
各
々
が
工
夫
を
し
て
い
る
。
ス
リ
ッ

パ
作
り
で
は
足
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
丸
み
を
つ
け

る
作
業
は
熟
練
を
要
し
、
木
型
を
使
い
な
が
ら
丁
寧

に
編
み
込
み
を
し
て
い
く
。
一
日
で
２
足
製
作
す
る

の
が
や
っ
と
だ
と
言
う
。

「
草
履
組
合
に
は
10
人
の
会
員
が
い
て
、
数
人
ず
つ

当
番
を
決
め
て
こ
こ
で
作
業
を
し
て
い
ま
す
。
根
気

と
力
も
必
要
で
す
が
、
お
昼
を
食
べ
な
が
ら
お
喋
り

す
る
の
が
楽
し
み
で
ね
」
と
３
人
は
言
う
。

　

施
設
の
一
角
で
は
、
出
来
上
が
っ
た
こ
ん
こ
ん
草

履
を
中
心
に
、
山
里
で
育
て
た
ア
ワ
、
豆
類
、
山
菜

等
が
売
ら
れ
て
い
る
。
購
入
し
て
き
た
草
履
は
、
足

の
裏
を
程
よ
く
刺
激
し
て
く
れ
て
履
き
心
地
も
大
変

よ
い
。
長
く
愛
用
で
き
そ
う
だ
。

　

こ
の
日
は
午
後
か
ら
地
区
の
清
掃
日
だ
そ
う
で
、

昼
で
作
業
を
終
え
た
女
性
た
ち
は
、
昼
食
を
済
ま
せ

る
と
各
々
が
軽
自
動
車
に
乗
っ
て
各
地
の
村
道
・
林

道
へ
向
か
い
、
道
路
周
辺
の
草
や
雑
木
を
刈
り
取
る

作
業
を
し
た
。
鎌
や
鉈
を
使
っ
て
男
勝
り
に
黙
々
と

作
業
す
る
姿
を
ク
ル
マ
の
中
か
ら
何
度
か
見
た
。
も

う
そ
れ
ほ
ど
若
く
な
い
の
に
、
皆
頑
張
っ
て
忙
し
く

働
い
て
い
る
。
山
里
で
暮
ら
す
人
々
が
豊
か
で
恵
ま

れ
た
日
々
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ

な
か
っ
た
。　
　
　

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林 

恵

▲こんこん草履を編む3人の山本さん
▼できあがったスリッパを手に

●赤岩ふるさとの家☎0279-95-3339
●六合村教育委員会☎0279-95-3013
●篠原農園・蕎麦処☎0279-95-3075

　

地
域
が
一
丸
に
な
っ
て
、
地
域
の

特
色
（
資
源
、
技
術
）
を
い
か
し
た

商
品
等
を
付
加
価
値
の
あ
る
魅
力
的

な
も
の
に
し
、
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
こ
う
と
い
う
「
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
ブ

ラ
ン
ド
育
成
支
援
事
業
」
が
、
平
成

16
年
よ
り
は
じ
ま
っ
た
。
経
済
産
業

省
・
中
小
企
業
庁
が
全
国
の
商
工
会

議
所
等
に
委
託
し
て
行
う
も
の
で
、

地
域
の
伝
統
文
化
か
ら
生
ま
れ
た
特

産
品
を
、
現
代
の
生
活
や
国
内
外
で

通
用
す
る
商
品
と
し
て
再
生
し
、
売

れ
る
も
の
に
し
よ
う
と
い
う
ね
ら
い

で
あ
る
。

　

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
ブ
ラ
ン
ド
の
選
定
基

準
と
し
て
は
、伝
統
や
技
術
、美
意
識
、

も
の
づ
く
り
に
対
す
る
地
域
の
愛
着

や
誇
り
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
を
「
地

域
の
中
小
企
業
」
が
創
造
し
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
、「
匠
の
品
質
」「
用

の
美
」「
地
域
の
志
」
を
反
映
し
、
現

代
の
生
活
の
中
で
実
用
性
と
美
し
さ
、

新
鮮
さ
を
発
揮
し
て
い
く
、
国
内
外

の
市
場
で
魅
力
を
発
揮
す
る
、
商
品

や
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
活
動
を
一
貫

性
・
持
続
性
を
も
っ
て
行
う
こ
と
を

定
め
て
い
る
。

　

例
え
ば
有
松
・
鳴
海
絞
の
イ
ン
テ

リ
ア
商
品
化
（
愛
知
県
）
の
場
合
、

奈
良
時
代
に
豊
後
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
和
服
等
の
伝
統
的
絞
技
術
で
、

１
０
０
種
の
技
が
あ
る
。
愛
知
県
内

に
は
53
社
・
７
３
０
人
が
従
事
し
て

い
る
が
和
服
用
生
地
と
し
て
は
限
界

世
界
が
注
目
す
る
地
域
ブ
ラ
ン
ド
品
を

﹇
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ 

ブ
ラ
ン
ド
育
成
支
援
事
業
﹈

有
松
紋
の
ウ
ォ
ー
ル
パ
ネ
ル

（
有
松
商
工
会
議
所
提
供
）
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が
あ
り
、イ
ン
テ
リ
ア
や
カ
バ
ン
、照

明
機
器
等
に
利
用
さ
れ
は
じ
め
て
い

る
。こ
れ
を
さ
ら
に
洋
装
用
、光
触
媒

技
術
を
融
合
し
た
ウ
ォ
ー
ル
パ
ネ
ル

等
に
活
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
。

　

選
定
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

見
て
み
る
と
、
竹
が
創
る
21
世
紀

「
竹
ｍ
ｅ
ｅ
ｔ
ｓ
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
」

（
萩
市
）、
和
紙
を
使
っ
た
新
し
い
和

の
生
活
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
ト
ー
タ
ル

ベ
ッ
ド
ル
ー
ム
（
広
島
県
府
中
市
）、

シ
ナ
ノ
キ
に
従
来
の
シ
ル
ク
を
活
か

し
た
ニ
ュ
ー
シ
ル
ク
製
品
の
欧
州
進

出
（
長
野
県
）、
こ
ん
に
ゃ
く
ヘ
ル

シ
ー
ダ
イ
エ
ッ
ト
バ
ー
ガ
ー
の
開
発

／
主
に
米
国
へ
進
出
（
群
馬
県
昭
和

村
）、ア
ザ
レ
ア
、
牡
丹
等
の
花
卉
の

品
質
改
良
と
ロ
シ
ア
極
東
地
区
と
の

交
流
（
新
潟
県
新
津
市
）、
西
条
酒

の
海
外
市
場
向
け
商
品
共
同
開
発

（
広
島
県
東
広
島
市
）、
九
谷
焼
と
金

属
を
併
せ
た
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
、
無
鉛

絵
の
具
使
用
の
絵
皿
等
九
谷
焼
Ｊ
Ａ

Ｐ
Ａ
Ｎ
ブ
ラ
ン
ド
（
石
川
県
九
谷
）、

津
軽
地
方
千
年
の
鍛
冶
技
術
の
伝
承

と
打
刃
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
（
青
森
県

弘
前
市
）、
因
幡
和
紙
を
使
っ
た
生

活
空
間
の
提
案
（
鳥
取
県
）
等
。

　

地
域
伝
統
品
の
国
内
需
要
が
低
迷

す
る
な
か
で
、
海
外
進
出
を
図
る
こ

と
で
、
新
し
い
発
想
と
ブ
ラ
ン
ド
化

が
構
築
出
来
、
そ
れ
が
国
内
需
要
に

も
繋
が
る
の
で
は
と
い
う
期
待
が
込

め
ら
れ
て
い
る
。

問
い
合
わ
せ
／
中
小
企
業
庁
経
営
支

援
部
☎
03（
３
５
０
１
）２
０
３
６

山
の
文
化
と
自
然
を
守
る

信
州
・
木
曽　

赤
沢
美
林（
長
野
県
上
松
町
）

　

古
く
か
ら
日
本
各
地
の
築
城
に
使

わ
れ
て
き
た
木
曽
ヒ
ノ
キ
。
江
戸
時

代
に
は
「
木
一
本
、
首
一
つ
」
と
い

う
厳
し
い
お
ふ
れ
が
出
て
御
料
林
と

し
て
保
護
さ
れ
、
戦
後
は
国
有
林
と

し
て
管
理
し
て
き
た
。
戦
後
は
各
地

で
森
林
伐
採
が
続
い
て
い
る
が
、
赤

沢
林
は
「
林
木
遺
伝
資
源
保
存
林
」

「
植
物
群
生
保
護
林
」
に
指
定
さ
れ
、

昭
和
57
年
に
は
第
１
回
全
国
森
林
浴

大
会
が
開
か
れ
、
森
林
セ
ラ
ピ
ー
の

発
祥
地
に
な
っ
て
い
る
。
62
年
か
ら

森
林
鉄
道
が
再
び
走
り
出
し
、
車
椅

子
も
利
用
で
き
る
遊
歩
道
も
出
来
て

い
る
。
森
で
働
い
て
き
た
高
齢
者
が

ガ
イ
ド
し
て
く
れ
る
ト
ロ
ッ
コ
列
車
、

木
曽
ヒ
ノ
キ
で
出
来
た
乗
車
券
が
嬉

し
い
。
中
山
道
沿
い
に
は
木
工
芸
品

店
や
手
打
ち
蕎
麦
処
が
並
ん
で
い
る
。

上
松
町
観
光
協
会
☎
０
２
６
４-

52-

２
０
０
１

全国過疎問題シンポジウム

2008 in いしかわ
テーマ［次代に引継ぐ愛着と誇りの持てる
地域づくり～都市と過疎地域の互恵・共生］
日時　平成20年10月22日（水）～10月24日（金）
場所　珠洲市／輪島市／穴水町／七尾市／能登町
●前夜祭　10月22日（水）午後から　珠洲市
　現地視察、意見交換、能登半島里山里海自然
学校の取り組み

●全体会　10月23日（木）13：00～17：00
・輪島市文化会館
・基調公演／松本克夫（ジャーナリスト）
　パネルディスカッション／谷本亙（財・地域
振興研究所常務理事）　青木辰司（東洋大学
社会学部教授）　あん・まぐとなるど（国連大
学高等研究所いしかわ・かなざわオペレ－テ
ィングユニット所長）　谷本正憲（石川県知
事）　森山奈美（株式会社御祓川代表取締役）

・交流会／18：00～19：30　能登輪島温泉
ホテル高州園

●分科会  10月24日（金）10：00～12：00
・第1分科会（輪島市）まちづくり～震災から
の復興における取り組み
・第2分科会（穴水市）大学等と連携した地域
づくり
・第3分科会（七尾市）過疎地域自立活性化優
良事例発表
・第4分科会（能登市）過疎地域自立活性化優
良事例発表

お問い合せ／石川県企画振興部地域振興課
☎076-225-1312（直）

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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編集後記
今回より、取材にいって宿泊した宿の中で、お
勧めの宿を軽く紹介することにする。
○足寄町─雌阿寒湖（オンネトー）より約2kmの
ところにある雌阿寒湖温泉は、硫黄分がほどよ
く石鹸を置かない天然温泉。野中国民宿舎と雌
阿寒湖荘（民宿）がある。
○八幡平市安代─安比高原の山頂近くにある
公共の宿・林業センター。景色もよく広いきれ
いな部屋でブナの二次林にも近い。
○群馬県六合村─古民家の宿・応徳温泉「花ま
め」。現代的な山荘で山里料理を粋に演出、六合
村には他に花敷、尻焼、京塚、湯ノ平の温泉郷が
ある。
○阿蘇高原／大山町─阿蘇を代表する内牧温
泉は土曜日で満杯のため、根子岳山麓のペンシ
ョン「根子岳山想」（高森町）に宿泊。お洒落な宿
で料理には名物あか牛もたっぷり。大山町へ行
く前日は念願の黒川温泉へ。緑深い渓谷沿いに
20軒ほどの宿があるが、どこも大にぎわい。温
泉よくサービスも満点。（A）
［訂正］34号で富山県南砺市を南砥市と表記する誤
りがありましたので、訂正しお詫び申し上げます。

和
紙
を
使
っ
た
寝
室「
結ゆ
い

」（
広
島
県
）
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