
地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2018年

田
舎
で
起
業・夢
の
実
現

▼
人
々
が
集
い
、新
し
い
こ
と
始
め
る

特 集



ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
と
は
、
革
新
的
な
ア

イ
デ
ア
や
技
術
で
新
し
い
形
態
の
サ
ー
ビ

ス
や
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す
る
中
・
小
企
業

の
こ
と
。
い
ま
そ
の
舞
台
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
の
が
地
方
で
あ
る
。

広
い
農
地
や
廃
校
、
古
民
家
等
は
有
効

活
用
す
る
こ
と
で
、
都
市
で
は
想
像
で
き

な
い
ほ
ど
広
々
と
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
舞
台
に

な
り
、
都
市
住
民
の
交
流
の
場
に
も
活
用

で
き
る
。

人
口
減
少
と
高
齢
化
が
進
む
農
山
漁
村

に
と
っ
て
、
都
市
的
セ
ン
ス
と
技
術
を
持

っ
た
人
が
Ｕ
Ｊ
Ⅰ
タ
ー
ン
し
て
き
て
、
魅

力
的
な
雇
用
の
場
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
、

最
大
の
特
効
薬
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
助

成
制
度
や
事
業
化
を
指
導
す
る
人
材
の
派

遣
を
国
や
県
で
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。

今
回
本
誌
が
取
材
・
紹
介
す
る
会
社
は
、

経
営
者
自
ら
が
地
方
の
人
々
や
自
然
環
境

に
関
心
を
持
っ
て
会
社
を
設
立
し
た
先
進

的
な
事
例
と
し
て
、
大
変
貴
重
で
あ
る
。

ま
た
、
自
治
体
頼
み
で
は
な
く
企
業
と

農
家
、
地
域
住
民
と
都
市
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン

等
が
連
携
し
て
、
起
業
す
る
ケ
ー
ス
も
増

え
て
き
て
お
り
、
開
発
・
販
売
を
待
っ
て

い
る
農
産
物
、
魚
介
類
、
森
林
資
源
等
、

商
品
化
で
き
る
〝
宝
物
〞は
ま
だ
多
い
。

し
か
し
せ
っ
か
く
運
営
も
軌
道
に
乗
っ

て
い
る
会
社
や
法
人
で
懸
念
さ
れ
る
の
は
、

次
代
を
担
う
若
い
人
材
が
少
な
い
こ
と
。

都
市
の
人
の
Ⅰ
タ
ー
ン
と
同
時
に
、
自
分

の
家
族
や
孫
た
ち
に
、
地
域
の
素
晴
ら
し

さ
や
地
域
で
起
業
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト

を
繰
り
返
し
熱
く
語
っ
て
ほ
し
い
。

人々が集い、新しいこと始める
田舎で起業・夢の実現
●特集企画に寄せて

▲鹿児島県喜界町/Iターンして
サトウキビ栽培と黒糖製造をす
る杉俣紘二さん夫妻

▲大分県国東市安岐町/段ボ
ールで各種のマネキンを創る
「アキ工作社」松岡勇樹社長

▲広島県東広島市豊栄町/
企業と農家が連携、農業法人
「賀茂プロジェクト」の皆さん

▲岡山県久米南町上籾/「くめなんガ
ールズファーム]で農業をする西崎智
子さん

▲奈良県山添村他/大和茶の茶園再
生と茶葉の普及を手がける「健一自
然農園」伊川健一代表

▲福島県南相馬市・飯舘村/被災地に
ロボット産業の工場を設立、㈱菊池製
作所菊池功社長

▲宮城県石巻市北上町/漁業生産組
合「浜人」のリーダー阿部勝太理事

▲秋田県五城目町/古民家を都市住
民等の交流の場に、「シェアビレッジ町
村」の武田昌大村長（右）と半田理人
家守

▲北海道士別市/羊の毛を紡いで手編
みのセーター等を制作する㈱サフォー
ク前田仁社長

▲鳥取県伯耆町福岡/「源流
どぶろく上代」で地域の活
性化をめざす職人安達良文
さん



地方と都市を結ぶ
ホットライン・
マガジン

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

●表紙写真
［左］上/喜界島でサトウキビを圧搾し
て絞った汁を炊き上げて黒糖を製造
する杉俣さん
中/菊池製作所南相馬工場でロボット
製作に携わる女子職員
下/大和高原で茶畑の再生栽培を手
がける「健一自然農園」の伊川さん
［右］上/稲の刈取り作業も共同で、賀
茂プロジェクト
中/アキ工作社が段ボールで製作す
るシン・ゴジラ
下/築130年の茅葺き古民家「シェア
ビレッジ町村」

■INFORMATION　39
地域振興の取り組み
青森県深浦町、山形県飯豊町、奈良県川上村、京都府宮津市
シェアビレッジ仁王  39
・［全国過疎問題シンポジウム2018 in やまぐち］  39
奥付

特集/人々が集い、新しいこと始める―田舎で起業・夢の実現
特集企画に寄せて 2

■ふるさとでベンチャー企業
・マネキンは田園で生まれる
　［アキ工作社］の〝国東時間〞　大分県国東市安岐町 4

・被災地の復興をロボット産業で支える
　［菊池製作所］菊池功社長　福島県飯舘村・南相馬市小高 8

・「やさしくて温かい」
　羊と創るクリエーター集団
　サフォークランド士別/㈱サフォーク　北海道士別市 12

■起業して地域を元気に
・〝年貢〞を納めて村民になる
　［シェアビレッジ町村］　秋田県五城目町 16
・十三浜ワカメの価値をさらに高く
　漁業生産組合［浜人］の挑戦　宮城県石巻市北上町 20
・大和高原の茶畑を再生する
　［健一自然農園］大和茶　奈良県山添村他 23
・どぶろくと手打ちそばで地域を元気に
　［源流どぶろく上代］　鳥取県伯耆町福岡地区 26
・企業の就農支援で誕生した〝農業女子〞
　［くめなんガールズファーム］　岡山県久米南町上籾地区 29
・企業と農家が連携し6次産業化
　農業法人［賀茂プロジェクト］　広島県東広島市豊栄町 32
・U・Ⅰターンした若手が創る
　魅力燦々、喜界島特産品　鹿児島県喜界町 35
・山村集落に元気な明かり、農家食堂を開設
　やさい村信州高遠藤沢郷［こかげ］　長野県伊那市高遠町 38

アキ工作社の作品
「ヒダリテ」

サフォークランド士別の羊
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Ｕ
タ
ー
ン
、廃
校
を
活
用
し
て

奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
国
東
半
島
で

は
天
台
宗
と
八
幡
信
仰
が
結
び
付
き
、「
六
郷
満
山
」

と
呼
ば
れ
る
独
自
の
仏
教
文
化
が
形
成
さ
れ
た
。
そ

の
中
核
を
な
す
両
子
寺
の
山
門
へ
真
っ
直
ぐ
に
突
き

当
た
る
県
道
６
５
１
号
線
横
の
田
園
に
、
平
成
20
年

に
閉
校
に
な
っ
た
西
武
蔵
小
学
校
の
ま
だ
新
し
い
鉄

筋
２
階
建
て
校
舎
が
ぽ
つ
ん
と
建
っ
て
い
る
。
こ
の

元
校
舎
が
ア
キ
工
作
社
の
本
社
だ
。

学
校
と
い
う
空
間
に
良
い
思
い
出
の
な
い
私
が
恐

る
恐
る
玄
関
の
チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
す
と
、
松
岡
社
長

自
ら
が
和
や
か
に
迎
え
て
く
れ
た
。

玄
関
を
入
る
と
す
ぐ
左
の
白
壁
に
、
ス
ト
ラ
ン
ド

ビ
ー
ス
ト（
ビ
ー
チ
ア
ニ
マ
ル
）を
製
作
し
て
い
る
オ

ラ
ン
ダ
人
彫
刻
家
テ
オ
・
ヤ
ン
セ
ン
の
サ
イ
ン
が
大

き
く
直
書
き
さ
れ
て
い
る
。
正
面
に
は
、
段
ボ
ー
ル

ク
ラ
フ
ト
の
作
品
、高
さ
2
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る「
シ

ン
・
ゴ
ジ
ラ
」
や
「
マ
ネ
キ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
」
の

等
身
大
立
像
が
並
ぶ
。

「
大
学
で
建
築
を
学
ん
だ
こ
と
が
、段
ボ
ー
ル
ク
ラ
フ

ト
の
基
礎
に
な
っ
て
い
ま
す
。
建
築
的
思
考
と
い
う

の
で
す
か
ね
。
物
を
作
る
前
に
、
世
の
中
の
仕
組
み

と
か
背
景
な
ど
を
読
み
込
ん
で
い
く
作
業
が
最
初
に

あ
る
の
で
、
今
の
仕
事
で
も
仕
組
み
や
成
り
立
ち
に

は
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、そ
こ
が
原
点
で
す
ね
」

松
岡
社
長
は
、
段
ボ
ー
ル
の
パ
ー
ツ
を
組
み
合
わ

せ
て
様
々
な
立
体
ク
ラ
フ
ト
を
商
品
と
し
て
送
り
出

す
現
在
の
仕
事
の
原
点
は
、
武
蔵
野
美
術
大
学
の
建

築
学
科
で
学
ん
だ
こ
と
に
あ
る
と
言
う
の
だ
。

大
学
卒
業
後
は
、
敢
え
て
「
一
番
不
得
意
だ
っ
た
」

建
築
構
造
を
仕
事
と
す
る
事
務
所
に
就
職
す
る
が
、

ボ
ス
と
意
見
が
合
わ
ず
退
社
。
そ
の
頃
に
ニ
ッ
ト
の

■ふるさとでベンチャー企業――1

マネキンは田園で生まれる
［アキ工作社］の〝国東時間〟
大分県国

くに

東
さき

市
し

安
あ

岐
き

町
まち

皮
膚
の
な
い
骨
格
だ
け
の
マ
ネ
キ
ン
な
の
に
、

小
ぶ
り
な
鼻
か
ら
頬
に
か
け
て
の
微
妙
な
曲

線
、
胸
の
膨
ら
み
、
そ
し
て
背
筋
を
伸
ば
し

て
す
っ
く
と
立
つ
全
身
の
姿
が
美
し
い
。
材

料
は
全
て
段
ボ
ー
ル
だ
。
大
分
県
国
東
市
安

岐
町
の
田
園
に
建
つ
元
小
学
校
校
舎
を
本
社

と
す
る
株
式
会
社
ア
キ
工
作
社
創
設
の
頃
か

ら
の
主
力
商
品
マ
ネ
キ
ン
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
で

あ
る
。

故
郷
で
あ
る
国
東
市
安
岐
町
へ
16
年
前
に
Ｕ

タ
ー
ン
し
た
社
長
の
松
岡
勇
樹
さ
ん（
55
）は
、

国
東
半
島
の
風
土
と
歴
史
が
培
っ
て
き
た
生

活
の
時
間
を
「
国
東
時
間
」
と
表
し
、
そ
の

時
間
の
概
念
を
実
践
す
る
た
め
、
4
年
前
か

ら
は
会
社
の
勤
務
体
制
を
週
休
3
日
と
し
て

い
る
。
週
3
日
も
休
み
が
あ
る
会
社
と
は
夢

の
よ
う
な
勤
め
先
だ
が
、
意
に
反
し
て
社
員

の
定
着
率
は
決
し
て
高
く
な
い
と
い
う
。「
国

東
時
間
」
と
は
一
体
ど
ん
な
時
間
概
念
な
の

か
。

段
ボ
ー
ル
板
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
様
々
な
立

体
ク
ラ
フ
ト
の
製
作
現
場
で
も
あ
る
本
社
を

訪
ね
、
松
岡
社
長
に
国
東
時
間
に
つ
い
て
聞

い
た
。

▲過去に制作した作品の前で、松岡勇樹社長 ▶オフィス玄関に設置されている時計

▲アキ工作社は田園に建つ元小学校を活用 ▲事務室の窓際に置かれた動物を中心にした作品
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デ
ザ
イ
ン
を
し
て
い
る
夫
人
と
出
会
っ
た
こ
と
が
、

松
岡
社
長
の
人
生
を
大
き
く
変
え
て
い
く
。

「
妻
が
ニ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
展
示
会
を
東
京
で
開
催

す
る
こ
と
に
な
り
、
マ
ネ
キ
ン
が
必
要
と
い
う
の
で

市
販
の
マ
ネ
キ
ン
を
探
し
て
み
た
も
の
の
気
に
入
っ

た
物
が
な
い
。
そ
の
上
に
借
り
て
も
買
っ
て
も
高
い
。

じ
ゃ
あ
自
分
た
ち
で
作
ろ
う
と
価
格
の
安
い
段
ボ
ー

ル
で
展
示
用
に
作
っ
た
ん
で
す
。
ニ
ッ
ト
の
評
判
も

良
か
っ
た
ん
で
す
が
、
マ
ネ
キ
ン
の
評
判
も
良
く
て
、

新
し
い
と
」

そ
こ
で
段
ボ
ー
ル
マ
ネ
キ
ン
を
事
業
化
す
る
話
ま

で
発
展
し
特
許
は
取
得
し
た
が
、
事
業
化
を
受
け
て

く
れ
る
会
社
は
現
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、「
自
分
で

や
る
し
か
な
い
」
と
、
自
ら
が
事
業
に
乗
り
出
し
た

の
が
20
年
前
、
平
成
10
年
だ
っ
た
。

そ
の
頃
は
ま
だ
、
東
京
で
建
築
の
仕
事
も
し
て
い

た
が
、
物
作
り
の
会
社
を
始
め
る
ん
だ
っ
た
ら
、
東

京
は
家
賃
が
高
い
し
人
件
費
も
高
い
。

「
な
ら
ば
、生
ま
れ
故
郷
の
安
岐
町
で
起
業
し
よ
う
と
、

ア
キ
工
作
社
を
登
記
し
た
の
が
立
ち
上
げ
の
経
緯
で

す
。
ぼ
く
は
安
岐
町
で
生
ま
れ
た
け
れ
ど
、
父
親
が

転
勤
族
だ
っ
た
の
で
長
く
暮
ら
し
た
こ
と
は
な
く
、

一
番
長
く
暮
ら
し
た
の
が
学
生
時
代
か
ら
20
年
近
く

居
た
東
京
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
安
岐
町
に
戻
っ
て
き

た
と
い
う
よ
り
Ｉ
タ
ー
ン
に
近
い
感
じ
で
、
知
り
合

い
も
幼
馴
染
み
も
居
な
か
っ
た
で
す
。
両
親
は
退
職

し
て
こ
っ
ち
に
帰
っ
て
来
て
ま
し
た
の
で
、
両
親
が

居
な
け
れ
ば
安
岐
町
と
い
う
発
想
は
恐
ら
く
な
か
っ

た
で
す
ね
」

松
岡
社
長
に
と
っ
て
の
故
郷
は
、
自
分
が
生
ま
れ

た
だ
け
で
は
な
く
両
親
の
居
る
場
所
だ
っ
た
の
だ
。

「
ぼ
く
は
長
男
で
す
し
両
親
を
看
取
り
た
い
な
っ
て

気
持
ち
が
あ
っ
て
、
実
際
に
安
岐
町
に
帰
っ
て
き
た

の
は
16
年
前
だ
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
、
父
親
が
86

歳
で
母
が
85
歳
。
今
に
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
本
番
を

迎
え
た
っ
て
感
じ
で
す
ね
」

週
3
日
は
地
域
、家
族
、趣
味
の
時
間

実
際
に
両
親
の
世
話
を
自
分
で
す
る
よ
う
に
な
っ

て
実
感
し
た
の
が
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
重
要
性

な
の
だ
。

「
東
京
は
お
金
が
無
い
と
生
き
て
い
け
な
い
世
界
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
れ
は
こ
れ
で
し
ょ
う
が
な
い
け

ど
、
田
舎
に
帰
り
16
年
経
っ
て
判
っ
て
き
た
の
は
、

お
金
以
外
の
無
報
酬
の
労
働
が
と
て
も
重
要
で
、
草

刈
り
も
す
る
し
、
祭
り

を
一
緒
に
や
っ
た
り
、

地
区
の
役
と
い
う
の
が

沢
山
あ
っ
て
、
そ
れ
を

や
ら
な
け
れ
ば
地
域
が

回
っ
て
い
か
な
い
。
報

酬
の
た
め
の
労
働
と
地

域
の
た
め
の
労
働
は
同

等
に
必
要
な
訳
で
す
よ

ね
。
う
ち
の
会
社
は
、

週
４
日
間
出
社
し
て
自

分
た
ち
の
技
術
労
働
を

お
金
に
換
え
る
け
ど
、

残
り
の
３
日
間
は
貨
幣

目
的
で
は
な
い
労
働
に

使
い
ま
し
ょ
う
と
い
う

の
が
、
そ
も
そ
も
の
国

東
時
間
の
考
え
方
で
す
ね
」

国
東
半
島
の
風
土
や
歴
史
が
培
っ
て
き
た
国
東
半

島
の
暮
ら
し
は
、
実
際
に
地
域
で
暮
ら
す
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
、
そ
の
大
切
さ
を
実
感
で
き
な
い
。

松
岡
社
長
に
は
、
週
休
３
日
制
を
実
施
し
よ
う
と

し
た
４
年
前
に
不
安
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
週
休
３
日
と
は
、
そ
れ
ま
で
５
日
間
で
や
っ
て
い

た
仕
事
を
４
日
間
で
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
で

す
ね
。
そ
れ
に
は
無
駄
を
省
い
て
仕
事
の
効
率
化
を

図
ろ
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
努
力
す
る
訳
で
す
。
そ
の

結
果
が
売
り
上
げ
に
繋
が
る
こ
と
は
確
か
に
あ
る
ん

で
す
よ
。
た
だ
人
間
は
弱
い
も
の
で
、
最
初
は
新
鮮

で
一
日
休
み
が
増
え
た
分
を
ど
う
や
っ
て
使
お
う
と

プ
ラ
ス
思
考
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
が
当
た
り
前
に

な
っ
て
く
る
と
流
さ
れ
て
い
く
と
い
う
か
慣
れ
て
く

る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
休
日
の
問
題
で
は
な
く
、
仕

▲２mもあるシン・ゴジラ ▲松岡勇樹社長の原点、マネキンの縮小モデル

▶ 社内を案内してくれる松岡社長
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事
と
ど
う
係
わ
っ
て
い
く
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題

な
ん
で
す
。
言
わ
れ
た
こ
と
だ
け
を
や
り
給
料
分
だ

け
働
く
人
も
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
が
各
人
の
持
ち
場

で
考
え
て
行
動
す
る
こ
と
が
全
体
の
目
標
な
ん
で
す

け
ど
、
そ
こ
が
一
番
難
し
い
。
そ
れ
に
は
成
熟
度
を

求
め
ら
れ
る
け
ど
、
そ
ん
な
人
ば
か
り
で
は
な
い
。

実
際
、
週
休
３
日
制
を
導
入
し
て
か
ら
の
４
年
間
は

離
職
率
が
す
ご
く
高
い
ん
で
す
」

週
休
3
日
制
で
の〝
仕
事
模
様
〞

夢
の
よ
う
な
週
休
３
日
制
だ
と
思
っ
た
が
、
実
態

は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
で
は
、
社
員

の
皆
さ
ん
は
、
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
元
校
舎
な
ら
で
は
の
長
い
廊
下
で
繋
が
っ
た
広

い
教
室
の
一
つ
一
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
っ

た
仕
事
部
屋
に
な
っ
て
い

る
。井

上
政
樹
さ
ん（
49
）が

仕
事
を
し
て
い
る
部
屋
に

は
業
務
用
コ
ピ
ー
機
大
の

レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
が
３

台
並
ぶ
。
松
岡
社
長
が
パ

ソ
コ
ン
で
設
計
し
た
段
ボ

ー
ル
ク
ラ
フ
ト
を
図
面
通

り
に
組
み
立
て
る
パ
ー
ツ

を
、
レ
ー
ザ
ー
ビ
ー
ム
で

切
り
抜
く
作
業
を
し
て
い

る
の
だ
。
Ａ
２
判
よ
り
少

し
大
き
め
の
段
ボ
ー
ル
板
を
セ
ッ
ト
し
て
慎
重
に
四

隅
の
位
置
を
決
め
、
レ
ー
ザ
ー
ビ
ー
ム
の
ノ
ズ
ル
を

セ
ッ
ト
し
て
い
く
。

「
紙
の
広
さ
の
中
で
レ
ー
ザ
ー
と
紙
ま
で
の
距
離
に

僅
か
な
ズ
レ
が
あ
り
、
０
・
０
１
ミ
リ
単
位
の
誤
差

が
切
り
過
ぎ
に
な
っ
た
り
切
れ
て
い
な
か
っ
た
り
し

ま
す
。
そ
の
誤
差
を
体
が
覚
え
て
微
調
整
す
る
技
術

を
自
分
の
も
の
に
す
る
の
に
半
年
掛
か
り
ま
し
た
ね
。

時
間
設
定
も
ゆ
っ
く
り
だ
と
切
れ
過
ぎ
て
パ
ー
ツ
を

組
み
合
わ
せ
た
時
に
緩
く
な
り
ま
す
の
で
、
ど
れ
位

の
速
度
が
良
い
の
か
は
修
練
し
か
な
い
ん
で
す
」

厚
み
の
あ
る
段
ボ
ー
ル
を
材
料
と
す
る
難
し
さ
だ
。

井
上
さ
ん
は
、
レ
ー
ザ
ー
カ
ッ
タ
ー
に
段
ボ
ー
ル
を

セ
ッ
ト
し
た
後
、
段
ボ
ー
ル
の
厚
み
の
芯
で
レ
ー
ザ

ー
光
線
が
交
差
す
る
よ
う
に
、
レ
ー
ザ
ー
ビ
ー
ム
を

放
つ
レ
ン
ズ
先
端
の
距
離
を
紙
の
表
面
か
ら
ぴ
っ
た

り
３
ミ
リ
に
な
る
よ
う
慎
重
に
調
整
し
て
い
る
。

「
天
候
に
よ
る
湿
度
変
化
に
す
ご
い
影
響
を
受
け
ま

す
ね
。
1
日
に
80
体
切
れ
れ
ば
良
い
ほ
う
で
す
」

実
は
、
井
上
さ
ん
の
本
職
は
詩
人
で
あ
る
。

「
こ
こ
が
お
休
み
の
金
土
日
に
書
い
て
ま
す
け
ど
ね
。

批
評
家
さ
ん
に
褒
め
ら
れ
る
よ
り
、
そ
こ
ら
の
工
事

現
場
の
お
じ
さ
ん
に
褒
め
ら
れ
た
方
が
嬉
し
い
タ
イ

プ
な
ん
で
す
」

井
上
さ
ん
は
ア
キ
工
作
社
に
勤
め
て
、
途
中
２
年

間
の
ブ
ラ
ン
ク
を
除
く
と
丸
５
年
に
な
る
。

「
ヒ
ダ
リ
テ
と
い
う
作
品
が
あ
る
ん
で
す
。
パ
ー
ツ

を
組
ん
で
い
っ
て
最
後
の
一
つ
の
パ
ー
ツ
を
組
み
込

ん
だ
瞬
間
、
感
動
を
覚
え
る
ん
で
す
よ
ね
。
骨
格
だ

け
な
ん
で
す
け
ど
皮
膚
が
見
え
る
ん
で
す
。
社
長
の

最
高
傑
作
だ
と
思
い
ま
す
よ
」

週
休
３
日
は
収
入
に
結
び
付
か
な
い
詩
作
に
没
頭

し
、
収
入
の
た
め
の
勤
務
仕
事
に
も
誇
り
を
持
つ
井

上
さ
ん
に
は
、
週
休
３
日
制
が
ぴ
っ
た
り
と
収
ま
る

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
の
だ
。

隣
の
教
室
で
は
、
女
性
２
人
が
大
き
な
机
を
挟
ん

で
仕
事
を
し
て
い
た
。

諌
山
千
賀
子
さ
ん（
43
）が
、「
白
が
一
番
煤
が
多
い

の
で
」
と
言
い
な
が
ら
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
ク
ラ
フ
ト
の

パ
ー
ツ
を
レ
ー
ザ
ー
ビ
ー
ム
で
切
り
抜
い
た
段
ボ
ー

ル
の
白
い
板
を
、
数
枚
重
ね
て
ト
ン
ト
ン
と
机
の
上

に
軽
く
打
ち
付
け
た
。

「
最
初
に
煤
を
落
と
し
て
か
ら
表
面
の
煤
を
拭
き
取

り
ま
す
。
ど
う
し
た
ら
早
く
き
れ
い
に
で
き
る
か
ば

か
り
考
え
て
い
ま
す
」

諌
山
さ
ん
の
勤
務
歴
は
10
年
だ
。
そ
の
間
、
段
ボ

ー
ル
の
紙
質
に
よ
っ
て
は
水
分
が
表
面
に
残
る
こ
と

も
あ
る
の
で
、
色
ん
な
材
質
の
布
を
試
し
た
。
そ
の

結
果
、
現
在
は
「
４
年
前
に
一
番
良
い
も
の
に
行
き

着
い
た
」
と
諌
山
さ
ん
が
言
う
マ
イ
ク
ロ
フ
ァ
イ
バ

ー
の
布
を
使
っ
て
い
る
。
バ
ケ
ツ
の
水
で
洗
っ
た
布

を
絞
る
際
に
は
段
ボ
ー
ル
の
材
質
に
よ
っ
て
絞
る
強

さ
を
変
え
る
な
ど
、
微
妙
な
工
夫
を
積
み
重
ね
て
い

▲自社製品ボトルケースを前に松岡社長

▲営業を担当する森山長英さん▲切り抜かれたパーツを組み立てて
みる井上政樹さん

▶レーザー光線で段ボール
を切り抜いていく

▶諌山千賀子さん（右）
と井上しのぶさんは同
じ部屋で仕事をする
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る
の
だ
。
そ
の
上
、
４
年
前
に
見
つ
け
た
マ
イ
ク
ロ

フ
ァ
イ
バ
ー
の
布
が
店
か
ら
無
く
な
っ
て
し
ま
う
か

も
知
れ
な
い
と
、
自
費
で
何
枚
も
買
い
込
ん
で
自
宅

に
保
存
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
か
ら
驚
く
。
そ
ん
な

一
つ
一
つ
に
仕
事
に
対
す
る
愛
情
が
滲
ん
で
い
る
。

パ
ー
ツ
を
切
り
抜
い
た
段
ボ
ー
ル
板
の
表
面
を
、

ク
ル
ク
ル
と
丸
め
た
布
で
素
早
く
拭
い
て
い

た
諌
山
さ
ん
の
手
が
突
然
止
ま
っ
た
。
布
を

カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
に
持
ち
替
え
た
諌
山
さ
ん
、

レ
ー
ザ
ー
ビ
ー
ム
で
カ
ッ
ト
し
た
線
を
な
ぞ

る
よ
う
に
数
ミ
リ
だ
け
カ
ッ
タ
ー
を
入
れ
た
。

「
何
か
違
う
っ
て
分
か
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ

ね
」
と
、
レ
ー
ザ
ー
ビ
ー
ム
の
切
り
残
し
が

あ
る
と
体
で
分
か
る
と
言
う
の
だ
。
段
ボ
ー

ル
板
の
表
面
の
煤
を
拭
き
取
る
仕
事
を
10
年
。

染
み
込
む
よ
う
に
体
が
覚
え
て
い
る
の
だ
。

諌
山
さ
ん
は
、
週
３
日
の
休
日
を
、「
日
本

で
こ
こ
だ
け
が
産
地
の
七
島
藺
を
使
っ
た
チ

ビ
っ
子
ク
ラ
ブ
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
り
、

障
が
い
者
施
設
の
運
動
会
の
お
手
伝
い
に
行

っ
た
り
、
地
域
の
行
事
に
参
加
し
て
い
ま
す
。

運
動
会
で
は
ど
っ
ち
が
勝
っ
て
も
皆
が
拍
手

し
て
い
て
、
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ

せ
て
く
れ
て
、
自
分
も
優
し
く
な
れ
る
よ
う

に
思
え
ま
し
た
ね
」
と
言
う
。

諌
山
さ
ん
と
同
じ
教
室
で
仕
事
を
し
て
い

る
井
上
し
の
ぶ
さ
ん（
48
）は
、
切
り
抜
い
た

段
ボ
ー
ル
板
を
1
組
ず
つ
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
パ

ッ
キ
ン
グ
す
る
係
だ
。

「
お
願
い
し
ま
す
」
と
、
し
の
ぶ
さ
ん
が

声
を
掛
け
る
と
、
諌
山
さ
ん
が
「
ド
ラ
ゴ
ン

ブ
ラ
ッ
ク
」
と
商
品
名
を
声
に
出
す
。
続
い

て
し
の
ぶ
さ
ん
も
「
ド
ラ
ゴ
ン
ブ
ラ
ッ
ク
」

と
指
差
し
な
が
ら
復
唱
し
て
商
品
を
確
認
す
る
と
、

も
う
一
度
諌
山
さ
ん
が
「
オ
ー
ケ
ー
」
と
声
に
出
す
。

パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
中
身
を
お
互
い
に
確
認
し
、
間
違
っ

た
商
品
を
入
れ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
の
だ
。

し
の
ぶ
さ
ん
は
、
井
上
政
樹
さ
ん
の
妻
で
本
職
は

政
樹
さ
ん
と
同
じ
く
詩
人
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
週
３

日
の
休
日
は
詩
作
に
励
む
た
め
の
時
間
で
あ
る
。

も
う
一
人
の
社
員
は
森
山
長
英
さ
ん（
44
）だ
。
前

職
は
プ
ロ
グ
ラ
マ
ー
で
、
ア
キ
工
作
社
に
仕
事
で
出

入
り
し
て
い
る
う
ち
に
松
岡
社
長
の
提
唱
す
る
国
東

時
間
に
共
感
し
、
５
年
前
に
転
職
し
て
き
た
。

「
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
営
業
。
土
日
は
家
族
に
使
わ
れ
ま

す
ね
。
金
曜
日
は
楽
し
み
と
い
う
か
自
分
の
勉
強
の

た
め
に
使
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
た
め
に
使
え
る
一

日
は
大
き
い
で
す
。
本
来
、
週
休
３
日
の
時
間
は
、

設
計
の
人
に
発
想
や
思
考
を
深
め
る
た
め
に
使
っ
て

欲
し
い
と
い
う
趣
旨
だ
っ
た
の
で
す
け
ど
、
若
い
人

に
は
オ
ン
と
オ
フ
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
方
が
良
い

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
」

森
山
さ
ん
が
転
職
し
て
き
た
の
は
週
休
３
日
制
を

導
入
す
る
以
前
だ
っ
た
が
、
国
東
時
間
の
趣
旨
を
理

解
し
て
入
社
し
た
だ
け
あ
っ
て
、
金
曜
日
を
有
効
に

使
え
て
い
る
。
し
か
し
、
特
に
目
的
の
な
い
休
日
が

増
え
る
こ
と
は
返
っ
て
苦
痛
に
感
じ
る
人
も
い
る
の

だ
ろ
う
。
自
由
な
時
間
を
自
ら
の
た
め
に
使
う
に
は
、

自
ら
の
哲
学
が
必
要
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

〝
国
東
時
間
〞が
め
ざ
す
本
質
は

松
岡
社
長
が
提
唱
し
て
い
る
国
東
時
間
の
概
念
は
、

日
本
人
の
労
働
感
に
対
す
る
考
え
方
の
根
幹
に
影
響

を
与
え
る
ほ
ど
大
き
な
提
案
で
あ
る
。

「
国
東
に
は
国
東
固
有
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
の
に
、

今
は
東
京
の
時
間
、
市
場
の
時
間
に
合
わ
せ
て
全
体

が
動
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
国
東
の
よ
う
に
固
有

の
時
間
を
持
っ
て
い
る
地
域
が
都
市
の
時
間
に
合
わ

せ
る
と
消
耗
度
が
激
し
い
。
こ
こ
で
も
の
を
考
え
、

も
の
を
作
っ
て
販
売
し
て
い
く
の
で
、
こ
こ
を
中
心

に
し
て
自
分
た
ち
の
生
活
を
組
み
立
て
て
い
か
な
い

と
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
。
現
象
と

し
て
は
週
休
３
日
と
い
う
働
き
方
に
な
っ
た
け
ど
、

国
東
時
間
と
い
う
の
は
形
で
は
な
く
、
そ
の
根
っ
こ

に
あ
る
風
土
や
歴
史
や
地
域
の
人
間
関
係
も
含
め
て

の
人
間
形
成
と
い
う
か
、
お
金
に
は
換
え
ら
れ
な
い

価
値
を
自
分
の
も
の
に
す
る
時
間
な
ん
で
す
。
国
東

は
『
あ
の
世
と
こ
の
世
が
近
い
』
と
い
う
不
思
議
な

感
覚
の
あ
る
場
所
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
時
間
感
覚

の
中
で
考
え
る
と
、
今
生
き
て
い
る
人
た
ち
だ
け
で

な
く
、
死
ん
で
か
ら
の
時
間
と
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て

く
る
人
も
含
め
た
時
間
が
、
こ
の
土
地
に
流
れ
て
い

る
。
そ
う
い
う
ス
ケ
ー
ル
で
の
考
え
方
が
国
東
時
間

の
根
本
に
は
あ
り
ま
す
」

松
岡
社
長
か
ら
壮
大
な
時
間
の
概
念
を
聞
き
な
が

ら
、
週
休
３
日
と
い
う
働
き
方
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て

い
た
自
ら
を
恥
じ
た
。
国
東
時
間
は
国
東
半
島
に
だ

け
在
る
の
で
は
な
く
、
市
場
経
済
に
翻
弄
さ
れ
な
い

で
暮
ら
し
て
い
る
過
疎
地
域
に
は
、
そ
の
地
域
な
ら

で
は
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
筈
な
の
だ
。

国
東
時
間
の
提
案
は
、
働
き
方
の
提
案
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
幸
せ
度
を
問
う
哲
学
の
提
案
だ
っ
た

こ
と
に
気
付
い
た
。

松
岡
社
長
に
よ
る
と
、
社
名
は
近
々
「
国
東
時
間

株
式
会
社
」
と
変
更
に
な
る
そ
う
で
あ
る
。
い
よ
い

よ
国
東
半
島
の
風
土
に
培
わ
れ
て
き
た
時
間
の
思
想

を
社
名
と
す
る
の
だ
。
文
字
通
り
、
名
は
体
を
表
す

会
社
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

 

写
真
・
文
　
芥
川
仁

●株式会社アキ工作社 ☎0978-64-3002

◀両子寺。左から両子寺奥の院
洞窟,奥の院本殿、参道の仁王像
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福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
で
６
年
間
も
全

村
避
難
を
強
い
ら
れ
た
福
島
県
飯
舘
村
。
そ
の
村
で
、

避
難
中
も
操
業
を
続
け
た
工
場
が
あ
っ
た
こ
と
は
ご

存
知
だ
ろ
う
か
。
同
村
出
身
の
菊
池
功
社
長（
74
）が

創
業
し
た
試
作
品
メ
ー
カ
ー
の
菊
池
製
作
所（
本
社

東
京
都
八
王
子
市
）の
福
島
工
場
で
あ
る
。
同
社
は
、

被
災
地
の
雇
用
を
支
え
た
功
績
で
、
地
方
紙
の
河
北

新
報
社（
本
社
仙
台
市
）が
設
け
た
河
北
文
化
賞（
平

成
27
年
度
）を
受
賞
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
ロ
ボ
ッ

ト
の
開
発
や
生
産
を
通
じ
て
被
災
地
の
復
興
の
一
翼

を
担
う
と
い
う
。

中
卒
で
上
京
、

カ
メ
ラ
の
部
品
工
場
へ
就
職

菊
池
社
長
は
中
学
を
卒
業
し
て
す
ぐ
東
京
に
出
て

就
職
し
た
。
中
学
校
卒
が
「
金
の
卵
」
と
も
て
は
や

さ
れ
て
、
集
団
就
職
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
昭
和
30
年

代
で
あ
る
。「
私
は
農
家
の
三
男
で
す
が
、
三
男
坊

は
家
を
出
て
い
く
の
が
当
た
り
前
で
し
た
」
と
い
う

時
代
だ
が
、
菊
池
さ
ん
の
場
合
は
親
が
上
京
を
促
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
親
は
高
校
進
学
を
勧
め
た
の
に
、

「
高
校
に
進
学
す
る
よ
り
も
早
く
一
人
前
に
な
り
た

い
と
い
う
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
」
で
、
自
ら
就
職
を

選
ん
だ
の
で
あ
る
。

就
職
先
が
機
械
メ
ー
カ
ー
に
な
っ
た
の
は
偶
然
で

あ
る
。
当
時
は
、
中
卒
は
店
員
と
か
配
達
と
か
の
丁

稚
奉
公
が
多
か
っ
た
と
い
う
が
、
菊
池
さ
ん
が
中
学

の
仲
間
３
人
と
相
馬
の
職
業
安
定
所
に
行
っ
た
際
、

た
ま
た
ま
東
京
の
カ
メ
ラ
メ
ー
カ
ー
の
開
発
部
長
と

出
逢
っ
た
。
脱
サ
ラ
し
て
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
を
立

ち
上
げ
よ
う
と
準
備
し
て
い
る
時
期
だ
っ
た
。
恐
ら

く
東
京
で
は
新
卒
採
用
が
難
し
い
の
で
、
福
島
県
に

求
人
に
来
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
結
局
、
３
人
と
も
そ

福島県飯舘村に主力工場を置く菊池製作所（本社/東京）は福島第一原発事故で全
村避難を強いられながら、被災地の雇用を支えようと操業を継続した。そのうえ、
やはり一時は避難区域だった川内村と南相馬市小高区に相次いで新工場を開設した。

■ふるさとでベンチャー企業――2

被災地の復興をロボット産業で支える
［菊池製作所］菊池功社長
福島県 飯

いい

舘
たて

村
むら

・南
みなみ

相
そう

馬
ま

市
し

小
お

高
だか

▶ マシニングセン
ターと呼ばれる機
械群。数ミクロンレ
ベルの精密さで金
属を削り、必要な部
品を生み出す

▲飯舘村にある菊池製作所の主力工場群

▲菊池製作所の南相馬工場。同社のロボット生
産の拠点となっている

▲医師の監修のもとに開発さ
れる歩行支援機の試作品
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の
創
業
し
た
ば
か
り
の
会
社
に
お
世
話
に
な
る
こ
と

に
な
っ
た
。

15
歳
で
親
元
を
離
れ
、
慣
れ
な
い
世
界
に
飛
び
込

む
と
聞
け
ば
、
さ
ぞ
辛
い
徒
弟
時
代
を
過
し
た
に
違

い
な
い
と
想
像
し
が
ち
だ
が
、
菊
池
さ
ん
の
場
合
に

は
全
く
そ
れ
が
当
て
は
ま
ら
な
い
。
会
社
は
試
作
品

の
メ
ー
カ
ー
で
、
仕
事
は
カ
メ
ラ
の
部
品
加
工
だ
っ

た
。
手
作
業
で
、
歯
車
も
最
後
は
ヤ
ス
リ
で
磨
い
て

ミ
ク
ロ
ン
単
位
の
精
度
を
出
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の

カ
メ
ラ
を
分
解
し
て
み
た
こ
と
も
あ
る
。
菊
池
さ
ん

は
、「
楽
し
か
っ
た
で
す
よ
。
こ
ん
な
に
楽
し
い
仕
事

が
あ
る
と
は
そ
れ
以
前
に
は
想
像
も
つ
き
ま
せ
ん
で

し
た
」
と
い
う
か
ら
、
も
と
も
と
機
械
仕
事
に
向
い

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
普
通
な
ら
、
親
や
故
郷

が
恋
し
く
て
た
ま
ら
な
い
年
頃
だ
が
、「
仕
事
は
面
白

い
し
、
会
社
は
新
宿
に
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
楽
し
く

て
、
上
京
し
て
か
ら
５
年
間
は
１
度
も
家
に
帰
り
ま

せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
菊
池
さ
ん
は
珍
し
い
例
だ
ろ

う
。
同
郷
の
仲
間
が
い
た
し
、
高
度
成
長
期
の
高
揚

し
た
時
代
の
気
分
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

26
歳
で
独
立

試
作
品
製
作
の
会
社
を
設
立

菊
池
さ
ん
は
、
当
初
の
志
通
り
、
昭
和
45
年
に
26

歳
で
独
立
し
、
試
作
品
製
作
の
請
負
を
始
め
た
。
一

緒
に
上
京
し
た
仲
間
は
、
後
に
３
人
と
も
社
長
に
な

っ
た
か
ら
、
当
時
は
中
卒
で
も
大
卒
に
負
け
な
い
く

ら
い
可
能
性
が
あ
っ
た
し
、
大
志
を
抱
け
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
菊
池
さ
ん
は
、「
高
度
成
長
期
で
す
か

ら
、
経
済
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
１
台
数

千
万
円
も
す
る
Ｎ
Ｃ
工
作
機
械
が
あ
る
わ
け
で
も
な

く
、
５
０
０
万
円
も
あ
れ
ば
、
独
立
で
き
ま
し
た
。

そ
れ
に
当
時
の
若
者
は
い
ま
の
学
生
よ
り
世
の
中
を

知
っ
て
い
ま
し
た
」
と
振
り
返
る
。

昭
和
45
年
に
菊
池
製
作
所
を
創
業
し
た
が
、
名
も

な
い
会
社
だ
か
ら
、
人
の
採
用
に
は
苦
労
し
た
。
結

局
、
ふ
る
さ
と
の
飯
舘
村
で
探
す
し
か
な
か
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
の
飯
舘
村
は
、
役
場
か
農
協
く
ら
い
し
か

勤
め
先
が
な
く
、
あ
と
は
農
業
し
な
が
ら
の
出
稼
ぎ

が
一
般
的
だ
っ
た
。
菊
池
さ
ん
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
試

作
品
作
り
の
仕
事
は
高
い
評
価
を
い
た
だ
い
て
い
た

し
、
メ
ー
カ
ー
は
ど
ん
ど
ん
新
し
い
製
品
を
売
り
出

し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
開
発
・
試
作
の
仕
事
は
い
く

ら
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
仕
事
だ
っ
た
ら
役
所
並

み
に
雇
用
に
貢
献
で
き
る
」
と
勇
ん
で
村
に
戻
っ
た

の
だ
が
、
昔
と
は
事
情
が
変
わ
っ
て
い
た
。
飯
舘
村

の
親
た
ち
は
、
二
、三
男
は
上
の
学
校
に
入
れ
て
、

一
流
企
業
に
就
職
さ
せ
た
い
と
い
う
希
望
が
強
く
な

っ
て
い
た
。
村
出
身
者
の
会
社
だ
と
い
っ
て
も
、
な

か
な
か
菊
池
製
作
所
に
息
子
を
預
け
よ
う
と
い
う
気

に
な
ら
な
い
。
菊
池
さ
ん
は
、
村
を
一
軒
一
軒
回
っ

て
、
仕
事
を
覚
え
た
ら
田
舎
に
帰
し
て
や
る
か
ら
と

い
っ
て
親
を
説
得
し
た
と
い
う
。

飯
舘
村
に
主
力
工
場
を
開
設
し
た
が

そ
の
約
束
通
り
昭
和
59
年
に
飯
舘
村
に
福
島
工
場

を
開
設
し
た
。
福
島
工
場
は
主
力
工
場
と
し
て
そ
の

後
も
増
設
が
続
き
、
福
島
第
一
原
発
事
故
前
に
は
従

業
員
が
３
０
０
人
以
上
に
も
な
っ
た
。
従
業
員
の
約

90
％
が
飯
舘
村
内
で
の
採
用
で
あ
る
。
村
最
大
の
雇

用
先
と
い
っ
て
い
い
。
菊
池
さ
ん
は
、「
私
も
村
に
工

場
が
あ
れ
ば
東
京
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
。
消
防
団
を
は
じ
め
何
を
や
る
に
も
村
と
一
緒
で

す
か
ら
、
村
の
工
場
み
た
い
な
も
の
で
す
」
と
村
と

の
一
体
ぶ
り
を
強
調
す
る
。

村
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
工
場
だ
と
し
て
も
、

顧
客
の
メ
ー
カ
ー
か
ら
は
遠
い
中
山
間
地
に
生
産
拠

点
を
構
え
る
の
は
経
営
的
に
は
不
利
に
思
わ
れ
る
の

だ
が
、
案
外
そ
う
と
も
言
い
切
れ
な
い
ら
し
い
。
菊

池
さ
ん
は
、「
東
京
で
は
、
人
を
育
て
る
よ
り
、
ほ
か

の
会
社
か
ら
引
き
抜
い
た
方
が
早
い
と
な
り
が
ち
で

す
が
、
飯
舘
村
で
は
社
員
が
ほ
か
の
会
社
に
移
る
こ

と
が
な
い
の
で
、
じ
っ
く
り
育
て
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
相
当
優
秀
な
職
人
が
育
ち
ま
し
た
」
と
村
の

工
場
の
効
用
を
説
く
。

順
調
に
社
業
が
拡
大
し
、
ジ
ャ
ス
ダ
ッ
ク
に
上
場

し
よ
う
と
準
備
し
て
い
た
時
期
に
創
業
以
来
最
大
の

危
機
に
直
面
し
た
。
３
・
11
の
東
日
本
大
震
災
と
福

島
第
一
原
発
事
故
で
あ
る
。
原
発
か
ら
30
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
圏
外
の
飯
舘
村
は
、
初
め
は
避
難
区
域
で
は
な

か
っ
た
。
後
に
、
風
向
き
が
悪
か
っ
た
た
め
、
飯
舘

村
の
被
曝
線
量
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
、
１
カ
月
後

に
計
画
的
避
難
区
域
に
指
定
さ
れ
た
。
全
村
避
難
に

な
っ
た
か
ら
、
福
島
工
場
の
従
業
員
も
、
家
族
も
ろ

と
も
村
外
に
避
難
す
る
し
か
な
い
。
そ
れ
で
は
工
場

は
ど
う
す
る
か
。
菊
池
さ
ん
は
、
判
断
を
現
地
に
任

◀菊池製作所の玄関前に立つ菊池功社長
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せ
た
。「
健
康
被
害
を
考
え
れ
ば
、
残
っ
て
操
業
を

続
け
ろ
と
指
示
す
る
の
は
無
責
任
で
す
。
と
て
も
そ

う
い
え
る
環
境
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」
し
、「
国
、

県
、
村
の
情
報
を
し
っ
か
り
集
め
な
さ
い
、
情
報
を

確
認
し
合
っ
て
相
談
し
、
ど
う
す
る
か
決
め
な
さ
い
、

決
め
た
こ
と
は
会
社
と
し
て
理
解
し
ま
す
」
と
伝
え

る
の
が
精
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

現
場
の
決
断
は
操
業
継
続
だ
っ
た
。
操
業
を
止
め

れ
ば
、
従
業
員
は
職
場
を
失
う
。
操
業
を
続
け
れ
ば
、

健
康
被
害
の
恐
れ
が
あ
る
。
苦
渋
の
決
断
だ
っ
た
。

外
の
放
射
性
物
質
を
建
屋
内
に
入
れ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
に
、
エ
ア
シ
ャ
ワ
ー
を
各
建
屋
の
入
口
に
付

け
た
。
く
つ
の
洗
い
場
も
設
け
、
中
に
入
る
際
は
必

ず
く
つ
を
洗
い
、
付
着
し
た
も
の
が
残
ら
な
い
よ
う

に
し
た
。
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
の
除
染
で
は
外
部
に
依

頼
し
て
行
っ
た
。
従
業
員
は
避
難
先
か
ら
１
時
間
か

そ
れ
以
上
か
け
て
飯
舘

村
の
工
場
に
通
う
こ
と

に
な
っ
た
。
し
か
し
、

次
第
に
若
い
人
た
ち
を

中
心
に
辞
め
る
人
が
増

え
、
退
職
者
は
１
０
０

名
以
上
に
達
し
た
。

経
営
的
に
も
厳
し
く

な
っ
た
。
菊
池
製
作
所

の
製
品
は
食
品
で
は
な

い
の
に
、
顧
客
か
ら
の

注
文
は
激
減
し
た
。
同

社
の
顧
客
は
カ
メ
ラ
や

携
帯
電
話
な
ど
の
ハ
イ

テ
ク
製
品
を
製
造
す
る

大
手
企
業
が
中
心
だ
が
、

製
品
を
通
じ
た
健
康
被

害
を
恐
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
小
さ
い
企
業
で

は
考
え
ら
れ
な
い
く
ら
い
の
利
益
を
上
げ
、
優
良
企

業
と
い
わ
れ
て
い
た
の
に
、
業
績
は
急
速
に
悪
化
し

た
。「
こ
こ
ま
で
追
い
込
ま
れ
る
と
は
想
像
も
つ
き

ま
せ
ん
で
し
た
」
と
菊
池
さ
ん
は
、
た
め
息
を
つ
く
。

そ
れ
で
も
、「
上
場
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
頑
張
っ
て

き
た
」
と
い
う
社
員
の
声
に
押
さ
れ
、
震
災
か
ら
半

年
余
り
後
に
ジ
ャ
ス
ダ
ッ
ク
へ
の
上
場
を
果
た
し
た
。

川
内
村
、
南
相
馬
市
に
新
工
場
を

そ
の
１
年
後
に
は
、
い
わ
き
市
の
隣
に
位
置
す
る

川
内
村
に
新
工
場
を
開
設
し
た
。
川
内
村
も
、
い
っ

た
ん
は
全
村
避
難
に
な
っ
た
も
の
の
、
線
量
が
比
較

的
低
く
、
１
年
余
り
後
に
は
帰
還
が
始
ま
っ
た
。
し

か
し
、
村
に
戻
る
住
民
は
わ
ず
か
だ
っ
た
。
遠
藤
雄

幸
村
長
は
か
ね
て
「
川
内
村
に
も
工
場
を
」
と
菊
池

社
長
に
要
望
し
て
い
た
が
、
は
か
ば
か
し
く
な
い
帰

還
状
況
に
、「
以
前
村
に
あ
っ
た
会
社
は
戻
っ
て
来
ま

せ
ん
。
菊
池
製
作
所
が
工
場
を
建
て
、
正
社
員
と
し

て
採
用
し
て
く
れ
な
い
と
住
民
も
戻
っ
て
く
れ
そ
う

も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
改
め
て
頼
み
込
ん
だ
。
飯
舘
村

の
工
場
の
操
業
維
持
だ
け
で
四
苦
八
苦
し
て
い
る
時

期
だ
っ
た
が
、
菊
池
さ
ん
は
、「
ど
う
せ
苦
労
す
る
な

ら
、
１
カ
所
も
２
カ
所
も
同
じ
と
腹
を
く
く
っ
て
」

要
望
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
帰
還
開
始
か
ら

半
年
余
り
後
、
廃
校
に
な
っ
て
空
い
て
い
た
県
立
高

校
の
校
舎
を
工
場
に
し
て
操
業
を
始
め
た
。
村
に
は
、

経
験
者
は
い
な
か
っ
た
が
、
村
の
希
望
通
り
40
〜
50

代
を
中
心
に
20
名
を
社
員
と
し
て
採
用
し
た
。「
村

も
困
っ
て
い
た
し
、
う
ち
の
会
社
も
大
変
で
し
た
か

ら
、
困
っ
た
者
同
士
で
働
く
場
所
を
つ
く
っ
た
よ
う

な
も
の
で
す
」
と
菊
池
さ
ん
は
苦
笑
す
る
。

川
内
工
場
に
続
い
て
、
平
成
28
年
２
月
に
は
南
相

馬
工
場
を
設
け
た
。
や
は
り
一
時
は
避
難
指
示
区
域

と
な
っ
て
い
た
南
相
馬
市
小
高
区
に
あ
る
。
南
相
馬

市
か
ら
誘
い
が
あ
り
、
セ
イ
コ
ー
エ
プ
ソ
ン
が
撤
退

し
た
後
、
空
に
な
っ
て
い
た
工
場
建
屋
を
使
う
こ
と

に
し
た
。
福
島
県
は
、
浜
通
り
に
廃
炉
や
ロ
ボ
ッ
ト

技
術
な
ど
の
関
連
産
業
を
集
積
さ
せ
る
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
を
推
進
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
応
し
た
ロ
ボ
ッ
ト
を
中
心
に
し
た
工
場

に
す
る
計
画
で
あ
る
。
人
手
不
足
で
採
用
は
困
難
な

時
期
に
、
地
元
か
ら
20
名
ほ
ど
を
採
用
し
た
。
菊
池

さ
ん
は
、「
若
い
人
た
ち
は
ど
う
い
う
仕
事
が
将
来
重

要
に
な
る
か
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
既
存
の
仕
事
だ
っ

た
ら
、
来
て
く
れ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
見
る
。

地
元
か
ら
の
要
望
を
受
け
て
と
は
い
え
、
震
災
後
に

あ
え
て
被
災
地
に
相
次
い
で
工
場
を
開
設
し
た
の
は
、

郷
土
を
危
機
か
ら
救
い
た
い
と
い
う
思
い
の
現
れ
だ

ろ
う
。

介
護
ロ
ボ
ッ
ト
を
中
心
に

先
端
技
術
を
集
積
し
て

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
に
組
み
込
ま

れ
た
南
相
馬
工
場
で
は
、
従
来
に
な
い
製
品
開
発
方

式
を
採
用
し
て
い
る
。
同
じ
屋
根
の
下
で
、
い
く
つ

も
の
大
学
と
協
力
し
な
が
ら
進
め
る
も
の
で
あ
る
。

各
大
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
を
研
究
し
、
土
台

が
で
き
た
も
の
か
ら
菊
池
製
作
所
と
一
緒
に
製
品
化

の
た
め
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
を
立
ち
上
げ
る
方
式
で

あ
る
。
東
京
理
科
大
の
小
林
宏
教
授
が
開
発
し
た
荷

物
の
上
げ
下
ろ
し
作
業
の
腰
の
負
担
を
軽
減
す
る

「
マ
ッ
ス
ル
ス
ー
ツ
」
の
製
造
に
は
、
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
「
イ
ノ
フ
ィ
ス
」
を
設
立
し
た
。
こ
の
商
品
は

介
護
の
現
場
や
果
樹
園
な
ど
で
需
要
が
広
が
っ
て
い

る
。
千
葉
大
学
の
野
波
健
蔵
教
授
が
開
発
し
た
ド
ロ

◀南相馬工場で製造される「マッスルスーツ」は、身体の
負担を軽くする人工筋肉で駆動するロボットで、介護の
現場などで活躍。説明する副工場長の高田安行さん



11

ー
ン（
小
型
無
人
機
）の
最
初
の
生
産
も
菊
池
製
作
所

が
担
当
し
た
。

「
震
災
後
、
ど
の
大
学
も
復
興
に
協
力
し
た
い
と
い

う
機
運
に
な
り
ま
し
た
。
震
災
の
よ
う
な
何
か
大
き

な
変
化
が
な
い
限
り
、
新
し
い
や
り
方
も
生
ま
れ
て

こ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
菊
池
さ
ん
は
震
災
が
促

し
た
大
学
の
積
極
的
な
協
力
姿
勢
に
感
謝
す
る
。

菊
池
さ
ん
は
、
同
社
が
こ
れ
か
ら
生
き
る
道
は
ロ

ボ
ッ
ト
以
外
に
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
南
相
馬
の
工

場
は
、
あ
と
２
〜
３
年
で
１
０
０
人
く
ら
い
従
業
員

を
増
や
し
た
い
考
え
だ
が
、
人
が
戻
る
か
ど
う
か
は

ロ
ボ
ッ
ト
を
含
め
た
新
し
い
分
野
次
第
と
見
て
い
る
。

ロ
ボ
ッ
ト
に
は
生
産
性
を
上
げ
る
た
め
の
産
業
ロ
ボ

ッ
ト
と
医
療
や
リ
ハ
ビ
リ
な
ど
で
人
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
ロ
ボ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
菊
池
製
作
所
は
人
を
サ
ポ

ー
ト
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
を
重
点
に
し
て
い
く
方
針
で
あ

る
。
す
で
に
、
歩
行
を
助
け
る
た
め
の
ロ
ボ
ッ
ト
や

排
せ
つ
を
助
け
る
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
様
々
な
ロ
ボ
ッ
ト

の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

菊
池
さ
ん
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
は
健
康
寿
命
を
長
く
す

る
の
に
貢
献
す
る
と
い
う
。「
介
護
の
現
場
で
は
、

要
介
護
者
が
け
が
を
す
る
と
困
る
の
で
、
車
い
す
に

乗
せ
が
ち
に
な
り
ま
す
。
本
人
と
し
て
は
、
足
腰
が

弱
り
、
辛
い
こ
と
で
す
。
歩
行
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ロ

ボ
ッ
ト
を
使
え
ば
、
自
力
で
歩
け
ま
す
。
ど
う
い
う

介
護
を
し
て
も
ら
い
た
い
か
、
自
分
で
選
べ
る
よ
う

に
す
べ
き
で
す
。
本
人
が
持
っ
て
い
る
パ
ワ
ー
を
長

持
ち
さ
せ
れ
ば
、
生
涯
現
役
で
や
れ
ま
す
。
サ
ポ
ー

ト
が
な
い
と
、
人
の
世
話
に
な
る
だ
け
の
生
か
さ
れ

て
い
る
人
生
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
生
き
て
い
る

人
生
か
、
生
か
さ
れ
て
い
る
人
生
か
。
人
間
の
尊
厳

を
重
視
す
る
と
は
、
生
き
て
い
る
人
生
を
長
く
し
、

生
か
さ
れ
て
い
る
人
生
を
短
く
す
る
こ
と
で
す
」

長
寿
社
会
の
不
安
を
和
ら
げ
、
人
間
の
尊
厳
の
回

復
に
貢
献
す
る
。
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。

文
／
松
本
克
夫

菊
池
製
作
所
南
相
馬
工

場
に
は
、
応
募
し
て
採
用

さ
れ
た
20
名
が
働
い
て
い

る
。
３
名
を
除
い
て
地
元

在
住
で
、「
い
い
企
業
で
働

け
て
将
来
に
夢
が
持
て
る

よ
う
に
な
っ
た
」
と
語
る
。

南
相
馬
工
場
を
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
副
工
場
長

の
高
田
安
行
さ
ん
。
同
工
場
で
製
造
さ
れ
る
ロ
ボ
ッ

ト
は
、
体
の
負
担
を
軽
く
す
る
「
マ
ッ
ス
ル
ス
ー
ツ
」

と
呼
ば
れ
る
人
工
筋
肉
で
駆
動
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
で
、

介
護
の
現
場
で
活
躍
し
て
い
る
と
い
う
。
エ
ア
で
作

動
す
る
の
で
、
電
源
の
な
い
と
こ
ろ
で
も
使
用
可
能

で
、
最
新
型
マ
ッ
ス
ル
ス
ー
ツ
は
、
最
も
軽
量
の
５

㎏
を
実
現
し
た
。
介
護
職
員
の
多
く
が
女
性
の
た
め
、

女
性
用
タ
イ
プ
が
人
気
だ
と
い
う
。

高
田
副
工
場
長
は
元
セ
イ
コ
ー
エ
プ
ソ
ン
の
社
員

だ
っ
た
が
工
場
閉
鎖
で
長
野
県
箕
輪
町
に
移
転
、
菊

池
製
作
所
が
開
設
す
る
と
聞
い
て
戻
っ
て
き
た
。
震

災
時
に
は
父
親
が
津
波
で
行
方
不
明
に
な
り
、
４
年

後
に
骨
の
一
部
が
発
見
さ
れ
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
鑑
定
に
よ

り
父
親
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
よ
う
や
く

弔
う
こ
と
が
で
き
た
と
言
っ
て
い
た
。

南
相
馬
工
場
取
材
／
加
藤
伸
一
・
小
林
恵（
カ
メ
ラ
）

●株式会社菊池製作所　本社 ☎042-651-6093　www.kikuchiseisakusho.co.jp

▼身体機能の低下した人や
リハビリ中の人などの使用
を目的とした歩行支援機

▲プログラムに従って金属加工機の
刃物をセットする稲田智さん。地元・
南相馬の原町出身

▲マシニングセンターで作業を行う今村一輝さん

▲ワイヤー放電加工機を扱う吉田梨沙さん。数年前に
結婚して南相馬に移り住んだ

▲マッスルスーツの組み立て作業を行う保良侑奈さん（左）と平
手清美さん。南相馬市在住

▲パソコンを使ったプログラミングを
行う高橋由真さん（左）と木村成志さん

「
将
来
に
夢
が
持
て
る
」地
元
に
戻
っ
て
き
た
若
者
た
ち
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士
別
の
名
所
、「
羊
と
雲
の
丘
」

士
別
市
中
心
部
か
ら
約
３
・
５
㎞
ほ
ど
西
部
に
行

っ
た
丘
は
、「
羊
と
雲
の
丘
」
と
名
付
け
ら
れ
、
羊
に

関
係
し
た
数
々
の
施
設
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
11
月

中
旬
、
北
海
道
は
各
地
で
冠
雪
が
み
ら
れ
る
季
節
を

迎
え
て
い
た
が
、
士
別
の
丘
陵
地
は
穏
や
か
に
晴
れ

て
晩
秋
の
憧
憬
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。

丘
の
手
前
の
方
に
は
羊
た
ち
が
暮
ら
す
羊
舎
数
棟

と
放
牧
場
が
あ
り
、
手
入
れ
さ
れ
た
丘
を
登
っ
て
い

く
と
、「
世
界
の
め
ん
羊
館
」、
併
設
し
て
め
ん
羊
工

芸
館
「
く
る
る
ん
」
が
あ
り
、
丘
の
上
に
は
レ
ス
ト

ラ
ン
と
羊
関
連
商
品
を
販
売
す
る
「
羊
飼
い
の
家
」

が
あ
る
。

士
別
の
丘
や
そ
の
向
こ
う
に
連
な
る
山
々
を
一
望

で
き
る
「
羊
飼
い
の
家
」
２
階
の
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、

美
味
し
い
羊
料
理
が
自
慢
で
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
料
理

の
他
に
、
羊
と
地
元
産
野
菜
を
組
み
合
わ
せ
た
数
々

の
料
理
を
提
供
し
、「
ミ
シ
ュ
ラ
ン
北
海
道
」
か
ら
優

良
レ
ス
ト
ラ
ン
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。
1
階
に
は
羊

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
グ
ッ
ズ
や
菓
子
、
地
元
の
お
母
さ

士別市がサフォークらの羊を飼育し始めて早や50年。「羊と雲の丘」では現
在33種の羊約１３００頭を飼育、日本を代表する産地になっている。鈴を鳴
らしたような愛らしい声、やさしいまなざし、いつも仲間と寄り添って穏や
かに暮らす羊は、貴婦人・貴公子のようであり、哲学者のようでもある。そ
んな羊に癒されながら、市民は研究会や趣味の会、職人技術を集積した会社
を興し、また市の委託を受けた三セクが、飼育、羊とふれ合う体験会、レス
トラン経営などを行っている。

■ふるさとでベンチャー企業――3

「やさしくて温かい」
羊と創るクリエーター集団
サフォークランド士別／㈱サフォーク　北海道士

し

別
べつ

市
し

▲四季折々の自然が楽しめる「羊と雲の丘」

▲羊舎で飼育される羊たち。顔面が黒いのがサフォー
ク種

▲美味しい羊料理が自慢のレストラン「羊飼いの家」

▲「世界のめん羊館」に隣接するめん羊工芸館「くるるん」
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ん
た
ち
が
手
編
み
し
た
羊
毛
製
品
等
を
展
示

販
売
し
て
お
り
、
土
日
に
な
る
と
観
光
客
で

賑
わ
っ
て
い
る
。

平
成
５
年
に
最
初
の
施
設
と
し
て
建
設
さ

れ
た
「
世
界
の
め
ん
羊
館
」
は
37
・
４
ha
の

広
さ
を
持
ち
、
世
界
の
羊
が
30
種
ほ
ど
飼
育

さ
れ
て
い
る
。
め
〜
え
と
鈴
を
鳴
ら
し
た
よ

う
な
声
で
迎
え
て
く
れ
る
羊
た
ち
の
、
な
ん

と
も
優
し
い
愛
ら
し
い
ま
な
ざ
し
。
顔
面
が

黒
い
の
が
特
徴
の
肉
食
用
サ
フ
ォ
ー
ク
を
は

じ
め
、
羊
毛
用
の
メ
リ
ノ
ー
、
コ
リ
デ
ー
ル
、

黒
い
面
を
付
け
た
よ
う
な
ロ
マ
ノ
フ
な
ど
が

飼
育
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
だ
け
の
種
類
を
飼
育
し
て

い
る
の
は
士
別
だ
け
だ
と
い
う
。

入
口
で
購
入
し
た
専
用
の
餌
を
見
せ
る
と
、
羊
た

ち
が
近
づ
い
て
き
て
、
掌
に
口
を
寄
せ
て
美
味
し
そ

う
に
食
べ
る
。
大
き
な
羊
の
後
ろ
で
、
そ
れ
を
じ
っ

と
見
つ
め
て
い
る
だ
け
の
臆
病
そ
う
な
羊
や
一
隅
に

座
っ
て
マ
イ
ペ
ー
ス
で
思
索
し
て
い
る
風
情
の
羊
も

い
る
。

山や

羊ぎ

は
一
匹
で
も
生
き
て
い
け
る
が
、
羊
は
大
変

お
と
な
し
い
性
格
の
た
め
群
れ
を
作
ら
な
い
と
生
き

て
い
け
な
い
ら
し
い
。
約
1
万
年
前
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ

ア
地
方
で
農
業
用
に
最
初
に
家
畜
化
さ
れ
た
動
物
で
、

そ
れ
が
世
界
中
に
広
が
り
、
現
在
世
界
で
１
０
０
０

種
を
超
え
る
と
言
わ
れ
る
。
日
本
で
は
牛
豚
馬
等
に

比
べ
て
そ
の
数
は
少
な
く
「
家
畜
」
に
も
所
属
し
て

い
な
い
が
、
実
は
歴
史
は
古
く
、
推
古
天
皇（
５
９
０

年
）の
頃
朝
鮮
か
ら
貢
物
と
し
て
贈
ら
れ
た
記
録
が

あ
り
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
幾
人
か
が
羊
を
輸
入
し

た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
日
本
の
温
暖
多
湿
の
気
候

に
合
わ
ず
成
功
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
１
８
７
５
年

に
大
久
保
利
道
が
下
総（
千
葉
県
）あ
た
り
に
放
牧
場

を
作
っ
た
の
が
羊
飼
育
の
本
格
的
ス
タ
ー
ト
だ
と
言

わ
れ
る
。

33
種
１
３
０
０
頭
が
暮
ら
す

日
本
一
羊
の
ま
ち

士
別
市
が
サ
フ
ォ
ー
ク
を
導
入
し
た
の
は
昭
和
41

年
。
畜
産
振
興
と
土
作
り
を
め
ざ
し
て
学
田
地
区
に

コ
リ
デ
ー
ル
を
導
入
。
翌
42
、
43
年
に
肉
用
種
サ
フ

ォ
ー
ク
を
１
０
０
頭
ず
つ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
輸

入
し
た
。
59
年
に
は
サ
フ
ォ
ー
ク
の
ふ
る
さ
と
英
国

の
英
国
羊
毛
公
社
か
ら
12
種
12
頭
が
寄
贈
さ
れ
て
い

る
。
市
で
は
羊
飼
養
施
設
を
整
備
し
て
常
時
２
０
０

頭
程
度
を
飼
養
し
て
「
羊
の
ま
ち
」
と
し
て
売
出
す

こ
と
に
し
た
。

士
別
市
農
業
振
興
課
の
デ
ー
タ
ー
に
よ
る
と
、
平

成
10
年
こ
ろ
ま
で
の
サ
フ
ォ
ー
ク
数
は
年
間
５
０
０

頭
未
満
だ
っ
た
が
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
料
理
の
人
気
が

高
ま
り
、
繁
殖
に
力
を
入
れ
た
結
果
、
現
在
１
１
０

０
頭
ほ
ど
に
増
え
、
他
の
羊
毛
用
や
観
光
用
の
羊
を

入
れ
る
と
33
種
、
約
１
３
０
０
頭
の
羊
を
飼
育
し
て

い
る
。

サ
フ
ォ
ー
ク
ら
の
羊
が
飼
育
さ
れ
て
い
る
羊
舎
を

訪
ね
た
。
鈴
木
啓
太
場
長
が
説
明
を
し
な
が
ら
ガ
イ

ド
し
て
く
れ
た
。
木
造
建
て
の
広
く
て
清
潔
な
羊
舎
。

藁
や
干
草
が
ぎ
っ
し
り
敷
か
れ
た
中
を
羊
た
ち
は
自

由
に
動
き
回
っ
て
い
る
。
人
を
見
て
も
臆
す
る
様
子

が
な
く
、
優
し
い
ま
な
ざ
し
で
出
迎
え
て
く
れ
た
。

「
羊
の
出
産
時
期
は
冬
の
1
〜
3
月
で
、
５
０
０
頭

ほ
ど
を
予
定
し
て
い
ま
す
が
、
1
頭
が
出
産
す
る
子

供
は
1
、
2
頭
で
、
繁
殖
力
は
あ
ま
り
高
く
あ
り
ま

せ
ん
。
雄
は
１
歳
未
満
で
出
荷
す
れ
ば
高
級
ラ
ム
肉

と
な
り
、
1
歳
以
上
の
羊
肉
は
マ
ト
ン
と
し
て
市
場

に
出
ま
す
。
士
別
の
冬
は
寒
く
マ
イ
ナ
ス
30
℃
に
な

る
日
が
数
日
あ
り
ま
す
。
羊
は
寒
さ
に
強
い
の
で
大

丈
夫
で
す
が
、仔
羊
に
は
暖
房
を
入
れ
て
育
て
ま
す
」

と
説
明
し
て
く
れ
た
。
別
の
羊
舎
で
は
羊
毛
用
の
羊

た
ち
が
飼
育
さ
れ
、
種
は
異
な
る
が
皆
寄
り
添
う
よ

う
に
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
15
歳
に
な
る
と
い

う
ボ
ス
羊
が
近
づ
い
て
き
て
カ
メ
ラ
の
前
で
ポ
ー
ズ

を
と
っ
た
。

鈴
木
さ
ん
は
10
年
前
に
希
望
し
て
羊
の
飼
育
係
に

な
り
、
昨
年
か
ら
４
代
目
場
長
に
な
っ
た
。
現
在
５

▲30種の羊たちを飼育する「世界のめん羊館」人の手から餌を食べる
▼羊の飼育に当たる鈴木所長。草や藁をたっぷり敷いた清潔な羊
舎で羊たちは自由に走り回っている

▲㈱サフォークが制作するセーター、
マフラー、手袋等の一部

▶ レストランでは地元産
ラム料理が人気
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人
の
ス
タ
ッ
フ
が
「
世
界
の
め
ん
羊
館
」
を
含
め
て

飼
育
管
理
に
携
わ
っ
て
い
る
。

「
羊
は
性
格
が
穏
や
か
で
環
境
へ
の
順
応
性
も
あ
る

の
で
育
て
や
す
い
動
物
で
す
。
今
は
雪
の
前
の
準
備

が
中
心
で
比
較
的
暇
で
す
が
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て

は
毛
刈
り
体
験
会
や
イ
ベ
ン
ト
が
多
い
の
で
、
大
忙

し
に
な
り
ま
す
。
暑
さ
に
は
弱
い
の
で
、
一
番
注
意

が
必
要
な
時
期
で
す
」
と
語
り
、
野
外
の
作
業
に
出

か
け
て
い
っ
た
。

サ
フ
ォ
ー
ク
を
士
別
の
目
玉
に

市
民
が
動
き
だ
し
た

今
回
の
取
材
の
窓
口
を
お
願
い
し
た
の
が
株
式
会

社
サ
フ
ォ
ー
ク
。
同
社
は
、
市
内
・
国
道
40
号
の
メ

イ
ン
通
り
に
面
す
る
ビ
ル
の
1
階
に
あ
り
、
店
頭
に

は
同
社
が
企
画
・
制
作
し
て
き
た
手
編
の
セ
ー
タ
ー

や
マ
フ
ラ
ー
等
の
羊
毛
品
が
展
示
販
売
さ
れ
、
奥
に

作
業
用
工
房
と
事
務
所
が
あ
る
。
前
田
仁
社
長（
65
）

が
出
迎
え
て
く
れ
た
。

「
㈱
サ
フ
ォ
ー
ク
は
昭
和
60
年
7
月
、
資
本
金
５
０

０
万
円
で
誕
生
し
ま
し
た
。
市
民
65
名
の
出
資
に
よ

る
市
民
会
社
で
す
。
仕
事
を
発
注
す
る
人
も
羊
毛
を

紡
い
で
手
編
み
す
る
人
も
皆
素
人
で
、
あ
ん
な
会
社
、

一
年
も
持
つ
は
ず
な
い
わ
と
陰
口
を
言
わ
れ
ま
し
た
。

事
実
、
大
変
な
時
期
を
何
度
も
過
ご
し
ま
し
た
が
、

当
時
の
市
の
担
当
者
が
繋
い
で
く
れ
て
、
伊
勢
丹
、

阪
急
本
店
の
『
北
海
道
展
』
や
三
越
本
店
の
『
全
国

職
人
展
』
に
毎
年
参
加
し
て
き
ま
し
た
。
羊
か
ら
毛

糸
を
紡
い
で
手
編
作
品
を
創
作
す
る
貴
重
な
会
社
と

し
て
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う

企
業
は
日
本
で
は
当
社
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
今

年
７
月
で
30
周
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

と
前
田
さ
ん
は
し
み
じ
み
と
語
る
。

㈱
サ
フ
ォ
ー
ク
が
誕
生
し
た
契
機
に
な
っ
た
の
は
、

新
聞
等
に
士
別
の
サ
フ
ォ
ー
ク
導
入
の
記
事
が
出
た

こ
と
。「
く
る
る
ん
」
の
活
動
を
見
た
大
阪
の
東
洋

紡
績
の
羊
毛
担
当
者
が
士
別
へ
や
っ
て
き
て
「
毛

１
０
０
％
を
使
っ
て
手
作
業
で
紡
い
だ
毛
糸
を
関
西

で
販
売
し
た
い
」
と
申
し
入
れ
て
き
た
こ
と
だ
っ
た
。

ダ
イ
ヤ
毛
糸
と
し
て
国
内
最
大
の
規
模
を
持
つ
会
社

か
ら
の
注
文
で
あ
る
。
当
時
「
く
る
る
ん
」
二
代
目

会
長
だ
っ
た
有
野
寿

氏
が
、
会
社
を
設
立

し
て
対
応
し
た
い
と

決
断
し
た
こ
と
か
ら
、

会
員
も
賛
同
し
て
会

社
が
設
立
さ
れ
た
と

い
う
。

前
田
さ
ん
は
昭
和

54
年
、
25
歳
の
時
に

Ｕ
タ
ー
ン
し
て
士
別

青
年
会
議
所（
Ｊ
Ｃ
）

に
入
会
、
社
会
開
発
委
員
会
に
配
属
さ
れ
た
。
そ
の

年
は
剣
淵
川
か
ら
入
植
し
た
最
後
の
屯
田
兵
が
開
拓

の
鍬
を
入
れ
て
か
ら
80
年
、
市
制
施
行
し
て
25
周
年

の
年
で
、
Ｊ
Ｃ
内
で
は
「
未
来
都
市
・
士
別
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
」「
市
民
と
し
て
何
が
出
来
る
か
」
等
を

論
議
し
て
い
た
。
前
田
さ
ん
ら
は
、
士
別
の
発
展
を

市
民
が
話
し
合
う
「
ま
ち
づ
く
り
市
民
会
議
」
等
を

企
画
運
営
、
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
通
し
て
経
済
や
雇

用
、
町
の
魅
力
づ
く
り
等
に
つ
い
て
市
民
が
考
え
る

機
会
を
設
け
た
。

「
と
い
う
の
も
、
か
つ
て
は
小
樽
商
人
、
士
別
商
人

と
い
わ
れ
、
澱
粉
の
相
場
を
左
右
し
た
ほ
ど
の
士
別

市
で
す
が
、
昭
和
36
年
に
約
４
万
人
以
上
あ
っ
た
人

口
が
55
年
に
は
約
２
９
０
０
０
人
ま
で
に
減
少
し
ま

し
た
。
炭
鉱
の
閉
山
で
人
口
減
少
し
た
な
ら
理
解
で

き
る
が
、
士
別
の
人
口
減
は
直
接
的
な
原
因
が
掴
め

な
か
っ
た
。
サ
フ
ォ
ー
ク
の
導
入
は
、
士
別
に
新
し

い
何
か
を
生
む
チ
ャ
ン
ス
で
し
た
。
羊
肉
は
美
味
し

い
の
か
、
羊
毛
を
ど
う
活
用
す
る
の
か
等
判
ら
な
い

こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
市
民
は
自
慢
で
き
る
何
か
が

欲
し
か
っ
た
の
で
す
」

昭
和
57
年
に
は
サ
フ
ォ
ー
ク
に
付
加
価
値
を
付
け

よ
う
と
「
サ
フ
ォ
ー
ク
研
究
会
」
が
設
立
さ
れ
、
58

年
に
は
女
性
た
ち
の
発
案
で
羊
毛
を
活
用
す
る
手
紡

ぎ
サ
ー
ク
ル
「
く
る
る
ん
」
が
組
織
化
さ
れ
た
。

当
時
市
に
と
っ
て
は
、
綿
羊
飼
養
は
採
算
が
合
わ

な
い
お
荷
物
だ
っ
た
が
、
当
時
の
国
井
英
吉
市
長
は

市
民
活
動
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
よ
う
と
、
ど
の
部
署

に
も
属
さ
な
い
市
長
直
属
の
「
開
発
振
興
室
」
を
設

置
し
、
職
員
を
配
し
て
支
援
体
制
を
設
け
た
。
平
成

に
入
る
と
「
羊
と
雲
の
丘
観
光
事
業
構
想
」
を
策
定

し
て
、
各
施
設
を
建
設
し
、
平
成
４
年
に
は
第
三
セ

ク
タ
ー
「
羊
と
雲
の
丘
観
光
㈱
」
を
設
立
し
て
運
営

▶ 士別駅からほど近い商店街に
開店する㈱サフォークの店

店内工房で作業する人
たち。▲洗って乾燥した
羊の毛は空気を入れて
ふわふわにする　右/染
色した毛を混ぜ合わせ
て好みの色に仕上げる
▼糸車で撚って毛糸に
する作業をする前田仁
社長。デパート等での展
示会にも出かけて実演
する
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に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
意
気
揚
々
と
ス
タ
ー
ト
し
た
㈱
サ
フ
ォ
ー

ク
だ
が
、
東
洋
紡
績
か
ら
の
毛
糸
注
文
は
一
年
間
で

終
わ
り
を
つ
げ
た
。「
家
で
母
さ
ん
が
手
編
み
の
セ

ー
タ
ー
を
編
む
と
い
う
時
代
は
あ
の
頃
ま
で
だ
っ
た

の
で
す
か
ね
。
殆
ど
の
人
が
既
製
品
で
間
に
合
わ
せ
、

手
編
み
セ
ー
タ
ー
は
欲
し
い
け
れ
ど
洗
濯
が
面
倒
だ

か
ら
と
敬
遠
す
る
女
性
も
で
て
き
た
。
そ
れ
で
も
私

た
ち
は
皆
で
励
ま
し
合
っ
て
手
作
り
の
羊
毛
製
品
を

作
り
続
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
羊
が
く
れ
た
優
し

さ
、
羊
毛
の
ふ
ん
わ
り
温
か
い
肌
触
り
を
形
に
す
る

こ
と
が
我
々
の
役
目
だ
と
考
え
た
こ
と
、
仕
事
へ
の

こ
だ
わ
り
と
、
技
術
を
伝
承
し
て
い
こ
う
と
い
う
思

い
が
あ
る
か
ら
で
す
」
と
前
田
さ
ん
は
言
う
。

い
ま
㈱
サ
フ
ォ
ー
ク
に
は
パ
ー
ト
を
含
め
て
６
人

が
勤
務
し
、
編
物
を
委
託
す
る
女
性
が
10
数
人
ほ
ど

い
る
。
最
大
１
３
０
人
い
た
と
い
う
手
編
職
人
は

年
々
減
り
、
し
か
も
高
齢
化
し
て
い
る
た
め
、
セ
ー

タ
ー
等
を
完
成
す
る
時
間
も
長
く
な
っ
た
よ
う
だ
が
、

会
社
で
は
気
長
に
待
ち
、
出
来
上
が
っ
た
商
品
は
す

べ
て
を
買
い
取
る
よ
う
に
し
て
い
る
。「
こ
ち
ら
の

要
望
に
沿
っ
て
制
作
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、
高

い
技
術
力
で
納
品
日
に
あ
わ
せ
て
制
作
し
て
も
ら
う

た
め
に
は
、
編
み
手
の
生
活
を
保
証
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
皆
さ
ん
、
仕
事
に
誇
り
を
持
ち
生
き
が
い

に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
」
と
前
田
さ
ん
。

自
然
の
風
合
い
を
生
か
し
て
複
雑
な
模
様
や
色
彩

を
編
み
込
ん
だ
セ
ー
タ
ー
や
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
、
多
様
な

ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
よ
う
に
と
色
・
柄
も
豊
富
な
マ

フ
ラ
ー
や
靴
下
、
手
袋
等
。
ど
れ
も
た
め
息
が
出
る

ほ
ど
素
敵
だ
。
身
に
つ
け
た
ら
、
全
身
を
ぬ
く
も
り

で
包
ん
で
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ま
、
こ
の
よ
う

な
手
編
み
商
品
こ
そ
、
現
代
人
が
癒
さ
れ
安
ら
ぐ
最

先
端
の
お
洒
落
着
で
は
な
い
か
と
思
う
。

羊
と
雲
の
丘
に
あ
る
め
ん
羊
工
芸
館「
く
る
る
ん
」

に
も
手
編
み
製
品
や
毛
糸
等
を
展
示
販
売
す
る
コ
ー

ナ
ー
が
あ
り
、
女
性
な
ら
で
は
の
感
性
を
生
か
し
た

カ
ラ
フ
ル
で
モ
ダ
ン
な
作
品
が
並
ん
で
い
る
。
工
芸

館
に
は
６
名
の
専
門
職
員
が
い
て
、
毛
糸
の
洗
浄
と

染
色
、
紡
ぎ
等
を
行
っ
て
手
芸
材
料
を
用
意
し
、
専

属
の
会
員
た
ち（
現
在
約
10
人
）が
手
編
み
や
機
織
り
、

小
物
製
品
の
制
作
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
日

も
女
性
た
ち
が
来
て
作
業
を
し
た
り
、
代
表
の
辰
巳

美
恵
さ
ん
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
い
た
。

手
芸
歴
35
年
と
い
う
辰
巳
さ
ん
は
、

「
編
物
が
好
き
で
も
、
一
枚
の
セ
ー
タ
ー
を
き
ち
ん

と
完
成
す
る
こ
と
は
大
変
で
す
。
家
で
は
集
中
で
き

な
い
と
工
房
へ
き
て
作
業
を
す
る
女
性
が
多
く
、
こ

こ
で
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
力
を
つ
け
て
い
き
ま
す
」

と
言
う
。
次
の
編
手
職
人
を
育
成
す
る
大
切
な
場
で

も
あ
る
よ
う
だ
。

「
く
る
る
ん
」
で
は
、
編
物
体
験
教
室
を
開
催
し

て
お
り
、
短
時
間
で
毛
糸
の
小
物
ア
ク
セ
サ
リ
ー
等

を
制
作
す
る
コ
ー
ス
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
セ
ー
タ

ー
等
を
完
成
す
る
５
コ
ー
ス
を
用
意
し
て
い
る
。
最

近
は
外
国
人
に
も
人
気
で
、
中
国
語
・
韓
国
語
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。

「
羊
の
ま
ち
」に
新
た
な
風
を

市
内
に
は
至
る
と
こ
ろ
に
羊
マ
ー
ク
の
看
板
が
設

置
さ
れ
て
い
る
。
マ
ン
ホ
ー
ル
、
店
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
、

イ
ベ
ン
ト
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
羊
が
登
場
し
て

「
羊
の
ま
ち
」
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
し
か
し
市

街
地
に
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
や
人
通
り
の
少
な
い
地
区

も
増
え
て
き
た
。

案
内
し
て
く
れ
た
㈱
サ
フ
ォ
ー
ク
の
前
田
社
長
は
、

「
羊
の
ま
ち
と
し
て
の
経
済
効
果
は
い
ま
一
つ
で
、

市
民
か
ら
は
、
地
元
産
ラ
ム
肉
を
も
っ
と
安
く
購
入

で
き
な
い
か
と
か
羊
毛
製
品
が
高
価
す
ぎ
る
と
い
う

声
も
聞
か
れ
ま
す
。
士
別
は
羊
以
外
に
農
産
物
も
豊

富
で
す
か
ら
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
産
物
を
開
発
し
発

信
し
て
い
く
機
会
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ト
ヨ

タ
や
ヤ
マ
ハ
の
テ
ス
ト
コ
ー
ス
や
研
修
施
設
、
合
宿

場
も
あ
り
、
外
部
の
若
者
も
大
勢
出
か
け
て
き
ま
す
。

か
つ
て
皆
が
集
ま
っ
て
サ
フ
ォ
ー
ク
研
究
会
を
立
ち

上
げ
た
よ
う
に
、
若
い
人
が
中
心
に
な
っ
て
新
た
な

市
民
活
動
を
盛
り
上
げ
て
欲
し
い
で
す
」
と
語
る
。

平
成
27
年
は
、
12
年
に
一
度
の
未
年
で
、
牧
野
勇

司
市
長
は
羊
の
ま
ち
士
別
を
Ｐ
Ｒ
す
る
た
め
の
予
算

を
６
０
０
万
円
準
備
し
た
と
言
う
。
行
政
と
市
民
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
新
し
い
事
業
も
予
定
さ
れ
て
お

り
、
士
別
の
さ
ら
な
る
魅
力
が
未
来
へ
向
け
て
開
花

す
る
か
も
し
れ
な
い
。文

／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵

●株式会社サフォーク ☎0165-22-1571 http//www.e3409.jp
●羊と雲の丘観光㈱ ☎0165-22-2881
●士別市経済部農業振興課 ☎0165-23-3121

▶ 「くるるん」メンバーのみなさん。中央が代表の辰巳さん。
下左/羊から刈り取った毛はぬるま湯で3，4回洗って純白
にする　右/毎日会員がくるるんに通ってきて編物をする
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帰
郷
し
た
ら
街
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
街

地
元
に
貢
献
で
き
な
い
か

武
田
昌ま

さ

大ひ
ろ

さ
ん（
32
）と
は
鷹
巣
駅
前

で
待
ち
合
わ
せ
た
。
鷹
巣
町（
北
秋
田

市
）は
、
武
田
さ
ん
が
生
ま
れ
育
っ
た

町
で
、
今
も
住
ま
い
が
あ
る
が
、
日
本

橋
の
「
あ
ん
ど
ん
」
店
経
営
や
、
地
域

活
性
化
の
仕
事
等
で
各
地
へ
出
か
け
、

秋
田
へ
帰
る
と
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
町
村

へ
行
く
た
め
、
月
の
半
分
は
留
守
に
し

て
い
る
よ
う
だ
。
こ
こ
か
ら
五
城
目
町

「
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
町
村
」
ま
で
は
車

で
約
１
時
間
の
距
離
だ
と
言
う
。

武
田
さ
ん
は
高
校
を
出
る
と
立
命
館

大
学
情
報
理
工
学
部
へ
入
学
、
卒
業
し
て
東
京
の
ゲ

ー
ム
会
社
に
勤
務
、
夜
間
は
大
学
院
へ
通
う
生
活
を

し
て
い
た
。

そ
ん
な
中
、
平
成
22
年
に
帰
郷
し
て
み
る
と
、
街

は
シ
ャ
ッ
タ
ー
街
に
な
っ
て
い
た
。

「
わ
ず
か
６
、
７
年
の
こ
と
で
す
よ
。
よ
く
遊
ん
だ

店
が
無
く
な
り
、
買
物
を
し
て
い
た
ス
ー
パ
ー
は
閉

店
し
て
更
地
に
な
っ
て
い
る
。
鷹
巣
町
は
材
木
業
で

栄
え
、
秋
田
内
陸
縦
貫
鉄
道
の
起
点
だ
っ
た
か
ら
、

そ
こ
そ
こ
の
都
会
で
、
本
屋
も
玩
具
店
も
数
軒
は
あ

っ
て
い
つ
も
賑
わ
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
街
が
見
る
影

も
な
く
な
り
、
日
曜
日
と
も
な
る
と
店
は
み
な
閉
じ

て
人
も
歩
い
て
い
な
い
。『
こ
れ
や
ば
い
じ
ゃ
ん
』
と

思
い
、
東
京
に
い
て
何
か
地
元
に
貢
献
で
き
な
い
か

と
、
青
山
の
国
連
大
学
前
で
開
催
さ
れ
て
い
る
フ
ァ

築
１
３
０
年
の
茅
葺
き
の
古
民
家
が
、
都
市
や
地
域
の

人
が
第
二
の
我
が
家
と
し
て
活
用
で
き
る
シ
ェ
ア
ビ
レ

ッ
ジ
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
仕
掛
人
は
、〝
村
長
〞の
武

田
昌
大
さ
ん
。
年
貢（
会
費
）を
納
め
る
人
は
「
村
民
」

と
な
り
、
年
一
度
は「
里
帰
り
」し
て
会
員
や
地
域
の
人

と
交
流
し
た
り
、
行
事
に
参
加
す
る（「
一
揆
」と
い
う
）

こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
茅
葺
き
屋
根
を
修
復
す
る

た
め
の
茅
刈
り
作
業
が
行
わ
れ
る
11
月
末
日
に
合
わ
せ

て「
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
町ま
ち

村む
ら

」を
訪
ね
た
。

〝
年
貢
〞を
納
め
て
村
民
に
な
る

﹇
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
町ま

ち

村む
ら

﹈ 秋
田
県
五ご

城じ
ょ
う

目め

町ま
ち

▶シェアビレッジ町村の客間と中玄関

▲広い庭園の奥に茅葺き屋根の大きな民家が建つ
▼土間の左手は元キッチン、右手は囲炉裏付きの客間

▼宿泊用の和室。調度品が置かれ、窓からは四季折々の
自然が楽しめる

起業して
地域を元気に
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ー
マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
参
加
し
た
ん
で
す
」

そ
れ
が
契
機
で
、
10
月
に
は
地
元
の
﹇
あ
き
た
こ

ま
ち
﹈
を
ネ
ッ
ト
販
売
す
る
会
社
を
立
ち
上
げ
、
足

繁
く
帰
郷
し
て
は
地
域
活
性
化
に
関
心
を
持
つ
人
た

ち
と
交
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
東
京
か
ら
Ｉ
タ
ー

ン
し
て
五
城
目
町
で
「
ハ
バ
タ
ク
」
と
い
う
教
育
・

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事
業
を
行
っ
て
い
る
丑
田
俊
輔

さ
ん
も
そ
の
一
人
で
、
古
民
家
を
購
入
し
て
活
用
し

よ
う
と
努
力
し
て
く
れ
た
人
で
も
あ
る
。

な
お
鷹
巣
町
は
、
平
成
17
年
に
森
吉
町
、
合
川
町
、

阿
仁
町
と
合
併
し
て
北
秋
田
市
に
な
っ
た
。
人
口
は

現
在
３
２
８
３
７
人（
29
年
12
月
）で
あ
る
。

茅
葺
き
古
民
家
を
解
体
す
る
？

「
保
全
し
た
い
」と
よ
そ
者
た
ち
が
駆
け
回
る

平
成
26
年
５
月
頃
、「
凄
い
茅
葺
き
が
あ
る
が
、
８

月
に
は
壊
さ
れ
る
ら
し
い
」
と
い
う
話
を
五
城
目
町

の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
柳
澤
龍
さ
ん
か
ら
聞
い

た
武
田
さ
ん
と
丑
田
さ
ん
は
、「
な
ん
と
か
し
た
い
」

と
オ
ー
ナ
ー
に
会
い
に
行
っ
た
。
オ
ー
ナ
ー
に
と
っ

て
、
今
は
秋
田
市
に
移
住
し
た
が
、
ず
っ
と
住
ん
で

き
た
大
切
な
家
で
、
毎
日
の
よ
う
に
来
て
手
入
れ
も

し
て
い
た
家
で
あ
る
。
そ
れ
を
地
元
に
住
ん
で
い
な

い
若
者
た
ち
が
来
て
何
と
か
し
た
い
と
言
う
。
し
か

し
、
武
田
さ
ん
は
臆
す
る
こ
と
な
く
ｉ
ｐ
ａ
ｄ
を
出

し
て
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
構
想
の
提
案
を
し
た
。
そ
の

突
飛
な
ア
イ
デ
ア
で
場
の
雰
囲
気
は
和
ん
だ
が
、
以

降
柳
澤
さ
ん
が
週
1
度
、
武
田
さ
ん
等
も
民
家
に
車

が
止
ま
っ
て
い
る
時
を
見
か
け
る
と
民
家
へ
入
り
、

オ
ー
ナ
ー
と
珈
琲
を
飲
ん
だ
。
最
終
的
に
は
、
役
場

の
ま
ち
づ
く
り
課
の
推
薦
が
功
を
奏
し
て
、
半
年
ほ

ど
経
っ
た
10
月
、
オ
ー
ナ
ー
は
自
宅
を
売
却
す
る
と

決
意
し
た
。
五
城
目
町
は
朝
市
が
有
名
だ
が
、
そ
の

民
家
は
朝
市
発
祥
の
地
、
町
村
地
区
の
本
家
的
存
在

だ
っ
た
。
そ
の
た
め
地
区
の
人
が
よ
く
利
用
さ
せ
て

も
ら
っ
て
い
た
家
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。

「
都
会
の
金
持
ち
が
別
荘
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
し
た
い

と
い
う
話
が
あ
っ
た
よ
う
だ
け
れ
ど
、
オ
ー
ナ
ー
は

『
そ
れ
で
は
売
れ
な
い
、
家
は
人
が
住
ん
で
い
な
い

と
ダ
メ
に
な
る
。
若
い
人
が
住
み
、
ち
ゃ
ん
と
維
持

管
理
し
て
欲
し
い
』
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」

そ
れ
か
ら
が
大
変
だ
っ
た
。
自
治
体
か
ら
金
を
借

り
な
い
で
、
す
べ
て
自
分
た
ち
で
資
金
を
集
め
る
こ

と
に
し
た
。
人
が
来
て
泊
ま
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
農
家
民
宿
と
い
う
形
に
す
る
、
そ
の
た
め
に
は
常

駐
す
る
農
家
の
人
を
確
保
し
、

保
健
所
や
役
所
の
検
査
や
法
的

手
続
き
が
い
ろ
い
ろ
あ
る

「
そ
れ
ら
を
年
末
ま
で
に
行
い

な
が
ら
、
ビ
レ
ッ
ジ
の
構
想
を

ま
と
め
あ
げ
た
。
年
が
明
け
て

２
月
頃
か
ら
開
業
資
金
と
し
て

グ
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
を

は
じ
め
ま
し
た
」
と
武
田
さ
ん

は
言
う
。
注
目
さ
れ
た
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

に
は
８
６
２
人
か
ら
５
７
１
万
７
０
０
０
円
が
集
ま

っ
た
。
し
か
し
風
呂
や
ト
イ
レ
、
浄
化
槽
、
そ
れ
に

茅
葺
き
屋
根
の
一
部
を
補
修
し
た
た
め
に
赤
字
、「
大

量
の
請
求
書
に
涙
し
ま
し
た
」
と
武
田
さ
ん
。

町
の
補
助
金
制
度
を
活
用
す
る
方
法
も
あ
っ
た
は

ず
だ
が
、
武
田
さ
ん
は
、
公
的
資
金
を
活
用
し
て
Ｎ

Ｐ
Ｏ
を
立
ち
上
げ
る
人
や
会
が
増
え
て
い
る
が
、
助

成
が
な
く
な
る
と
活
動
も
ス
ト
ッ
プ
す
る
ケ
ー
ス
を

見
て
き
た
。
そ
れ
は
避
け
た
い
、
屋
根
の
整
備
や
建

物
の
補
修
等
は
ゆ
っ
く
り
自
己
資
金
で
続
け
て
い
く

こ
と
に
し
た
。

▶ 秋田杉を張って新設した風呂場

▲森山山頂から見た五城目町市街。山頂には「希望の鐘」が設置され、観光名所になっている

▼土間にある竈と焚き木。竈で炊くご飯は絶品だ
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「
村
民
」を
迎
え
て
新
た
な
歴
史
を
刻
む
家

武
田
さ
ん
は
、
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
町
村
に
到
着
す

る
ま
で
に
五
城
目
町
の
各
所
を
案
内
し
て
く
れ
、
彼

が
い
か
に
こ
の
町
を
愛
し
て
い
る
か
を
感
じ
さ
せ
た

が
、
そ
の
話
は
省
略
し
て
、
ま
ず
は
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ

ジ
町
村
を
紹
介
し
よ
う
。

町
村
は
市
内
か
ら
東
南
部
に
行
っ
た
丘
陵
地
に
あ

る
集
落
名
で
、歴
史
が
古
く
住
民
の
地
域
へ
の
愛
着
・

結
束
力
も
強
い
地
区
だ
と
い
う
。
間
も
な
く
欅
や
杉

の
大
木
を
背
景
に
し
た
大
き
な
民
家
が
現
れ
た
。
柿

の
実
が
熟
れ
、
ム
ラ
サ
キ
シ
キ
ブ
の
大
株
が
沢
山
実

を
つ
け
て
い
る
。
広
大
な
敷
地
の
先
に
頑
丈
な
木
造

建
て
平
屋
家
屋
が
建
っ
て
い
る
。
玄
関
を
入
る
と
竈か
ま
ど

の
あ
る
広
い
土
間
が
あ
り
、
周
り
に
焚
き
木
が
積
ま

れ
て
い
る
。そ
の
先
の
板
間
２
室
は
か
つ
て
は
台
所
・

キ
ッ
チ
ン
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
土
間
で
履
物
を
脱

い
で
右
手
に
上
が
る
と
、
12
畳
の
客
間
が
あ
り
、
そ

の
先
に
は
８
畳
の
和
室
が
３
部
屋
あ
る
。
大
黒
柱
、

襖
や
障
子
、
欄
間
等
、
匠
の
技
と
昔
な
が
ら
の
民
家

の
佇
ま
い
が
現
存
し
、
丁
寧
に
磨
き
上
げ
て
使
っ
て

き
た
こ
と
が
伺
え
る
。

奥
の
２
部
屋
が
宿
泊
用
に
使
用
さ
れ
、
寝
具
類
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。
家
の
中
か
ら
も
庭
の
草
花
が
鑑

賞
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
元
住
人
が
自
然
と

の
一
体
感
を
暮
ら
し
に
取
り
入
れ
た
粋
な
セ
ン
ス
の

持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

「
家
屋
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
は
殆
ど
し
て
い
ま
せ
ん
。

冬
も
マ
イ
ナ
ス
２
〜
５
℃
と
県
内
で
は
暖
か
い
方
な

の
で
、
暖
を
取
れ
ば
十
分
で
す
」
と
武
田
さ
ん
は
言

う
。
し
か
し
ビ
レ
ッ
ジ
開
設
に
当
た
っ
て
は
、
複
数

の
人
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
ト
イ
レ
、
風
呂
を
男

女
別
に
新
設
し
、
台
所
の
備
品
や
寝
具
を
増
や
し
た
。

ビ
レ
ッ
ジ
で
出
迎
え
て
く
れ
た
の
は
〝
家
守
〞
の

半
田
理ま
さ

人と

さ
ん（
28
）。
東
京
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し

て
い
る
時
、
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
町
村
が
東
京
で
開
催

し
て
い
る
「
寄
合
」
の
会
に
参
加
し
て
当
施
設
を
知

り
、
平
成
27
年
８
月
よ
り
管
理
人
と
し
て
移
住
し
た
。

妻
子
を
隣
接
す
る
井
川
町
に
残
し
て
24
時
間
体
制
で

管
理
に
当
た
っ
て
い
る
が
「
こ
こ
の
暮
ら
し
は
大
変

魅
力
的
で
、
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
」
と
言
う
。

さ
て
、
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
町
村
の
仕
組
み
は
こ
う

だ
。
施
設
を
利
用
す
る
た
め
に
は
〝
村
民
〞
に
な
る

こ
と
が
必
要
で
、〝
年
貢
〞
と
し
て
年
会
費
を
１
人
３

０
０
０
円
支
払
う
。
宿
泊
す
る
場
合
も
１
人
３
０
０

０
円
支
払
う（
子
ど
も
、
幼
児
は
割
引
。
団
体
貸
切

制
度
も
あ
る
）。
利
用
者
か
ら
は
、
竈
で
施
設
が
用

意
し
た
あ
き
た
こ
ま
ち
を
炊
き
、
採
れ
た
て
の
地
元

野
菜
や
鶏
豚
肉
等
が
味
わ
え
る
と
大
変
好
評
の
よ
う

だ（
実
費
）。

村
民（
会
員
）は
現
在
約
２
０
０
０
人
お
り
、
関
東

地
方
在
住
者
が
半
分
、
東
北
地
方
在
住
の
人
が
４
５

０
人
だ
と
い
う
。
地
元
の
人
も
会
員
に
な
っ
て
活
動

を
支
え
て
く
れ
て
い
る
が
、
公
的
な
交
流
施
設
と
勘

違
い
し
て
か
、
勝
手
に
出
入
り
す
る
住
民
も
い
る
よ

う
だ
。

武
田
さ
ん
は
「
全
国
各
地
に
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
を

作
る
の
が
夢
で
、
会
員
に
な
る
と
何
処
の
ビ
レ
ッ
ジ

も
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
各
地
の
古
民
家
を

保
存
し
て
い
く
こ
と
、
都
市
な
ど
か
ら
〝
村
民
〞
が

行
く
こ
と
で
ム
ラ
を
元
気
に
す
る
こ
と
で
す
」
と
語

り
、
12
軒
の
ビ
レ
ッ
ジ
開
設
を
め
ざ
し
て
各
地
へ
出

か
け
て
い
る
。
す
で
に
昨
年
、
香
川
県
仁
尾
町
に
２

番
目
の
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

「
寄
合
」は
、
会
員
た
ち
が
交
流
を
深
め
、
田
舎
に

関
心
を
持
つ
自
由
参
加
の
集
い
で
、
東
京
で
は
日
本

橋
で
武
田
さ
ん
が
設
立
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
た
お

に
ぎ
り
店
「
あ
ん
ど
ん
」
が
拠
点
に
な
っ
て
い
る
。

週
一
度
は
誰
彼
と
な
く
集
ま
り
、「
き
り
た
ん
ぽ
」

を
味
わ
い
な
が
ら
田
舎
の
話
に
興
ず
る
ら
し
い
。

親
子
の
カ
レ
ー
持
ち
寄
り
イ
ベ
ン
ト

翌
日
の
日
曜
日
は
、
土
砂
降
り
に
な
っ
た
た
め
茅

刈
り
の
行
事
は
中
止
に
な
っ
た
。
昨
年
の
秋
に
収
穫

し
た
茅
が
土
間
の
上
の
物
置
に
保
管
し
て
あ
っ
た
。

集
め
た
茅
を
補
修
が
必
要
な
箇
所
の
整
備
に
充
て
て

い
る
が
、
補
修
す
る
た
め
に
は
茅
の
ス
ト
ッ
ク
が
必

▲茅刈りを予定して鎌や長靴、縄等を用意す
る半田さん　▶ ビレッジの前で、家守の半田
さん（左）と村長の武田さん
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要
に
な
る
。
茅
は
富
津
内
地
区
の
河
川
敷
に
自
生
す

る
葦
を
採
集
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
日

の
雨
は
激
し
く
、
作
業
は
断
念
し
た
。

代
わ
っ
て
今
日
は
正
午
か
ら
、
地
元
の
親
子
が
集

ま
っ
て
き
て
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
味
わ
う
会
が
あ
る
と

い
う
。
５
人
の
女
性
た
ち
が
自
宅
で
そ
れ
ぞ
れ
具
や

味
が
異
な
る
カ
レ
ー
を
作
っ
て
き
て
、
ビ
レ
ッ
ジ
で

皆
で
頂
く
の
だ
と
い
う
。
そ
の
た
め
武
田
さ
ん
は
部

屋
を
掃
除
し
て
暖
房
を
し
、
半
田
さ
ん
は
大
釜
で
ご

飯
を
炊
く
準
備
に
追
わ
れ
た
。
竈
で
あ
か
あ
か
と
薪

が
燃
え
出
し
た
頃
、
大
き
な
鍋
や
保
温
器
に
カ
レ
ー

を
入
れ
た
若
い
お
母
さ
ん
や
子
供
た
ち
が
次
々
や
っ

て
き
た
。
お
父
さ
ん
の
参
加
も
多
く
、
広
い
座
敷
は

大
賑
わ
い
。
カ
レ
ー
を
作
っ
て
き
た
女
性
た
ち
が
立

っ
て
ま
ず
説
明
を
し
た
。
牛
す
じ
を
ゆ
っ
く
り
煮
込

ん
だ
コ
ラ
ー
ゲ
ン
た
っ
ぷ
り
の
カ
レ
ー
、
子
供
た
ち

に
食
べ
て
ほ
し
い
と
野
菜
と
鶏
肉
た
っ
ぷ
り
の
カ
レ

ー
、
焼
き
上
げ
た
鶏
肉
に
隠
し
味
に
酒
粕
を
入
れ
た

香
味
カ
レ
ー
、
イ
カ
や
エ
ビ
等
の
魚
貝
カ
レ
ー
、
各

種
根
菜
類
を
ト
マ
ト
味
で
煮
込
ん
だ
大
人
好
み
の
カ

レ
ー
等
で
、
炊
き
立
て
の
ご
飯
に
サ
ラ
ダ
も
た
っ
ぷ

り
。
お
母
さ
ん
は
皆
秋
田
美
人
だ
が
、
聞
い
て
み
る

と
嫁
い
で
き
た
女
性
も
多
か
っ
た
。

こ
こ
は
地
域
の
人
も
好
ん
で
利
用
し
て
お
り
、
子

供
た
ち
が
広
い
畳
の
部
屋
を
喜
々
と
走
り
回
っ
た
り

す
る
姿
が
印
象
的
だ
っ
た
。

日
本
橋
で
お
米
や
お
に
ぎ
り
を
販
売

前
述
し
た
、
武
田
さ
ん
が
平
成
22
年
に
は
じ
め
た

お
米
の
ネ
ッ
ト
販
売
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
発
展
、
軌

道
に
乗
り
、「
ト
ラ
男
米
」
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
。

「
農
業
の
未
来
は
俺
た
ち
が
変
え
る
」
と
い
う
専
業

農
家
の
若
者
３
人
が
こ
だ
わ
っ
て
生
産
す
る
米
で
、

玄
米
、
白
米
を
直
販
し
て
い
る
。
首
都
圏
で
の
試
食

会
や
田
植
え
・
稲
刈
り
の
体
験
会
等
の
イ
ベ
ン
ト
も

行
い
、
顔
の
見
え
る
関
係
を
大
切
に
し
て
い
る
。

そ
の
美
味
し
い
お
米
を
お
に
ぎ
り
や
き
り
た
ん
ぽ

に
し
て
販
売
し
て
い

る
の
が
、
日
本
橋
本

町
に
オ
ー
プ
ン
し
た

「
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｎ（
あ
ん

ど
ん
）」。
1
階
の
カ

ウ
ン
タ
ー
で
は
炊
立

て
の
ご
飯
を
客
の
注

文
に
合
わ
せ
て
握
り
、

客
は
２
階
で
食
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
２

階
は
テ
ー
ブ
ル
の
周

り
に
、
地
方
の
食
や

観
光
を
ガ
イ
ド
す
る

本
や
雑
誌
、
農
業
に

関
す
る
専
門
書
等
が

置
か
れ
て
お
り
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
が
地
方

や
田
舎
暮
ら
し
に
関

心
を
持
つ
よ
う
に
演

出
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
は
シ
ェ
ア
ビ

レ
ッ
ジ
町
村
の
村
民

た
ち
の
「
寄
合
」
の

場
に
も
な
っ
て
い
て
、

夜
は
き
り
た
ん
ぽ
に

秋
田
自
慢
の
地
酒
が

人
気
だ
と
い
う
。
４

階
は
武
田
さ
ん
の
東

京
事
務
所
＆
宿
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

い
つ
も
移
動
し
な
が
ら
ス
マ
ホ
や
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ

ン
と
楽
し
そ
う
に
向
き
合
っ
て
い
る
武
田
さ
ん
、
次

に
何
を
始
め
る
か
楽
し
み
で
あ
る
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
満
田
美
樹

●シェアビレッジ町村 ☎080-1849-1026
　http://sharevillage.jp 
●ANDON（あんどん）☎03-3527-2498

▲家で作って持ち寄った自慢のカレー。それぞれが材料、調理を工夫しており、大変美味だった
上/竈の火炊きをする半田さんと見守る子供
◀ 5種の異なった味のカレー

▲「あんどん」２階。地域紹介書や農業専門書
のミニ図書館を併設
▶「あんどん」の玄関で。武田昌大さん（左）と
竹田勝平店長
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震
災
の
痛
手
を
再
生
に
向
け
て

日
本
有
数
の
漁
業
県
と
し
て
知
ら
れ
る
宮
城
県
。

そ
の
漁
業
生
産
額
は
年
間
６
６
９
億
円
に
上
る（
平

成
26
年
度
）が
、
う
ち
４
割
余
り
は
カ
キ
、
ホ
タ
テ
、

ワ
カ
メ
な
ど
の
養
殖
業
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。

平
成
23
年
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
で
は
、
宮

城
県
は
空
前
の
津
波
被
害
に
見
舞
わ
れ
た
。
漁
業
関

連
の
被
害
は
甚
大
な
も
の
で
、
養
殖
業
だ
け
を
と
っ

て
も
被
害
額
は
８
１
９
億
円
。
こ
れ
は
県
の
養
殖
業

の
年
間
生
産
額（
当
時
）の
お
よ
そ
３
倍
に
あ
た
る
。

震
災
直
後
か
ら
宮
城
県
漁
協
で
は
、
国
や
県
の
補

助
事
業
を
活
用
し
て
、
組
合
員
の
事
業
再
建
に
取
り

組
ん
だ
。
海
中
に
た
く
さ
ん
の
ガ
レ
キ
が
堆
積
し
た

た
め
、
ま
ず
こ
の
ガ
レ
キ
撤
去
作
業
に
よ
っ
て
組
合

員
の
生
活
支
援
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
国
や
県
に

よ
る
本
格
的
な
漁
業
の
復
興
が
図
ら
れ
る
と
、
失
っ

平成23年3月11日の東日本大震災の津波により、宮城県の漁業
は甚大な被害に見舞われた。これにより沿岸の漁師たちは一気
に窮地に立たされ、廃業を決めた者も少なくない。しかし、公
の支援や個人の熱意によってすでにほぼ以前と同様の漁業を回
復させた漁師たちも多い。今回はその一つの事例として、「十

じゅう

三
さん

浜
はま

のワカメ」を主力に販路を新たに開拓する、石巻市北上町
十三浜の漁業生産組合「浜

はま

人
んと

」を紹介する。

十
三
浜
ワ
カ
メ
の
価
値
を
さ
ら
に
高
く

漁
業
生
産
組
合﹇
浜は

ま

人ん

と

﹈の
挑
戦

宮
城
県
石い

し
の

巻ま
き

市し

北き
た

上か
み

町ま
ち

◀「浜人」ではホタテの養殖にも力を入れている。
北上川から流れ込む栄養分が美味しい貝を育てる

▲浜人の阿部さんらによる春のワカメ漁の
様子。最盛期で浜も加工場も大忙しとなる

▲浜人のある十三浜大指の集落。津波によっ
てすべてがさらわれた浜の一つだ

▲「浜人」の事務所兼加工場。津波で流された
阿部さんの自宅跡地にある

起業して
地域を元気に
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た
漁
船
の
建
造
や
中
古
船
の
購
入
、
さ
ら
に
は
定
置

網
、
養
殖
施
設
な
ど
の
取
得
が
各
種
支
援
事
業
を
活

用
し
て
図
ら
れ
て
い
っ
た
。

今
回
訪
れ
た
石
巻
市
も
、
そ
う
し
て
復
旧
が
行
わ

れ
た
漁
業
の
ま
ち
で
あ
る
。
好
漁
場
で
知
ら
れ
る
三

陸
海
岸
の
南
部
に
位
置
し
、
年
間
漁
獲
高
は
約
9
万

５
０
０
０
ト
ン（
平
成
28
年
）で
、
量
で
県
下
ナ
ン
バ

ー
ワ
ン
、
金
額
で
は
気
仙
沼
に
次
ぎ
県
下
2
位
を
誇

る
。
三
陸
沖
か
ら
サ
バ
、
カ
ツ
オ
、
タ
ラ
、
サ
ン
マ

な
ど
多
種
多
様
な
魚
が
揚
が
り
、
沿
岸
部
で
は
カ
キ
、

ホ
タ
テ
、
海
苔
、
ワ
カ
メ
、
ギ
ン
ザ
ケ
な
ど
の
養
殖

が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
の
際
に
は
、
震
源
に
近
い
石
巻
は

陸
も
海
も
徹
底
的
に
痛
め
つ
け
ら
れ
た
。
家
族
や
住

む
家
を
な
く
し
た
漁
師
、
そ
れ
ら
が
助
か
っ
て
も
漁

船
や
養
殖
施
設
、
加
工
施
設
な
ど
を
失
っ
た
漁
師
が

多
く
、
彼
ら
は
一
気
に
生
計
の
途
を
断
た
れ
て
し
ま

っ
た
。
震
災
前
か
ら
の
深
刻
な
課
題
で
あ
る
後
継
者

不
足
に
拍
車
が
か
か
り
、「
今
後
の
負
担
と
年
齢
を
考

え
る
と
、
も
う
漁
師
は
続
け
ら
れ
な
い
」
と
、
海
で

の
仕
事
に
見
切
り
を
つ
け
る
者
も
続
出
し
た
。

し
か
し
そ
ん
な
逆
境
の
中
で
、
新
し
い
漁
業
の
あ

り
方
を
模
索
す
る
動
き
も
生
ま
れ
て
い
る
。
石
巻
市

北
上
町
十じ
ゅ
う

三さ
ん

浜は
ま

で
、
ワ
カ
メ
養
殖
を
中
心
に
活
動

す
る
漁
業
生
産
組
合
「
浜は
ま

人ん
と

」
も
そ
の
一
つ
だ
。

ワ
カ
メ
を
軸
に
新
た
な
事
業
へ

「
十
三
浜
の
ワ
カ
メ
は
歯
ご
た
え
と
風
味
が
違
う
ん

で
す
。
外
洋
に
面
し
て
い
て
波
が
強
く
水
が
澄
ん
で

い
る
の
で
、
光
が
よ
く
届
く
海
中
で
ワ
カ
メ
は
波
に

も
ま
れ
て
育
ち
ま
す
。
ま
た
、
北
上
川
の
河
口
に
位

置
し
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
含
ん
だ
淡
水
が
適
度
に
混
じ
る

こ
と
も
好
条
件
を
生
ん
で
い
ま
す
」

そ
う
語
る
の
は
、
浜
人
で
理
事
を
務
め
る
漁
師
の

阿
部
勝し
ょ
う

太た

さ
ん
。
漁
師
仲
間
10
数
名
と
協
力
し
あ
っ

て
新
た
な
漁
業
に
挑
戦
し
て
い
る
若
き
リ
ー
ダ
ー
だ
。

阿
部
さ
ん
は
十
三
浜
の
漁
師
の
家
に
生
ま
れ
、
高

校
を
出
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
送
っ
た
の
ち
、
20

代
前
半
で
家
業
を
継
い
だ
。
目
の
前
の
海
で
ワ
カ
メ

や
昆
布
、
ホ
タ
テ
を
獲
り
、
そ
れ
を
日
々
漁
協
へ
納

め
る
―
―
そ
ん
な
漁
師
と
し
て
の
当
た
り
前
の
生
活

を
、
祖
父
や
父
と
同
じ
よ
う
に
自
分
も
送
る
も
の
だ

と
阿
部
さ
ん
は
思
っ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
漁

師
に
な
っ
て
2
年
目
、
東
日
本
大
震
災
が
状
況
を
大

き
く
変
え
る
こ
と
に
な
る
。

「
自
宅
も
船
も
養
殖
施
設
も
す
べ
て
流
さ
れ
ま
し
た
。

幸
い
家
族
は
無
事
で
し
た
が
、
道
路
も
橋
も
な
く
な

っ
て
完
全
に
集
落
が
孤
立
は
す
る
し
、
食
べ
る
も
の

も
着
る
も
の
も
な
く
、
し
ば
ら
く
は
仕
事
ど
こ
ろ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」

１
〜
２
カ
月
し
て
状
況
は
少
し
落
ち
着
い
た
が
、

今
度
は
「
仕
事
を
ど
う
す
る
か
？
」
と
い
う
問
題
が

重
く
の
し
か
か
っ
て
き
た
と
い
う
。
公
的
な
支
援
は

あ
る
と
は
い
え
、
漁
業
を
再
開
す
る
に
は
莫
大
な
資

金
が
必
要
に
な
る
。
借
金
の
返
済
な
ど
こ
の
先
の
苦

労
を
考
え
る
と
、
漁
師
を
続
け
る
こ
と
を
た
め
ら
わ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

「
海
の
仕
事
を
続
け
よ
う
」
と
言
い
出
し
た
の
は
、

意
外
に
も
父
親
だ
っ
た
。
漁
師
仲
間
た
ち
と「
浜
人
」

と
い
う
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
仕
事
を
再
開
し
た
の

だ
。
さ
い
わ
い
グ
ル
ー
プ
で
の
事
業
に
対
し
て
補
助

金
が
出
た
こ
と
も
あ
り
、
阿
部
さ
ん
も
漁
師
と
し
て

再
び
や
っ
て
い
く
こ
と
を
決
め
た
。

し
か
し
、
課
題
は
山
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
最
た
る

も
の
が
事
業
再
開
の
た
め
に
抱
え
た
借
金
の
返
済
で

あ
る
。

「
補
助
金
も
出
ま
し
た
が
、

個
人
と
し
て
か
な
り
の
借

金
を
背
負
う
こ
と
に
な
っ

た
ん
で
す
。
そ
の
返
済
を

考
え
る
と
、
獲
っ
た
海
産

物
を
漁
協
に
収
め
て
収
入

を
得
る
と
い
う
従
来
の
形

で
は
と
て
も
や
っ
て
い
け

な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
」悩

ん
だ
阿
部
さ
ん
は
、
改
め
て
自
分
の
携
わ
る
漁

業
に
つ
い
て
「
経
営
」
と
い
う
側
面
か
ら
見
直
し
て

み
る
こ
と
に
し
た
。
漁
業
の
事
例
だ
け
で
な
く
、
同

じ
一
次
産
業
で
あ
る
農
業
に
も
効
率
的
な
経
営
の
事

例
を
探
し
、
と
き
に
は
農
家
の
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
へ

▲
▶
 浜
人
の
阿
部
勝
太
さ
ん
。浜
の
漁
師
で
あ
り
、

新
し
い
漁
業
の
あ
り
方
を
考
え
る
若
き
リ
ー
ダ
ー

▲浜で採れた昆布を「結び昆布」に加工する

▲パックされた十三浜産ワカメ商品
◀ 浜人の加工場でのワカメの芯抜き作業。ワ
カメの葉や茎の部分を切り分けて商品化する
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も
足
を
運
ん
で
最
新
の
経
営
手
法
を
勉
強
し
た
。

「
そ
こ
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
付
加
価
値
、
販
路
と

い
っ
た
言
葉
に
出
会
い
ま
し
た
。
農
業
の
世
界
で
は

す
で
に
新
し
い
考
え
方
に
基
づ
く
経
営
革
新
が
進
ん

で
い
た
ん
で
す
ね
」

農
業
で
の
成
功
事
例
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
「
浜
人
」

の
事
業
を
見
直
し
、
そ
れ
ま
で
の
漁
協
オ
ン
リ
ー
で

な
い
新
た
な
漁
業
の
形
を
阿
部
さ
ん
は
実
践
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

ブ
ラ
ン
ド
化
に
よ
る
高
付
加
価
値
づ
く
り

と
漁
師
の
協
業
化

現
在
、
浜
人
に
は
10
名
あ
ま
り
の
漁
師
が
所
属
し
、

繁
忙
期
に
は
パ
ー
ト
な
ど
も
加
え
て
18
名
ほ
ど
の
体

制
に
な
る
。
チ
ー
ム
で
ワ
カ
メ
、
昆
布
、
ホ
タ
テ
な

ど
養
殖
を
中
心
と
し
た
漁
業
を
展
開
し
、
加
工
、
販

売
ま
で
行
っ
て
い
る
。

当
初
こ
そ
獲
っ
た
魚
介
は
漁
協
へ
６
割
納
め
、
あ

と
の
４
割
を
自
前
の
在
庫
と
し
て
い
た
が
、
必
死
の

営
業
活
動
も
実
っ
て
現
在
は
す
べ
て
自
前
の
販
路
で

さ
ば
け
る
よ
う
に
な
り
、
事
業
も
軌
道
に
乗
る
よ
う

に
な
っ
た
。

「
自
分
の
場
合
、
漁
協
１
０
０
％
の
や
り
方
の
ま
ま

で
は
確
実
に
食
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
切
羽

詰
ま
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
、
新
し
い
や
り
方
に

シ
フ
ト
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
漁
協
を

否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
ん
で
す
」

当
初
か
ら
目
標
と
し
た
の
は
、
国
内
最
高
級
ク
ラ

ス
の
「
十
三
浜
の
ワ
カ
メ
」
の
付
加
価
値
を
さ
ら
に

高
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
１
０
０
円
の
も
の
が
１
２
０

円
、
１
３
０
円
で
売
れ
て
こ
そ
浜
人
を
運
営
す
る
意

味
が
あ
る
し
、
か
か
わ
る
漁
師
み
ん
な
に
利
益
が
還

元
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
阿
部
さ
ん
が
考
え
て
い
る
プ
ラ
ン
が
あ

る
。
そ
れ
は
未
利
用
資
源
の
活
用
。
ワ
カ
メ
は
ほ
ん

の
少
し
虫
に
喰
わ
れ
て
い
た
り
色
が
悪
か
っ
た
り
す

る
だ
け
で
、
こ
れ
ま
で
商
品
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
多
少
見
た
目
が
悪
い
ワ
カ
メ
で
も
味
は
変
わ

ら
な
い
し
、
調
理
し
て
し
ま
え
ば
そ
の
見
た
目
も
関

係
な
く
な
る
。
現
在
、
阿
部
さ
ん
は
、
未
利
用
の
ワ

カ
メ
を
活
か
し
て
新
た
な
商
品
と
す
る
た
め
、地
元
・

石
巻
の
加
工
業
者
や
ス
ー
パ
ー
、
飲
食
店
な
ど
に
働

き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。

「
浜
人
」
の
理
事
の
一
人
で
、
ベ
テ
ラ
ン
漁
師
の

佐
々
木
克
弥
さ
ん
に
も
話
を
う
か
が
っ
た
。
佐
々
木

さ
ん
は
、
震
災
以
前
、
や
は
り
個
人
で
漁
を
行
い
海

産
物
の
ほ
と
ん
ど
を
漁
協
へ
納
め
て
い
た
。

東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
見
舞
わ
れ
た
際
は
、
祖

父
や
父
が
言
っ
て
い
た
「
津
波
の
と
き
は
沖
へ
逃
げ

ろ
」
の
言
葉
に
従
っ
て
自
ら
の
船
を
沖
へ
走
ら
せ
た
。

３
月
12
日
に
か
け
て
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
ギ

リ
ギ
リ
の
一
夜
を
沖
の
船
上
で
過
ご
し
た
と
い
う
。

「
家
族
と
船
だ
け
は
幸
い
助
か
っ
た
も
の
の
、
家
や

漁
業
の
た
め
の
資
材
一
切
が
流
さ
れ
ま
し
た
。
漁
師

を
再
開
す
る
の
は
も
う
無
理
だ
と
絶
望
的
な
気
持
ち

に
な
り
ま
し
た
ね
」
と
佐
々
木
さ
ん
は
当
時
を
語
る
。

た
ま
た
ま
知
り
合
い
か
ら
浜
人
の
存
在
を
聞
き
、

震
災
の
年
の
５
月
か
ら
そ
の
仲
間
に
加
わ
る
こ
と
を

決
め
た
。
浜
人
の
や
り
方
に
す
ん
な
り
な
じ
め
た
の

も
、
佐
々
木
さ
ん
自
身
が
以
前
か
ら
ワ
カ
メ
の
直
販

も
し
て
お
り
、
自
ら
の
顧
客
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も

理
由
に
あ
る
。

「
十
三
浜
に
は
、
も
と
も
と
自
分
で
顧
客
を
持
っ
て

直
販
し
て
い
る
漁
師
も
少
な
く
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。

僕
も
そ
の
一
人
で
、
小
さ
い
な
が
ら
販
路
を
持
っ
て

い
た
か
ら
、
浜
人
の
や
り
方
に
抵
抗
は
な
か
っ
た
で

す
ね
」

十
三
浜
に
限
ら
ず
漁
業

後
継
者
不
足
は
各
地
で
問

題
に
な
っ
て
い
る
が
、

佐
々
木
さ
ん
は
そ
の
状
況

を
乗
り
越
え
る
に
は
、「
協

業
化
し
か
な
い
」
と
感
じ

て
い
る
と
い
う
。
協
業
化

と
は
、
漁
師
個
人
が
集
ま
っ
て
共
同
で
事
業
に
あ
た

り
収
益
を
分
配
す
る
こ
と
で
あ
り
、
浜
人
が
実
践
し

て
い
る
経
営
ス
タ
イ
ル
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
高
齢
の
漁
師
一
人
、
あ
る
い
は
経
験
の
浅
い
若
手

の
漁
師
一
人
だ
け
で
は
で
き
な
く
て
も
、
共
同
で
資

材
を
買
っ
た
り
作
業
を
行
っ
た
り
す
れ
ば
、
み
ん
な

で
発
展
し
て
い
け
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
こ

そ
、
浜
人
が
良
い
結
果
を
出
さ
な
く
て
は
と
思
っ
て

い
る
ん
で
す
よ
」
と
佐
々
木
さ
ん
。

取
材
に
伺
っ
た
日
は
、
ア
ワ
ビ
の
開
口
日
（
出
漁

が
許
さ
れ
る
日
）
に
あ
た
り
、
日
の
出
前
か
ら
始
ま

る
地
元
漁
師
の
作
業
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
磯

で
の
漁
の
風
景
は
昔
と
あ
ま
り
変
わ
る
こ
と
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
豊
か
な
海
の
恵
み
に
ど

の
よ
う
な
新
た
な
価
値
を
付
加
し
、
ど
の
よ
う
に
広

く
売
っ
て
い
く
か
と
い
う
形
に
つ
い
て
は
、
今
、
確

実
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
っ
た
。

文
／
加
藤
伸
一
　
写
真
／
小
林
恵

●漁業生産組合「浜人」☎0225-66-2071 ▲この日はアワビの開口日
（解禁日）で、よく育ったアワ
ビが次々と浜に揚がった

▶浜人に所属するベテラン漁
師、佐々木克弥さん。震災前は
近くの別の浜で活動していた 
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健
康
志
向
の
茶
葉
を
各
種
揃
え
て

伊
川
健
一
さ
ん（
36
）の
茶
販
売
店
＆
事
務
所
は
、

奈
良
県
大
和
郡
山
市
筒
井
町
、
近
鉄
筒
井
駅
前
に
あ

る
。
筒
井
駅
は
京
都
駅
と
橿か
し

原は
ら

、
奈
良
駅
と
法
隆
寺

を
結
ぶ
観
光
接
点
に
あ
り
、
法
隆
寺
へ
行
く
人
は
筒

井
駅
か
ら
バ
ス
に
乗
る
。「
健
一
自
然
農
園
」
の
茶

葉
販
売
店
は
、
両
親
が
営
ん
で
い
た
レ
ス
ト
ラ
ン
の

一
角
を
改
装
し
て
５
年
前
に
開
店
し
た
。
下
町
の
古

い
商
店
街
で
、
総
ひ
の
き
作
り
の
茶
店
は
人
目
を
ひ

く
。
木
の
香
り
に
満
ち
、
茶
葉
の

ミ
ニ
盆
栽
や
ア
ン
テ
ィ
ー
ク
な
茶

器
を
配
し
た
店
は
、
従
来
の
お
茶

屋
さ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
、
一

服
が
楽
し
め
る
茶
店
の
よ
う
だ
。

店
に
は
煎
茶
、
番
茶
、
ほ
う
じ
茶

の
他
に
、
大
和
で
古
く
か
ら
作
ら

れ
て
い
た
和
紅
茶
、
伊
川
さ
ん
が

開
発
し
た
薬
草
ブ
レ
ン
ド
茶
な
ど

が
、
ば
ら
売
り
の
ほ
か
テ
ィ
ー
パ

ッ
ク
に
も
し
て
売
ら
れ
て
い
る
。

後
で
ゆ
っ
く
り
試
飲
さ
せ
て
も
ら

っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
深
い
茶
葉

の
香
り
と
味
わ
い
が
あ
り
、
か
ら

だ
の
な
か
に
優
し
く
じ
ん
わ
り
と

浸
み
込
ん
で
い
く
。
お
茶
が
健
康

食
品
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ

さ
せ
て
く
れ
る
。

茶
葉
の
ミ
ニ
盆
栽
は
健
一
さ
ん

の
父
上
、
伊
川
孝
三
さ
ん
の
作
品
。

昔
か
ら
趣
味
で
園
芸
や
昆
虫
飼
育

を
し
て
お
り
、
閉
店
し
た
レ
ス
ト

ラ
ン
前
に
は
実
生
か
ら
育
て
た
茶
葉
の
盆
栽
が
40
鉢

ほ
ど
並
べ
ら
れ
、
家
の
中
も
外
も
ミ
ニ
植
物
園
の
よ

う
だ
。

そ
ん
な
両
親
の
影
響
を
受
け
て
育
っ
た
健
一
さ
ん

も
小
さ
い
時
か
ら
自
然
に
関
心
が
あ
っ
た
。
高
校
1

年
の
時
父
親
が
録
画
し
て
お
い
て
く
れ
た
テ
レ
ビ
番

高
校
時
代
よ
り
農
に
魅
せ
ら
れ
て
自
然
農
法
を
現
場
で

学
ん
だ
若
者
・
伊
川
健
一
さ
ん
は
、
茶
葉
の
歴
史
が
古

い
大
和
高
原
で
茶
栽
培
に
取
り
組
み
は
じ
め
た
。
耕
作

放
棄
さ
れ
た
茶
畑
は
無
農
薬
で
化
学
肥
料
も
消
え
て
い

て
、
彼
が
め
ざ
す
自
然
力
を
生
か
し
た
茶
の
栽
培
地
に

適
し
て
い
る
。
摘
み
取
り
時
期
や
製
法
等
に
も
こ
だ
わ

っ
た
「
健
一
自
然
農
園
」
の
製
茶
は
、
昔
な
が
ら
の
安

全
で
美
味
し
い
お
茶
だ
と
評
判
で
、
茶
農
家
か
ら
「
健

ち
ゃ
ん
に
後
継
し
て
欲
し
い
」
と
頼
ま
れ
る
ほ
ど
。
現

在
30
数
ヶ
所
、
10    

ha
を
超
え
る
茶
園
を
栽
培
し
て
い
る
。

▲宇陀市染田の山のてっぺんに広がる茶畑で伊川健一さん。一部の茶樹は3年伸ばし
て晩茶に仕立てると説明

▼店で販売を手伝う伊川千夏さん（弟・勝志さんの奥さま） ▼筒井駅前近くにある「健一自然農園」の茶店。ゆったり一服を
楽しみたい雰囲気だ

起業して
地域を元気に

大
和
高
原
の
茶
畑
を
再
生
す
る

﹇
健
一
自
然
農
園
﹈大
和
茶 

奈
良
県
山や

ま

添ぞ
え

村む
ら

他
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組
で
、
福
岡
正
信
氏
が
手

掛
け
る
自
然
農
法
と
い
う

も
の
を
知
り
、
自
然
農
法

を
人
生
の
軸
に
し
よ
う
と

決
意
し
た
と
言
う
。
同
様

の
農
地
が
三
重
県
伊
賀
市

の
「
天
地
農
場
」
と
知
り
、

春
休
み
、
夏
休
み
に
は
泊

り
が
け
で
研
修
に
出
か
け
、

平
時
も
月
１
回
は
出
か
け

て
畑
で
真
っ
黒
に
な
っ
て
働
い
た
。

そ
し
て
高
校
を
卒
業
す
る
と
、
早
速
念
願
の
大
和

高
原
へ
出
か
け
て
、
耕
作
放
棄
し
た
茶
畑
を
探
し
た
。

「
耕
作
放
棄
地
は
、農
薬
や
除
草
剤
、
化
学
肥
料
の
影

響
が
な
く
な
っ
て
い
て
、
自
然
農
法
に
向
い
て
い
る

ん
で
す
」
と
伊
川
さ
ん
は
言
う
。
そ
こ
で
出
会
っ
た

最
初
の
茶
畑
が
旧
都つ

祁げ

村（
現
奈
良
市
）の
畑
だ
っ
た
。

約
束
し
た
朝
10
時
、
筒
井
の
茶
店
に
お
洒
落
な
い

で
た
ち
で
現
れ
た
伊
川
健
一
さ
ん
は
、
我
々
を
大
和

高
原
に
あ
る
健
一
自
然
農
園
へ
案
内
し
て
く
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
今
は
農
閑
期
だ
が
、
全
国
の
茶
店
を

回
っ
た
り
イ
ベ
ン
ト
に
出
品
し
た
り
と
営
業
活
動
が

忙
し
い
上
に
、
最
近
は
健
一
自
然
農
園
の
自
然
農
法

や
伊
川
さ
ん
の
め
ざ
す
放
棄
地
の
再
生
活
動
を
知
り

た
い
と
公
演
等
を
依
頼
し
て
く
る
自
治
体
が
多
く
な

り
、
島
根
県
雲
南
市
へ
も
３
回
出
か
け
た
。

「
耕
作
放
棄
地
は
宝
の
山
、
奈
良
の
地
で
研
鑽
を
重

ね
て
来
た
エ
ッ
セ
ン
ス
を
携
え
て
、
地
方
創
生
の
力

添
え
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
伊
川

さ
ん
は
言
う
。

古
い
歴
史
を
持
つ
大
和
茶
・
大
和
高
原

筒
井
町
の
市
街
地
を
抜
け
る
と
、
間
も
な
く
収
穫

を
終
え
た
初
冬
の
田
畑
が
広
が
る
田
園
地
帯
に
な
り
、

伊
川
さ
ん
が
運
転
す
る
車
は
西
名
阪
自
動
車
道
に
入

っ
た
。「
こ
の
区
間
は
無
料
の
た
め
、
大
助
か
り
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
大
和
茶
の
栽
培
地
ま
で
約
30

分
で
行
き
ま
す
」
と
慣
れ
た
様
子
で
運
転
す
る
。
天

理
市
を
過
ぎ
る
と
高
峰
山
の
あ
る
五
ケ
谷
地
区
で
、

道
路
の
周
り
は
鬱
蒼
と
し
た
広
葉
樹
の
森
の
景
勝
地

帯
。
こ
こ
を
運
転
す
る
伊
川
さ
ん
に
と
っ
て
、
茶
葉

の
こ
と
、
そ
の
日
の
仕
事
の
こ
と
等
を
考
え
る
思
考

タ
イ
ム
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。

奈
良
に
お
け
る
茶
の
歴
史
は
古
く
、天
平
元
年（
７

２
９
）、
聖
武
天
皇
の
時
代
に
東
大
寺
の
大
仏
開
眼

の
折
に
「
宮
中
に
僧
を
召
し
て
茶
を
賜
っ
た
」
と
い

う
記
述
が
あ
り（「
公
民
根
源
」）、
ま
た
茶
樹
の
栽
培

で
は
大
同
元
年（
８
０
６
）に
弘
法
大
師
が
唐
か
ら
持

ち
帰
っ
た
茶
の
種
を
仏
隆
寺
の
開
祖
、
堅
恵
大
師
に

与
え
て
現
在
の
宇
陀
市
棒
原
地
区
に
播
種
し
た
の
が

大
和
茶
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
る
。
施
茶
は
寺
院
で
盛

ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
茶
栽
培
も
鎌
倉
時
代

に
は
奈
良
市
か
ら
吉
野
ま
で
行
わ
れ
、
茶
年
貢
も
課

せ
ら
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
江
戸
時
代
に
な
る

と
東
山
中
地
区（
現
在
の
山
添
村
、
旧
都
祁
村
）、
い

わ
ゆ
る
大
和
高
原
が
茶
栽
培
の
適
地
と
し
て
急
激
に

生
産
地
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

大
和
高
原
は
、
標
高
３
０
０
ｍ
以
上
の
高
原
が
多

い
。
朝
晩
の
温
度
差
が
激
し
い
高
冷
地
で
、
茶
葉
が

育
つ
た
め
に
は
厳
し
い
環
境
だ
が
、
茶
葉
は
ゆ
っ
く

り
育
つ
た
め
、
香
り
の
よ
い
良
質
な
茶
が
出
来
る
。

「
味
は
大
和
、
香
り
は
宇
治
」
と
も
い
わ
れ
、
上
品

で
腰
の
あ
る
味
が
大
和
茶
の
特
徴
だ
が
、
生
産
量
で

は
奈
良
県
は
全
国
７
位
。
日
本
茶
は
、
消
費
の
落
ち

込
み
と
価
格
の
低
迷
、
茶
栽
培
農
家
の
高
齢
化
で
生

産
量
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
、
奈
良
県
で
も
ピ
ー

ク
時（
昭
和
50
年
代
）の
40
％
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

自
然
力
を
生
か
し
た
茶
葉

そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
生
か
し
て

高
峰
山
の
森
を
抜
け
る
と
、
穏
や
か
な
里
山
風
景

が
現
れ
た
。
旧
都
祁
村
で
、
伊
川
さ
ん
が
茶
畑
と
出

会
い
、
栽
培
を
決
意
し
た
場
所
で
あ
る
。

河
川
の
分
水
地
で
も
あ
り
、
田
圃
脇
に
は
都
祁
分

水
神
社
が
祀
ら
れ
、
茶
の
木
が
盆
栽
仕
立
て
に
植
え

ら
れ
て
い
る
。
駐
車
場
の
周
り
も
茶
の
木
が
生
け
垣

と
し
て
植
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
が
古
く
か
ら
茶
の

ふ
る
さ
と
だ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

そ
の
先
方
の
丘
に
、
伊
川
さ
ん
が
栽
培
す
る
茶
畑

が
あ
っ
た
。

「
貸
し
て
く
れ
た
茶
畑
は
、
３
ｍ
も
あ
る
ブ
ッ
シ
ュ

状
の
樹
が
生
い
茂
っ
て
い
る
１
０
０
０
坪
の
耕
作
放

棄
地
で
、
そ
れ
が
茶
の
樹
だ
と
知
っ
て
愕
然
と
し
ま

し
た
。
来
る
日
も
来
る
日
も
ほ
ぼ
一
人
で
樹
を
剪
定

し
て
耕
し
、
気
が
つ
い
た
ら
夜
露
の
中
で
寝
込
ん
で

い
た
も
の
で
す
」
と
当
時
を
振
り
返
る
。
放
置
さ
れ

た
畑
の
再
生
は
、
言
葉
で
は
語
り
つ
く
せ
な
い
ほ
ど

苦
難
を
伴
っ
た
が
、
そ
れ
も
楽
し
く
、
茶
か
ら
学
ぶ

こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
う
。

近
く
の
道
の
駅
「
針
テ
ラ
ス
」
に
は
健
一
自
然
農

▶ 茶樹のミニ盆栽をする伊川孝三
さん。自慢の自作鉢で茎を曲げて
育てるため完成までに数年かかる

▶道の駅で販売されている
健一自然農園の茶製品

▲都祁分水神社。手入れされた茶樹が植
樹されている
▼各地に歴史の古い神社がある。大神神
社奥の院では女性たちが読経していた
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園
の
茶
が
販
売
さ
れ
て
い
た
。「
ま
だ
無
農
薬
、
化

学
肥
料
な
し
の
茶
の
評
価
は
全
体
的
に
は
低
い
が
、

健
一
さ
ん
の
茶
葉
は
好
評
で
す
」
と
店
員
が
言
う
。

昼
食
の
あ
と
は
、
山
添
村
の
茶
畑
へ
。
健
一
自
然

農
園
の
茶
畑
の
３
割
以
上
、
約
４
ha
が
山
添
村
に
あ

る
。
山
添
村
は
大
和
高
原
の
北
端
、
東
部
は
三
重
県

名
張
市
に
接
す
る
山
里
で
、
大
和
茶
栽
培
が
今
も
盛

ん
な
地
区
で
あ
る
。
日
本
茶
の
生
産
以
外
に
紅
茶
の

産
地
と
し
て
も
知
ら
れ
、
健
一
自
然
農
園
で
も
「
和

紅
茶
」
と
し
て
商
品
化
し
て
い
る
。

車
の
入
れ
な
い
よ
う
な
急
勾
配
の
道
を
歩
い
た
先

の
山
の
て
っ
ぺ
ん
や
、
山
林
の
中
に
点
在
し
て
い
る

茶
畑
も
あ
る
。
現
在
機
器
が
入
れ
る
茶
畑
は
、
農
家

が
所
有
し
て
い
た
機
器
を
譲
り
受
け
て
、
丸
刈
り,

角
刈
り
に
整
え
て
景
観
の
美
し
さ
に
も
配
慮
し
て
い

る
が
、
樹
の
成
長
に
任
せ
て
、
人
の
手
で
茶
葉
を
一

枚
一
枚
摘
み
取
る
茶
畑
も
あ
る
。

周
辺
に
広
葉
樹
や
竹
藪
が
茂
る
急
斜
面
の
茶
畑
は
、

間
伐
し
た
竹
を
刻
ん
で
ウ

ネ
の
間
に
敷
い
て
い
る
。

「
雑
草
を
抑
え
、
作
業
す

る
人
が
歩
き
や
す
く
す
る

工
夫
で
す
」
と
言
う
。
3

年
以
上
成
長
し
て
１
ｍ
ほ

ど
に
伸
び
た
茶
樹
は
、
冬
に
丸
刈
り
し
て
、
葉
も
茎

も
使
っ
て
薪
火
で
香
ば
し
く
焙
煎
し
て「
三
年
晩
茶
」

に
す
る
。
熱
い
湯
で
煎
れ
た
こ
の
番
茶
の
美
味
し
い

こ
と
。
栄
養
分
に
富
み
、
体
が
芯
か
ら
温
ま
る
。

そ
の
茶
畑
の
近
く
に
、
な
だ
ら
か
な
丘
陵
地
の

広
々
と
し
た
茶
園
が
あ
る
。
農
園
で
は
作
業
の
一
部

を
奈
良
市
の
障
害
者
施
設
に
委
託
し
て
い
る
。
生
徒

が
自
然
の
中
で
い
き
い
き
と
草
引
き
な
ど
を
行
な
っ

て
も
ら
う
事
で
、
茶
畑
も
彼
ら
も
元
気
に
な
っ
て
ゆ

く
と
言
う
。
同
時
に
手
摘
み
の
茶
葉
を
学
校
に
持
ち

込
み
、
子
ど
も
た
ち
に
お
茶
を
一
か
ら
作
る
食
育
授

業
と
い
う
未
来
へ
の
種
ま
き
も
行
っ
て
い
る
。

健
一
自
然
農
園
の
様
々
な
茶
畑
再
生
活
動
は
17
年

経
た
い
ま
、
周
辺
住
民
や
茶
製
造
関
係
者
か
ら
高
く

評
価
さ
れ
、「
健
ち
ゃ
ん
に
う
ち
の
茶
畑
を
後
継
し
て

欲
し
い
」
と
い
う
農
家
の
依
頼
も
多
く
な
っ
た
。
そ

の
た
め
現
在
30
カ
所
、
約
10 

ha
を
耕
作
す
る
ま
で
に

な
っ
た
。
宇
陀
市
に
農
園
事
業
所
兼
工
場
を
設
置
し
、

従
業
員
は
茶
製
造
係
を
含
め
て
常
勤
で
10
名
に
な
っ

た
。組

織
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
、
商
品
販
売
に
も
力

を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
伊
川
さ
ん
は
「
不
思
議

と
販
売
の
ご
縁
が
国
内
外
に
、
広
が
っ
て
き
ま
し
た
。

元
来
、薬
と
し
て
伝
わ
っ
た
お
茶
の
原
点
を
、今
後
さ

ら
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
語
る
。

「
健
ち
ゃ
ん
に
は
降
参
だ
よ
」

山
添
村
で
伊
川
さ
ん
が
お
世
話
に
な
り
、
親
し
く

交
流
し
て
い
る
人
が
い
る
。
山
添
村
観
光
協
会
事
務

局
長
の
向
井
秀
充
さ
ん
で
、
伊
川
さ
ん
に
休
耕
地
の

紹
介
、
山
添
村
で
古
く
か
ら
製
造
さ
れ
て
き
た
紅
茶

の
ア
ド
バ
イ
ス
等
を
し
て
く
れ
た
。

「
山
添
村
の
人
口
は
６
０
０
０
人
い
た
が
い
ま
は
３

６
０
０
人
で
、
農
家
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

村
に
は
大
手
と
提
携
し
て
い
る
茶
園
が
５
、
６
社
は

あ
る
が
、
若
者
は
外
で
働
い
て
い
る
。
私
は
公
務
員

で
、
地
域
づ
く
り
と
交
流
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
時
現
れ
た
健
一
君
は
、
自
信
満
々
に

自
然
農
法
を
語
っ
た
。
信
念
は
し
っ
か
り
し
て
い
る

が
、
本
当
に
茶
園
を
再
生
で
き
る
か
は
疑
問
だ
っ
た

ね
。
で
も
今
で
は
脱
帽
、
降
参
し
ま
し
た
」
と
い
っ

て
笑
う
。
山
添
特
産
の
紅
茶
を
淹
れ
て
く
れ
た
が
、

紅
茶
の
円
や
か
な
香
り
に
あ
ふ
れ
大
変
美
味
し
い
。

昭
和
33
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
開
催
さ
れ
た
世
界
紅
茶
品

評
会
で
最
優
秀
賞
を
受
賞
し
て
い
る
優
れ
も
の
だ
。

同
じ
茶
葉
な
の
に
ど
う
し
て
紅
茶
に
な
る
の
か
不
思

議
で
あ
る
。

「
健
ち
ゃ
ん
が
こ
こ
で
茶
栽

培
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、

住
民
の
茶
へ
の
関
心
が
高
ま

り
ま
し
た
。
月
1
回
か
す
が

が
ー
で
ん（
地
区
公
民
館
）に

集
ま
っ
て
、
食
事
し
て
一
服

す
る
集
い
も
行
っ
て
い
ま
す
。

伊
川
さ
ん
が
茶
に
つ
い
て
講

義
し
て
く
れ
る
の
を
楽
し
み

に
す
る
住
民
も
多
い
で
す

よ
」
と
向
井
さ
ん
は
言
う
。

大
和
高
原
に
は
、
由
緒
あ

る
神
社
や
寺
院
が
点
在
し
、

丘
陵
地
に
は
深
緑
の
茶
畑
が

ち
ら
ほ
ら
。
日
本
の
原
風
景

が
今
も
し
っ
か
り
息
づ
い
て

い
る
里
山
だ
っ
た
。

文
／
浅
井
登
美
子

写
真
／
小
林
恵

●健一自然農園 ☎0743-56-3313
　http://www.kencha.jp
●伊川健一 http://ikawakenichi.asia/

◀ 「健ちゃんには降参だ」と言って自
慢の紅茶を淹れてくれる向井秀充さ
ん(左)と伊川健一さん

▲茶の花や実は化粧品に。
無農薬のため人気がある
◀冬は-10℃にもなるが、茶
樹は自分の力で逞しく育っ
ていくと伊川さんは言う
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別
名
「
伯ほ
う

耆き

富ふ

士じ

」
と
呼
ば
れ
る
名
峰
・
大だ
い

山せ
ん

。
そ
の

雄
姿
を
望
む
伯
耆
町
に
、
ど
ぶ
ろ
く
と
手
打
ち
そ
ば
で

地
域
活
性
化
を
図
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
。
町
の
最

南
端
に
位
置
す
る
福
岡
地
区
の
人
々
だ
。「
高
齢
化
の
進

む
地
域
を
少
し
で
も
元
気
に
し
た
い
」
と
の
思
い
か
ら

造
ら
れ
は
じ
め
た
「
源
流
ど
ぶ
ろ
く 

上か
み

代だ
い

」
は
、
平
成

24
年
度
の
「
全
国
ど
ぶ
ろ
く
コ
ン
テ
ス
ト
」
濃
芳
醇
の

部
で
最
優
秀
賞
を
獲
得
し
た
。
快
挙
の
裏
に
ど
の
よ
う

な
物
語
が
あ
っ
た
の
か
。錦
秋
に
染
ま
る
山
里
を
訪
ね
た
。

ど
ぶ
ろ
く
で
地
域
活
性
化

「
源
流
ど
ぶ
ろ
く 

上
代
」
を
製
造
し
て
い
る
株
式

会
社
上
代
は
、
鳥
取
県
の
西
部
、
伯
耆
町
福
岡
地
区

に
あ
る
。

『
里
の
秋
』
と
い
う
唱
歌
が
思
わ
ず
口
を
つ
い
て

出
そ
う
な
、
ま
さ
に
〝
静
か
な
、
静
か
な
山
里
〞
だ
。

こ
の
あ
た
り
は
か
つ
て
た
た
ら
製
鉄
が
さ
か
ん
だ

っ
た
そ
う
だ
。
明
治
か
ら

大
正
に
か
け
て
は
和
鉄
製

造
の
「
福
岡
山
製
鉄
所
」
を
中
心

に
お
よ
そ
３
０
０
人
が
暮
ら
し
、

近
く
に
は
旅
館
や
店
舗
な
ど
も
あ

っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
製
鉄
の
衰
退
と
と
も

に
地
域
も
さ
び
れ
、
現
在
は
67
世

帯
、
人
口
約
１
６
５
人
、
高
齢
化

率
50
％（
平
成
28
年
３
月
時
点
）を
超
え
る
。

株
式
会
社
上
代
の
社
長
・
田た

邊な
べ

公き
み

教の
り

さ
ん
は
、

「
福
岡
に
は
５
つ
の
集
落
が
あ
る
の
で
す
が
、
高
齢

化
で
存
続
が
難
し
く
な
り
、
平
成
20
年
に
１
つ
に
再

編
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
機
に
地
域
の
活
性
化
に

つ
い
て
協
議
し
た
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
米

子
市
の
真ま

寿す

鏡か
が
み

と
い
う
酒
造
会
社
に
勤
め
て
い
た
こ

の
地
区
出
身
の
安あ

達だ
ち（

良よ
し

文ふ
み

）く
ん
が
、
会
社
の
倒
産

で
実
家
に
戻
っ
て
お
り
、『
ど
ぶ
ろ
く
を
作
っ
て
地
域

を
活
性
化
で
き
な
い
か
』
と
進
言
し
た
ん
で
す
」

実
は
、
福
岡
地
区
は
〝
酒
造
り
〞
に
浅
か
ら
ぬ
縁

が
あ
っ
た
。
平
成
17
年
頃
に
地
元
の
人
た
ち
が
中
心

に
な
っ
て
「
源
流
米
で
酒
を
造
る
会
」
を
結
成
し
、

真
寿
鏡
と
連
携
し
て
、
こ
の
地
で
栽
培
し
た
米
を
原

料
と
し
て
に
ご
り
酒
を
造
っ
て
い
た
の
だ
。
に
ご
り

酒
は
好
評
だ
っ
た
が
、
真
寿
鏡
の
廃
業
に
よ
っ
て
製

造
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
惜
し
む

声
が
、
ど
ぶ
ろ
く
造
り
を
後
押
し
し
た
。
ま
た
当
時
、

鳥
取
県
内
に
は
「
ど
ぶ
ろ
く
特
区
」
が
な
か
っ
た
た

ど
ぶ
ろ
く
と
手
打
ち
そ
ば
で
地
域
を
元
気
に

﹇
源
流
ど
ぶ
ろ
く
上
代
﹈

鳥
取
県
伯ほ

う

耆き

町ち
ょ
う

福ふ
く

岡お
か

地ち

区く

▶ どぶろくと同じ酒米を使って
つくる甘酒も絶品

▲野上川の源流、鎌倉山から湧き出す豊
かな水
▼生活排水の入らない清らかな湧水で
育てられる源流米

▶「源流どぶろく上代」と手打ちそば
▼のどかな山あいの里、伯耆町福岡地区

起業して
地域を元気に
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め
、「
鳥
取
県
初
の
ど
ぶ
ろ
く
特
区
」
を
誕
生
さ
せ
る

こ
と
に
県
側
も
前
向
き
だ
っ
た
。

「
こ
う
し
て
、
ど
ぶ
ろ
く
醸
造
の
許
可
を
得
る
た
め

の
申
請
に
取
り
か
か
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
ど
ぶ

ろ
く
特
区
と
な
る
た
め
に
は
、
区
内
で
ど
ぶ
ろ
く
が

味
わ
え
る
食
堂
や
民
宿
を
営
業
す
る
こ
と
が
条
件
だ

っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
発
起
人
は
全
員
男
性
で
料

理
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
地
区
内
の
集
会
所
で
そ

ば
作
り
を
し
て
い
た
農
家
の
女
性
た
ち
に
〝
肩
代
わ

り
〞
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
の
で
す
」

田
邊
さ
ん
た
ち
は
「
株
式
会
社
」
を
設
立
す
る
た

め
に
１
口
１
万
円
の
出
資
金
を
募
っ
た
。
す
る
と
、

９
０
０
万
円
も
の
資
金
が
集
ま
り
、
な
ん
と
地
元
住

民
の
９
割
以
上
が
株
主
に
な
っ
た
と
い
う
。
平
成
21

年
、
役
員
10
人
で
株
式
会
社
上
代
を
設
立
。
元
伯
耆

町
長
の
住
田
圭け
い

成せ
い

さ
ん
が
初
代
社
長
と
な
り
事
業
を

け
ん
引
し
た
。
そ
し
て
、
平
成
22
年
の
年
末
に
第
１

回
の
醸
造
が
行
わ
れ
た
。

「
全
国
ど
ぶ
ろ
く
コ
ン
テ
ス
ト
」

濃
芳
醇
の
部
で
最
優
秀
賞
受
賞

ど
ぶ
ろ
く
造
り
は
、
か
つ
て
真
寿
鏡
で
働
い
て
い

た
安
達
良
文
さ
ん
が
中
心
に
な
っ
て
行
っ
て
い
る
。

取
材
に
訪
れ
た
日
、
醸
造
所
で
は
仕
込
み
の
真
っ
最

中
だ
っ
た
。
二
段
仕
込
み
の

1
回
目
を
行
っ
て
い
る
と
い

う
。
安
達
さ
ん
と
田
邊
さ
ん

が
協
力
し
合
っ
て
、
蒸
し
上

が
っ
た
ば
か
り
の
酒
米
を
作

業
台
に
広
げ
て
い
く
。

「
こ
の
あ
と
蒸
米
が
20
度
ぐ

ら
い
ま
で
冷
え
る
の
を
待
っ

て
、
酵
母
を
加
え
ま
す
。
酵

母
は
『
千
福
』
と
い
う
日
本
酒
を
作
っ
て
い
る
呉
市

の
酒
屋
の
も
の
で
す
」

と
説
明
し
な
が
ら
、
安
達
さ
ん
が
原
料
と
な
る
酒

米
を
取
り
出
し
て
見
せ
て
く
れ
た
。
通
常
の
米
の
半

分
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
だ
。

「
小
さ
い
で
し
ょ
う
。
通
常
、
ど
ぶ
ろ
く
は
３
割
程

度
精
米
す
る
の
に
対
し
て
、
上
代
で
は
大
吟
醸
並
み

に
5
割
も
精
米
す
る
ん
で
す
」

こ
う
し
て
よ
り
芯
に
近
い
部
分
を
使
う
こ
と
で
、

雑
味
の
な
い
ス
ッ
キ
リ
と
し
た
味
わ
い
の
美
味
し
い

ど
ぶ
ろ
く
が
で
き
る
の
だ
と
か
。
酒
米
は
、
地
元
産

の
「
五ご

百ひ
ゃ
く

万ま
ん

石ご
く

」
と
い
う
品
種
で
、
野
上
川
の
源
流

の
清
ら
か
な
湧
き
水
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ど
ぶ
ろ
く
造
り
に
使
う
水
も
、
鎌
倉
山
の
湧
水
を
わ

ざ
わ
ざ
汲
み
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
。

安
達
さ
ん
の
徹
底
し
た
こ
だ
わ
り
は
ほ
か
に
も
あ

る
。
一
度
に
大
量
に
仕
込
む
と
、
在
庫
の
味
が
落
ち

て
い
く
の
で
、
出
荷
の
状
況
を
見
な
が
ら
1
回
に

３
１
０
リ
ッ
ト
ル
ず
つ
仕
込
む
。
そ
れ
を
年
間
通
じ

て
12
回
ほ
ど
繰
り
返
し
て
い
る
。

「
伯
耆
町
の
ど
ぶ
ろ
く
特
区
は
全
国
で
も
後
発
で

す
か
ら
、
先
進
地
域
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
て
は
、

み
な
さ
ん
に
美
味
し
い
と
認
め
ら
れ
る
ど
ぶ
ろ
く
は

で
き
な
い
で
し
ょ
う
。『
日
本
一
の
ど
ぶ
ろ
く
を
造

る
！
』
と
い
う
高
い
目
標
を
も
っ
て
、
妥
協
せ
ず
に

造
っ
て
い
ま
す
」

そ
ん
な
努
力
の
甲
斐
あ
っ
て
、「
源
流
ど
ぶ
ろ
く
上

代
」
は
、
平
成
23
年
度
の
「
全
国
ど
ぶ
ろ
く
コ
ン
テ

ス
ト
」
で
初
入
賞
。
平
成
24
年
度

の「
全
国
ど
ぶ
ろ
く
コ
ン
テ
ス
ト
」

で
は
、
濃
芳
醇
の
部
の
最
優
秀
賞

を
受
賞
し
た
。

醸
造
を
始
め
て
、
わ
ず
か
一
〜

二
年
で
の
快
挙
だ
。

「
上
代
の
ど
ぶ
ろ
く
は
飲
み
や
す

い
と
評
判
で
、
女
性
に
人
気
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
最
近
は
、
ど
ぶ
ろ

く
と
同
じ
酒
米
を
使
い
、
精
米
割

合
も
同
じ
く
50
％
で
製
造
し
て
い

る
甘
酒
の
評
判
が
よ
く
、
出
荷
量

が
ど
ぶ
ろ
く
を
上
回
る
勢
い
で
す
」

◀全国どぶろくコンテストの濃芳醇の部で
最優秀賞を受賞した「源流どぶろく上代」

◀どぶろく造り職人の安達良文さん
▼仕込みを手伝う社長の田邊さん（手前）

◀旧二部小学
校福岡分校が
「株式会社上
代」の本拠地

▲源流米で酒を造る会の皆さん。稲を天日干しするためのハザ作り
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農
家
食
堂
で
味
わ
う
手
打
ち
そ
ば

つ
づ
い
て
醸
造
所
と
同
じ
敷
地
内
に
あ
る
農
家
食

堂
を
訪
ね
た
。
入
口
に
立
つ
と
「
農
家
食
堂　

上
代

学
校
」
と
墨
書
さ
れ
た
木
製
の
大
き
な
表
札
が
ド
ー

ン
と
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
こ
の
建
物
は
、
平
成

21
年
に
廃
校
と
な
っ
た
二に

部ぶ

小
学
校
福
岡
分
校
を
改

修
し
た
も
の
。
明
治
８
年
開
校
の
福
岡
分
校
は
、
多

い
時
に
は
50
人
を
超
え
る
生
徒
が
い
た
と
い
う
。

建
物
は
、
地
元
住
民
に
と
っ
て
愛
着
あ
る
分
校
の

姿
を
で
き
る
だ
け
残
し
て
改
修
し
た
。
多
目
的
教
室

は
厨
房
と
和
室
に
、
廊
下
は
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
に
使
用
。

木
製
の
机
と
椅
子
が
並
ぶ
食
堂
は
か
つ
て
４
年
生
教

室
だ
っ
た
。
チ
ョ
ー
ク
で
メ
ニ
ュ
ー
が
書
か
れ
た
黒

板
を
眺
め
て
い
た
ら
、

「
黒
板
が
後
ろ
に
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
当
時
は
複
式

学
級
だ
っ
た
た
め
、
異
な
る
学
年
が
同
じ
教
室
で
同

時
に
学
習
し
て
い
た
ん
で
す
よ
」

と
、
接
客
担
当
の
竹
田
幸
江
さ
ん
が
教
え
て
く
れ

た
。
地
元
出
身
の
竹
田
さ
ん
は
、
結
婚
後
は
溝
口
地

区
で
暮
ら
し
て
い
た
が
、
９
年
前
に
Ｕ
タ
ー
ン
。
農

家
食
堂
が
オ

ー
プ
ン
し
た

時
か
ら
こ
こ

で
働
い
て
い

る
と
い
う
。

メ
ニ
ュ
ー

は
手
打
ち
そ

ば
、
炊
き
込

み
ご
飯
、
ど

ぶ
ろ
く
鍋

（
予
約
）な
ど

が
あ
る
が
、

一
番
人
気
は
や
は
り
手
打
ち
そ
ば
だ
。

前
に
少
し
触
れ
た
が
、
そ
ば
は
、
当
初
は
地
区
の

集
会
所
で
作
ら
れ
て
い
た
。
現
在
、
そ
ば
打
ち
を
担

当
し
て
い
る
事
務
局
長
の
西
村
昌ま
さ

晃あ
き

さ
ん
に
よ
る
と
、

「
農
家
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
作
る
〝
か
あ
ち
ゃ
ん
そ

ば
〞
は
、
美
味
し
い
と
評
判
だ
っ
た
ん
で
す
よ
。
と

こ
ろ
が
、
母
ち
ゃ
ん
た
ち
が
高
齢
に
な
り
、
仕
事
が

き
つ
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
平
成
23
年
５
月
に

改
修
し
た
こ
の
農
家
食
堂
に
店
を
移
し
た
ん
で
す
。

そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
か
ら
で
す
、
私
が
そ
ば
を

打
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
」

西
村
さ
ん
も
福
岡
地
区
出
身
で
、
こ
の
分
校
の
卒

業
生
。
就
職
の
た
め
に
実
家
を
離
れ
、
定
年
後
に
故

郷
に
戻
っ
て
き
た
と
き
、「
そ
ば
打
ち
を
し
な
い
か
」

と
仲
間
に
誘
わ
れ
た
。
そ
ば
打
ち
は
全
く
経
験
が
な

か
っ
た
が
、
地
元
の
「
椿
庵
」
と
い
う
そ
ば
屋
の
店

主
か
ら
学
び
、
1
年
で
〝
お
墨
付
き
〞
を
い
た
だ
い

た
と
い
う
。

西
村
さ
ん
が
作
る
そ
ば
は
、
そ
ば
粉
８
割
、
小
麦

粉
２
割
の
い
わ
ゆ
る
「
二に

八は
ち

そ
ば
」。
地
元
で
栽
培

し
て
い
る
「
小
そ
ば
」
と
い
う
小
粒
の
品
種
の
そ
ば

を
主
に
、
足
り
な
い
分
は
、
大
山
の
麓
で
栽
培
さ
れ

た
鳥
取
県
産
の
そ
ば
を
使
っ
て
い
る
と
か
。

そ
ば
を
打
つ
と
こ
ろ
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
こ
ね

る
、
伸
ば
す
、
切
る
、
茹
で
る
。
す
べ
て
の
工
程
を

一
人
で
、
手
際
よ
く
こ
な
す
。
重
労
働
だ
と
思
う
が
、

「
体
を
動
か
す
こ
と
は
健
康
に
い
い
し
、
そ
ば
打
ち

は
楽
し
い
で
す
よ
」
と
屈
託
が
な
い
。

打
ち
た
て
、
茹
で
た
て
の
そ
ば
を
食
べ
て
み
る
。

更
科
系
の
白
く
、
細
い
そ
ば
は
、
ツ
ル
ツ
ル
ッ
と
喉

ご
し
が
よ
い
。左
党
な
ら
ば
、「
源
流
ど
ぶ
ろ
く
上
代
」

を
飲
み
な
が
ら
す
す
り
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

農
家
食
堂
の
営
業
は
土
日
限
定
だ
が
、
団
体
等
の

予
約
が
あ
れ
ば
随
時
受
け
入
れ
て
い
る
。
祭
り
や
イ

ベ
ン
ト
の
あ
る
日
は
多
く
の
お
客
さ
ん
で
に
ぎ
わ
う

と
か
。

「
課
題
は
、
地
域
に
若
い
人
が
少
な
く
、
後
継
者
を

育
て
る
の
が
難
し
い
こ
と
で
す
。
我
々
の
平
均
年
齢

は
70
歳
を
超
え
て
い
ま
す
。
若
い
人
の
斬
新
な
ア
イ

デ
ア
が
ほ
し
い
で
す
ね
」

「
ど
ぶ
ろ
く
と
手
打
ち
そ

ば
で
地
域
を
元
気
に
し
た

い
」
と
い
う
目
標
を
達
成

す
る
た
め
、
彼
ら
の
挑
戦

は
ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
だ
。

取
材
／
小
田
礼
子

●株式会社 上代 ☎0859-62-1711

▲そば打ちをする西村昌晃さん

◀接客を担当する竹田幸江さん

▲分校の建物を活用した農家食堂
▼廊下はカフェに利用

▼地域外からも来客が多い
農家食堂

▲黒板にはメニューが書
かれている
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棚
田
を
一
望
す
る
カ
フ
ェ「
籾
庵
」

国
道
53
号
線
沿
い
に
建
つ
「
道
の
駅
く
め
な
ん
」

で
、
パ
ソ
ナ
岡
山
の
小
寺
弘
子
さ
ん
と
待
ち
合
わ
せ

た
。「
棚
田
テ
ラ
ス　

籾
庵
」
は
こ
こ
か
ら
車
で
約

20
分
の
上
籾
地
区
に
あ
る
の
だ
が
、
道
が
わ
か
り
づ

ら
い
た
め
、
案
内
役
を
買
っ
て
出
て
く
れ
た
の
だ
。

集
落
を
過
ぎ
、
う
っ
そ
う
と
し
た
林
道
を
抜
け
、

車
が
1
台
や
っ
と
通
れ
る
よ
う
な
細
い
く
ね
く
ね
の

山
道
を
上
り
き
る
と
、
目
の
前
に
い
き
な
り
広
大
な

棚
田
の
風
景
が
広
が
っ
た
。
古
民
家
の
離
れ
を
全
面

改
装
し
た
と
い
う
カ
フ
ェ
は
、
さ
ら
に
一
段
高
い
場

所
に
佇
ん
で
お
り
、
店
内
の
窓
か
ら
も
、
屋
外
の
テ

ラ
ス
席
か
ら
も
、
大
パ
ノ
ラ
マ
の
絶
景
が
楽
し
め
る
。

籾
庵
で
待
ち
合
わ
せ
て
い
た
久
米
南
町
産
業
振
興

課
の
山
本
武
信
さ
ん
と
パ
ソ
ナ
岡
山
の
小
寺
さ
ん
に
、

ま
ず
は
カ
フ
ェ
誕
生
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
話
を
伺

っ
た
。

「
発
端
は
、
平
成
27
年
に
パ
ソ
ナ
岡
山
さ
ん
が
久
米

南
町
に
、
就
農
希
望
の
女
性
支
援
事
業
〈
く
め
な
ん

ガ
ー
ル
ズ
フ
ァ
ー
ム
〉
を
提
案
し
た
こ
と
に

始
ま
り
ま
す
」

と
山
本
さ
ん
。
小
寺
さ
ん
に
よ
る
と
、
人

材
サ
ー
ビ
ス
業
を
手
が
け
る
パ
ソ
ナ
岡
山
は
、

平
成
26
年
頃
か
ら
上
籾
地
区
で
農
業
体
験
を

通
し
た
企
業
の
社
員
教
育
を
行
う
な
ど
、
久

米
南
町
と
縁
が
あ
っ
た
と
い
う
。
平
成
28
年

4
月
に
、「
道
の
駅
く
め
な
ん
」
の
指
定
管
理

者
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
上
籾
地
区
の
地

域
活
性
化
に
役
立
て
ば
と
、
提
案
を
し
た
の

だ
と
か
。

一
方
、
久
米
南
町
は
、
高
齢
化
率
が
41
・

３
％（
岡
山
県
発
表 

平
成
26
年
10
月
1
日
現

岡
山
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
す
る
久
米
南
町
。
浄
土
宗
の

開
祖
、
法
然
上
人
生
誕
の
地
、
ま
た
川
柳
の
里
と
し
て
有

名
だ
が
、
も
う
一
つ
、
町
が
誇
る
も
の
に
「
日
本
の
棚
田

百
選
」
に
指
定
さ
れ
た
２
つ
の
棚
田
が
あ
る
。
平
成
29
年

8
月
、
こ
の
美
し
い
田
園
風
景
を
一
望
す
る
場
所
に
「
棚

田
テ
ラ
ス　

籾も
み

庵あ
ん

」
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。
接
客
し
て
い
る

の
は
、
久
米
南
町
に
移
住
し
農
業
に
従
事
し
て
い
る
女
性

2
人
。
町
の
委
託
を
受
け
た
企
業
「
パ
ソ
ナ
岡
山
」
が
、

研
修
生
と
し
て
雇
用
し
た
〝
農
業
女
子
〞
だ
。
企
業
の
介

入
は
、
少
子
高
齢
化
や
空
き
家
問
題
な
ど
の
課
題
を
抱
え

る
過
疎
地
域
の
希
望
の
光
と
な
り
得
る
の
か
？

日
本
の
原
風
景
を
残
す
久
米
南
町
上
籾
地
区
を
訪
ね
た
。

企
業
の
就
農
支
援
で
誕
生
し
た〝
農
業
女
子
〞

﹇
く
め
な
ん
ガ
ー
ル
ズ
フ
ァ
ー
ム
﹈

岡
山
県
久く

米め

南な
ん

町ち
ょ
う

上か
み

籾も
み

地ち

区く

起業して
地域を元気に

▲上籾地区の棚田。収穫期の９月には、黄金色に輝く稲穂が一面に広がる

◀ 棚田米と地元産の野菜をつかった
「しあわせ弁当」

▶
 古
民
家
の
離
れ
を
全
面

改
修
し
て
で
き
た
カ
フ
ェ

「
棚
田
テ
ラ
ス　

籾
庵
」

▶
 店
内
の
窓
か
ら
も
棚
田

が
一
望
で
き
る
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在
）と
岡
山
県
内
で
最
も
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、

耕
作
放
棄
地
や
空
き
家
の
増
加
な
ど
、
過
疎
地
域
特

有
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
特
に
、
仕
事
が
な
く
て

町
を
出
て
い
く
女
性
が
多
い
た
め
、
女
性
が
活
躍
で

き
る
場
を
作
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
。
パ
ソ

ナ
岡
山
の
事
業
提
案
は
願
っ
て
も
な
い
申
し
出
だ
っ

た
わ
け
だ
。

「
町
は『
地
方
創
生
加
速
化
交
付
金
事
業
』と
し
て
国

に
計
画
書
を
提
出
。
そ
れ
が
採
択
さ
れ
て
、
平
成
28

年
５
月
に
パ
ソ
ナ
岡
山
さ
ん
と
契
約
し
、
交
付
金

の
約
３
５
６
０
万
円
を
元
手
に
事
業
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
た
の
で
す
」

籾
庵
は
、
こ
の
事
業
の
一
環
と
し
て
始
め
ら
れ
た

も
の
で
、
空
き
家
の
改
修
費
に
交
付
金
の
一
部
１
３

０
０
万
円
が
充
て
ら
れ
た
。
49
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

の
フ
ロ
ア
に
12
席
の
客
席
と
、
屋
外
に
も
８
席
の
テ

ラ
ス
席
が
あ
る
。
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な
が
ら
の
ん
び

り
棚
田
の
風
景
が
楽
し
め
る
と
あ
っ
て
、
大
き
な
反

響
が
あ
っ
た
と
い
う
。

「
土
曜
と
日
曜
、
週
に
2
日
だ
け
の
営
業
で
す
が
、

８
月
末
か
ら
11
月
ま
で
に
５
１
８
人
の
お
客
様
が
来

ら
れ
ま
し
た
。
冬
は
雪
が
積
も
る
の
で
12
月
か
ら
3

月
中
旬
ま
で
は
休
業
し
ま
す
が
、
今
後
の
展
開
が
と

て
も
楽
し
み
で
す
」

移
住
女
性
に
よ
る

く
め
な
ん
ガ
ー
ル
ズ
フ
ァ
ー
ム

籾
庵
で
接
客
を
し
て
い
る
の
は
、
大
阪
市
か
ら
移

住
し
た
木
戸
純
子
さ
ん（
42
）と
岡
山
市
出
身
の
西
崎

智
子
さ
ん（
37
）。
パ
ソ
ナ
岡
山
が
研
修
生
と
し
て
雇

用
し
た
く
め
な
ん
ガ
ー
ル
ズ
フ
ァ
ー
ム
の
ス
タ
ッ
フ

だ
。
２
人
は
、
籾
庵
の
営
業
日
以
外
は
ほ
と
ん
ど
農

作
業
を
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
く
め
な
ん
ガ
ー
ル
ズ

フ
ァ
ー
ム
は
、
最
長
３
年
間
、
農
作
業
に
従
事
し
な

が
ら
、
経
営
や
栽
培
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
び
、
最
終
的

に
自
立
を
目
指
す
、
と
い
う
仕
組
み
な
の
だ
。

木
戸
さ
ん
は
、
こ
の
地
に
来
る
ま
で
大
阪
の
実
家

の
花
屋
を
手
伝
っ
て
い
た
が
、
農
業
へ
の
憧
れ
を
捨

て
き
れ
ず
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
夫
と
と
も
に
平

成
28
年
12
月
に
久
米
南
町
に
移
住
し
た
。

「
く
め
な
ん
ガ
ー
ル
ズ
フ
ァ
ー
ム
の
こ
と
は
、
大
阪

の
移
住
促
進
の
会
で
知
り
ま
し
た
。
知
ら
な
い
土
地

で
一
か
ら
仕
事
を
探
し
た
り
、
起
業
し
た
り
す
る
の

は
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
給
料
を
い
た

だ
き
な
が
ら
農
業
が
学
べ
る
の
で
、
と
て
も
恵
ま
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
」

農
業
は
未
経
験
だ
っ
た
が
、
研
修
で
学
び
、
地
域

の
女
性
に
も
教
え
て
も
ら
っ
て
、
現
在
は
、
大
根
、

白
菜
、
小
松
菜
、
ピ
ー
マ
ン
な
ど
、
お
よ
そ
25
種
類

の
野
菜
を
育
て
て
い
る
。
収
穫
し
た
野
菜
は
、
道
の

駅
や
直
売
所
で
販
売
す
る
。
卸
値
が
安
す
ぎ
て
、
採

算
が
と
れ
て
い
な
い
の
が
悩
み
の
種
だ
。

け
れ
ど
、
こ
こ
で
の
暮
ら
し
は
と
て
も
楽
し
く
、

充
実
し
て
い
る
と
笑
顔
で
語
る
２
人
。

「
役
場
の
人
や
パ
ソ
ナ
岡
山
の
人
た
ち
、
そ
れ
に
地

域
の
方
た
ち
も
み
ん
な
優
し
く
、
力
を
貸
し
て
く
れ

ま
す
。
月
に
1
度
、籾
庵
で
予
約
販
売
し
て
い
る『
し

あ
わ
せ
弁
当
』
は
、
地
元
の
女
性
グ
ル
ー
プ
『
し
あ

わ
せ
会
』
の
方
た
ち
に
お
願
い
し
て
作
っ
て
も
ら
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
」

▲右から久米南町産業振興課の山本さん、木戸さん、山本さんのお母様の山本智
恵美さん（しあわせ会会員）、パソナ岡山の小寺さん

▶ 巨大な小松菜の収穫に大喜びする西崎さん
▼直売所「サンサンくめなん」に野菜を出荷する2人
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地
元
で
採
れ
た
野
菜
と
、〝
ほ
ぎ
か
け
〞（
天
日
干

し
）し
た
棚
田
米
を
使
っ
た
こ
だ
わ
り
弁
当
に
は
、

山
菜
お
こ
わ
、
手
づ
く
り
コ
ン
ニ
ャ
ク
の
煮
も
の
、

蕗
の
佃
煮
な
ど
、
ふ
る
さ
と
の
味
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま

っ
て
い
る
。

で
は
、
今
後
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
は
？
と
尋
ね
た
ら
、

木
戸
さ
ん
は
「
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
を
開
く
こ
と
。
野

菜
は
も
ち
ろ
ん
自
家
栽
培
で
す
」

栄
養
士
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
西
崎
さ
ん
は
、「
自

分
で
育
て
た
野
菜
を
つ
か
っ
て
食
品
を
生
産
・
販
売

し
た
い
」
と
目
を
輝
か
せ
た
。
そ
ん
な
２
人
に
温
か

い
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
山
本
さ
ん
と
小
寺
さ
ん
。

「
く
め
な
ん
ガ
ー
ル
ズ
フ
ァ
ー
ム
と
地
元
が
一
つ
に

な
っ
て
、
何
か
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
を
後
に
続
く
も

の
に
し
て
、
さ
ら
に
幅
を
広
げ
て
い
け
た
ら
い
い
で

す
ね
。
そ
し
て
、
彼
女
た
ち
が
し
っ
か
り
知
識
を
身

に
つ
け
て
、
近
い
将
来
、
夢
を
叶
え
て
く
れ
た
ら
い

い
な
あ
と
思
い
ま
す
」

地
域
活
性
化
に
企
業
の
ち
か
ら
を

地
元
の
人
た
ち
と
の
関
わ
り
の
大
切
さ
に
つ
い
て
、

パ
ソ
ナ
岡
山
の
小
寺
さ
ん
が
企
業
側
か
ら
の
見
方
を

話
し
て
く
れ
た
。

「
地
方
創
生
事
業
に
企
業
が
介
入
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
地
元
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
知
ら
な
い
人
が

自
分
た
ち
の
住
ん
で
い
る
町
へ
や
っ
て
来
て
い
き
な

り
何
か
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
。
拒
否
反
応
を
示
す

方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
う

ん
で
す
。
そ
こ
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
だ
く
か
が
大

切
。
当
社
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
地
元
の
イ
ベ
ン

ト
に
参
加
し
、
地
域
の
方
と
し
っ
か
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
と
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。
幸
い
、

久
米
南
町
は
他
所
の
人
を
受
け
入
れ
る
土
壌
が
あ
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
意
欲
の
あ
る
方
、
お
元
気

な
方
が
多
い
で
す
ね
」

と
こ
ろ
で
、
パ
ソ
ナ
岡
山
の
収
益
は
？　

く
め
な

ん
ガ
ー
ル
ズ
フ
ァ
ー
ム
の
野
菜
の
売
り
上
げ
と
、
籾

庵
の
収
益
の
み
。
町
か
ら
委
託
金
が
出
た
の
は
初
年

度
だ
け
で
、
給
料
も
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
も
、
３
年
間
の
契
約
期
間
が
終
わ
れ
ば
、
彼
女

た
ち
は
巣
立
っ
て
い
く
。
ほ
と
ん
ど
採
算
の
取
れ
な

い
事
業
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
こ
は
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
も
ち
ろ
ん
、
野
菜
が
売
れ
て
採
算
が
と
れ
る
に
越

し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
く
め
な
ん
ガ

ー
ル
ズ
フ
ァ
ー
ム
の
事
業
目
標
は
〈
独
立
就
農
〉
な

の
で
、
彼
女
た
ち
が
久
米
南
町
の
方
た
ち
と
協
力
し

て
自
分
の
道
を
探
す
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
久
米
南
町
で
働
く
人
が
一
人
で
も
増
え
て
、

地
域
活
性
に
役
立
て
れ
ば
本
来
の
目
的
が
果
た
さ
れ

る
と
考
え
て
い
ま
す
」

「
社
会
の
問
題
点
を
解
決
す
る
」

を
企
業
理
念
に
掲
げ
る
パ
ソ
ナ
グ
ル

ー
プ
と
、
自
治
体
、
地
元
、
そ
し
て

農
業
に
活
路
を
見
出
そ
う
と
す
る
女

性
た
ち
。
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ワ

ー
が
交
わ
り
、
化
学
変
化
を
起
こ
し

て
、
町
は
少
し
ず
つ
変
わ
ろ
う
と
し

て
い
る
。

く
め
な
ん
ガ
ー
ル
ズ
フ
ァ
ー
ム
は

こ
の
先
、
ど
の
よ
う
に
発
展
し
て
い

く
の
か
。
事
業
の
成
功
は
、
同
じ
よ

う
な
課
題
を
抱
え
る
全
国
の
過
疎
地

域
に
と
っ
て
希
望
の
光
と
な
る
に
ち

が
い
な
い
。 

取
材
／
小
田
礼
子

●パソナ岡山 ☎086-233-0333
●久米南町産業振興課 ☎086-728-4412

▲道の駅くめなん
◀ 「くめなんガールズファーム」の看板

▼道の駅くめなんで野菜・雑貨を販売
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学
園
都
市
化
で
人
口
増
の
東
広
島
市

広
島
市
か
ら
車
で
45
分
、
県
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置

す
る
東
広
島
市
は
、
昭
和
49
年
に
賀
茂
郡
旧
４
町
が

合
併
し
て
誕
生
し
た
市
だ
。
古
く
か
ら
の
穀
倉
地
帯

で
県
内
有
数
の
農
業
地
域
で
あ
り
、
江
戸
時
代
か
ら

酒
造
業
が
発
展
し
、
酒
蔵
が
密
集
す
る
西
条
地
区
は
、

灘
や
伏
見
と
並
ぶ
銘
醸
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

オ
バ
マ
前
米
大
統
領
の
来
日
時
に
、西
条
の
名
酒「
賀

茂
鶴
」
が
寿
司
屋
で
振
る
舞
わ
れ
た
こ
と
も
記
憶
に

新
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
昭
和
40
年
代
の
賀
茂
工
業

団
地
の
造
成
に
よ
っ
て
工
業
化
が
進
み
、
内
陸
工
業

地
域
の
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。

昭
和
48
年
、
広
島
大
学
の
統
合
移
転
先
が
旧
西
条

町
に
決
定
し
た
こ
と
を
受
け
、
県
は
広
島
大
学
を
中

心
と
し
た
賀
茂
学
園
都
市
建
設
計
画
に
着
手
。
移
転

は
平
成
７
年
に
完
了
し
、
現
在
で
は
近
畿
大
学
工
学

部
や
広
島
国
際
大
学
な
ど
も
キ
ャ
ン
パ
ス
を
持
ち
、

東
広
島
は
一
大
学
園
都
市
に
な
っ
た
。
国
勢
調
査
に

よ
る
と
平
成
27
年
の
人
口
は
19
万
２
９
０
７
人
、
平

成
12
年
の
17
万
５
３
４
６
人
か
ら
増
加
が
続
い
て
い

る
。し

か
し
、
平
成
17
年
に
東
広
島
市
に
編
入
し
た
北

東
部
の
旧
豊
栄
町
な
ど
で
は
過
疎
化
が
進
ん
で
き
た
。

農
家
と
メ
ー
カ
ー
が
タ
ッ
グ
を
組
ん
だ
賀
茂
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
。
舞
台
で
あ
る
豊
栄

に
向
か
っ
た
。

農
地
を
集
約
し
経
営
を
一
本
化

市
街
地
か
ら
車
で
北
上
し
て
20
分
。
窓
か
ら
見
え

る
景
色
は
、
黄
金
色
の
田
ん
ぼ
と
石
州
瓦
の
家
並
み

に
変
化
し
て
い
く
。
豊
栄
町
清
武
地
区
の
事
務
所
周

辺
で
は
、
試
験
田
の
稲
を
刈
り
取
る
コ
ン
バ
イ
ン
の

音
が
鳴
り
響
い
て
い
た
。
そ
の
近
く
に
は
収
穫
を
終

え
た
バ
ジ
ル
や
ハ
ー
ブ
の
野
菜
畑
が
あ
っ
た
。

「
い
ま
一
番
の
悩
み
は
米
以
外
に
ど
ん
な
野
菜
を
植

え
る
か
。
今
年
は
台
風
の
影
響
で
日
照
時
間
が
短
く

て
う
ま
く
育
た
な
か
っ
た
け
ど
、
ま
だ
２
年
目
だ
か

ら
ね
。
土
壌
を
改
良
し
て
、
ど
ん
な
野
菜
が
こ
の
土

地
に
合
う
か
こ
れ
か
ら
試
し
て
い
き
た
い
」
と
賀
茂

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
メ
ン
バ
ー
の
田
川
憲
司
さ
ん
が

広
島
の
酒
ど
こ
ろ
、
西
条
を
擁
す
東
広
島
市
。
１
９
７

０
年
代
か
ら
学
園
都
市
づ
く
り
を
進
め
、
市
全
体
の
人

口
は
増
え
続
け
て
い
る
。
一
方
、
中
心
市
街
地
か
ら
離

れ
た
豊
栄
町
清
武
地
区
で
は
、
農
家
の
高
齢
化
が
深
刻

に
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
中
、
同
市
を
拠
点
と
す
る

精
米
機
世
界
シ
ェ
ア
ト
ッ
プ
メ
ー
カ
ー
の
サ
タ
ケ
と
農

家
が
農
業
法
人
「
株
式
会
社
賀
茂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を

設
立
し
、
担
い
手
不
足
の
解
消
、
６
次
産
業
化
を
進
め

て
い
る
。

企
業
と
農
家
が
連
携
し
６
次
産
業
化

農
業
法
人﹇
賀
茂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹈

広
島
県
東ひ

が
し

広ひ
ろ

島し
ま

市し

豊と
よ

栄さ
か

町ち
ょ
う

▲賀茂プロジェクトメンバーの皆さん

◀ 試験田のヒノヒカリ刈り取り作業
▶ 黄金色に輝くヒノヒカリ

起業して
地域を元気に
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説
明
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
ま
で
パ
ク
チ
ー
や
タ
イ
バ

ジ
ル
、
サ
フ
ラ
ン
や
イ
ン
カ
の
め
ざ
め
、
マ
コ
モ
タ

ケ
な
ど
を
栽
培
し
た
と
い
う
。
パ
ク
チ
ー
は
沖
縄
の

飲
食
店
、
広
島
菜
は
漬
物
メ
ー
カ
ー
の
山
豊（
広
島

市
）に
出
荷
し
た
。

賀
茂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
地
元
農
家
33
戸
と
、
東

広
島
市
西
条
本
町
に
本
社
を
構
え
る
サ
タ
ケ
が
平
成

27
年
７
月
に
設
立
し
た
農
業
法
人
だ
。
法
人
は
農
家

か
ら
農
地
を
借
り
て
経
営
を
一
本
化
し
、
農
業
機
械

を
共
有
し
て
農
作
業
を
効
率
化
す
る
。
農
地
を
貸
し

出
し
た
土
地
所
有
者
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
を
通

じ
て
収
入
を
得
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
に
、
畦
畔
の
草
刈
り
や
水
の
管
理
で
も
そ
れ
ぞ
れ

費
用
が
支
払
わ
れ
る
。

現
在
参
画
し
て
い
る
農
家
は
42
戸
、
経
営
面
積
は

約
23
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
上
る
。
内
訳
は
水
稲
が
18
・
４

ヘ
ク
タ
ー
ル
、
蕎
麦
が
３
・
６
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
野
菜

と
自
己
保
全
が
各
々
０
・
６
ヘ
ク
タ
ー
ル
強
だ
。

「
人
件
費
を
考
え
た
ら
基
本
的
に
兼
業
農
家
は
赤
字

で
す
。
農
業
法
人
に
入
る
と
出
荷
時
の
収
入
は
な
く

な
る
も
の
の
、
こ
こ
で
働
け
ば
給
与
が
得
ら
れ
る
し
、

農
機
具
の
燃
料
代
や
種
代
も
か
か
ら
な
い
。
う
ち
の

法
人
の
場
合
は
、
作
っ
た
お
米
が
サ
タ
ケ
さ
ん
の
Ｇ

Ａ
Ｂ
Ａ（
ギ
ャ
バ
）米
と
し
て
買
い
取
っ
て
も
ら
え
る

こ
と
が
大
き
い
」
と
田
川
さ
ん
は
語
る
。

販
売
目
的
で
米
を
生
産
す
る
販
売
農
家
・
集
落
営

農
を
対
象
と
し
た
国
の
直
接
支
払
交
付
金
は
、
平
成

30
年
度
産
で
の
廃
止
に
向
け
段
階
的
に
削
減
さ
れ
て

き
た
。
当
初
10
ア
ー
ル
あ
た
り
１
万
５
０
０
０
円
だ

っ
た
交
付
単
価
は
、
平
成
26
年
度
産
よ
り
７
５
０
０

円
に
。
こ
れ
に
よ
り
多
く
の
農
業
法
人
で
経
営
が
厳

し
く
な
っ
た
と
い
う
。

サ
タ
ケ
が
販
売
し
て
い
る
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
米
と
は
、
独

自
の
生
成
装
置
に
よ
り
、
玄
米
が
持
つ
栄
養
分
を
損

な
う
こ
と
な
く
無
洗
米
加
工
し
た
機
能
性
表
示
食
品

の
米
で
あ
る
。
収
穫
し
た
米
は
、
サ
タ
ケ
グ
ル
ー
プ

の
生
産
部
門
を
受
け
持
つ
、
豊
栄
町
の
佐
竹
鉄
工
に

出
荷
さ
れ
、
そ
こ
で
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
米
に
加
工
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
は
Ｇ
Ａ
Ｂ
Ａ
米
に
適
し
た
米
と
し
て
、
ヒ

ノ
ヒ
カ
リ
を
生
産
し
て
き
た
。
農
業
経
営
が
厳
し
く

な
る
中
、
安
定
し
た
買
取
先
が
あ
る
こ
と
は
、
賀
茂

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
大
き
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ

と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
の
一
方
で
不
安
を
抱
え
る
の
が
各
農
家
の
高
齢

化
で
あ
る
。

「
う
ち
の
メ
ン
バ
ー
の
平
均
年
齢
は
74
歳
。
私
は
今

70
歳
で
す
が
、
ま
だ
若
手
の
方
で
す
。
こ
の
地
域
は

80
歳
を
超
え
る
人
ば
か
り
で
、
６
校
あ
っ
た
小
学
校

は
１
校
に
な
り
、
全
校
生
徒
は
98
人
ほ
ど
。
本
当
に

子
ど
も
が
少
な
い
。
息
子
や
娘
が
市
内
の
市
街
地
に

住
ん
で
い
る
家
庭
が
多
い
の
で
す
が
、
定
年
を
迎
え

て
豊
栄
に
戻
っ
て
く
る
ま
で
に
私
た
ち
の
体
が
持
つ

か
ど
う
か
。
そ
の
悩
み
を
抱
え
て
い
る
農
家
は
多
い

と
思
い
ま
す
」

新
規
就
農
者
を
増
や
す
た
め
、
新
し
い
事
業
も
準

備
中
だ
。
点
在
す
る
空
き
家
を
農
業
体
験
が
で
き
る

ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
に
活
用
し
、
若
い
世
代
が
就
農
す
る

き
っ
か
け
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

Ｓ
Ｇ
Ｓ
装
置
の
開
発
で

加
工
を
中
心
に
６
次
産
業
化

事
務
所
横
の
倉
庫
で
は
、
メ
ン
バ
ー
２
〜
３
人
で

高
さ
３
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
機
械
を
操
作
し
て
い
た
。

こ
の
機
械
は
、
賀
茂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
開
発
し
た
、

飼
料
用
籾
Ｓ
Ｇ
Ｓ（
ソ
フ
ト
グ
レ
イ
ン
サ
イ
レ
ー
ジ
）

製
造
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
。
Ｓ
Ｇ
Ｓ
と
は
、
収
穫
し
た

飼
料
用
米
を
乾
燥
せ
ず
に
破
砕
処
理
し
、
乳
酸
発
酵

し
た
も
の
で
、
乳
牛
へ
の
濃
厚
飼
料
の
代
替
飼
料
と

し
て
近
年
需
要
が
増
え
て
い
る
。
こ
こ
で
製
造
さ
れ

た
Ｓ
Ｇ
Ｓ
は
豊
栄
町
の
農
場
、
ト
ム
ミ
ル
ク
フ
ァ
ー

ム
に
買
い
取
ら
れ
て
い
る
。

「
稲
ご
と
入
れ
、
乳
酸
菌
と
水
で
混
ぜ
て
作
る
飼
料

Ｗ
Ｃ
Ｓ（
ホ
ー
ル
ク
ロ
ッ
プ
サ
イ
レ
ー
ジ
）の
製
造
装

置
は
す
で
に
出
回
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
機
械
は

高
価
で
大
き
く
、
農
業
法
人
で
所
有
す
る
の
は
難
し

か
っ
た
の
で
す
。
開
発
し
た
Ｓ
Ｇ
Ｓ
装
置
は
コ
ン
パ

ク
ト
な
た
め
設
置
や
稼
働
が
容
易
で
す
し
、
手
の
届

き
や
す
い
価
格
な
の
で
、
導
入
し
た
い
と
い
う
農
業

法
人
は
多
い
は
ず
。
Ｓ
Ｇ
Ｓ
は
飼
料
の
コ
ス
ト
ダ
ウ

ン
に
つ
な
が
る
の
で
畜
産
業
で
も
注
目
さ
れ
て
お
り
、

▼賀茂プロジェクトで開発した飼料用籾
SGS製造ユニット

▲代表メンバーの田川憲司さん
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機
械
を
全
国
展
開
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
」

機
械
の
開
発
に
は
、
精
米
機
を
は
じ
め
食
品
加
工

機
全
般
を
製
造
す
る
サ
タ
ケ
の
技
術
が
生
か
さ
れ
て

い
る
。
耕
畜
連
携
で
あ
り
、
加
工
か
ら
派
生
し
た
６

次
産
業
化
と
い
え
る
。

荒
廃
地
を
農
業
法
人
で
再
生

人
材
確
保
が
今
後
の
課
題

賀
茂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
設
立
の
き
っ
か
け
を
つ
く
っ

た
の
が
、
役
員
を
務
め
る
金
川
学
さ
ん
で
あ
る
。
同

法
人
は
米
山
地
区
、
後
谷
地
区
、
篠
江
地
区
の
42
戸

の
農
家
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
金
川
さ
ん
は
米

山
地
区
の
出
身
で
、
空
き
家
が
増
え
る
の
に
伴
い
、

農
地
が
荒
れ
て
い
く
様
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
。

「
昔
、
こ
の
辺
り
の
農
地
は
み
な
手
で
田
植
え
を
し

て
い
ま
し
た
が
、
30
年
前
か
ら
人
が
だ
ん
だ
ん
い
な

く
な
り
、
農
地
が
荒
れ
放
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

困
っ
て
い
た
時
に
サ
タ
ケ
さ
ん
に
声
を
掛
け
て
も
ら

い
、
篠
江
と
後
谷
も
一
緒
に
な
っ
て
農
業
法
人
を
立

ち
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
金
川
さ
ん
は
振

り
返
る
。

設
立
後
に
は
、
荒
廃
地
の
再
生
に
も
着
手
し
た
。

茂
っ
た
茅
を
刈
り
、
焼
い
て
、
株
を
掘
り
返
し
、
数

ヶ
月
か
け
て
耕
し
た
。
周
囲
の
水
路
も
復
旧
さ
せ
、

平
成
28
年
に
は
そ
ば

を
初
め
て
作
付
け
し
、

農
地
利
用
を
再
開
し

た
。

「
他
の
農
業
法
人
か

ら
も
、
話
を
聞
き
た

い
と
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。
５
年
先
、
10

年
先
も
現
在
の
メ
ン

バ
ー
だ
け
で
続
け
る

の
は
厳
し
い
の
で
、

若
い
人
を
専
属
社
員

に
す
る
な
ど
人
材
を

確
保
し
て
い
き
た

い
」
と
金
川
さ
ん
は

先
を
見
据
え
る
。

機
械
メ
ー
カ
ー
が

農
家
と
連
携
す
る
目

的
に
つ
い
て
、
賀
茂

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
代

表
者
で
、
サ
タ
ケ
の

経
営
本
部
経
営
企
画

室
室
長
の
松
本
和
久

さ
ん
に
尋
ね
た
。

「
サ
タ
ケ
は
精
米
機
メ
ー
カ
ー
と
し
て
知
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
食
品
加
工
機
全
般
を
扱
っ
て
お
り
、
乾
燥

や
籾
摺
り
、
選
別
、
計
量
と
い
っ
た
ポ
ス
ト
ハ
ー
ヴ

ェ
ス
ト
の
農
家
向
け
機
械
は
売
り
上
げ
の
３
分
の
１

を
占
め
て
い
ま
す
。
弊
社
が
１
２
０
年
も
の
歴
史
を

積
み
重
ね
ら
れ
た
の
は
農
家
さ
ん
の
お
か
げ
で
す
。

１
次
産
業
離
れ
が
進
む
中
、
清
武
地
区
に
あ
る
佐
竹

鉄
工
を
通
じ
て
地
元
農
家
の
現
状
を
知
り
、
恩
返
し

の
気
持
ち
か
ら
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
こ
の
モ
デ
ル
が
全
国
に
波
及
す
る
よ
う
に
、

豊
栄
を
元
気
に
し
て
い
き
た
い
で
す
」

毎
年
25
万
人
以
上
を
集
客
す
る
西
条
の
酒
ま
つ
り

で
は
サ
タ
ケ
も
ブ
ー
ス
を
出
店
し
、
賀
茂
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
米
や
加
工
品
な
ど
を
販
売
し
て
い
る
。
同
法

人
の
メ
ン
バ
ー
が
準
備
や
販
売
を
担
う
が
、
お
客
さ

ん
と
会
話
を
す
る
こ
と
で
み
な
生
き
生
き
と
し
た
表

情
に
な
る
と
い
う
。
企
業
と
農
家
の
連
携
と
い
う
新

し
い
６
次
産
業
化
は
、
地
域
に
新
鮮
な
風
を
吹
か
し

て
い
る
よ
う
だ
。 

文
／
城
市
奈
那
　
写
真
／
芥
川
博
之

●賀茂プロジェクト ☎082-432-2215
　サタケ http://www.satake-japan.co.jp

▲プロジェクトの代表で、サタケ経営
本部経営企画室室長の松本和久さん

▲茅が生え荒れ放題だった後谷地区の休耕田
▼茅を掘り返し、水路を復旧してそば畑に再生

▲ 発足経緯を語る金川学さん
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喜
界
島
は
、
周
囲
48
・
６
㎞
、
人
口
は
７
０
０
０
人
弱
。

隆
起
性
サ
ン
ゴ
礁
の
島
で
全
島
ほ
と
ん
ど
が
サ
ン
ゴ
を

起
源
と
す
る
石
灰
岩
で
出
来
て
お
り
、
主
要
産
業
は
、

サ
ト
ウ
キ
ビ
や
白
ゴ
マ
な
ど
の
農
業
、
畜
産
業
で
あ
る
。

こ
の
島
と
の
出
会
い
は
、
平
成
26
年
末
、
現
地
の
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
を
中
心
と
し
た
有
機
農
業
推
進
の
場
に
、
総
務

省
地
域
資
源
事
業
化
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
派
遣

さ
れ
た
こ
と
か
ら
。
そ
れ
か
ら
昨
年
末
の
現
在
ま
で
、

仕
事
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
あ
わ
せ
30
回
以
上
通
っ
て
い
る
。

そ
れ
だ
け
魅
力
が
沢
山
詰
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
魅
力
の

一
つ
が
若
く
行
動
力
が
あ
る
人
が
多
い
こ
と
で
、
こ
こ

に
３
名
ほ
ど
紹
介
す
る
。
喜
界
島
特
産
品
創
り
を
担
い
、

島
お
こ
し
に
も
意
欲
的
な
、
魅
力
あ
ふ
れ
る
人
た
ち
で

あ
る
。東

京
か
ら
の
Ⅰ
タ
ー
ン
者
が

す
ご
い
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
創
る

平
成
18
年
に
東
京
か
ら
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き
た
青
年
、

杉
俣
紘
二
朗
氏（
昭
和
58
生
）。
彼
と
の
出
会
い
が
き

っ
か
け
で
私
は
こ
の
喜
界
島
に
と
て
も
興
味
を
覚
え

た
。
沖
縄
や
奄
美
大
島
産
の
加
工
黒
糖
、
純
黒
糖
、

生
姜
入
り
黒
糖
や
黒
糖
入
の
お
菓
子
な
ど
を
沢
山
頂

い
て
き
た
私
に
と
っ
て
彼
の
創
り
出
す
純
黒
糖
の
風

味
は
、　

個
人
的
感
想
で
は
あ
る
が
、
今
ま
で
味
わ

っ
た
こ
と
な
い
、
し
か
し
昔
懐
か
し
く
感
じ
る
深
く

濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
実
際
の
純
黒
糖
製
造

行
程
で
あ
る
が
、
12
月
か
ら
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
収
穫
し
、

葉
と
梢
頭
部
を
と
っ
た
状
態
で
工
場
へ
運
び
込
み
、

茎
を
圧
搾
機
に
か
け
、
搾
り
汁
を
取
り
出
し
、
そ
れ

を
釜
に
投
入
し
、
炊
き
上
げ
て
い
く
。
途
中
で
不
純

物
除
去
と
中
和
の
為
に
石
灰
を
投
入
し
、
丁
寧
に
灰

汁
取
り
し
な
が
ら
次
の
釜
に
移
す
、
粘
性
と
温
度
が

目
標
に
近
く
な
っ
た
ら
攪
拌
機
に
移
し
、
仕
上
げ
て

い
く
。
最
終
的
に
は
そ
こ
か
ら
ト
レ
ー
（
お
盆
）な

ど
に
薄
く
の
ば
し
た
も
の
に
、
筋
を
入
れ
、
軽
く
わ

る
と
純
黒
糖
ブ
ロ
ッ
ク
に
な
る
。
喜
界
島
出
身
で
、

元
看
護
師
で
あ
る
奥
様
も
し
っ
か
り
手
伝
っ
て
お
り

二
人
三
脚
で
皆
に
喜
ば
れ
る
純
黒
糖
や
黒
糖
菓
子
を

Ｕ・Ⅰ
タ
ー
ン
し
た
若
手
が
創
る

魅
力
燦
々
、喜
界
島
特
産
品
　
鹿
児
島
県
喜き

界か
い

町ち
ょ
う

▲喜界島の蒼く美しい海

▲杉俣さんが造る出来上がったばかり
の純黒糖

▲㈱ミネックス自慢の美しい車海老

▲大人気の清水屋の洋菓子

起業して
地域を元気に
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作
り
上
げ
て
い
る
。

　
【
日
本
初
の
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
認
定
】

喜
界
島
で
農
産
物
出
荷
額
の
８
割
を
占
め
る
サ
ト

ウ
キ
ビ
は
栽
培
の
際
に
多
量
の
化
学
肥
料
を
施
用
す

る
農
家
が
多
く
、
こ
れ
は
少
し
で
も
収
量
を
多
く
す

る
た
め
に
あ
る
程
度
必
要
で
あ
り
、
歴
史
的
に
も
国

の
統
制
品
だ
っ
た
砂
糖
は
農
薬
を
使
い
品
質
を
一
定

に
大
量
に
生
産
で
き
な
い
と
ス
ム
ー
ズ
に
買
い
上
げ

て
も
ら
え
な
い
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ

こ
で
彼
は
、
栽
培
よ
り
有
機
肥
料
し
か
使
用
し
な
い

農
法
に
挑
戦
し
、
つ
い
に
彼
の
思
い
を
一
緒
に
す
る

仲
間
と
つ
く
っ
た
「
喜
界
島
有
機
サ
ト
ウ
キ
ビ
・
白

ご
ま
研
究
会
」
が
平
成
27
年
７
月
に
国
内
産
黒
糖
で

は
有
機
農
産
物
、
有
機
加
工
品
食
品
の
生
産
工
程
管

理
者
と
し
て
日
本
で
初
め
て
認
定
さ
れ
、
さ
ら
な
る

進
化
を
続
け
て
い
る
。
サ
ン
ゴ
礁
が
隆
起
し
て
で
き

た
喜
界
島
だ
か
ら
こ
そ
、
珊
瑚
や
ア
ル
カ
リ
物
質
が

含
ま
れ
る
ミ
ネ
ラ
ル
豊
富
な
土
壌
を
生
か
し
た
作
物

作
り
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

建
設
業
の
専
務
、町
議
会
議
員
、そ
し
て

美
味
し
い
車
海
老
の
養
殖
・
販
路
拡
大
へ

峰
山
恵
喜
光
氏（
34
）は
、
株
式
会
社
峰
山
建
設
の

専
務
。
同
社
は
喜
界
島
で
一
番
大
き
な
ゼ
ネ
コ
ン
で
、

創
業
は
昭
和
36
年
。
グ
ル
ー
プ
会
社

含
め
て
社
員
約 

１
０
０
人
、
土
木
、

建
築
を
ベ
ー
ス
と
し
た
フ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
軽
さ
が
強
み
の
企
業
で
あ
る
。

峰
山
恵
喜
光
さ
ん
は
昭
和
59
年
に

生
ま
れ
、
埼
玉
の
大
学
を
卒
業
後
、

鹿
児
島
の
会
計
事
務
所
で
２
年
勤
務
、

島
に
戻
っ
て
家
業
を
継
ぐ
。
本
社
お

よ
び
グ
ル
ー
プ
会
社
の
総
務
、
経
理

を
主
に
担
当
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
島
の
発
展
や
将

来
を
担
う
若
い
世
代
の
育
成
等
に
も
人
一
倍
熱
心
に

取
り
組
ん
で
い
る
。

　
【
町
議
会
議
員
と
し
て
】

実
際
に
社
員
と
し
て
働
き
な
が
ら
、
外
貨
を

稼
ぎ
、
情
報
を
発
信
し
、
喜
界
島
を
知
っ
て
も

ら
い
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
離
島

交
付
金
に
頼
ら
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
産
業

を
確
立
し
た
い
と
い
う
よ
う
に
自
分
の
意
識
が

変
わ
る
。
そ
こ
で
喜
界
町
議
会
議
員
に
立
候
補

し
、
当
選
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
、
２
期
目

（
６
年
目
）の
彼
は
、「
若
い
人
の
意

見
、
子
育
て
世
代
、
こ
れ
か
ら
産

業
に
飛
び
出
し
た
い
人
た
ち
へ
の

後
押
し
と
し
て
、
生
の
声
を
議
会

に
届
け
、
自
分
自
身
も
商
売
人
と

し
て
実
際
に
行
動
し
て
行
き
た

右/㈱ミネックスのリジョイスフリ
ーザーを使ったギフトセット
左/翌朝ひきあげるための網を投入

▲会社員、町議会議員として
活躍すると共に車海老の養殖
にはげむ峰山氏

▲サトウキビの葉や皮をそぎ落とす

▲伐採したサトウキビを圧搾機にかける

▲絞った汁をガス釜で炊き上げる

▲炊き上げたものを練り器で練り上げる

▲夫婦で黒糖をブロックに切り分ける

▲最高のパートーナーの奥様と
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い
」
と
熱
く
語
る
。
今
期
か
ら
定
数
12
名
の
内
、
30

歳
台
の
議
員
が
彼
を
含
め
３
名
と
な
り
、
議
会
に
も

新
た
な
風
が
吹
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
【
車
海
老
の
養
殖
】

株
式
会
社
ミ
ネ
ッ
ク
ス
の
養
殖
池
で
、
入
社
７
年

目
で
あ
る
阿
丸
養
生
場
長
の
福
森
春
介
氏
に
も
同
席

し
て
も
ら
い
話
を
聞
い
た
。
車
海
老
の
養
殖
は
、
島

内
に
あ
る
２
ヵ
所
の
陸
上
養
殖
場
に
て
、
年
間
約
18

ト
ン
の
水
揚
げ
が
あ
り
、
約
１
億
円
の
売
り
上
げ
に

な
る
と
い
う
。

車
海
老
の
養
殖
は
安
定
し
た
生
産
が
難
し
く
、
約

24
年
の
歴
史
が
あ
る
ミ
ネ
ッ
ク
ス
で
も
、
一
時
は
閉

め
よ
う
か
と
い
う
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ

た
と
の
こ
と
。
し
か
し
、
池
の
状
態
を
よ
く
す
る
こ

と
で
、
池
を
清
潔
に
保
ち
、
病
気
に
か
か
ら
な
い
よ

う
、
海
老
に
と
っ
て
良
い
状
態
で
出
荷
し
て
い
る
。

築
地
仲
買
人
か
ら
は
、
他
の
車
海
老
に
比
べ
て
東
京

に
着
い
た
時
の
状
態
の
良
さ
や
、
生
簀
の
中
で
生
き

て
い
る
期
間
が
な
が
い
と
高
評
価
を
頂
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。

平
成
26
年
に
オ
バ
マ
前
大
統
領
が
来
日
し
た
際
に

も
ミ
ネ
ッ
ク
ス
の
車
海
老
が
食
さ
れ
て
い
る
。
池
の

状
態
を
良
く
す
る
の
に
工
夫
し
て
い
る
こ
と
の
一
つ

に
、
３
カ
月
間
池
を
空
け
、
壁
面
に
つ
い
て
い
る
フ

ジ
ツ
ボ
な
ど
を
除
去
、
島
近
海
の
海
砂
を
定
期
的
に

補
充
し
、
池
底
を
ト
ラ
ク
タ
ー
で
耕
運
し
、
天
日
干

し
す
る
こ
と
で
、
ふ
か
ふ
か
な
寝
床
に
し
て
い
る
。

そ
こ
で
育
っ
た
車
海
老
は
活
き
の
良
さ
に
加
え
て
、

食
べ
た
と
き
の
甘
み
が
抜
群
だ
。

そ
し
て
海
老
に
も
人
に
も
池
に
も
良
い
と
い
う
環

境
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
自
負
が
あ
り
、
将
来
的

に
は
排
水
式
で
は
な
く
環
境
に
も
優
し
い
循
環
式
に

も
し
て
い
き
た
い
と
二
人
は
熱
く
語
っ
て
く
れ
た
。

ま
た
、
平
成
27
年
に
、
会
社
と
し
て
は
じ
め
て
県

も
の
づ
く
り
補
助
金
を
活
用
し
、
よ
り
鮮
度
を
保
つ

た
め
に
リ
ジ
ョ
イ
ス
フ
リ
ー
ザ
ー
を
導
入
し
、
活
き

締
め
の
冷
凍
車
海
老
を
出
荷
で
き
る
体
制
に
な
り
、

販
路
も
拡
大
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
後
の
夢
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
こ
の
車
海
老
を
個

人
的
に
憧
れ
が
あ
る
ア
メ
リ
カ
へ
、
そ
し
て
世
界
へ

届
け
て
い
き
た
い
」
と
、
最
高
の
笑
顔
で
答
え
て
く

れ
た
。

小
さ
な
さ
と
う
き
び
運
送
会
社
の
挑
戦
、

カ
フ
ェ
そ
し
て
ペ
ン
シ
ョ
ン
経
営

「
島
な
ら
で
は
の
最
高
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
宿
泊
施

設
を
や
り
た
い
ん
だ
よ
ね
」
と
い
う
話
を
清
水
亮
児

氏
か
ら
聞
き
、
夜
中
に
島
を
車
で
一
緒
に
回
っ
た
の

は
つ
い
半
年
ほ
ど
前
で
あ
っ
た
。
島
で
一
番
の
場
所

を
見
つ
け
、
土
地
交
渉
か
ら
地
元
へ
の
説
明
会
を
終

え
、
更
地
に
な
っ
た
そ
の
場
所
で
彼
の
生
き
様
を
伺

う
こ
と
が
で
き
た
。

　
【
24
歳
で
社
長
に
】

昭
和
58
年
に
島
で
生
ま
れ
、
小
学
校
の
途
中
で
鹿

児
島
市
へ
、
中
学
で
一
時
島
へ
戻
り
、
高
校
は
鹿
児

島
、
そ
の
後
東
京
の
大
学
へ
進
学
し
、

弁
護
士
に
な
る
目
標
を
持
ち
、
ひ
た
す

ら
勉
学
に
励
ん
だ
が
、
２
年
の
時
に
喜

界
島
運
送
の
社
長
だ
っ
た
父
の
ガ
ン
が

発
覚
。
し
ば
ら
く
進
路
に
悩
む
が
、
島

に
戻
る
こ
と
を
決
意
し
、
経
営
者
に
な

る
に
は
少
な
く
と
も
数
字
が
読
め
な
い

と
い
け
な
い
と
思
い
、
専
門
学
校
に
て

簿
記
の
勉
強
を
す
る
。
そ
の
後
父
の
容

体
の
悪
化
に
伴
い
、
急
ぎ
島
に
戻
り
、

平
成
20
年
４
月
に
代
表
取
締
役
に
就
任
、

そ
の
10
月
に
父
は
帰
ら

ぬ
人
と
な
っ
た
。
清
水

氏
24
歳
の
と
き
で
あ
る
。

　
【
喜
界
島
運
送
の
歴
史
】

生
和
糖
業
が
製
糖
業

を
開
始
し
た
の
が
昭
和

34
年
、
続
い
て
、
昭
和

36
年
に
さ
と
う
き
び
の

個
人
運
送
業
者
に
よ
る

持
ち
株
制
度
の
有
限
会

社
喜
界
運
送
が
発
足
。

し
か
し
、
昭
和
56
年
、

20
年
の
間
に
様
々
な
問

題
点
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
と
う
き
び
運

送
業
の
組
織
化
が
望
ま
れ
た
。
そ
ん
な
時
代
背
景
の

後
押
し
を
受
け
、
筆
頭
で
個
人
運
送
を
し
て
い
た
清

水
氏
の
父
で
あ
る
清
水
眞し
ん

之の

児じ

氏
が
代
表
取
締
役
に

就
任
し
た
。

　
【
鳥
の
山
】

清
水
氏
の
母
方
の
祖
父
が
経
営
し
て
い
た
約
50
年

の
歴
史
が
あ
る
と
い
う
「
鳥
の
山
」
と
い
う
店
が
あ

る
。
当
時
は
ゴ
ー
カ
ー
ト
、
た
め
池
に
は
ボ
ー
ト
、

▲宿泊施設建設予定地にて、清水さん
▼大切な家族と自宅建設予定地にて

▲夏の間だけオープンする「鳥の山」
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そ
し
て
な
が
し
ソ
ー
メ
ン
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
遊
園

地
の
よ
う
で
あ
り
、
島
に
は
そ
の
よ
う
な
娯
楽
施
設

は
全
く
な
か
っ
た
の
で
、
大
人
気
だ
っ
た
よ
う
だ
。

平
成
15
年
に
亡
き
父
が
経
営
権
を
持
ち
、
そ
の
後
有

限
会
社
清
水
屋
と
し
て
平
成
23
年
よ
り
清
水
氏
が
経

営
を
始
め
た
。

　
【
カ
フ
ェ
と
お
菓
子
製
造
】

喜
界
運
送
は
製
糖
時
期
で
あ
る
、
12
月
か
ら
翌
年

の
３
月
と
い
う
短
い
期
間
し
か
稼
働
し
な
い
た
め
、

清
水
氏
は
従
業
員
と
夏
の
間
の
別
事
業
を
模
索
し
、

「
鳥
の
山
」
を
カ
フ
ェ
と
し
て
夏
の
間
の
み
オ
ー
プ

ン
し
た
。
平
成
23
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
平

成
26
年
に
、
小
さ
な
子
供
連
れ
で
安
心
し
て
い
け
る

飲
食
店
に
な
る
べ
く
、
キ
ッ
ズ
ル
ー
ム
や
オ
ム
ツ
交

換
場
所
が
あ
る
お
店
に
リ
フ
ォ
ー
ム
を
し
た
。
こ
れ

は
大
人
気
で
、
島
特
有
の
暑
い
夏
の
昼
間
に
子
連
れ

の
マ
マ
達
の
憩
い
の
場
と
な
っ
た
。
あ
わ
せ
て
、
独

学
で
食
品
衛
生
法
な
ど
勉
強
し
、
平
成
27
年
夏
に
焼

き
菓
子
の
販
売
を
開
始
、
お
土
産
、
箱
菓
子
を
製
造

し
は
じ
め
た
。
都
会
の
セ
ン
ス
と
洋
菓
子
を
中
心
に

し
て
い
っ
た
こ
と
で
、
島
の
新
し
い
お
土
産
と
し
て

す
ぐ
に
認
知
さ
れ
、
奄
美
大
島
で
も
販
売
、
東
京
で

の
物
産
展
に
も
積
極
的
に
参
加
し
た
。

当
時
を
清
水
氏
は
「
島
の
も
の
を
使
っ
て
何
か
つ

く
り
た
い
と
い
う
想
い
が
ふ
つ
ふ
つ
と
湧
き
上
が
り
、

ま
た
島
に
は
良
い
も
の
が
あ
る
、
良
い
見
せ
方
、
伝

え
方
が
あ
る
と
思
っ
た
。」
と
振
り
返
る
。

【
家
族
と
こ
れ
か
ら
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

●喜界島観光協会 ☎0997-65-1202●農家食堂「こかげ」☎0265-96-1831
　4月～12月、11：00 ～16：00営業 木曜日休み

島
で
育
っ
て
い
る
と
綺
麗
な
海
が
当
た
り
前
の
風

景
で
、
あ
え
て
海
を
見
る
こ
と
に
興
味
が
な
く
な
る

が
、
鹿
児
島
出
身
の
い
つ
も
自
分
の
こ
と
を
応
援
し

て
く
れ
る
妻
が
、
南
の
島
に
住
む
の
な
ら
、
綺
麗
な

海
が
見
え
る
処
に
住
み
た
い
と
い
う
想
い
が
あ
り
、

気
に
し
て
な
か
っ
た
も
の
を
気
に
し
て
見
る
こ
と
で
、

そ
の
魅
力
に
は
じ
め
て
気
が
つ
い
た
、
更
に
こ
の
景

色
を
お
客
様
に
提
供
し
た
い
な
と
い
う
想
い
で
宿
泊

施
設
の
計
画
を
は
じ
め
た
。

当
面
は
４
部
屋
の
全
て
オ
ー
シ
ャ
ン
ビ
ュ
ー
の
宿

泊
施
設
を
今
年
の
８
月
に
オ
ー
プ
ン
予
定
。
新
た
な

宿
泊
施
設
と
次
々
と
行
動
を
起
こ
す
清
水
氏
の
こ
れ

か
ら
が
楽
し
み
で
あ
る
。

文
・
写
真
／
青
木
信
之（
総
務
省
地
域
資
源
事
業
化
支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

山
村
集
落
に
元
気
な
明
か
り
、農
家
食
堂
を
開
設

や
さ
い
村
信
州
高
遠
藤
沢
郷﹇
こ
か
げ
﹈(
長
野
県
伊い

那な

市し

高た
か

遠と
う

町ま
ち)

諏
訪
と
伊
那
高
遠
を
結
ぶ
国
道
１
５
２
線
は
杖
突

街
道
と
呼
ば
れ
る
古
道
で
、
宿
場
町
の
風
情
を
残
す

集
落
が
点
在
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
、
藤
沢
地
区
に

13
人
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
運
営
す
る
農
家
食
堂
「
こ

か
げ
」
が
あ
る
。
地
元
の
食
材
や
野

菜
を
た
っ
ぷ
り
使
っ
た
日
替
わ
り
の

「
こ
か
げ
御
膳
」
が
人
気
で
、
市
外

か
ら
通
っ
て
く
る
フ
ァ
ン
も
増
え
て

い
る
。
最
近
は
「
こ
か
げ
」
を
会
場

に
お
月
見
コ
ン
サ
ー
ト
や
ク
リ
ス
マ

ス
コ
ン
サ
ー
ト
、
子
供
会
等
の
催
し

も
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

３
年
間
の
準
備
期
間
を
経
て
、
平

成
24
年
に
会
代
表
の
藤
澤
宗
子
さ
ん

（
元
社
会
福
祉
協
議
会
職
員
）
が
呼

び
か
け
て
6
人
で
ス
タ
ー
ト
し
た
食
堂
だ
が
、
現
在

は
交
代
制
で
13
人
が
働
い
て
い
る
。

農
家
食
堂
の
開
設
は
、
藤
澤
さ
ん
が
平
成
21
年
に

集
落
の
女
性
た
ち
に
呼
び
か
け
た
こ
と
。
藤
沢
地
区

で
も
高
齢
化
と
過
疎
化
で
空
き
家
が
増
え
て
い
た
が
、

藤
澤
さ
ん
は
「
た
め
息
を
つ
い
て
い
て
も
始
ま
ら
な

い
。
美
味
い
水
や
米
、
野
菜
が
あ
り
、
旅
人
を
も
て

な
し
て
き
た
先
人
の
知
恵
も
あ
る
。
そ
の
宝
物
を
生

か
し
て
い
こ
う
」
と
呼
び
か
け
た
。
最
初
は
地
元
の

生
活
部
会
と
し
て
祭
り
な
ど
に
手
作
り
肉
ま
ん
等
を

販
売
し
な
が
ら
、
県
の
「
地
域
発
元
気
作
り
支
援
金
」

を
活
用
し
て
里
山
再
生
事
業
に
取
り
組
ん
だ
。
環
境

整
備
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
の
が
閉
鎖
し
て
い
た
寒

天
工
場
の
整
備
と
放
置
さ
れ
て
い
た
牧
草
地
の
再
生

だ
っ
た
。
不
法
投
棄
も
あ
っ
た
空
き
地
は
、
地
元
新

聞
ら
の
呼
び
か
け
も
あ
り
、
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
60
人
の
応
援
で
一
日
で
き
れ
い
に
な
っ

た
と
い
う
。
食
堂
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
建
物
は
、
40

年
前
に
閉
鎖
し
た
寒
天
工
場
の
頑
丈
な
建
物
で
、
地

元
の
大
工
さ
ん
が
柱
や
梁
を
生
か
し
て
改
装
。
高
い

天
井
、
車
椅
子
も
ゆ
っ
た
り
利
用
で
き
る
レ
ス
ト
ラ

ン
に
な
り
、
２
階
に
は
ミ
ニ
食
堂
や
和
室
も
あ
る
。

▲街道沿いに立つ
看板を目安に入っ
ていく。テラスも人
気のスペース
▶ 天井が高く、頑丈
な柱や梁も見もの
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ビ
栽
培
。
苗
の
栽
培
も
順
調
で
、
期
待

さ
れ
て
い
る
。森
林
資
源
の
活
用
で
は
、

主
に
竹
材
を
活
用
す
る
た
め
、
木
材
粉

砕
機
を
導
入
し
て
、
堆
肥
や
燃
料
に
活

か
す
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

第
2
の
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
は

海
辺
に「
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ
仁に

王お
う

」

（
香
川
県
三
豊
市
仁
王
町
）

古
民
家
を
再
生
し
て
都
市
住
民
ら
の

交
流
の
場
と
し
て
利
用
、〝
村
民
〞と
し

て
地
域
活
動
を
す
る
「
シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ
ジ

町ま
ち

村む
ら

」(

秋
田
県
五
城
目
町)

に
次
い
で
、

１
昨
年
オ
ー
プ
ン
し
た
の
が
「
シ
ェ
ア
ビ

レ
ッ
ジ
仁
王
」。三
方
を
山
に
囲
ま
れ
た

海
の
ま
ち
で
、「
夕
日
１
０
０
選
」
に
選

定
さ
れ
て
い
る
父
母
ケ
浜
等
、
風
光
明

媚
な
歴
史
の
あ
る
ま
ち
。シ
ェ
ア
ビ
レ
ッ

ジ
仁
王
は
、
塩
業
で
財
を
成
し
た
初
代

村
長
塩
田
忠
左
衛
門
が
明
治
時
代
に
建

て
た
旧
亭「
松
賀
屋
」で
、
築
１
０
０
年

の
瓦
葺
き
屋
敷
。８
４
０
坪
の
土
地
に

蔵
を
入
れ
て
３
６
０
坪
の
家
屋
敷
が
あ

り
、
宿
泊
用
に
は
専
用
の
客
間
2
室
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。高
松
空
港
か
ら
車

で
約
1
時
間
。問
合
せ
は
一
般
社
団
法
人

「
誇
」へ
。 

☎
０
８
７
５・２
３・６
８
２
０

  No.51
［でぽら］ 2018年

発行日／平成30年3月5日
発　行／全国過疎地域自立促進連盟
〒105-0001  東京都港区虎ノ門一丁目13番5号

 第一天徳ビル3階
☎03‒3580‒3070 FAX03‒3580‒3602
http//www.kaso-net.or.jp/

編集／合編集工房アド・エー

地
域
６
次
産
業
化
連
携
強
化

事
業（
青
森
県
深
浦
町
）

豊
富
に
存
在
す
る
農
水
産
物
を
活
用

し
、
地
域
ぐ
る
み
で
生
産
、
加
工
、
販

売
に
取
り
組
む
た
め
、「
地
域
ぐ
る
み

の
６
次
産
業
化
」
を
推
進
し
、
稼
ぐ
力

を
強
め
、
地
域
活
性
化
と
雇
用
の
拡
大

を
図
っ
て
い
る
。

主
な
活
動
は
、
地
域
外
へ
の
販
路
拡

大
の
た
め
事
業
者
合
同
で
食
品
展
示
会

へ
出
品
、
首
都
圏
で
の
拠
点
と
し
て
設

置
し
て
い
る
深
浦
商
品
販
売
ブ
ー
ス

（
浅
草
）で
の
Ｐ
Ｒ
活
動
、
６
次
産
業
化

勉
強
会
、
企
業
訪
問
に
よ
る
深
浦
産
品

の
Ｐ
Ｒ
活
動
等
。
こ
れ
ら
の
活
動
で
、

艫
作
興
産
組
合
特
産
の
「
雪
人
参
」
が

大
手
食
品
メ
ー
カ
ー
と
の
商
談
が
成
立

し
た
。
雪
人
参
は
雪
の
中
で
保
管
熟
成

し
た
人
参
で
、
フ
ル
ー
テ
ィ
ー
な
甘
さ

が
特
徴
。
深
浦
町
で
は
平
成
27
年
度
に

48
品
だ
っ
た
特
産
品
が
53
品
に
増
え
る

な
ど
、新
た
な
食
品
の
創
出
が
で
き
た
。

農
産
物
直
売
所
の
開
設

特
産
品
の
開
発（
山
形
県
飯
豊
町
）

椿
地
区
で
は
、
拠
点
施
設
と
し
て
空

き
店
舗
を
整
備
し
て
、
農
産
物
直
売
所

「
産
直
ホ
ー
プ
館
椿
」
を
開
業
し
た
。

施
設
内
に
加
工
所
機
能
を
追
加
し
、
地

域
農
産
物
を
活
用
し
た
地
域
農
産
物
を

開
発
、
ま
た
冷
蔵
設
備
や
包
装
機
器
等

を
整
備
し
て
、「
椿
味
噌
」
の
高
度
均

一
な
品
質
の
確
保
と
安
定
的
な
供
給
に

努
め
て
い
る
。
椿
味
噌
は
伝
統
的
な
醸

造
法
に
よ
る
手
作
り
味
噌
で
、
化
学
調

味
料
や
添
加
物
は
一
切
使
用
し
て
い
な

い
た
め
、
お
に
ぎ
り
に
そ
の
ま
ま
付
け

る
と
美
味
し
い
と
い
う
。
さ
ら
に
、
世

代
間
の
交
流
を
行
え
る
よ
う
に
、
喫
茶

機
能
の
付
加
や
、
社
会
福
祉
協
議
会
等

と
検
討
し
、
健
康
教
室
「
ほ
の
ぼ
の
サ

ロ
ン
」
の
実
施
も
検
討
し
て
い
る
。

移
動
ス
ー
パ
ー
事
業
、公
営

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
も
設
置

（
奈
良
県
川
上
村
）

都
市
に
は
な
い
豊
か
な
暮
ら
し
を
実

現
す
る
た
め
に
、
日
々
の
生
活
支
援
を

目
的
と
し
て
平
成
28
年
度
に
産
官
金
労

福
＋
村
民
に
よ
る
一
般
社
団
法
人
「
か

わ
か
み
ら
い
ふ
」
を
設
立
。
ま
ず
東
部

地
区（
15
集
落
、約
２
８
０
世
帯
、５
９

０
人
、高
齢
化
率
は
67
・
６
％
）を
中
心

に
、
村
外
の
民
間
企
業
と
連
携
し
た
生

鮮
食
品
等
の
買
い
物
支
援
を
行
う
移
動

ス
ー
パ
ー
事
業
及
び
日
用
品
な
ど
の
個

別
配
達
を
行
う
宅
配
事
業
を
実
施
し
て

い
る
。
平
成
29
年
度
に
は
高
齢
に
よ
り

廃
業
し
た
村
内
唯
一
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
を
継
業
。
経
営
方
針
と
営
業
ノ
ウ

ハ
ウ
は
県
・
村
・
業
界
団
体
・
石
油
販

売
企
業
な
ど
に
よ
る
協
議
会
で
検
討
調

査
し
、
奈
良
県
で
初
め
て
と
な
る
公
営

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
た
。

休
耕
田
や
森
林
資
源
を
活
用

（
京
都
府
宮
津
市
）

高
齢
化
や
鳥
獣
被
害
等
で
休
耕
田

が
増
え
、
森
林
資
源
の
資
産
価
格
の
低

迷
で
、
基
幹
産
業
の
活
力
が
低
下
し
て

い
る
。市
で
は
産
業
お
こ
し
、自
然
環
境

と
観
光
開
発
の
推
進
に
力
を
入
れ
て
、

地
域
を
支
援
し
て
き
た
。そ
の
一
つ
が
、

上
宮
津
地
区
が
取
り
組
む
休
耕
田
を
活

用
し
て
ホ
ン
モ
ロ
コ
を
養
殖
す
る
事
業

で
、
整
備
し
た
圃
場
で
は
住
民
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
い
る
。

他
に
は
、
湧
水
を
活
用
し
て
の
ワ
サ

・開催日（予定）
  平成30年10月25日（木）～26日（金）
・開催場所（予定）
  1日目　全体会、交流会：山口市
  2日目　分科会・現地視察：長門市、萩市、岩国市、周防大島町
［問い合わせ］ 山口県総合企画部中山間地域づくり推進課（担当：井川）

☎ 083-933-2549

全国過疎問題シンポジウム 2018 in やまぐち 平成30年10月25日木～26日金
山口県への皆さまのお越しを、心よりお待ちしております!!

　平成30年は明治改元から150年を迎える節目の年であり、
山口県は幕末から明治にかけて活躍し、新たな日本を切り
拓いた先人を多く輩出した地です。
　人口減少社会の到来など、激動の時代を迎えている今
だからこそ、このたびのシンポジウムを全国の過疎地域の
元気を取り戻す契機にしたいと考えています。

元乃隅稲成神社（長門市） 錦帯橋（岩国市）

松下村塾（萩市） 大島大橋（周防大島町）

地
域
振
興
の
取
り
組
み
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No.43 Iターンして新規就農̶地域に農の新しい風
担い手を育成して産地活性化（大分県由布
市庄内町、豊後大野市）河岸段丘は命と恵
みの大地（新潟県津南町） JAと農家で築い
た｢南郷トマト｣50年（福島県南会津町）農
家の心意気をニューファーマーに（北海道
士別市朝日地区）自家製レモンで大三島リ
モンチェッロ（愛媛県今治市上浦町）「農業
をする」という人生の作り方（岩手県西和
賀町）地域の美味しい産直市「お山の大将」
（徳島県美波町）休耕田にしない・親子で励
む米作り（広島県庄原市総領）むかし味「げ
んたのやさい」（山梨県笛吹市芦川） 高原を
彩るヒマラヤの青いケシ（長野県大鹿村） 
環境未来都市しもかわ（北海道下川町）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2013年

地
域
に
農
の
新
し
い
風

特
集
Ⅰ
タ
ー
ン
し
て
新
規
就
農

地
域
に
農
の
新
し
い
風

No.47 ソフト事業で 地域ステップ・アップ
豊饒な大地から"美味しい"発信、ブランド作物&グル
メの里（青森県つがる市）人、モノ、想いが行き交う交
差点「こってコテいけだ」（福井県池田町）男鹿の魅
力をパワーアップ、減農薬栽培と放棄水田の活用（秋
田県男鹿市）バイオガスプラントの余熱利用、チョウ
ザメ、マンゴー飼育（北海道鹿追町）全国が熱い視線
を注ぐ「日本一の子育て村」（島根県邑南町）地場産
業・伝統技術を継承する小学生の「たたら体験学習」
（島根県奥出雲町）作って、食べて、歩いて実感、山の
暮らしをナビゲート（山梨県笛吹市芦川）暮らしの中
で街並み保存と資源活用、北国街道今庄宿（福井県
南越前町） 海の道・神々の島、壱岐市立「一支国博
物館」（長崎県壱岐市） 駅舎は若者や町民活動の発
信地「えき・まちネットこまつ」（山形県川西町）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2016年

地
域
ス
テ
ッ
プ・ア
ッ
プ

　

 

特
集
▼
ソ
フ
ト
事
業
で

地
域
ス
テ
ッ
プ・ア
ッ
プ

No.48 地域の伝統技術を継承する
「オケクラフト」オケクラフトセンター森林工芸館(北海道
置戸町) 島民の暮らしと共に「久米島紬」(沖縄県久米島
町) 葦原の育成と「茅葺き屋根」の修復(宮城県石巻市北
上町) 幻の手工芸品「金唐革紙」の復活(福岡県築上町) 
トータル林業をめざして(長野県根羽村) 天空の里で[石積
み学校](徳島県吉野川市美郷) [地域おこし協力隊員が地
域伝統の技を学ぶ] 奥会津編み組細工(福島県三島町) 雄
国根曲竹の竹細工(福島県喜多方市熊倉町) 3人の隊員が
蕎麦打ち修業中(喜多方市大和町) 鉄に魅せられて鍛冶職
人に/鍛冶工房金床・秋田和良(広島県安芸太田町) 新感
覚の五箇山和紙を世界に発信(富山県南砺市五箇山)
平成27年度過疎地域自立活性化優良事例/大野地区公
民館、五名活性化協議会、田幸ふるさとランチグループ、
一般社団法人 IORI倶楽部

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2016年

地域の伝統技術を継承する特
集

No.49 住民協働で地域の賑わい
参画・協働して自治力を回復（島根県雲南市） 
[ブルーリバー ]を設立して地域再生（広島県
三次市青河地区） 歴史文化を新たな視点で
（北海道江差町） 房総［山のまち］に賑わいを
（千葉県鴨川市清澄・四方木地区） 「小さな村
g7サミット」を誕生させた村（山梨県丹波山
村） 山里の暮らしを学び、支援する（群馬県
南牧村星尾地区） 日本一を誇る[土佐天空の
郷]棚田米（高知県本山町・本山町農業公社） 
[有機の里づくり]事業（青森県新郷村） 福島
大学[むらの大学]in小高（福島県南相馬市小
高区） [津波模型班]の活動（岩手県宮古市県
立宮古工業高校）  水と緑の“火の島”口永良
部島（鹿児島県屋久島町/貴舩庄二）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2017年

住
民
協
働
で
地
域
の
賑
わ
い

特
集
●
ま
ち
に
心
地
よ
い
風

｜

住
民
協
働
で
地
域
の
賑
わ
い

No.50 過疎への挑戦―農山漁村50年の歩み
[あのムラは、あの人は―45年を経た島根県の山間集落]
（津和野町日原滝谷集落、益田市匹見町芋原集落、邑南町
瑞穂地区）［出稼ぎを辞めて地域産業を興す、新農業経営に
挑戦してきた秋田県の若者たち]3夫婦で原木しいたけ栽培
（湯沢市旧雄勝町）、「出稼ぎも楽しかった」、契約栽培と比
内地鶏で近代化農業を（大館市比内町） 出稼ぎでまちを支
えてきた男たちはいま自然を活かした事業に（鹿児島県大
崎町） [地域の夢紡ぎ人] 歴史・文化の町の「牛乳生産」（新
潟県出雲崎町）、天草の人と海山が育んだ極上品（熊本県上
天草市）、品質第一で「農」をブランド化（北海道共和町）、育
てて獲るホタテ漁（北海道猿払村）,多様性に富んだ森のよ
うな地域に（岡山県西粟倉村） 平成28年度過疎地域自立
活性化優良事例／NPO法人がんばらまいか佐久間、NPO
法人ふるさと、NPO法人うちのの館、真田いこい茶屋

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2017年

農
山
漁
村
50
年
の
歩
み

過
疎
へ
の
挑
戦

│

特 集

No.44 人々が集って、はじめる̶ふるさと再生作戦
「美味しい」の感動をつなぐ島（山口県周防大島
町） 貴重な動植物と農業青年を育む里山（鳥取
県日南町） 四ケ村の棚田と肘折温泉で創るふる
さとのにぎわい（山形県大蔵村） 主役は子供たち
（福島県伊達市月舘町） 馬にふれ、馬たちの時
間で暮らす（北海道浦河町） ボランティアが続
ける森や里山支援/JUON NETWORK 森の
楽校・田畑の楽校 産学官でオホーツク地域産業
の創成を/東京農大オホーツク実学センター 
平成25年度過疎地域自立活性化優良事例/
特定非営利活動法人 奥矢作森林塾、一般社
団法人 なかわり生姜山農園、雪浦ウィーク実
行委員会、寄ろ会みなまた、若松ふるさと塾、
会津山都そば協会

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2014年

ふ
る
さ
と
再
生
作
戦

特
集
／
人
々
が
集
っ
て
、は
じ
め
る

ふ
る
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No.45 地域の創造活動を支援する
集落再生をめざす小さなユートピア郷/大宮産業・
みやの里（高知県四万十市西土佐）移住してくる家族
をバックアップ（長野県伊那市高遠町） 地域で安心し
て幸せに暮らす/ゆうばりコンパクトシティ構想（北海
道夕張市） 各分野の専門家が地域に根を張って/対
馬市島おこし協働隊（長崎県対馬市） 自然と地域の
中で輝いて学ぶ「島留学」県立隠岐島前高校、島まる
ごと図書館プロジェクト（島根県海士町）学生の提案
をビジネスに生かす/十日町市「トオコン」、農業体験・
ボランティア活動に無料バス（新潟県十日町市）風土
に合った「小さな農業」の創出（山形県舟形町）山里
の暮らしの知恵と資源を生かして/もくもく市場・栃
尾里人塾（岐阜県郡上市明宝）地域の見守り役も
担って/予約型乗合タクシー（福岡県八女市） 
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No.46 若者の地域貢献活動
島の柑橘園を受け継ぐバンドマンたち（愛
媛県松山市中島）農を軸に「生きがいの仕
事作り」/楠グリーン村（山口県宇部市）高
根の暮らしを明日へ繋ぐ（新潟県村上市） 
450人の子供たちの第二の故郷/暮らし
の学校だいだらぼっち（長野県泰阜村） 奄
美大島他で大学生が「島キャン」 休耕地を
花と蜜蜂の丘に/油木高校（広島県神石高
原町） 地域の農業と共に/名久井農業高校
（青森県南部町） 道北農業の未来を担う/
北海道名寄産業高校（北海道名寄市）
平成26年度過疎地域自立活性化優良事
例/ビジョン早田実行委員会、もんてこい丹
生谷運営委員会
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