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１
９
６
０
年
代
、
高
度
経
済
成
長
す
る

中
、
多
く
の
若
者
が
働
く
場
を
求
め
て
農

山
漁
村
地
域
か
ら
都
市
地
域
に
向
け
て
大

き
な
人
口
移
動
が
起
こ
り
、
都
市
地
域
に

お
い
て
は
人
口
の
集
中
に
よ
る
過
密
問
題

が
発
生
す
る
一
方
、
農
山
漁
村
地
域
で
は

住
民
の
減
少
に
よ
り
地
域
社
会
の
基
礎
的

生
活
条
件
の
確
保
に
も
支
障
を
き
た
す
よ

う
な
、
い
わ
ゆ
る
過
疎
化
が
始
ま
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
現
状
と
若
者
た
ち
の
奮
闘

を
映
し
た
映
像
が
あ
る
。（
ｐ
39
参
照
）

「
で
ぽ
ら
」
50
号
で
は
、
こ
れ
ら
の
映

像
を
参
考
に
し
て
、
40
年
程
前
に
紹
介
し

た
町
村
の
集
落
や
人
々
、
暮
ら
し
や
活
動

が
ど
う
な
っ
た
か
を
現
地
を
訪
ね
て
確
認

す
る
と
共
に
、
地
域
の
産
業
や
住
民
の
暮

ら
し
ぶ
り
な
ど
を
拝
見
・
報
告
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
併
せ
て
地
域
振
興
に
取
り
組
む

各
地
の
魅
力
等
も
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。

日
本
は
地
方
都
市
を
含
め
て
さ
ら
に
人

口
減
少
と
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
。

し
か
し
取
材
し
て
感
じ
た
こ
と
は
、
日

本
の
戦
後
の
近
代
化
の
一
翼
を
地
方
の

人
々
が
担
い
、
そ
の
パ
ワ
ー
を
地
元
の
発

展
に
注
い
で
き
た
こ
と
で
あ
る
。「
み
ん

な
頑
張
っ
て
い
る
」「
過
疎
地
域
は
人
も
自

然
も
魅
力
い
っ
ぱ
い
」
だ
と
い
う
こ
と
。

日
本
人
の
英
知
が
集
約
さ
れ
た
誇
り
高
い

地
域
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
存
続
・
発
展
し
て

い
っ
て
ほ
し
い
と
痛
感
す
る
取
材
で
あ
っ

た
。

過疎への挑戦―
[農山漁村50年の歩み]
●特集企画に寄せて

▲鹿児島県大崎町／サラブレットの
育成を手がける篠原調教師

▲熊本県上天草市／温暖な
気候と豊かな海洋を活かし
て、㈲松岡真珠の真珠養殖場

▲島根県益田市／住民は集
団移住したが、ここで大麻
さんは高原花卉を栽培する

▶島根県邑南町／かつ
て酪農地として賑わっ
た丘陵地で、藤田さん、
稲田さん

▲島根県津和野町／廃村した集落で
朽ちた納屋を見る内谷さん ▲新潟県出雲崎町／「良寛牛乳」を飲

んで育った元気な子供たち

▲秋田県湯沢市／米・果実の有機栽
培を手がける渡邉さん、サクランボ
園で

▲秋田県大館市／葉たばこを栽培す
る振興会会長・長谷部さん

▲北海道共和町／カマンベール工房
「クレイル」を営む西村さん夫妻

▲北海道猿払村／若い漁師を大勢乗
せて港へ帰ってくるホタテ漁船

▶岡山県西粟倉村／地域お
こし協力隊員として来村し
た中井さん、田畑さん



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。

NO.50
●もくじ

●表紙写真
上左／ホップの側枝をカットする
（秋田県大館市）
上右／出稼ぎに行った夫たちの留守
を守って農作業に励む婦人たち（鹿
児島県大崎町）
中左／「クレイル」のカマンベルチー
ズ（北海道共和町）
中／「べっぴんマンゴー」（鹿児島県
大崎町）
中右／A級葉たばこの産地を継承す
る（秋田県大館市）
下左／浜辺を走って調教する競走馬
たち（鹿児島県大崎町）
下右／旧小学校を改装して木工品を
展示販売「フレル食堂」（岡山県西粟
倉村）

■あのムラは、あの人は―
　45年を経た島根県の山間集落
・いまは深い森の中に眠る 島根県津和野町日原滝谷集落 5

・集団移住し、高原花卉や野菜の産地に 島根県益田市匹見町芋原集落― 7

・酪農家の夢を実現した丘陵地は― 島根県邑南町瑞穂地区 9

■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
秋田県湯沢市旧雄勝町 12

・「出稼ぎも楽しかった」
米作&高原果実を有機栽培 14

・契約栽培と比内地鶏で、近代化農業を
秋田県大館市比内町 15
秋田が誇る比内地鶏のふるさと/炎天下での作業を40年/ホップ栽培の第一人者
・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 18

■INFORMATION　39
過去の過疎地域の様子をYouTubeで配信中
［全国過疎問題シンポジウム2017 in さが］
編集後記　奥付

■地域の夢紡ぎ人
・自然の恵みを届けて半世紀
歴史・文化の町の[牛乳生産]
新潟県出雲崎町 21
・家業を継いだ青年たちの更なる挑戦
天草の人と海山が育んだ極上品
熊本県上天草市 24
・大地が育むチーズ、米、果実
品質第一で[農]をブランド化
北海道共和町 28
・全国屈指の豊かさを村にもたらした
育てて獲るホタテ漁 北海道猿払村 30
・「百年の森林構想」から10年
多様性に富んだ森のような地域に
岡山県西粟倉村 32

■平成28年度　過疎地域自立活性化優良事例
・皆で協働してがんばらまいか　浜松市天竜区佐久間地域  特定非営利活動法人がんばらまいか佐久間―35
・ふるさとの冠婚葬祭をプロデュース　長野市信州新町地区 特定非営利活動法人ふるさと―36
・古民家を歴史・文化・交流の場に　奈良県五條市  特定非営利活動法人うちのの館―37
・元気な笑顔でおもてなし　和歌山県九度山町  真田いこい茶屋―38

特集/過疎への挑戦―農山漁村50年の歩み
特集企画に寄せて 2



4

島
根
県
は
過
疎
の
先
進
地
と
言
わ
れ
、
広
島
県
境
に
あ
る
中
山

間
地
で
は
、
昭
和
40
〜
50
年
代
に
か
け
て
、
離
村
が
著
し
い
集

落
が
多
数
出
現
し
て
い
る
。

豊
か
な
森
林
資
源
と
先
祖
代
々
耕
作
し
て
き
た
豊
饒
な
田
畑
も

あ
る
地
区
の
住
民
が
、
な
ぜ
ム
ラ
を
出
て
し
ま
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
戦
後
急
速
に
発
展
し
た
産
業
経
済
と
農
林
業
に
格
差
が

生
じ
、
農
林
業
を
主
体
に
し
た
生
活
へ
の
不
安
と
衰
退
、
山
間

部
で
生
活
す
る
上
の
不
便
さ
を
実
感
し
た
こ
と
。
豪
雨
が
続
け

ば
土
砂
崩
れ
が
あ
り
、
冬
に
は
１
ｍ
を
超
え
る
雪
も
あ
る
。

加
え
て
、「
比
較
的
近
い
場
所
に
働
き
口
が
あ
っ
た
」こ
と
も
要
因

に
な
っ
て
い
る
。
山
を
一
つ
越
え
れ
ば
、
日
本
経
済
発
展
の
拠

点
と
な
っ
た
太
平
洋
ベ
ル
ト
地
帯
が
あ
っ
た
。
島
根
県
や
広
島

県
の
中
山
間
地
で
過
疎
化
が
進
ん
だ
の
は
、
若
者
や
壮
年
者
が
、

「
ち
ょ
っ
と
小
遣
い
稼
ぎ
」
的
に
仕

事
を
求
め
て
離
村
し
て
行
き
、
や
が

て
親
も
子
供
の
も
と
へ
移
住
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。

昭
和
47
年
に
制
作
し
た
『
過
疎
地
帯
』

で
は
、
す
で
に
離
農
が
進
み
、
空
き

家
や
荒
れ
果
て
た
田
畑
、
孤
独
に
耐

え
て
暮
ら
す
老
人
な
ど
を
取
材
し
て

い
る
。

当
時
の
映
像
を
参
考
に
、
島
根
県
の

3
市
町
を
訪
ね
歩
い
て
み
た
。

45
年
を
経
た
島
根
県
の
山
間
集
落

▲「ここに学校があった」と語る内谷さん（旧日原町滝谷）
◀ 元酪農地を訪ねる稲田さん（左）、藤田さん（邑南町瑞穂）

▲上／分校の周辺には田畑が広がっていた（S47年）
下／滝谷分校で遊ぶ児童たち（S40年頃）内谷百合子さん提供

▲民家が並ぶ滝谷地区（手前の家はかつての内谷百合子さん宅）

▼ 旧匹見町芋原で花卉栽培をする大麻さん

あ
の
ム
ラ
は
、あ
の
人
は
―

45
年
を
経
た
島
根
県
の
山
間
集
落
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昭
和
47
年
制
作
の
映
像
『
過
疎
地
帯
』。

そ
の
中
で
強
く
心
を
打
た
れ
た
の
が
、「
み
ん
な
ム

ラ
か
ら
出
て
行
っ
て
し
ま
う
が
、
何
と
か
こ
こ
で
生

活
し
た
い
。
で
も
分
校
も
う
ち
の
息
子
ら
二
人
だ
け

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
語
る
女
性
の
姿
だ
っ
た
。

農
事
や
家
事
を
き
ち
ん
と
こ
な
し
な
が
ら
、
明
る
く

知
的
に
生
き
る
佳
き
時
代
の
女
性
像
が
あ
っ
た
。

津
和
野
町
へ
映
像
を
参
考
に
し
て
取
材
依
頼
を
し

た
と
こ
ろ
、
つ
わ
の
暮
ら
し
推
進
課
の
河
良
純
平
さ

ん
が
調
べ
て
く
れ
て
、
滝
谷
集
落
で
あ
る
こ
と
、
映

像
に
登
場
し
た
女
性
は
内
谷
モ
ミ
ヲ
さ
ん
で
、
息
子

の
内
谷
和
男
さ
ん（
69
）が
健
在
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
同
じ
集
落
で
大
規
模
農
業
を
営
ん
で
い
た
内
谷
百

合
子
さ
ん（
88
）が
集
落
の
こ
と
に
詳
し
い
こ
と
が
わ

か
り
、
取
材
に
同
行
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

滝
谷
集
落
の
古
い

資
料
を
調
べ
て
お

い
て
く
れ
た
の
が

つ
わ
の
暮
ら
し
推

進
課
で
集
落
支
援

員
を
し
て
い
る
沖

野
幸
夫
さ
ん
。
担

当
の
河
良
さ
ん
は
、

滝
谷
を
訪
ね
る
の

は
初
め
て
と
の
こ

と
で
、
２
台
の
車

で
滝
谷
を
め
ざ
し

た
。

日
原
地
区
は
、〝
日
本

一
の
鮎
ど
こ
ろ
〞
と
い

わ
れ
る
清
流
高
津
川
の

両
側
に
家
並
み
と
水
田
が
広
が
る
里
山
で
、
役
所
の

対
面
の
丘
陵
地
に
は
、
口
径
75
㎝
の
天
体
望
遠
鏡
を

有
す
る
日
原
天
文
台
が
あ
る
。

滝
谷
集
落
は
高
津
川
の
上
流
域
に
あ
り
、
今
は
無

人
に
な
っ
て
山
林
地
帯
に
な
っ
て
い
る
。
人
家
が
途
絶

え
て
新
緑
の
森
が
続
く
道
を
し
ば
ら
く
行
く
と
、
突

然
広
々
と
し
た
草
原
地
帯
が
現
れ
、
大
き
な
家
が
一

軒
建
っ
て
い
る
。
沖
野
さ
ん
は
「
こ
こ
が
滝
谷
集
落
へ

の
入
口
付
近
で
、
数
年
前
ま
で
お
ば
あ
さ
ん
が
住
ん

で
い
ま
し
た
が
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
無
人
化
し
て
し
ま

い
ま
し
た
」
と
言
う
。

そ
の
先
に
須
川
尋
常
高
等
小
学
校
滝
谷
分
教
場
が

あ
っ
た
。
し
か
し
44
年
経
た
今
で
は
、
門
柱
は
確
認

で
き
た
も
の
の
、
学
校
周
辺
は
木
々
が
生
い
茂
る
森

に
な
り
、
朽
ち
た
教
員
住
宅
が
あ
る
以
外
、
校
舎
や

校
庭
だ
っ
た
場
所
は
特
定
で
き
な
い
。

明
治
９
年
、子
供
達
の
教
場
を
創
設

滝
谷
は
日
原
村
村
史
に
よ
る
と
、
住
民
が
子
ど
も

に
読
み
書
き
を
教
え
よ
う
と
、
明
治
９
年
に
民
家
の

一
部
を
教
場
と
し
て
創
設
、
何
度
か
場
を
移
し
て
明

治
21
年
に
校
舎
を
新
築
し
て
須
川
簡
易
小
学
校
滝
谷

分
教
場
と
な
っ
た
。
明
治
44
年
に
は
手
狭
で
古
く
な

っ
た
た
め
、
吉
岡
好
太
郎
氏
が
田
２
４
５
坪
を
校
地

に
寄
付
し
、
住
民
の
寄
付
金
で
現
在
の
跡
地
に
な
っ

て
い
る
場
所
に
校
舎
を
新
築
し
た
。
２
名
の
教
師
が

赴
任
し
昭
和
２
年
に
は
教
員
住
宅
も
建
て
ら
れ
た
。

村
史
の
統
計
に
よ
る
と
、
大
正
６
年
か
ら
昭
和
９

年
ま
で
は
年
平
均
25
名
前
後
の
児
童
が
学
ん
で
お
り
、

最
高
は
大
正
９
年
で
42
名（
男
子
24
、
女
子
18
）だ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
住
民
の
教
育
に
対
す
る
熱
意

や
集
落
の
賑
わ
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
昭
和
40
年
代
に
な
る
と
移
住
す
る
人
が
多

く
な
り
、
47
年
制
作
の
映
像
で
は
分
校
の
校
庭
で
２

名
の
児
童
が
先
生
と
ボ
ー
ル
投
げ
を
し
て
い
る
。
そ

の
年
度
の
３
月
に
は
５
名
の
児
童
の
う
ち
２
名
が
卒

業
、
残
る
児
童
も
２
名
が
転
居
す
る
予
定
と
な
り
、

翌
年
の
昭
和
48
年
３
月
、
97
年
の
歴
史
を
持
つ
分
校

は
閉
校
し
た
。

村
史
に
載
っ
て
い
た
校
舎
写
真
に
は
銀
杏
、
ポ
プ

ラ
の
若
木
が
写
っ
て
い
た
が
、
今
は
他
の
樹
と
共
に

巨
大
な
樹
木
に
成
長
し
て
、
こ
こ
に
学
校
が
あ
っ
た

こ
と
を
僅
か
に
語
っ
て
い
る
。

内
谷
百
合
子
さ
ん
が
車
の
な
か
で
、「
普
通
は
、
開

◀ 分校を示す石碑の前に立つ、
内谷和男さん、内谷百合子さん

い
ま
は
深
い
森
の
中
に
眠
る

島
根
県
津つ

和わ

野の

町ち
ょ
う 

日に
ち

原は
ら

滝た
き

谷だ
に

集
落

▲訪れた滝谷で。左から内谷和男さん、内谷百合子さん、つわの暮
らし推進課の河良さん、沖野さん

▲広報に紹介された滝谷分校廃校式
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拓
地
と
し
て
入
植
し
て
や
が
て
農
業
で
は
食
べ
て
い

け
な
い
と
離
村
し
て
し
ま
う
集
落
が
多
い
け
ど
、
こ

こ
は
歴
史
の
あ
る
場
所
で
古
く
か
ら
集
落
が
あ
っ
た

ん
よ
。
私
は
昭
和
26
年
に
益
田
か
ら
嫁
い
で
き
た
の
。

我
が
家
は
、
23
代
続
く
日
原
で
も
指
折
り
の
豪
農
で

山
林
も
多
い
農
家
だ
っ
た
の
」
と
語
っ
た
が
、
久
し

ぶ
り
に
来
て
、
周
辺
が
森
に
な
っ
た
こ
と
に
驚
い
た

様
子
。
学
校
の
先
に
は
内
谷
家
が
耕
作
す
る
水
田
が

山
裾
ま
で
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
。

「
で
も
減
反
政
策
に
加
え
て
、昭
和
38
年
の
三
八
豪
雪

で
家
や
田
畑
は
埋
ま
っ
た
り
流
さ
れ
、
集
落
へ
の
道

路
も
通
行
止
め
に
な
っ
た
。
何
日
か
し
て
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
が
救
援
物
資
を
空
か
ら
投
げ
て
き
た
。
そ
ん
な

こ
と
か
ら
ム
ラ
に
住
む
の
が
嫌
に
な
り
、
次
第
に
離

村
す
る
人
が
増
え
た
ん
よ
。
我
が
家
も
昭
和
51
年
に

山
を
下
り
て
、
Ｊ
Ｒ
青
原
駅
近
く
に
引
っ
越
し
ま
し

た
。
３
人
の
子
供
の
進
学
問
題
も
あ
っ
た
か
ら
ね
」

田
圃
は
、
滝
谷
に
残
っ
て
農
業
を
す
る
と
い
う
吉

岡
さ
ん
に
譲
り
、
山
沿
い
の
田
に
は
ヒ
ノ
キ
の
苗
木

を
植
え
た
。
そ
れ
が
今
で
は
見
事
に
育
ち
、
森
に
様

変
わ
り
し
て
い
る
。

内
谷
和
男
さ
ん
は
、
分
校
か
ら
さ
ら
に
３
㎞
ほ
ど

奥
の
小
滝
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
昭
和
30
年
頃
ま
で
電

気
が
な
か
っ
た
が
、
林
道
整
備
や
山
林
整
備
の
た
め

に
町
が
30
年
半
ば
頃
に
電
気
を
引
い
た
。
し
か
し
林

業
の
衰
退
で
早
い
時
期
か
ら
出
稼
ぎ
や
離
村
が
は
じ

ま
り
、
最
後
に
残
っ
た
の
が
和
男
さ
ん
宅
と
一
人
暮

ら
し
を
す
る
老
人
だ
っ
た
。

小
滝
ま
で
は
、
道
は
あ
る
が
車
が
入
っ
て
い
け
な

い
山
道
が
３
㎞
ほ
ど
続
く
。

「
廃
屋
が
残
っ
て
い
る
た
め
母
を
連
れ
て
毎
年
訪
ね

て
い
ま
し
た
が
、
母
は
6
年
前
に
90
歳
で
亡
く
な
り

ま
し
た
。
道
路
が
悪
い
の
で
最
近
は
訪
ね
て
な
か
っ

た
、
懐
か
し
い
」
と
和
男
さ
ん
は
言
っ
て
、
先
頭
に

立
っ
て
歩
み
を
速
め
た
。

「
冬
は
豪
雪
地
帯
、
耕
地
も
広
く
な
い
の
で
専
業
農

家
は
少
な
く
山
仕
事
や
勤
め
に
出
る
兼
業
農
家
が
多

か
っ
た
。
移
転
先
は
他
の
人
と
同
様
、
青
原
駅
周
辺

だ
が
、
費
用
は
す
べ
て
個
人
持
ち
で
し
た
」

滝
谷
集
落
の
住
民
の
多
く
が
青
原
地
区
へ
移
っ
た
。

「
滝
谷
集
落
の
人
は
人
と
の
繋
が
り
を
大
事
に
し
て

生
き
と
っ
た
け
ん
ね
え
、
今
も
変
わ
ら
ん
よ
」
と
二

人
は
言
う
。

和
男
さ
ん
は
学
校
を
出
る
と
大
阪
へ
出
て
勤
め
人

に
な
っ
た
が
、
30
歳
の
時
結
婚
し
た
家
族
を
連
れ
て

Ｕ
タ
ー
ン
し
た
。
母
と
同
居
し
、
木
工
関
係
の
会
社

に
勤
め
な
が
ら
、
時
々
実
家
の
整
備
を
し
て
き
た
。

久
々
に
森
歩
き
を
楽
し
ん
だ
百
合
子
さ
ん
は
道
路

脇
で
山
蕗
を
取
り
、「
香
り
が
濃
く
て
美
味
し
い
よ
」

と
皆
に
分
け
与
え
た
。
昨
年
ご
主
人
が
死
去
、
遠
く

で
暮
ら
す
子
供
た
ち
も
よ
く
訪
ね
て
く
る
そ
う
で
、

長
男
が
近
々
来
て
、
山
や
農
地
の
登
記
変
更
を
す
る

予
定
に
な
っ
て
い
る
と
か
。

取
材
に
同
行
し
た
沖
野
さ
ん
は
林
道
建
設
で
何
度

か
滝
谷
へ
足
を
運
ん
で
い
た
が
、

初
め
て
滝
谷
を
訪
ね
た
河
良
純

平
さ
ん
は
、「
奥
地
に
こ
の
よ
う

な
歴
史
と
多
く
の
人
が
暮
ら
し

た
集
落
が
あ
っ
た
こ
と
は
驚
き

で
す
。
地
区
の
一
部
を
整
備
し

て
公
園
な
ど
を
作
り
、
皆
が
訪

れ
る
場
に
し
た
い
で
す
ね
」
と

語
っ
て
い
た
。

▲集落にはスギ林が広がり、朽ちた家屋が残る

▲大きな2階建てだった内谷百合子さんの家

■鹿足郡津和野町／山陰の小京都といわれ平日にもかかわ
らず観光客の姿が多く、殿町通りは祭りのために屋台がで
ていた。堀割の鯉はいよいよ巨体でゆったり泳いでいる。町
並みは一段と整備され、粋な装いの店が軒を連ねている。
●津和野町つわの暮らし推進室 ☎ 0856-74-0092

▲日原町に1985年全国初の公開天文台として
オープンした「にちはら天文台　星と森の科学館」。
この年はハレーすい星が地球に接近するため天体
観測ブームとなり、ハワイのマウナケア山頂に設
置された世界最大・すばる望遠鏡の試作鏡に形も
方式も真似て作られた75㎝望遠鏡が設置された。
町を見下ろす高台にあり、公園には天文台、星と森
の科学館の他に売店、天文資料館、ペンション北斗
星がある。施設は町が作り運営は三セクが行って
いる。写真は天文台スタッフ
▼天文台から見た日原
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今
回
取
材
し
た
道

川
地
区
芋
原
集
落
は

匹
見
町
の
中
心
部
か

ら
30
㎞
ほ
ど
北
へ
い

っ
た
山
里
。
47
年
制

作
の
映
像
で
は
、
茅

葺
き
屋
根
の
家
々
が

点
在
す
る
懐
か
し
い

田
舎
風
景
が
映
し
出

さ
れ
た
が
、
カ
メ
ラ

が
近
づ
く
と
人
が
住

ま
な
く
な
っ
た
家
は
朽
ち
は
じ
め
て
い
る
。
も
う
住

民
の
大
半
が
離
村
や
集
落
移
転
し
た
な
か
で
、
Ｔ
さ

ん
夫
妻
が
「
27
軒
あ
っ
た
が
、
い
ま
は
我
が
家
と
も

う
一
軒
し
か
い
な
く
な
っ
た
。
キ
ャ
ベ
ツ
、
大
根
、

白
菜
、
何
で
も
採
れ
て
美
味
し
い
。
高
原
野
菜
作
り

に
は
と
て
も
い
い
場
所
だ
」
と
に
こ
や
か
に
語
っ
て
、

キ
ャ
ベ
ツ
の
収
穫
に
追
わ
れ
て
い
た
。

映
像
に
写
っ
て
い
た
芋
原
集
落
へ
出
か
け
た
。
匹

見
町
の
中
心
部
か
ら
匹
見
川
の
上
流
に
向
け
て
北
上
、

道
川
地
区
の
中
心
部
を
西
に
折
れ
て
赤
谷
ト
ン
ネ
ル

を
過
ぎ
て
右
手
に
入
っ
て
い
く
と
、
芋
原
集
落
の
住

民
が
集
団
移
転
し
た
と
い
う
集
合
住
宅
が
あ
っ
た
。

そ
の
先
の
狭
い
道
路
を
登
っ
て
い
く
と
、
空
き
家
ら

し
い
民
家
や
資
材
置
き
場
等
が
あ
り
、
そ
の
先
方
に

手
入
れ
さ
れ
た
農
地
が
現
れ
た
。
Ｔ
さ
ん
の
息
子
さ

ん
が
現
在
も
専
業
農
家
と
し
て
高
原
野
菜
を
栽
培
し

て
い
た
。
手
入
れ
が
い
き
と
ど
い
た
畑
で
各
種
の
苗

木
が
た
っ
ぷ
り
と
太
陽
を
浴
び
て
元
気
に
育
っ
て
い

る
。
四
方
を
森
に
囲
ま
れ
た
穏
や
か
な
農
地
で
、
雪

が
２
ｍ
近
く
降
る
冬
期
間
を
除
け
ば
、
最
適
な
場
所

と
思
わ
れ
る
。

そ
の
先
で
は
大
麻
善
祐
さ
ん
が
「
フ
ラ
ワ
ー
フ
ァ

ー
ム
大
麻
」
を
営
ん
で
い
る
。
山
裾
ま
で
広
が
る
敷

地
に
は
ハ
ウ
ス
が
20
棟
ほ
ど
建
ち
、
４
月
中
旬
に
植

え
た
ト
ル
コ
キ
キ

ョ
ウ
の
苗
木
が
10

㎝
ほ
ど
に
育
っ
て

い
る
。「
冬
の
マ

リ
ア
」
と
名
付
け

た
白
い
ト
ル
コ
キ

キ
ョ
ウ
、「
ロ
ジ
ー

ナ
」
と
い
う
花
び

ら
の
淵
が
紫
色
で
ピ
ン
ク
の
花
の
ト
ル
コ
キ
キ
ョ
ウ

な
ど
を
栽
培
、
７
月
末
ご
ろ
か
ら
出
荷
す
る
と
言
う
。

他
に
背
丈
が
95
㎝
ほ
ど
の
切
り
花
用
ひ
ま
わ
り
な
ど
、

約
１
万
本
を
栽
培
し
て
い
る
。

大
麻
さ
ん
は
山
口
県
出
身
、
東
京
で
９
年
間
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
を
し
て
い
た
が
、
奥
さ
ん
の
母
上
が
益
田

市
の
人
と
再
婚
し
た
の
を
機
に
、
長
年
の
夢
だ
っ
た

花
卉
栽
培
を
し
た
い
と
平
成
10
年
に
匹
見
町
芋
原
へ

Ｉ
タ
ー
ン
し
た
。
匹
見
町
へ
来
て
生
ま
れ
た
長
女
は

今
で
は
中
学
２
年
生
、
奥
さ
ん
は
普
段
は
郵
便
局
に

勤
務
し
て
い
る
が
、
花
卉
の
出
荷
時
に
は
仕
事
を
休

み
、
近
所
の
人
も
雇
っ
て
出
荷
に
追
わ
れ
る
と
い
う
。

「
冬
は
多
い
時
は
雪
が
２
ｍ
も
降
る
の
で
仕
事
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
春
か
ら
秋
ま
で
は
高
原
野
菜
や
花
卉

を
栽
培
す
る
に
は
穏
や
か
で
、
昼
夜
の
気
温
差
が
品

質
の
い
い
植
物
を
育
て
る
と
て
も
い
い
場
所
で
す
。

冬
季
は
ス
キ
ー
場
へ
ア
ル
バ
イ
ト
に
行
き
、
そ
れ
も

楽
し
い
で
す
よ
」
と
大
麻
さ
ん
は
言
う
。

▲トルコキキョウの栽培をする大麻さん
▼広い敷地には20棟ほどのハウスが建つ

▲島根県匹見町芋原集落（S47年）

■益田市／平成16年に益田市、美都町、匹見町が合併して現在の市に。
北は日本海、東は中国山地に至る総面積733.19k㎡のまちに。匹見町は
広島県、山口県に接する中国山地にあり、7つの渓流が集まった匹見川
が町の中央を流れ、益田市で高津川と合流して日本海に注いでいる。町
の総面積の96.6%が山林で、いわゆる限界集落といわれる地区もあり、
50年間で人口が5256人から1256人へ、減少率は中国山地で2番目といわ
れる。しかし森と水の自然郷としてU・Iターン希望者に人気がある。
●益田市匹見総合支所地域づくり推進課
　☎ 0856-56-0305

集
団
移
住
し
、高
原
花
卉
や
野
菜
の
産
地
に

島
根
県
益ま

す

田だ

市し 

匹ひ
き

見み

町ち
ょ
う

芋い
も

原は
ら

集
落
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住
ま
い
は
、
芋
原
住
民
が
集
団
移
住
を
決
め
て
町

が
整
備
し
た
住
宅
団
地
で
、
国
道
沿
い
に
建
ち
、
現

在
20
世
帯
40
人
が
暮
ら
し
て
い
る
。
大
麻
さ
ん
の
家

の
近
く
に
は
母
夫
妻
も
住
ん
で
い
て
何
か
と
助
け
て

く
れ
る
存
在
。
し
か
し
、
長
女
が
通
っ
て
い
た
道
川

の
小
学
校
も
今
年
３
月
で
閉
校
し
た
。

芋
原
の
住
民
は
、
集
団
移
転
で
住
い
は
移
っ
た
が
、

先
祖
が
耕
し
て
き
た
農
地
は
耕
作
さ
れ
、
道
路
沿
い

に
は
整
備
さ
れ
た
家
や
新
居
も
あ
る
。
繁
忙
期
に
は

人
々
の
声
と
ト
ラ
ク
タ
ー
の
音
が
再
び
聞
こ
え
る
賑

わ
い
の
大
地
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

渓
流
の
町・匹
見
の
ブ
ラ
ン
ド
品
に

Ⅰ
タ
ー
ン
し
て
谷
ワ
サ
ビ
の
復
活

匹
見
峡
は
西
中
国
山
地
国
定
公
園
に
指
定
さ
れ
て

い
る
３
つ
の
変
化
に
富
ん
だ
渓
流
で
構
成
さ
れ
、『
東

の
静
岡
、
西
の
匹
見
』
と
い
わ
れ
る
ワ
サ
ビ
の
名
産

地
。
昔
は
ワ
サ
ビ
で
蔵
を
作
っ
た
人
も
い
る
ほ
ど
の

特
産
地
だ
っ
た
が
、
最
近
は
高
齢
化
が
進
み
、
生
産

者
が
減
っ
て
き
て
い
る
。

こ
の
ワ
サ
ビ
に
魅
せ
ら
れ
て
Ｉ
タ
ー
ン
し
、「
葵あ
お
い

屋
」
と
い
う
ワ
サ
ビ
生
産
と
加
工
販

売
所
を
経
営
す
る
の
が
安
藤
達
夫
さ

ん（
53
）と
木
暮
貴
之
さ
ん（
41
）。
自

ら
も
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き
た
安
藤
さ
ん

の
友
人
、
福
田
正
治
さ
ん
が
、
工
房

へ
案
内
し
て
く
れ
た
。

工
房
は
町
の
中
心
部
近
い
住
宅
地

に
あ
り
、
新
築
間
も
な
い
木
造
建
て

の
加
工
場
＆
オ
フ
ィ
ス
。
訪
ね
て
来

た
人
が
寛
げ
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
、

奥
に
は
気
密
性
を
重
視
し
た
加
工
場

と
大
型
冷
蔵
施
設
を
完
備
し
て
い
る
。

加
工
場
で
試
供
品
作
り
を
し
て
い
た
安
藤
さ
ん
が

現
れ
、
手
製
の
山
野
草
茶
を
煎
れ
て
く
れ
た
。

「
匹
見
の
ワ
サ
ビ
は
、
渓
流
式
ワ
サ
ビ
田
と
言
っ
て
、

石
や
岩
の
間
に
植
え
付
け
、
静
岡
な
ど
の
畳
石
式
ワ

サ
ビ
田
で
育
て
た
も
の
と
は
、
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

形
も
ま
ば
ら
で
す
が
、
辛
味
が
マ
イ
ル
ド
で
香
り
が

良
く
甘
味
が
あ
る
の
が
特
徴
で
す
。
特
有
の
粘
り
が

あ
り
、
擦
っ
た
時
の
歯
ざ
わ
り
が
独
特
で
、
寿
司
屋

や
料
亭
等
で
人
気
で
す
」
と
語
る
様
子
は
、
な
ん
と

な
く
学
者
さ
ん
風
。

そ
の
は
ず
、
安
藤
さ
ん
は
元
京
都
府
で
林
業
関
係

を
担
当
す
る
職
員
だ
っ
た
と
い
う
。
益
田
市
が
開
催

し
た
後
継
者
育
成
の
ワ
サ
ビ
研
修
会
に
関
心
を
持
ち

年
６
回
参
加
し
た
の
を
機
に
、
平
成
20
年
に
単
身
で

Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き
た
。

「
匹
見
ワ
サ
ビ
は
、
今
ま
で
〝
島
根
わ
さ
び
〞
と
し

て
Ｊ
Ａ
な
ど
を
通
し
て
売
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
か

つ
て
一
世
を
風
靡
し
た
匹
見
ワ
サ
ビ
ブ
ラ
ン
ド
と
し

て
復
活
さ
せ
た
い
。
放
置
さ
れ
て
い
た
ワ
サ
ビ
田
を

復
活
す
る
、
不
揃
い
の
ワ
サ
ビ
も
活
用
し
て
商
品
化

す
る
こ
と
を
目
標
に
、
市
か
ら
の
助
成
事
業
を
活
用

し
て
冷
凍
保
存
も
で
き
る
設
備
も
導
入
し
ま
し
た
」

現
在
標
高
７
０
０
ｍ
の
山
の
渓
流
で
栽
培
し
て
お

り
、
木
暮
さ
ん
は
早
朝
か
ら
現
場
へ
行
っ
て
い
る
。

青
年
就
労
研
修
で
来
町
、
３
年
間
の
研
修
を
終
え
た

た
め
、
今
年
か
ら
安
藤
さ
ん
と
共
に
働
い
て
い
る
と

い
う
。
ワ
サ
ビ
栽
培
地
は
、
工
房
の
あ
る
町
中
か
ら

車
で
30
分
以
上
か
か
る
谷
川
で
、
普
段
は
安
藤
さ
ん

も
出
か
け
て
、
苗
床
作
り

に
追
わ
れ
て
い
る
。

試
行
錯
誤
の
10
年
だ
っ

た
が
、
昨
年
は
70
㎏
を
生

産
し
た
。「
ま
だ
食
べ
て

い
く
こ
と
は
厳
し
い
け
れ

ど
、
小
さ
な
ワ
サ
ビ
な
ど

も
加
工
品
に
生
か
し
て

〝
ワ
サ
ビ
の
匹
見
〞と
し
て

売
り
出
し
た
い
と
思
い
ま

す
」
と
安
藤
さ
ん
は
語
る
。

ワ
サ
ビ
の
新
鮮
な
葉
と

芽
を
一
夜
漬
け
風
に
漬
け

た
も
の
、
地
元
産
の
自
然

薯
と
ワ
サ
ビ
を
擦
り
込
ん

で
、
蕎
麦
の
薬
味
と
し
て

頂
く
も
の
等
、
人
気
の
加

工
品
を
試
食
さ
せ
て
も
ら

っ
た
。
今
後
は
、
３
、４

種
類
の
商
品
化
を
計
画
し

て
お
り
、
地
元
以
外
の
地

域
に
向
け
て
も
販
売
し
て

い
く
予
定
だ
と
い
う
。

福
田
正
治
さ
ん（
69
）は
、

２
年
前
に
大
阪
か
ら
奥
さ

ん
と
移
住
し
て
き
て
、「
水

▲谷ワサビと「葵屋」の料理の一例
◀ 谷ワサビの栽培販売所『葵屋』を経営する
安藤達夫さん（左）と友人の福田正治さん

▲上／芋原の住民が集団移住した住宅地
下／Tさんの野菜畑。数十種の高原野菜を栽培している
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昭
和
49
年
制
作
の
『
過
疎
へ
の
挑
戦
』
で
は
、
整

備
さ
れ
た
新
地
で
、
楽
し
そ
う
に
牛
飼
い
を
す
る
稲

田
貞
義
さ
ん
と
秋
子
さ
ん
夫
妻
の
初
々
し
い
姿
を
撮

影
し
て
い
る
。
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
を
取
材
し
た

い
と
思
っ
た
。

邑
南
町
瑞
穂
支
所
事
業
部
小
笠
原
淳
係
長
が
手
配

し
て
く
れ
て
、
写
真
に
写
っ
て
い
た
稲
田
秋
子
さ
ん

に
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
。「
夫
は
早
く
に
亡

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
酪
農
は
辞
め
て
し
ま
っ
た

け
ど
、
そ
の
場
所
へ
案
内
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
」

と
秋
子
さ
ん
は
取
材
を
Ｏ
Ｋ
し
て
く
れ
た
。

取
材
の
日
、
瑞
穂
支
所
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
の

は
元
役
場
職
員
の
藤
田
憲
司
さ
ん
。
役
場
に
入
庁
し

て
間
も
な
い
頃
で
、
旧
瑞
穂
町
が
行
っ
て
い
る
経
営

パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
で
畜
産
部
門
を
担
当
し
た
と
い
う
。

稲
田
夫
妻
と
は
交
流
す
る
機
会
も
多
く
、
藤
田
さ
ん

の
案
内
で
稲
田
さ
ん
同
行
の
も
と
、
酪
農
を
し
て
い

た
丘
陵
地
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。
酪
農
地
は
車

で
10
分
ほ
ど
行
っ
た
山
沿
い
に
あ
る
。
自
宅
は
瀟
洒

な
家
々
が
立
ち
並
ぶ
住
宅
街
に
あ
り
、
玄
関
前
で
秋

子
さ
ん
が
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。

秋
子
さ
ん
は
現
在
75
歳
で
、
長
男
夫
婦
と
二
人
の

孫
た
ち
と
暮
ら
し
、
ま
だ
午
前
中
は
仕
事
を
す
る
元

気
な
女
性
。
す
ぐ
近
く
に
は
ご
主
人
稲
田
貞
義
さ
ん

の
実
家
も
あ
る
。

車
の
中
で
、
稲
田
さ
ん
夫
妻
が
酪
農
を
は
じ
め
た

と
山
の
財
を
守
る
│
匹
見
を
愛
す
る
会
」
を
結
成
し

て
地
域
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
ワ
サ
ビ
の
取
材
で
も

蕎
麦
屋
さ
ん
へ
走
っ
て
蕎
麦
を
注
文
し
て
く
れ
る
な

ど
、
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
良
く
て
熱
心
で
、
行
動
的
。

「
山
陰
が
好
き
で
学
生
時
代
か
ら
よ
く
島
根
地
方
へ

旅
を
し
て
い
ま
し
た
。
大
阪
で
仕
事
を
し
て
い
る
時
、

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
西
田
敏
行
に
似
た
匹
見
出
身

の
青
年
が
働
い
て
い
て
、
匹
見
の
話
を
よ
く
し
て
く

れ
ま
し
た
。
家
内
は
広
島
市
出
身
で
母
が
一
人
暮
ら

し
を
し
て
い
る
の
で
、
匹
見
な
ら
２
時
間
ほ
ど
で
往

復
で
き
る
と
、
移
住
を
決
意
し
た
ん
で
す
」

匹
見
町
は
高
齢
化
率
が
70
％
。
福
田
さ
ん
は
高
齢

者
に
役
立
つ
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
活
動
を
し
よ
う
と
、
月

１
回
皆
に
呼
び
か
け
て
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
す
る
会
を

始
め
た
。
無
料
だ
が
茶
菓
子
も
飲
物
も
な
い
会
合
。

当
初
は
参
加
者
は
10
名
ほ
ど
だ
っ
た
が
今
は
20
名
に

な
り
、
地
域
伝
統
の
郷
土
食
作
り
、
イ
ベ
ン
ト
へ
の

参
加
等
を
は
じ
め
て
い
る
。

「
ワ
サ
ビ
葉
の
巻
き
寿
司
、
ヤ
マ
メ
の
押
し
寿
司
等

を
２
０
０
食
ほ
ど
作
っ
て
春
の
イ
ベ
ン
ト
で
販
売
し

ま
し
た
。
い
ま
空
き
家
を
借
り
て
交
流
の
場
を
準
備

中
で
す
」
と
言
う
。
こ
の
家
は
持
ち
主
の
名
前
を
取

っ
て
「
綱
さ
ん
の
家
」
と
い
う
名
前
で
、
子
供
た
ち

も
来
て
思
う
存
分
遊
べ
る
場
所
に
す
る
予
定
だ
。

福
田
さ
ん
を
紹
介
し
て
く
れ
た
の
が
、
匹
見
町
観

光
協
会
会
長
の
河
野
克
正
さ
ん
。
夫
妻
で
役
場
近
く

で
レ
ス
ト
ラ
ン
「
大
将
」
を
営
ん
で
い
る
。
益
江
夫

人
の
作
る
料
理
と
夫
妻
の
キ
ッ
プ
の
良
さ
が
人
気
で
、

遠
く
か
ら
も
客
が
訪
ね
て
く
る
。「
大
将
」
は
元
公

民
館
だ
っ
た
が
、
夫
妻
が
借
り
て
改
装
し
宿
泊
で
き

る
交
流
施
設
に
変
え
た
。「
地
元
の
素
材
を
使
っ
た

ボ
リ
ュ
ー
ム
満
点
の
創
作
料
理
で
す
」
と
語
る
美
人

マ
マ
は
、
一
段
落
し
た
あ
と
地
酒
を
楽
し
ん
だ
。

酪
農
家
の
夢
を
実
現
し
た
丘
陵
地
は
―

島
根
県
邑お

お

南な
ん

町ち
ょ
う 

瑞み
ず

穂ほ

地
区

▲30歳、酪農をはじめた頃の稲田さん夫妻

▲邑南町瑞穂で牛の放牧を始めた頃（S49年）

▶ 酪農団地の丘に立つ藤田
憲司さんと稲田秋子さん
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経
緯
を
聞
い
た
。

「
私
と
主
人
は
幼
な
じ
み

で
、
早
く
に
結
婚
し
て
大

阪
で
新
聞
販
売
店
を
経
営

し
て
い
ま
し
た
。
で
も
主

人
の
夢
は
牛
飼
い
に
な
る

こ
と
。
そ
の
た
め
に
働
い

て
お
金
を
貯
め
、
お
前
と

別
れ
て
も
酪
農
を
す
る
と

宣
言
し
て
い
て
、
昭
和
46
年
、
主
人
30
歳
、
私
が
29

歳
の
時
に
２
人
の
子
供
を
連
れ
て
瑞
穂
町
へ
帰
っ
て

き
ま
し
た
。
町
の
農
業
開
発
公
社
が
整
備
し
た
酪
農

団
地
に
土
地
を
購
入
し
て
牛
舎
を
建
て
る
、
主
人
の

実
家
の
向
か
い
に
新
居
を
建
て
る
等
々
、
そ
れ
は
大

変
な
時
期
で
し
た
。
家
が
出
来
る
ま
で
、
廃
車
の
バ

ス
で
寝
泊
ま
り
も
し
ま
し
た
ね
。
酪
農
場
は
家
か
ら

車
で
10
数
分
行
っ
た
丘
の
上
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
往

復
に
は
車
が
必
要
、
牛
の
飼
料
運
搬
に
も
ト
ラ
ッ
ク

が
必
要
で
、
預
貯
金
も
使
い
果
た
し
、
村
か
ら
融
資

を
受
け
ま
し
た
」

映
像
に
登
場
し
た
時
は
、
よ
う
や
く
牛
舎
が
出
来
、

ホ
ル
ス
タ
イ
ン
を
10
頭
購
入
し
て
、
牛
飼
い
の
夢
を

実
現
し
た
時
で
、
貞
義
さ
ん
は
「
や
っ
と
念
願
の
酪

農
を
は
じ
め
た
」
と
照
れ
な
が
ら
も
嬉
し
そ
う
に
語

っ
て
い
る
。

こ
の
酪
農
団
地
は
瑞
穂
町
が
昭
和
45
年
に
、
野
菜
、

葉
タ
バ
コ
、
酪
農
地
と
し
て
丘
陵
地
を
開
発
し
た
パ

イ
ロ
ッ
ト
事
業
で
、
13
戸
の
酪
農
家
・
タ
バ
コ
・
野

菜
農
家
が
入
植
し
た
。
稲
田
牧
場
は
牛
を
増
や
し
、

牧
草
地
を
50
ａ
耕
作
す
る
最
大
規
模
の
経
営
で
、
貞

義
さ
ん
は
皆
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
だ
っ
た
。

「
い
や
ぁ
凄
か
っ
た
」
と
語
り
だ
し
た
の
は
当
時

役
場
職
員
だ
っ
た
藤
田
さ
ん
。「
当
時
は
、
自
給
飼

料
向
上
の
た
め
の
サ
イ
ロ
や
機
械
の
導
入
の
た
め
、

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
会
合
が
あ
り
、
夜
の
９
時
に
集
合
し

て
、
会
議
が
終
わ
る
の
は
11
時
。
で
も
す
ぐ
に
皆
で

飲
み
会
が
始
ま
る
。
私
は
新
米
で
後
片
づ
け
も
あ
る

の
で
、
早
く
解
散
し
て
欲
し
い
け
れ
ど
な
か
な
か
終

わ
ら
な
い
。
そ
の
う
ち
に
、
奥
さ
ん
た
ち
か
ら
朝
の

作
業
が
あ
る
か
ら
、
車
を
戻
し
て
ほ
し
い
と
連
絡
が

入
る
。
今
思
え
ば
、
牛
飼
い
に
夢
を
持
ち
、
町
の
発

展
に
つ
な
げ
た
い
と
い
う
男
っ
気
の
あ
る
人
た
ち
で

し
た
」
と
藤
田
さ
ん
は
語
り
、
ほ
ろ
り
と
し
な
が
ら

ハ
ン
カ
チ
で
目
を
抑
え
た
。

昭
和
58
年
11
月
、
ご
主
人
の
稲
田
貞
義
さ
ん
が
作

業
中
に
突
然
倒
れ
た
の
で
あ
る
。
急
性
心
不
全
、
救

急
車
で
病
院
へ
運
ん
だ
が
助
か
ら
ず
、
41
歳
と
い
う

若
さ
で
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
。
酪
農
を
は
じ
め
て
10

年
、
牛
の
数
も
牧
草
地
も
数
倍
に
増
え
て
、
近
代
的

な
牛
舎
に
改
装
し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

「
頑
張
ろ
う
と
無
理
を
し
て
た
の
で
す
ね
。
主
人
が

死
ん
だ
と
き
は
長
女
が
高
校
３
年
、
長
男
は
高
校
１

年
で
、
借
金
が
１
０
０
０
万
円
残
り
ま
し
た
。
結
局

私
だ
け
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
の
で
、
牛
や
牛
舎
を

手
放
し
、
平
成
３
年
に
廃
業
し
ま
し
た
。
今
も
働
い

て
い
る
の
は
借
金
返
済
の
た
め
に
身
に
つ
い
た
習
慣

で
す
ね
」

そ
れ
が
影
響
し
て
か
酪
農
を
辞
め
る
人
も
出
て
き

た
。
近
代
化
経
営
を
目
指
し
た
が
、
飼
料
代
は
値
上

が
り
す
る
が
牛
乳
価
格
は
低
迷
し
続
け
た
こ
と
が
一

因
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
酪
農
地
は
、
こ
の
地
で
畜
産

を
し
な
が
ら
ホ
テ
ル
経
営
を
め
ざ
す
岩
井
家
が
買
い

取
っ
た
が
、
現
在
は
休
業
中
に
な
っ
て
い
る
。

稲
田
家
は
、
高
校
を
辞
め
て
酪
農
を
手
伝
っ
た
長

男
の
義
昭
さ
ん
が
の
ち
に
酪
農
専
門
学
校
へ
進
学
し

て
獣
医
の
資
格
を
取
り
、
現
在
酪
農
ヘ
ル
パ
ー
と
し

て
働
き
、
父
親
の
夢
を
し
っ
か
り
継
承
し
て
い
る
。

訪
ね
た
牛
舎
跡
地
は
平
地
に
な
っ
て
い
た
が
、
入

植
頃
に
植
え
た
松
や
ポ
プ
ラ
の
木
が
茂
っ
て
初
夏
の

風
が
心
地
よ
か
っ
た
。文

／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林
恵 ▲パイロット事業で誕生した広大な野菜畑のいま

■邑南町／平成16年10月に瑞穂町、羽須美村、石見町が合併して誕生。「夢響き合う元気の郷づく
り」をテーマに新しい町づくりを推進している。島根県の中南部に位置する盆地の多い地形だが、
瑞穂、石見地区の南部から西部にかけては1000ｍ級の急峻な山岳もある。南部に位置する瑞穂
町は広島県に接しており、松江市より広島市へ出る方が距離が近い場所。島根への玄関口に当た
る「道の駅瑞穂」は、新鮮野菜や邑南町が誇るA級グルメを取り揃えて活気を呈していた。
●邑南町瑞穂支所  ☎ 0855-83-1124

牧場跡地で、切なく懐かしく牧草地を見る
稲田秋子さん
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野
良
仕
事
が
終
わ
っ
た
冬
か
ら
春
ま
で
、
都

市
へ
出
稼
ぎ
に
行
く
と
い
う
の
が
一
般
的
だ

っ
た
東
北
地
方
。
父
親
た
ち
の
出
稼
ぎ
姿
を

見
て
育
っ
た
子
供
た
ち
は
青
年
に
な
る
と
、

「
出
稼
ぎ
を
辞
め
よ
う
」
と
地
域
で
冬
で
も

稼
げ
る
仕
事
や
高
収
入
に
な
る
新
し
い
農
業

に
取
り
組
み
、
地
域
産
業
と
し
て
成
果
を
あ

げ
て
い
る
。

秋
田
県
湯
沢
市
旧
雄
勝
町
で
は
、
年
間
を
通

じ
て
原
木
し
い
た
け
栽
培
を
行
っ
て
い
る
元

青
年
集
団
、
長
年
出
稼
ぎ
を
し
な
が
ら
米
作

り
と
有
機
栽
培
で
イ
チ
ゴ
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
作

り
を
す
る
農
家
、
大
館
市
で
は
比
内
地
鶏
の

飼
育
、
ホ
ッ
プ
、
葉
た
ば
こ
等
の
契
約
栽
培

を
す
る
人
々
を
取
材
し
た
。

▲比内地鶏生産部会長としても多忙な髙橋さん
▼ホップ農協組合長を務める菅原さん

▲3人の同級生が出稼ぎを辞めようとしいたけ栽培に挑んだ。
原木植菌場で

▲上／しいたけの原木をとりに山へ（S49年）
下／3人とも結婚、奥さんも大切な働き手だった雄
勝椎茸栽培の社員たち（S53年頃、鈴木さん提供）

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
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秋
田
県
は
、
平
坦
地
と
丘
陵
、
豊
か
な
水
源
に
恵

ま
れ
、
早
く
か
ら
稲
作
が
盛
ん
だ
っ
た
地
域
。
豪
雪

の
冬
場
は
、
伝
統
的
な
手
仕
事
の
集
積
地
で
、
日
本

が
誇
る
伝
統
工
芸
品
が
多
数
残
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
集
落
を
あ
げ
て
離
農
し
廃
村
に
な
っ
た
と
い
う
集

落
の
事
例
は
殆
ど
な
い
。

し
か
し
都
市
の
近
代
化
に
伴
う
労
働
力
の
需
要
か

ら
、
昭
和
40
年
こ
ろ
に
な
る
と
、
豪
雪
に
見
舞
わ
れ

る
冬
に
は
男
性
た
ち
の
多
く
が
都
市
へ
出
稼
ぎ
に
行

っ
た
。
農
作
業
の
機
械
化
や
設
備
投
資
、
文
化
生
活

の
維
持
向
上
に
は
多
額
の
資
金
が
必
要
に
な
る
。
そ

の
た
め
、
集
落
の
人
が
グ
ル
ー
プ
で
都
市
へ
働
き
に

出
か
け
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
っ
た
。

親
た
ち
の
出
稼
ぎ
姿
を
見
て
育
っ
た
戦
後
生
ま
れ

の
若
者
た
ち
は
、
出
稼
ぎ
を
辞
め
て
冬
も
働
け
る
新

し
い
農
業
を
は
じ
め
よ
う
と
仲
間
た
ち
と
話
し
合
い
、

研
修
を
重
ね
て
い
っ
た
。

昭
和
49
年
制
作
の
『
過
疎
へ
の
挑
戦
』
で
は
、
米

作
り
日
本
一
に
輝
い
た
湯
沢
市（
旧
雄
勝
町
）の
渡
邉

重
博
さ
ん
と
、
し
い
た
け
の
年
間
栽
培
に
取
り
組
む

青
年
達
の
姿
を
紹
介
し
て
い
る
。
青
年
達
は
近
く
の

山
へ
入
っ
て
原
木
に
す
る
コ
ナ
ラ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
等
を

伐
採
、植
菌
し
て
し
い
た
け
栽
培
を
は
じ
め
た
。「
炭

焼
き
を
す
る
人
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
、
木
を
伐
採

す
る
こ
と
で
山
の
環
境
も
再
生
し
て
い
く
」
と
初
冬

の
森
で
伐
採
作
業
に
精
出
し
て
い
た
。

あ
れ
か
ら
40
年
、
現
在
上
院
内
地
区
に
事
務
所
を

持
ち
、
農
事
組
合
法
人
「
雄
勝
椎
茸
栽
培
組
合
」
と

し
て
運
営
、
当
時
の
若
者
が
現
役
で
活
躍
し
て
い
る
。

映
像
で
「
出
稼
ぎ
を
辞

め
よ
う
、
し
い
た
け
栽
培

な
ら
年
間
を
通
じ
て
安
定

的
に
出
荷
で
き
る
」
と
語

っ
て
い
た
組
合
長
の
鈴
木

勇
一
郎
さ
ん（
69
）が
作
業

の
手
を
休
め
て
、
に
こ
や

か
に
出
迎
え
て
く
れ
た
。

「
確
か
昔
、
二
度
ほ
ど
撮
影
に
来
た
と
思
う
ね
。
ど

ん
な
ふ
う
に
撮
ら
れ
た
の
か
覚
え
て
お
ら
ん
け
ど
な
」

事
務
所
の
脇
の
一
室
で
は
女
性
た
ち
が
、
も
ぎ
た

て
の
し
い
た
け
を
選
別
し
て
出
荷
す
る
作
業
に
追
わ

れ
て
い
た
。
後
で
、
そ
の
中
心
に
鈴
木
さ
ん
の
奥
さ

ん
、
英
子
さ
ん
が
働
い
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。

「
僕
も
一
度
は
出
稼
ぎ
に
出
た
。
で
も
地
元
で
何
と

か
し
て
働
き
た
い
と
、
中
学
時
代
の
同
級
生
３
人
に

呼
び
か
け
て
し
い
た
け
栽
培
を
始
め
た
ん
で
す
。
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
も
収
入
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
結

婚
し
て
か
ら
は
奥
さ
ん
に
も
働
い
て
も
ら
い
ま
し
た
。

今
も
皆
元
気
に
働
い
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
わ
」
と
鈴

木
さ
ん
は
言
う
。
ご
主
人
た
ち
は
原
木
の
手
配
と
植

菌
作
業
、
奥
さ
ん
た
ち
は
し
い
た
け
採
集
と
選
別
作

業
。
子
育
て
を
し
な
が
ら
重
要
な
作
業
を
担
っ
て
き

た
の
が
女
性
た
ち
だ
っ
た
。

「
仕
事
も
休
日
も
一
緒
、
研
修
旅
行
も
一
緒
で
、
気

が
抜
け
な
か
っ
た
と
思
う
け
ど
、
出
稼
ぎ
で
留
守
に

す
る
よ
り
い
い
べ
、
と
言
っ
て
働
い
て
も
ら
い
ま
し

た
」
と
鈴
木
さ
ん
は
苦
笑
す
る
。

昭
和
44
年
に
創
業
、
一
人
辞
め
た
た
め
同
53
年
に

３
人
で
「
雄
勝
椎
茸
栽
培
組
合
」
を
設
立
、
設
備
投

資
し
て
年
平
均
40
㌧
の
し
い
た
け
を
出
荷
し
て
き
た
。

事
務
所
の
脇
に
は
発
菌
し
て
出
荷
が
間
近
い
原
木
を

集
積
し
た
ハ
ウ
ス
が
７
棟
建
ち
、
毎
朝
女
性
た
ち
が

摘
み
取
っ
て
出
荷
す
る
作
業
を
し
て
い
る
。

最
近
は
原
木
の
コ
ナ
ラ
等
の
入
手
が
難
し
く
、
植

菌
す
る
手
間
も
莫
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
菌
床
栽
培

が
増
え
て
き
た
が
、
鈴
木
さ
ん
は
「
し
い
た
け
本
来

の
香
り
や
歯
ご
た
え
は
原
木
栽
培
が
格
別
。
自
然
の

も
の
を
生
か
す
こ
と
に
も
な
る
」
と
語
る
。
同
組
合

３
夫
婦
で
原
木
し
い
た
け
栽
培

秋
田
県
湯ゆ

沢ざ
わ

市し 

旧
雄お

勝が
ち

町ま
ち

▲S49年当時のしいたけ栽培の様子
▼近代的な設備で、植菌したしいたけの原木を保管

▲朝摘みしたしいたけを包装する女性たち

▲山から伐採してきたコナラ等は葦簀をかけてし
ばらく寝かせて栄養を蓄えさせる
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の
原
木
し
い
た
け
は
湯
沢
市
の
ブ
ラ
ン
ド
品
に
選
定

さ
れ
、
道
の
駅
で
も
大
変
好
評
の
よ
う
だ
。

事
務
所
か
ら
約
１
㎞
ほ
ど
の
場
所
に
し
い
た
け
原

木
の
植
菌
作
業
場
が
あ
る
。
待
っ
て
い
て
く
れ
た
の

は
創
業
か
ら
苦
楽
を
共
に
し
て
き
た
小
松
良
一
さ
ん
、

藤
田
喜
美
男
さ
ん
。
共
に
69
歳
、
気
心
知
り
つ
く
し

た
同
級
生
で
あ
る
。

年
間
３
６
０
０
０
本
の
原
木
を
入
れ
替
え
て
植
菌

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
そ
う
で
、
広
い
ホ
ダ
場
に
は

植
菌
し
た
ナ
ラ
等
の
膨
大
な
ホ
ダ
木
を
組
み
上
げ
て

葦よ
し

簀ず

で
覆
っ
て
い
る
。
秋
に
紅
葉
を
終
え
た
直
径
20

㎝
ほ
ど
の
コ
ナ
ラ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
等
を
根
元
か
ら
伐
採

し
て
、
長
さ
約
90
㎝
ほ
ど
に
伐
り
揃
え
て
搬
出
す
る
。

２
〜
３
月
頃
に
、
１
本
の
木
に
50
〜
60
個
ず
つ
植
菌

し
、
風
通
し
の
良
い
場
所
で
ホ
ダ
化
を
待
っ
て
約
７

ヵ
月
寝
か
し
た
あ
と
、
本
社
工
場
へ
運
ぶ
。

「
今
は
植
菌
作
業
も
機
械
化
し
て
い
る
か
ら
ラ
ク
に

な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
は
冬
に
な
る
と
雪
が
１
・
５

ｍ
は
積
る
の
で
、
そ
れ
が
大
変
で
す
」
と
二
人
は
言

う
。
遮
光
用
に
は
昔
な
が
ら
の
葦
簀
を
使
っ
て
い
る
。

太
く
て
長
い
葦
を
し
っ
か
り
編
ん
だ
葦
簀
は
今
で
は

貴
重
品
で
、
茨
城
県
か
ら
取
り
寄
せ
て
い
る
。「
湿

度
や
水
分
、
風
が
栽
培
に
微
妙
に
影
響
す
る
た
め
、

ビ
ニ
ー
ル
系
で
は
ダ
メ
な
ん
で
す
」
と
い
う
。

葦
簀
を
め
く
る
と
、
植
菌
さ
れ
た
ホ
ダ
木
が
現
れ

た
。
生
き
て
い
る
よ
う
に
美
し
い
木
肌
を
し
て
い
る
。

伐
採
し
た
ホ
ダ
木
は
仮
伏
を
終
え
る
と
し
い
た
け

の
育
成
を
全
身
で
助
け
、
ま
た
、
伐
ら
れ
た
樹
木
は

再
び
新
芽
を
出
し
て
新
た
な
森
を
形
成
し
て
い
く
と

い
う
。
4
、
5
年
間
し
い
た
け
栽
培
を
行
っ
た
木
は
、

役
目
を
終
え
る
と
、
冬
の
貴
重
な
暖
房
に
使
用
さ
れ

る
。
こ
こ
に
は
人
と
自
然
の
穏
や
か
な
時
間
が
流
れ

て
い
る
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

男
衆
の
重
要
作
業
だ
っ
た
原
木
集
め
だ
が
、
60
歳

を
超
え
て
か
ら
は
秋
田
県
の
森
林
組
合
に
委
託
し
て

県
内
各
地
の
木
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ

た
。原

木
の
木
伏
せ
地
か
ら
さ
ら
に
車
で
10
数
分
山
の

方
へ
行
っ
た
場
所
に
、
最
初
に
し
い
た
け
栽
培
を
始

め
た
と
い
う
工
場
跡
地
が
あ
っ
た
。
殆
ど
人
家
が
な

い
山
沿
い
で
、
除
雪
車
も
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
な
場

所
で
し
い
た
け
栽
培
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

今
も
機
械
等
の
収
納
庫
が
あ
り
、
そ
の
脇
に
は
美

し
い
ブ
ナ
林
が
広
が
っ
て
い
る
。
40
年
程
前
に
、
樹

齢
10
年
ほ
ど
の
ブ
ナ
の
苗
木
を
30
本
ほ
ど
植
樹
し
た
。

そ
れ
が
見
事
に
伸
び
て
枝
葉
を
広
げ
、
森
林
を
形
成

し
て
い
る
。
そ
の
下
に
置
い
た
ホ
ダ
木
か
ら
は
、
今

も
し
い
た
け
が
実
っ
て
い
る
。「
も
っ
て
け
」
と
言

っ
て
頂
い
て
き
た
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
し
い
た
け
は
、

山
の
精
を
結
晶

し
て
野
性
味
に

あ
ふ
れ
、
最
高

の
風
味
と
味
に

あ
ふ
れ
て
い
た
。

「
夏
に
は
こ
こ

で
子
ど
も
た
ち

を
呼
ん
で
バ
ー

ベ
キ
ュ
ー
で
も

し
よ
う
か
」
と

鈴
木
さ
ん
。
自

然
と
共
生
し
て

き
た
し
い
た
け

栽
培
職
人
達
の

粋
な
心
遣
い
を

感
じ
さ
せ
る
森

で
あ
っ
た
。

▲開業した頃の奥さんたちによる摘み取り作業（S49年）

◀ 作業場を配転、跡地に植えたブナが見事に茂って、自然に帰ったしいたけ
が実を付けている。森を歩く鈴木組合長

■湯沢市／秋田県最南端に位置し、総面積790.91k㎡と広大で、岩手県、宮城県、
山形県に接している。平成17年3月に湯沢市、稲川町、雄勝町、皆瀬村が合併して
誕生、人口は約4万人。西部に位置する旧雄勝町は小野小町が生まれ育ったとこ
ろで「小町の郷」として数々の伝説が伝えられ、また院内には350年間続いた国内
有数の銀山があり、鉱山で栄えたころの町並みが残っている。雄物川、役内川周
辺には水田が広がり、「あきたこまち」の一大生産地である。
●湯沢市雄勝総合支所市民サービス班  ☎0 183-52-2111
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湯
沢
市
の
西
部
に
位

置
す
る
旧
雄
勝
町
は
小

野
小
町
が
生
ま
れ
育
っ

た
と
こ
ろ
で
「
小
町
の

郷
」
と
し
て
数
々
の
伝

説
が
伝
え
ら
れ
、
ま
た

院
内
に
は
３
５
０
年
間
続
い
た
国
内
有
数
の
銀
山
が

あ
り
、
Ｊ
Ｒ
院
内
駅
周
辺
に
は
鉱
山
で
栄
え
た
こ
ろ

の
町
並
み
が
残
っ
て
い
る
。

湯
沢
市
雄
勝
総
合
支
所
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
の

は
、
稲
作
の
ほ
か
に
イ
チ
ゴ
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
等
を
栽

培
す
る
渡
邉
重あ
つ

博ひ
ろ

さ
ん（
77
）。
小
野
地
区
で
水
田
１

町
２
反
、
畑
１
町
歩
を
耕
作
す
る
農
家
で
、
昭
和
42

年
に
は
米
作
り
日
本
一
に
輝
い
た
こ
と
か
ら
、『
過
疎

へ
の
挑
戦
』
に
も
登
場
し
て
い
る
。

「
日
本
一
と
い
っ
て
も
反
当
た
り
で
一
番
収
穫
量
が

多
か
っ
た
か
ら
で
す
」
と
謙
遜
す
る
。
し
か
し
早
く

か
ら
農
薬
を
減
ら
し
て
土
壌
を
肥
や
す
工
夫
や
果
実

の
露
地
栽
培
等
に
取
り
組
み
、
農
業
の
専
門
誌
『
農

文
協
』
で
も
紹
介
さ
れ
た
研
究
者
で
あ
る
。

イ
チ
ゴ
畑
へ
案
内
し
て
く
れ
る
車
の
な
か
で
、
渡

邉
さ
ん
は
「
私
は
60
歳
に
な
る
ま
で
、
毎
年
出
稼
ぎ

を
続
け
て
い
ま
し
た
」
と
語
り
は
じ
め
た
。

「
昭
和
44
年
頃
か
ら
、地
域
の
人
と
東
京
へ
出
稼
ぎ
に

行
く
よ
う
に
な
り
、
最
初
は
東
名
自
動
車
道
関
連
の

建
設
現
場
で
、
次
は
板
橋
区
の
ト
ラ
ッ
ク
タ
ー
ミ
ナ

ル
で
運
転
手
や
そ
の
助
手
等
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後

は
新
宿
中
村
屋
で
煎
餅
づ
く
り
で
働
く
よ
う
に
な
り
、

先
方
の
要
望
も
あ
り
60
歳
の
定
年
ま
で
行
き
ま
し
た
」

出
稼
ぎ
は
11
月
末
ま
で
に
米
の
収
穫
を
す
べ
て
終

え
た
12
月
か
ら
翌
年
の
3
月
末
ま
で
で
、
正
月
に
は

一
度
帰
郷
す
る
。
子
ど
も
が
小
学
校
に
上
が
る
頃
だ

っ
た
が
、
当
時
は
皆
が
出
稼
ぎ
は
当
た
り
前
と
思
っ

て
お
り
、
特
に
寂
し
い
と
い
う
感
じ
は
な
か
っ
た
。

「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
人
が
『
ひ
よ
っ
こ
』
と
い
う
連
続
ド
ラ

マ
を
作
る
の
で
話
を
聞
き
た
い
と
電
話
し
て
き
ま
し

た
が
、
私
の
行
っ
た
先
は
宿
舎
も
き
ち
ん
と
し
て
快

適
な
生
活
で
し
た
。
ド
ラ
マ
の
よ
う
に
住
所
不
明
な

ど
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
仕
事
柄
、
年
末
ま
で
は
徹

夜
す
る
ほ
ど
忙
し
い
日
々
で
し
た
」

勤
勉
で
皆
か
ら
愛
さ
れ
信
頼
さ
れ
て
き
た
渡
邉
さ

ん
が
う
か
が
え
る
。
出
稼
ぎ
を
辞
め
た
頃
は
、
冬
の

４
カ
月
が
退
屈
で
困
っ
た
ほ
ど
だ
っ
た
と
言
う
。

低
農
薬
で
化
学
肥
料
を
出
来
る
だ
け
使
わ
な
い
農

業
を
実
践
し
て
い
る
渡
邉
さ
ん
は
、
こ
こ
10
年
で
水

田
は
圃
場
整
備
さ
れ
、
機
械
化
で
作
業
も
楽
に
な
っ

た
が
、
昔
の
よ
う
に
蛍
や
昆
虫
が
め
っ
き
り
減
っ
て

し
ま
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
洗
剤
の
一
部
が
河
川
に

流
れ
て
い
る
影
響
も
あ
り

そ
う
だ
。

渡
邉
さ
ん
は
稲
作
以
外

に
、
長
年
ハ
ウ
ス
で
野
菜

の
種
苗
栽
培
を
手
が
け
て

き
て
、
土
壌
作
り
や
農
業

シ
ス
テ
ム
等
に
つ
い
て
学

ん
だ
と
い
う
。
種
苗
栽
培
は
辞
め
た
が
、
伺
っ
た
露

地
栽
培
の
イ
チ
ゴ
畑
に
は
、
雑
草
も
茂
っ
て
い
る
が
、

苗
木
は
し
っ
か
り
と
根
を
張
り
、
赤
い
大
粒
な
イ
チ

ゴ
が
た
わ
わ
に
実
を
つ
け
て
い
た
。
プ
チ
ン
と
歯
ご

た
え
の
あ
る
甘
く
て
と
て
も
美
味
し
い
イ
チ
ゴ
。
明

日
あ
た
り
か
ら
収
穫
作
業
が
は
じ
ま
る
よ
う
だ
が
、

身
を
か
が
め
て
の
作
業
だ
か
ら
大
変
だ
ろ
う
な
。

続
い
て
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
、
家
か
ら
10
㎞
ほ

ど
山
裾
に
あ
る
サ
ク
ラ
ン
ボ
農
園
。
か
な
り
大
き
な

木
が
10
数
本
あ
り
、
見
上
げ
る
と
赤
い
実
を
沢
山
つ

け
て
い
る
。
し
か
し
大
粒
で
真
赤
な
実
に
す
る
た
め
、

３
割
ほ
ど
は
間
引
き
を
し
て
太
陽
を
浴
び
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。
高
い
ハ
シ
ゴ
に
登
っ
て
行
う
き
つ
い
作

業
で
、
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き
た
若
い
男
性
が
作
業
を
手

伝
っ
て
い
た
。

隣
に
は
ス
モ
モ
や
梅
の
木
も
あ
り
、
こ
ち
ら
も
あ

と
1
ヵ
月
ほ
ど
で
収
穫
期
を
迎
え
る
。
こ
こ
は
市
が

整
備
し
た
果
実
栽
培
用
の
入
植
地
だ
そ
う
で
、
人
家

は
な
く
周
り
は
雑
木
林
。
鳥
獣
被
害
に
つ
い
て
聞
く

と
、「
幸
い
カ
モ
シ
カ
な
ど
は
ま
だ
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
味

を
知
ら
な
い
。
熊
が
目
の
前
を
行
く
シ
ー
ン
は
何
度

か
経
験
し
て
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
何
の
被
害
も
な

い
。
あ
る
と
し
た
ら
人
間
の
方
だ
ね
」
と
渡
邉
さ
ん

は
笑
っ
て
答
え
た
。
沢
山
実
を
つ
け
た
サ
ク
ラ
ン
ボ

の
小
枝
を
一
つ
く
れ
て
、「
こ
れ
か
ら
こ
こ
で
働
い
て

帰
る
、
い
い
か
な
」
と
言
っ
て
畑
へ
戻
っ
て
い
っ
た
。

「
出
稼
ぎ
も
楽
し
か
っ
た
」

米
作
＆
高
原
果
実
を
有
機
栽
培

▼ イチゴの露地栽培畑で、渡邉さん

▲米作り日本一に輝いた渡邉さん（S49年）

▶収穫期に向けてサクランボの
間引き作業。木に登っての作業
のため手伝いの人を雇って
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大
館
市
は
秋
田
県
の
北
部
中
央
部
に
あ
り
、
西
に

白
神
山
地
、
東
に
十
和
田
湖
等
の
観
光
地
と
接
す
る

盆
地
で
、
早
く
か
ら
「
あ
き
た
こ
ま
ち
」
の
生
産
地

と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
名
物
は
「
曲
げ
わ
っ
ぱ
」
等

の
国
指
定
伝
統
工
芸
品
、
比
内
地
鶏
を
使
っ
た
「
き

り
た
ん
ぽ
鍋
」、そ
し
て
秋
田
犬
の
故
郷
で
あ
る
こ
と
。

昭
和
54
年
に
制
作
し
た
『
過
疎
地
の
若
者
た
ち
』

で
は
、
秋
田
県
旧
比
内
町
で
ス
イ
カ
、
葉
た
ば
こ
を

栽
培
す
る
長
谷
部
さ
ん
、
近
代
的
な
施
設
で
ホ
ッ
プ

を
栽
培
す
る
菅
原
さ
ん
、
比
内
地
鶏
を
飼
育
す
る
農

家
と
自
分
ら
も
飼
育
し
よ
う
と
語
る
青
年
た
ち
を
紹

介
し
て
い
る
。

新
し
い
農
業
に
取
り
組
む
若
者
た
ち
の
姿
は
若
々

し
く
て
恰
好
よ
く
、
活
気
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

あ
れ
か
ら
38
年
、
現
在
ホ
ッ
プ
や
葉
た
ば
こ
栽
培
、

比
内
地
鶏
飼
育
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
取
材
を
お

願
い
し
た
と
こ
ろ
、
大
館
市
産
業
部
農
林
課
が
快
く

対
応
し
て
く
れ
、
生
産
者
を
手
配
し
て
く
れ
た
。

大
館
能
代
空
港
か
ら
約
30
分
、
道
の
駅
ひ
な
い
で

農
林
課
生
産
振
興
係
の
藤
原
真
章
係
長
と
根
本
貢
主

査
が
待
っ
て
い
て
く
れ
た
。
早
速
、
比
内
地
鶏
生
産

部
会
部
会
長
の
髙
橋
さ
ん
宅
を
訪
ね
た
。

比
内
地
鶏
は
、
秋
田
県
北
部
の
比
内
地
方
を
中
心

に
江
戸
時
代
か
ら
飼
育
さ
れ
て
い
た
天
然
記
念
物
で

あ
る
「
比
内
鶏
」
を
父
方
に
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド

レ
ッ
ド
種
を
母
方
と
し
た
一
代
雑
種
。
名
古
屋
コ
ー

チ
ン
、
薩
摩
地
鶏
と
共
に
日
本
三
大
美
味
鶏
と
さ
れ

て
い
る
。
ブ
ロ
イ
ラ
ー
が
60
日
飼
育
で
市
場
に
出
す

の
に
対
し
て
、
比
内
地
鶏
は
１
６
０
日
齢
ま
で
良
好

な
環
境
の
な
か
で
平
飼
い
・
放
し
飼
い
を
す
る
。
引

き
締
ま
っ
た
肉
質
、
ヤ
マ
ド
リ
に
似
た
風
味
と
香
気

が
あ
り
、
特
に
ス
ー
プ
が
美
味
し
い
こ
と
か
ら
、
き

り
た
ん
ぽ
鍋
に
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
た
。

比
内
町
は
比
内
地
鶏
の
故
郷
。
昭
和
48
年
に
比
内

地
鶏
生
産
組
合
が
発
足
し
て
年
間
1
万
羽
生
産
体
制

が
出
来
た
が
、
当
時
は
品
質
に
ば
ら
つ
き
が
あ
り
流

通
体
制
も
調
整
で
き
な
か
っ
た
た
め
昭
和
53
年
に
解

散
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
グ
ル
メ
ブ
ー
ム
や
き
り
た

ん
ぽ
鍋
の
人
気
で
需
要
が
高
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
昭

和
62
年
に
「
Ｊ
Ａ
あ
き
た
北
比
内
地
鶏
生
産
部
会
」

が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
秋
田
県
で
は
比
内
地
鶏
の

生
産
等
に
つ
い
て
基
準
を
定
め
、
関
連
す
る
事
業
者

を
認
証
す
る
「
秋
田
県
比
内
地
鶏
ブ
ラ
ン
ド
認
証
制

度
」
を
設
け
、
安
心
と
信
頼
を
提
供
し
て
い
る
。
市

が
提
供
し
て
く
れ
た
資
料

に
よ
る
と
、
部
会
発
足
頃

は
10
人
足
ら
ず
だ
っ
た
生

産
者
は
現
在
30
数
人
に
な

り
、
現
在
、
年
間
約
24
万

羽
を
生
産
し
て
い
る
。

髙
橋
浩
司
さ
ん（
57
）は

5
代
目
部
会
長
を
担
い
な

が
ら
、
八
木
橋
五
輪
台
の

自
宅
周
辺
で
年
間
1
万
羽

の
比
内
地
鶏
を
飼
育
し
て
い
る
。
会
社
員
を
辞
め
て

平
成
14
年
に
は
じ
め
た
と
い
う
熱
心
な
研
究
派
の
一

人
。家

の
前
の
鶏
舎
で
は
、
3
日
前
に
誕
生
し
た
ば
か

り
の
雛
が
５
０
０
羽
元
気
に
走
り
ま
わ
っ
て
い
る
。

何
と
も
愛
ら
し
い
が
、
飼
育
に
当
た
っ
て
は
、
人
の

出
入
り
で
菌
を
持
ち
込
ま
な
い
こ
と
、
鶏
舎
を
35
℃

に
保
ち
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
等
の
顆
粒
餌
と
水
を
与
え
て

ゆ
っ
た
り
と
育
て
る
こ
と
。
も
う
1
棟
で
も
５
０
０

羽
飼
育
し
て
お
り
、
1
羽
３
３
３
円
で
購
入
す
る
と

契
約
栽
培
と
比
内
地
鶏
で
、近
代
化
農
業
を

秋
田
県
大お

お

館だ
て

市し 

比ひ

内な
い

町ま
ち

◀ 出荷時期を迎えた比内地鶏

▶ 誕生して３日目の雛たち、１日数回
餌を与え、温かい室内で清潔に保つ。
雛を手に健康状況を点検する髙橋さん

▶
 比
内
地
鶏
飼
の
特
産
化
に
取

り
組
む
青
年
た
ち（
Ｓ
54
年
・
比

内
町
）

美
味
し
く
て
栄
養
満
点

秋
田
が
誇
る
比
内
地
鶏
の
ふ
る
さ
と
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る
。「
一
株
か
ら
32
、
33
枚

の
葉
が
出
る
。
下
の
方
か
ら

２
、３
枚
ず
つ
摘
み
取
っ
て
い
き
、
す
べ
て
を
摘
ん

で
乾
燥
さ
せ
た
も
の
を
日
本
た
ば
こ
産
業（
Ｊ
Ｔ
）に

納
品
し
ま
す
」
と
丁
寧
に
説
明
し
て
く
れ
る
。
１
枚

の
葉
の
大
き
さ
は
天
地
60
〜
70
㎝
に
も
な
る
そ
う
で
、

上
の
方
は
ニ
コ
チ
ン
が
強
く
、
下
の
方
は
少
な
い
。

ニ
コ
チ
ン
が
あ
る
せ
い
か
害
虫
は
寄
っ
て
こ
な
い
が
、

炎
天
下
で
の
作
業
が
２
カ
月
ほ
ど
続
く
。

「
家
は
父
の
長
谷
部
勲
が
Ｊ
Ｔ
と
契
約
し
て
始
め

た
も
の
で
、
私
は
小
学
生
だ
っ
た
。
平
成
元
年
頃
に

は
大
館
だ
け
で
１
３
０
人
が
栽
培
し
て
い
た
が
、
立

ち
枯
れ
病
が
発
生
し
た
り
、
年
と
っ
て
の
重
労
働
は

き
つ
い
と
辞
め
る
人
が
増
え
て
、
今
は
44
人
が
栽
培

を
続
け
て
い
ま
す
」

長
谷
部
さ
ん
の
家
は
水
田
も
６
ha
耕
作
し
て
お
り
、

農
繁
期
に
入
る
と
勤
め
人
の
二
人
の
息
子
が
手
伝
っ

て
く
れ
て
い
る
。

葉
た
ば
こ
栽
培
は
Ｊ
Ｔ
と
の
売
買
契
約
で
行
わ
れ
、

秋
田
県
た
ば
こ
耕
作
組
合
が
農
家
の
委
託
を
受
け
て
、

耕
地
面
積
に
応
じ
て
収
穫
量
と
価
格
を
あ
ら
か
じ
め

決
め
る
。
農
家
は
3
月
20
日
頃
に
、
Ｊ
Ｔ
か
ら
無
償

配
布
さ
れ
る
種
子
を
ハ
ウ
ス
で
発
芽
さ
せ
、
苗
を
４

月
末
頃
に
畑
へ
定
植
す
る
。
長
谷
部
さ
ん
は
80
ａ
を

耕
作
、
本
数
に
す
る
と
約
２
万
本
を
栽
培
し
て
い
る

旨
み
成
分
の
イ
ノ
シ
ン
酸
、
ア
ラ
キ
ド
ン
酸
、
疲
労

回
復
に
効
果
の
あ
る
カ
ル
ノ
シ
ン
、
ア
ン
セ
リ
ン
の

含
量
が
、
他
の
地
鶏
に
比
べ
て
幾
段
か
高
い
こ
と
が

判
り
、
美
味
さ
の
理
由
が
デ
ー
タ
化
さ
れ
た
。
髙
橋

さ
ん
は
「
い
ま
販
売
量
が
や
や
低
迷
し
て
い
る
の
で
、

比
内
地
鶏
の
素
晴
ら
し
さ
に
自
信
を
持
っ
て
育
て
、

も
っ
と
消
費
者
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た
い
」
と
語
っ
た
。

山
間
の
畑
作
地
の
中
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
葉
た

ば
こ
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
54
年
の
映
像
で
紹

介
し
て
い
た
長
谷
部
実
さ
ん（
60
）は
い
ま
も
元
気
で

葉
た
ば
こ
栽
培
を
続
け
て
お
り
、
大
館
市
葉
た
ば
こ

振
興
会
の
会
長
で
も
あ
る
。
バ
ー
レ
ー
種
と
い
う
品

種
を
80
ａ
ほ
ど
栽
培
し
て
お
り
、
そ
の
畑
へ
案
内
し

て
く
れ
た
。
ま
だ
50
㎝
程
の
丈
だ
が
、
収
穫
期
を
迎

え
る
６
月
末
ご
ろ
に
は
１
・
５
ｍ
か
ら
２
ｍ
に
も
な

い
う
か
ら
、
初
期
投
資
は

か
な
り
お
高
い
。
雛
は
27

日
齢
ま
で
に
、
ワ
ク
チ
ン

等
を
接
種
し
、
デ
ビ
ー
ク

と
い
う
嘴く
ち
ば
し

切
り
を
行
っ
て

か
ら
、
別
の
広
め
の
鶏
舎

へ
移
動
さ
せ
る
。
比
内
地

鶏
は
神
経
質
だ
が
気
性
が

強
い
鶏
の
た
め
、
嘴
で
自

分
の
尻
や
他
の
鶏
を
つ
つ

い
て
死
亡
さ
せ
て
し
ま
う

こ
と
が
あ
る
ら
し
い
。

髙
橋
家
か
ら
近
い
場
所
に
中
・
大
の
飼
養
鶏
舎
が

数
棟
ず
つ
建
っ
て
い
る
。
28
日
齢
〜
１
６
０
日
齢
ま

で
を
中
・
大
の
飼
養
鶏
舎
で
飼
育
し
、
出
荷
前
の
40

日
間
仕
上
げ
飼
育
を
す
る
。
も
み
殻
を
敷
い
た
中
で

色
艶
が
よ
く
形
の
よ
い
鶏
が
元
気
に
跳
ね
回
っ
て
い

る
。
し
か
し
見
慣
れ
な
い
人
が
近
づ
く
と
サ
ッ
と
隅

の
方
へ
逃
げ
て
集
合
、
固
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、
下

の
鶏
が
圧
死
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
死
亡
率
は
1

割
に
も
な
る
と
い
う
。

髙
橋
さ
ん
は
新
た
な
取
り
組
み
と
し
て
廃
棄
す
る

オ
ス
を
去
勢
し
て
長
期
間
飼
育
す
る
「
あ
き
た
シ
ャ

ポ
ン
」
の
生
産
に
も
取
り
組
ん
で
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

で
は
超
高
級
食
材
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
お
り
、
髙
橋

さ
ん
は
あ
き
た
シ
ャ
ポ
ン
に
ミ
ル
ク
等
の
特
別
飼
料

も
与
え
て
７
〜
８
カ
月
育
て
て
い
る
。
身
は
柔
ら
か

く
て
濃
厚
な
旨
み
が
あ
り
、
そ
の
た
め
最
近
は
ク
リ

ス
マ
ス
の
最
高
級
ロ
ー
ス
ト
チ
キ
ン
と
し
て
高
い
評

価
を
得
て
い
る
。

手
間
暇
か
け
て
育
て
た
比
内
地
鶏
の
価
格
は
普
通

の
鶏
肉
の
約
５
倍
す
る
が
、
大
変
美
味
で
あ
る
。
今

年
5
月
に
発
表
し
た
県
畜
産
課
の
調
査
に
よ
る
と
、

▶ 広い農地にある成育した比内地鶏の鶏舎

▲葉たばこ畑で長谷部会長

▲たばこの品質向上に励む長谷部
さん（S54年）

▶あと1ヵ月ほどで2mに生育する葉たばこ。
家の前のハウス等乾燥室で乾燥作業が始まる

Ａ
級
葉
た
ば
こ
の
産
地

炎
天
下
で
の
作
業
を
40
年
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農
業
青
年
た
ち
が
ホ
ッ
プ

の
栽
培
を
始
め
よ
う
と
検

討
を
始
め
た
の
が
昭
和
38

年
。20

代
の
若
者
が
６
名
ほ

ど
参
加
し
共
同
栽
培
を
行

う
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初

は
サ
ン
ト
リ
ー
と
試
作
し

た
が
、
う
ま
く
い
か
ず
、

39
年
に
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
と

新
た
に
契
約
栽
培
す
る
こ

と
を
決
め
た
。
同
畑
に
駆

け
つ
け
て
き
た
秋
田
北
部
ホ
ッ
プ
農
業
協
同
組
合
の

長
崎
甚
悦
さ
ん
の
話
に
よ
る
と
、
皆
で
ホ
ッ
プ
栽
培

の
先
進
地
、
上
山
を
訪
ね
て
研
修
し
た
時
は
、
駅
舎

の
ベ
ン
チ
で
寝
泊
ま
り
し
た
と
い
う
。
国
の
減
反
政

策
が
始
ま
っ
た
時
期
か
ら
転
作
作
物
と
し
て
栽
培
者

が
増
え
た
時
期
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
栽
培
が
減
少

し
て
、
ホ
ッ
プ
栽
培
農
家
は
15
名
に
な
っ
た
。

作
業
の
手
を
休
め
て
「
幸
い
今
年
か
ら
キ
リ
ン
ビ

ー
ル
が
ホ
ッ
プ
の
価
格
を
10
％
値
上
げ
し
て
く
れ
ま

し
た
」
と
語
る
菅

原
さ
ん
、
そ
の
横

で
帽
子
を
取
っ
て

微
笑
む
良
子
さ
ん
。

最
後
に
素
敵
な
秋

田
美
人
に
出
逢
う

こ
と
が
出
来
た
。

今
年
は
ビ
ー
ル
が

一
段
と
美
味
し
く

味
わ
え
そ
う
だ
。

文
／
浅
井
登
美
子

写
真
／
小
林
恵

と
い
う
。
現
在
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
と
契
約
栽
培
で
ホ
ッ

プ
を
栽
培
し
て
い
る
菅
原
一
成
さ
ん（
59
）と
奥
さ
ん

の
良
子
さ
ん
を
畑
へ
訪
ね
た
。

地
面
に
立
て
ら
れ
た
鉄
製
の
ポ
ー
ル
が
広
大
な
畑

に
縦
横
に
立
ち
、
そ
こ
へ
下
げ
糸
を
張
り
巡
ら
し
て

ホ
ッ
プ
の
蔓
が
絡
ん
で
、
空
を
目
指
し
て
伸
び
て
い

く
。
つ
る
状
の
茎
は
次
々
に
側
枝
を
伸
ば
し
て
い
く

た
め
、
こ
の
枝
の
芽
を
数
度
に
わ
た
っ
て
カ
ッ
ト
す

る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。
カ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
枝

に
沢
山
の
毬
花
を
つ
け
る
。
美
し
い
薄
緑
色
の
毬
花

で
、
こ
れ
が
香
り
高
い
ビ
ー
ル
の
ス
パ
イ
ス
と
な
る
。

菅
原
さ
ん
夫
妻
は
、
高
い
場
所
で
の
作
業
の
た
め

高
所
作
業
機
に
乗
り
込
み
、
伸
び
て
い
る
蔓
の
側
枝

を
摘
ん
で
い
く
。
そ
の
た
め
ウ
ネ
ご
と
に
作
業
機
が

移
動
す
る
広
い
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
て
あ
る
。
高
い
場

所
に
立
っ
て
、
剪
定
鎌
で
側
枝
を
摘
ん
で
い
く
体
力

の
い
る
作
業
で
あ
る
。
そ
の
日
は
ま
だ
伸
び
る
葉
の

隙
間
に
青
空
が
広
が
っ
て
い
た
が
、
や
が
て
蔓
が
さ

ら
に
枝
を
伸
ば
し
て
毬
花
を
た
わ
わ
に
つ
け
る
よ
う

に
な
る
と
、
鬱
蒼
と
し
た
緑
の
畑
に
な
る
と
い
う
。

８
月
中
旬
頃
に
な
る
と
、
開
花
し
た
毬
花
を
摘
み

と
る
。
下
げ
糸
ご
と
切
断
し
て
摘
花
機
で
毬
花
を
摘

む
そ
う
で
、
摘
ん
だ
毬
花
は
共
同
施
設
の
乾
燥
機
で

短
時
間
で
乾
燥
す
る
と
い
う
。

「
暑
い
時
期
の
作
業
だ
か
ら
大
変
で
す
が
機
械
化
が

進
ん
で
い
ま
す
。
一
番
心
配
な
の
が
台
風
で
す
ね
。

鉄
の
パ
イ
プ
も
倒
れ

て
し
ま
い
、
せ
っ
か

く
育
て
た
ホ
ッ
プ
の

毬
花
が
全
滅
し
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
」
と

菅
原
さ
ん
は
い
う
。

大
館
市
比
内
町
の

こ
と
に
な
る
。

乾
燥
機
等
の
設
備
も
Ｊ
Ｔ
か
ら
の
助
成
制
度
が
あ

る
た
め
、
経
営
的
に
も
魅
力
あ
る
農
業
で
、
北
海
道
、

埼
玉
県
、
大
阪
府
、
奈
良
県
を
除
く
全
国
40
都
府
県

で
様
々
な
品
種
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
大

館
産
葉
た
ば
こ
は
、
気
候
と
農
家
の
信
頼
・
実
績
が

評
価
さ
れ
、
高
級
品
質
の
Ａ
ク
ラ
ス
に
な
っ
て
い
る
。

家
の
前
に
あ
る
乾
燥
室
を
拝
見
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

収
穫
し
た
葉
は
ミ
シ
ン
で
縫
っ
て
葉
を
広
げ
て
ハ
ウ

ス
等
で
ゆ
っ
く
り
乾
燥
さ
せ
た
後
、
乾
燥
機
で
乾
燥

さ
せ
る
。
仲
間
と
家
族
の
協
力
が
あ
れ
ば
や
り
が
い

の
あ
る
仕
事
だ
が
、
喫
煙
者
が
減
少
化
す
る
現
在
、

将
来
へ
の
不
安
は
拭
い
き
れ
な
い
よ
う
だ
。

ビ
ー
ル
に
苦
み
と
香
り
を
与
え
、
泡
立
て
を
よ
く

す
る
の
が
ホ
ッ
プ
。
ア
サ
科
の
つ
る
性
多
年
草
で
、

高
温
多
湿
を
嫌
う
こ
と
か
ら
、
日
本
で
は
北
海
道
と

東
北
地
方
で
栽
培
さ
れ
て
き
た
。
マ
ツ
ボ
ッ
ク
リ
に

似
た
毬き
ゅ
う

花か

の
中
に
あ
る
ル
ブ
リ
ン
と
い
う
樹
脂
性
物

質
が
、
苦
み
や
香
り
の
要
素
で
、
雑
菌
を
抑
え
る
効

果
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
ビ
ー
ル
の
保
存
性
も
高
め
る

■大館市／昭和26年に人口3万人で全国最小の市とし
て市制施行した大館市は、平成17年6月に比内町、田代町
を編入して現在の市に。人口74,153人、世帯数31,600戸。
米どころ、秋田杉の産地として農林業が盛んだが、「黒鉱」
などの国内有数の地下資源により鉄工業のまちでもあ
った。鉱山は閉山したが、その技術を活かして環境・リサ
イクル産業、医療器材・製薬関連企業が発展している。
比内地鶏ときりたんぽ、秋田犬のふるさとでもある。
●大館市産業部農林課  ☎ 0186-43-7073

▲側枝摘み作業を休んで、菅原さん夫妻

▶ホップの側枝をカットする
ため、高所作業機で息を合わせ
て作業をする

夫
妻
で
呼
吸
を
合
わ
せ
て

ホ
ッ
プ
栽
培
の
第
一
人
者

▲ホップの多収穫日本一と紹介
された菅原さん（S54年）
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農
業
で
暮
ら
し
を
立
て
て
い
く
こ
と
は

現
在
で
も
難
し
い
が
、今
か
ら
50
年
前
、

九
州
南
端
の
鹿
児
島
県
大
崎
町
の
多
く

の
農
家
は
、
阪
神
地
方
へ
出
稼
ぎ
に
行

っ
た
男
た
ち
の
現
金
収
入
に
支
え
ら
れ

て
生
活
を
し
て
い
た
。「
出
稼
ぎ
に
行

か
な
い
方
が
恥
か
し
か
っ
た
」
と
い
う

時
代
だ
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
か
ら
大

阪
万
博
へ
続
く
、
我
が
国
の
高
度
経
済

成
長
期
の
真
っ
只
中
の
時
代
で
あ
る
。

昭
和
48
年
制
作
の『
出
か
せ
ぎ
と
過
疎
』

に
登
場
し
た
大
崎
町
の
出
稼
ぎ
に
行
っ

た
男
た
ち
は
、
か
つ
て
は
ム
ラ
の
魅
力

に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

が
、
い
ま
、
大
崎
町
の
自
然
を
活
か
し

た
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
で
、
新
た
な

地
域
の
展
望
を
切
り
開
い
て
い
る
。

浜
辺
は
絶
好
の
調
教
場

弧
を
描
い
て
伸
び
る
大
崎
海
岸
の

波
打
ち
際
を
、
二
頭
の
サ
ラ
ブ
レ
ッ

ド
が
疾
走
し
て
く
る
。
点
の
よ
う
に

見
え
て
い
た
二
頭
は
、
見
る
見
る
大

き
く
な
り
目
の
前
を
駆
け
抜
け
た
。

砂
浜
の
先
に
広
が
る
志
布
志
湾
の
引

き
潮
の
時
間
帯
を
利
用
し
て
、
砂
浜

で
の
調
教
を
特
長
と
す
る
競
走
馬
の

育
成
専
門
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

山
下
牧
場
の
調
教
で
あ
る
。

「
砂
浜
は
ク
ッ
シ
ョ
ン
性
が
良
い
の
で
、
脚
に
負
担

を
掛
け
ず
に
調
教
で
き
る
利
点
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

六
千
メ
ー
ト
ル
以
上
砂
浜
を
走
っ
た
後
で
脚
を
海
水

に
浸
す
こ
と
で
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
で
き
る
し
、
傷
の
治

療
に
も
効
果
が
あ
る
ん
で
す
。
自
然
の
中
で
育
成
し

て
い
く
良
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

大
崎
牧
場
ス
タ
ッ
フ
の
篠
原
一
記
さ
ん（
31
）は
、

大
崎
町
の
地
の
利
を
活
か
し
た
調
教
が
、
こ
れ
ま
で

に
ト
ウ
カ
イ
テ
イ
オ
ー
や
カ
ツ
ラ
ギ
エ
ー
ス
と
い
う

日
本
一
の
馬
を
始
め
と
し
て
、
名
前
の
知
ら
れ
た
競

走
馬
を
何
頭
も
送
り
出
し
て
き
た
と
話
す
。

代
表
の
山
下
一
盛
さ
ん（
70
）は
、

現
在
体
調
を
崩
し
療
養
中
だ
が
、
毎

日
行
わ
れ
る
砂
浜
で
の
調
教
の
視
察

は
欠
か
さ
な
い
。
妻
の
良
子
さ
ん

（
68
）が
、「
も
う
、
す
ご
い
。
あ
の
人

の
右
に
出
る
人
は
居
な
い
ん
じ
ゃ
な

い
で
す
か
」
と
、
一
盛
さ
ん
の
熱
心

さ
を
讃
え
る
。

「
北
海
道
の
セ

リ
市
に
行
っ
て
、

有
望
な
馬
を
仕

入
れ
て
、
日
本

一
の
馬
を
何
頭

も
作
っ
て
、
そ

れ
で
も
満
足
し

な
い
で
、
勉
強

勉
強
で
一
所
懸

命
で
し
た
ね
。

も
と
も
と
こ
っ

ち（
大
崎
町
）の

出
身
だ
っ
た
け

◀ 上／餌に混ぜる青草を刈る
下／厩舎を掃除する篠原さん
▼砂浜の調教を終えた篠原さん

▲6000m以上ある浜辺を走る競走馬たち

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
大お
お

崎さ
き

町ち
ょ
う

◀ 将来はジョッキーをめ
ざす（？）篠原妃㮈ちゃん 
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ど
ジ
ョ
ッ
キ
ー
だ
っ
た
ん
で
す
。
岐
阜
の
笠
松
競
馬

場
で
３
年
間
ジ
ョ
ッ
キ
ー
を
し
て
新
人
賞
も
取
っ
て
、

そ
こ
で
知
り
合
っ
て
私
も
一
緒
に
こ
こ
に
来
た
ん
で

す
。
父
親
は
小
さ
い
生
産
牧
場
を
や
っ
て
ま
し
た
が
、

小
学
３
年
か
ら
近
所
の
牧
場
へ
手
伝
い
に
行
っ
た
そ

う
で
す
。
家
は
貧
し
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
」

幼
い
頃
か
ら
競
走
馬
に
親
し
み
、
競
馬
に
夢
を
描

い
て
故
郷
を
出
た
少
年
が
、
伴
侶
を
伴
っ
て
故
郷
に

帰
り
、
自
然
を
活
か
し
た
調
教
法
を
編
み
出
し
、
全

国
の
競
馬
フ
ァ
ン
に
知
ら
れ
る
名
馬
を
作
り
出
し
た

夢
の
よ
う
な
物
語
だ
。

現
在
は
実
質
的
な
調
教
の
責
任
者
で
あ
る
篠
原
さ

ん
が
、
砂
浜
で
の
調
教
か
ら
帰
っ
た
黒
鹿
毛
牡
の
2

歳
馬
を
洗
い
場
で
世
話
し
な
が

ら
、
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
の
繊
細
さ

が
調
教
の
難
し
さ
で
あ
り
、
や

り
甲
斐
で
も
あ
る
と
語
る
。

「
こ
の
黒
栗
毛
は
デ
ビ
ュ
ー
前

な
の
で
名
前
が
決
ま
っ
て
な
い

ん
で
す
。
馬
の
表
情
や
体
の
動

き
な
ど
で
馬
の
気
持
ち
を
察
っ

せ
ら
れ
る
と
、
牧
場
ス
タ
ッ
フ

と
し
て
は
一
人
前
。
馬
の
個
性

を
見
抜
い
て
、
そ
の
馬
に
応
じ

た
世
話
の
仕
方
を
早
く
見
つ
け
出
す
こ
と
が
大
切
。

経
験
が
物
を
言
う
世
界
な
ん
で
す
よ
ね
。
多
く
の
馬

を
世
話
さ
せ
て
も
ら
っ
て
、
結
果
が
付
い
て
く
れ
ば
、

馬
主
さ
ん
に
も
喜
ん
で
も
ら
え
て
、
や
り
甲
斐
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。
一
歳
馬
か
ら
人
を
乗
せ
る
準
備
を
し

て
、
デ
ビ
ュ
ー
ま
で
送
り
出
す
の
が
育
成
牧
場
の
仕

事
で
す
。
競
馬
馬
は
経
済
動
物
で
す
か
ら
、
勝
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
中
に
は
、
思
い
入
れ
の

あ
る
馬
を
再
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
馬
主
さ
ん
も
居
ら

れ
ま
す
け
ど
ね
」

馬
の
個
性
に
応
じ
た
育
成
を
す
る
た
め
に
は
、
飼

馬
桶
も
一
頭
ご
と
に
決
ま
っ
て
い
る
し
、
サ
プ
リ
メ

ン
ト
も
当
然
だ
が
馬
ご
と
に
異
な
る
。
筋
肉
を
痛
め

て
い
る
馬
用
や
若
馬
用
、
繁
殖
牝
馬
用
な
ど
だ
。
基

本
の
餌
と
な
る
燕
麦
の
潰
し
方
も
牧
場
ご
と
に
異
な

っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

豊
か
な
自
然
の
中
で
競
走
馬
を
育
成
し
て
い
る
山

下
牧
場
を
視
察
に
来
た
あ
る
馬
主
が
、「
四
本
脚
を
伸

ば
し
て
横
に
な
っ
て
い
る
馬
は
珍
し
い
」
と
言
っ
た

そ
う
だ
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
山
下
牧
場
で
育
成
さ

れ
る
競
走
馬
の
気
持
ち
が
和
ん
で
い
る
様
子
を
見
事

に
伝
え
て
く
れ
る
。

マ
ン
ゴ
ー
に
次
い
で
オ
リ
ー
ブ
栽
培

国
道
沿
い
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
経
営
し
て
い

る
西
平
隆
さ
ん（
69
）が
、
自
宅
裏
に
あ
る
マ
ン
ゴ
ー

を
栽
培
し
て
い
る
温
室
に
案
内
し
て
く
れ
た
。

「
う
ち
の
マ
ン
ゴ
ー
は
『
べ
っ
ぴ
ん
マ
ン
ゴ
ー
』
と

い
う
の
。
見
た
目
も
き
れ
い
だ
か
ら
ね
。
マ
ン
ゴ
ー

は
栽
培
技
術
が
難
し
い
。
朝
、
昼
、
晩
と
樹
に
話
し

か
け
て
、『
今
何
が
足
ら
ん
ね
』
と
会
話
が
で
き
る
よ

う
に
な
ら
な
い
と
マ
ン
ゴ
ー
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら

マ
ン
ゴ
ー
農
家
は
増
え
て
い
か
な
い
ん
で
す
よ
」

西
平
マ
ン
ゴ
ー
園
で
は
、
温
室
の
中
で
鉢
植
え
で

マ
ン
ゴ
ー
を
栽
培
し
て
い
る
。

「
温
室
が
4
カ
所
あ
っ
て
な
。
1
カ
月
ず
つ
ず
ら
し

て
る
の
よ
。
他
よ
り
も
早
く
採
り
始
め
て
、
中
間
も

な
い
と
困
る
。
農
協
さ
ん
が
終
わ
っ
た
後
も
、
出
荷

で
き
る
よ
う
に
し
な
い
と
経
営
が
安
定
し
な
い
。
地

植
だ
と
肥
料
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
計
算
で
き
な
い
の
で

鉢
植
え
な
ん
で
す
」

鉢
ご
と
に
一
斉
灌
漑
で
き
る
設
備
を
整
え
、
温
室

一
棟
の
散
水
は
７
、８
分
で
終
わ
る
。

「
今
は
収
穫
前
な
の
で
、
水
分
は
極
限
の
状
態
に
な

る
よ
う
に
し
て
る
ん
で
す
。
人
間
と
同
じ
で
お
粥
か

ら
始
め
て
、
そ
れ
か
ら
栄
養
の
あ
る
も
の
を
や
ら
ん

と
吸
収
し
な
い
か
ら
ね
。
1
個
1
個
糖
度
を
測
っ
て

出
荷
し
て
る
ん
で
す
よ
」

西
平
さ
ん
は
、
長
年
地
元
で
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

を
経
営
し
て
き
た
が
、
12
、
13
年
前
か
ら
ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド
だ
け
で
は
斜
陽
に
な
る
と
危
機
感
を
持
ち
、

不
動
産
業
と
農
業
を
含
め
た
ト
ラ
イ
ア
ル
経
営
を
目

指
し
た
。

「
私
は
経
営
は
規
模
じ
ゃ
な

い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
安
定

し
た
経
営
が
一
番
と
思
う
と

る
ん
で
す
よ
」

地
元
の
実
業
家
と
し
て
一

目
置
か
れ
る
存
在
の
西
平
さ

◀上／西平隆さん自慢の「べっぴんマンゴー」
下／マンゴーを栽培している温室

▲大崎牧場の代表山下一盛さんと妻の
良子さん

◀ 阪神に出稼ぎに行き、 建築現場
で働いた大崎町の人たち（S48年）
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ん
は
、
男
４
人
女
３
人
の
７
人
兄
弟
の
４
番
目
。

｢
兄
弟
み
ん
な
外
へ
出
た
の
よ
。
昔
は
貧
乏
し
て
米

を
売
っ
て
麦
を
買
う
よ
う
な
生
活
し
よ
っ
た
か
ら
よ
。

私
も
昭
和
46
年
に
大
阪
へ
勤
め
に
出
た
の
よ
。
家
へ

仕
送
り
し
よ
っ
た
よ
。
あ
あ
、
苦
労
し
た
。
苦
労
し

た
け
ど
今
思
え
ば
楽
し
い
思
い
出
。
４
年
間
勤
め
て
、

誰
か
が
親
の
近
く
に
居
ら
な
い
か
ん
と
、
軍
資
金

２
０
０
万
円
持
っ
て
帰
っ
て
来
た
。
帰
っ
て
き
て
良

か
っ
た
と
思
う
と
る
よ
。
最
後
ま
で
親
の
面
倒
を
見

る
こ
と
が
で
き
た
し
、
兄
弟
の
面
倒
も
み
た
よ
。
だ

か
ら
今
は
、
し
た
い
こ
と
し
と
る
の
よ
。
マ
ン
ゴ
ー

は
道
楽
よ｣

「
私
ら
が
中
学
を
卒
業
す
る
頃
は
、
集
団
就
職
列
車

で
み
ん
な
都
会
へ
送
り
出
さ
れ
て
よ
。
生
活
が
苦
し

か
っ
た
か
ら
よ
。
そ
れ
で
家
を
支
え
よ
う
と
し
て
行

っ
た
が
ね
。
そ
の
時
、
田
舎
か
ら
出
て
行
っ
た
２
代

目
３
代
目
が
、今
は
都
会
を
支
え
と
る
が
ね
。当
時
は
、

出
稼
ぎ
に
行
っ
た
人
が
大
崎
を
支
え
と
っ
た
の
よ
」

西
平
さ
ん
の
話
を
聞
き
、
胸
に
熱
い
も
の
が
込
み

上
げ
て
く
る
。
10
歳
代
半
ば
で
親
元
を
離
れ
、
都
会

で
働
い
た
若
者
た
ち
が
故
郷
を
支
え
て
い
た
事
実
は
、

高
度
経
済
成
長
の
華
や
か
な
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
が

ち
だ
が
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
歴
史
の
一
面
だ
。

西
平
さ
ん
は
70
歳
を
目
前
に
し
て
、
さ
ら
に
大
き

な
夢
を
語
る
。

「
最
近
、
オ
リ
ー
ブ
の
樹
を
植
え
る
の
に
1
町
歩
の

畑
を
買
っ
た
ん
よ
。
そ
れ
で
も
３
０
０
本
し
か
植
え

ら
れ
な
い
も
ん
。
大
崎
町
は
日
照
時
間
が
長
い
か
ら

オ
リ
ー
ブ
に
向
い
て
る
の
よ
。
ト
ロ
ピ
カ
ル
フ
ル
ー

ツ
の
産
地
に
し
た
い
と
思
っ
て
ね
。
農
業
に
は
無
限

の
可
能
性
が
あ
る
と
思
っ
て
ま
す
よ
。
Ｉ
タ
ー
ン
や

Ｕ
タ
ー
ン
し
て
や
っ
て
く
れ
る
意
欲
の
あ
る
人
を
求

め
て
る
の
よ
」

息
子
た
ち
は
米
作
の
依
託
作
業

西
平
さ
ん
よ
り
上
の
世
代
の
中
﨑
春
夫
さ
ん（
77
）

は
、
男
４
人
女
４
人
の
８
人
兄
弟
だ
っ
た
が
、
家
に

残
っ
た
の
は
長
男
の
春
夫
さ
ん
一
人
だ
っ
た
。

「
兄
弟
が
多
く
て
家
に
居
る
時
は
喧
嘩
も
し
よ
っ
た

け
ど
、
居
な
け
れ
ば
や
っ
ぱ
り
寂
し
い
で
す
よ
。
私

は
元
々
、
山
が
好
き
な
ん
で
す
よ
。
大
き
な
木
を
伐

っ
て
倒
す
時
の
あ
の
瞬
間
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
、
林

業
は
長
く
し
て
ま
し
た
ね
。
昭
和
40
年
に
28
歳
で
結

婚
す
る
ま
で
は
、
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
こ
と
は
な
か
っ

た
で
す
。
翌
年
、
こ
け（
こ
こ
に
）直
っ
て（
引
っ
越

し
て
）来
て
か
ら
籾
擦
り
業
で
す
。
結
婚
し
て
か
ら

は
毎
年
、
９
月
か
ら
翌
年
の
5
月
ま
で
出
稼
ぎ
に
行

っ
た
で
す
ね
。
正
月
は
帰
り
よ
っ
た
で
す
よ
。
最
初

の
出
稼
ぎ
は
、
兵
庫
県
で
新
幹
線
の
橋
脚
の
鉄
筋
を

組
む
仕
事
だ
っ
た
で
す
ね
。
そ
の
頃
は
出
稼
ぎ
が
お

金
に
な
り
よ
っ
た
で
す
よ
ね
。
も
う
、
み
ん
な
若
い

人
た
ち
は
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
ね
。
新
幹
線
は
２
年
ぐ

ら
い
行
っ
た
か
な
。
そ
の
後
は
、
妻
の
兄
が
相
模
原

市
で
建
設
業
を
し
よ
っ
た
か
ら
、そ
こ
で
バ
ラ
シ（
型

枠
外
し
）を
し
て
。
当
時
、
1
日
1
万
円
ぐ
ら
い
に

な
り
よ
っ
た
で
す
よ
。
バ
ラ
シ
が
一
番
危
険
だ
っ
た

で
す
ね
。
あ
れ
は
ち
ょ
っ
と
重
労
働
だ
っ
た
」

春
夫
さ
ん
が
出
稼
ぎ
で
居
な
い
間
は
、
妻
の
ミ
エ

子
さ
ん（
73
）が
精
米
を
し
て
家
業
を
守
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
今
、
２
人
の
息
子
た
ち
が
56
町
歩
の
米
作
り

を
す
る
農
業
法
人
を
立
ち
上
げ
、
春
夫
さ
ん
は
会
長

と
し
て
事
務
を
手
伝
う
身
分
で
あ
る
。

「
毎
年
、（
依
託
を
受
け
て
管
理
す
る
水
田
が
）３
町
歩

ぐ
ら
い
ず
つ
増
え
て
い
き
ま
す
ね
。
ど
こ
ま
で
増
え

る
の
か
分
か
ら
ん
で
す
け
ど
、
従
業
員
も
含
め
て
５

人
で
や
っ
て
る
け
ど
、
今
で
ギ
リ
ギ
リ
。
田
植
え
が

終
わ
れ
ば
、
日
曜
日
は
休
む
よ
う
に
し
て
ま
す
。
や

っ
ぱ
、
息
子
た
ち
が
近
く
に
居
れ
ば
色
々
気
遣
っ
て

く
れ
る
し
、
安
心
で
す
よ
ね
」

５
月
下
旬
に
最
後
の
田
植
え
が
終
わ
っ
た
ば
か
り

な
の
に
、
７
月
10
日
に
は
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
最
初
の
稲

刈
り
が
始
ま
る
の
だ
と
い
う
。
春
夫
さ
ん
は
体
を
休

め
る
暇
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
出
稼
ぎ
を
し

て
育
て
て
き
た
米
穀
店
の
仕
事
を
受
け
継
い
だ
息
子

た
ち
が
、
手
広
く
事
業
を
展
開
す
る
姿
は
頼
も
し
く

見
え
て
い
る
に
違
い
な
い
。

大
崎
海
岸
で
偶
然
出
合
っ
た
原
口
政
矢
さ
ん（
83
）

も
、
若
い
時
に
は
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
一
人
だ
。

「
今
は
牛
一
頭
飼
っ
て
農
業
し
て
い
る
け
ど
、
出
稼

ぎ
ち（
と
）言
え
ば
、
大
阪
万
博
の
頃
に
道
路
の
舗
装

工
事
を
や
っ
た
な
。
こ
こ
ら
の
男
た
ち
は
み
ん
な
行

っ
た
。
出
稼
ぎ
に
行
か
ん
で
家
に
居
れ
ば
恥
ず
か
し

い
く
ら
い
や
っ
た
よ
な
」

遠
い
昔
を
懐
か
し
む
よ
う
に
話
す
原
口
さ
ん
に
し

て
み
れ
ば
、
出
稼
ぎ
が
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ

の
時
代
を
乗
り
切
る
た
め
の
当
然
の
選
択
だ
っ
た
の

だ
。
そ
ん
な
個
の
事
情
を
積
み
重
ね
た
結
果
と
し
て
、

日
本
の
高
度
経
済
成
長
を
支
え
た
労
働
力
が
生
み
出

さ
れ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

写
真
・
文
／
芥
川
仁

▲若い時は出稼ぎに行ったと語る原口
政矢さん
▼2人の息子と農業依託会社を経営す
る中﨑春夫さん

■大崎町/鹿児島県の東部、大隅半島の東側に位置し、町の南部は志布志湾、
北部は広大な山地が広がる。かつて農地はシラス大地として敬遠されがちだ
ったが、今は火山灰土を生かした農業が盛んになった。アスリートを多数輩
出するスポーツの町、国指定重要文化財「横瀬古墳」を有する歴史の町、白浜
青松100選に選ばれた「くにの松原」等美しい景観の町で、資源ゴミのリサ
イクル率日本一にも輝いている。人口13,508人、世帯数6,831戸。
●大崎町農林振興課  ☎099-476-1111
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宿
場
町・港
町・石
油
の
町
と
し
て

新
潟
県
で
は
、
南
部
の
豪
雪
地
区
を
中
心
に
、
冬

期
の
出
稼
ぎ
が
行
わ
れ
て
き
た
。
新
米
の
酒
作
り
を

担
う
杜
氏
、
餅
製
造
等
に
職
人
の
技
が
発
揮
さ
れ
た
。

現
在
は
過
疎
化
が
進
み
、
県
下
30
市
町
村
の
う
ち
、

過
疎
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
の
は
14
市
町
村
あ
る
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
出
雲
崎
町
は
、
特
に
過
疎
化
が

著
し
い
８
市
町
村
の
う
ち
の
一
つ
に
含
ま
れ
る
。
平

成
11
年
に
６
０
０
０
人
台
だ
っ
た
町
の
人
口

は
16
年
後
の
平
成
27
年
に
は
約
４
５
０
０
人

に
減
少
。
町
は
高
齢
者
福
祉
と
と
も
に
、
若

者
定
住
の
た
め
の
支
援
事
業
や
子
育
て
家
庭

へ
の
支
援
策
を
積
極
的
に
打
ち
出
し
、
暮
ら

し
や
す
く
、
子
ど
も
を
育
て
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
る
。

か
つ
て
は
、
日
本
海
側
で
も
有
数
の
繁
栄

を
誇
り
、
北
前
船
の
寄
港
地
と
し
て
、
ま
た

佐
渡
の
金
銀
の
荷
揚
げ
港
と
し
て
栄
え
、
江

戸
時
代
に
は
幕
府
の
直
轄
地（
天
領
）と
な
っ

た
。
ま
た
、
北
国
街
道
の
宿
場
と
し
て
も
に

ぎ
わ
っ
た
。
明
治
時
代
に
は
海
岸
線
か
ら
の

江
戸
時
代
、
佐
渡
島
の
金
銀
の
荷
揚
げ
港
と
し
て
栄
え
、
天
領
に
も
指
定
さ
れ
て
い
た

新
潟
県
出
雲
崎
町
。過
疎
化
が
進
む
中
で
、
ま
ち
で
は
昭
和
20
年
代
か
ら
地
場
産
業
と

し
て
酪
農
・
乳
業
が
興
さ
れ
、ま
ち
の
に
ぎ
わ
い
形
成
に
貢
献
し
て
き
た
。現
在
も
高
品

質
の
牛
乳
を
生
産
し
、
学
校
給
食
に
届
け
て
い
る
。出
雲
崎
町
で
ま
ち
の
振
興
に
取
り

組
む
人
た
ち
を
取
材
し
た
。

▼ 間口の狭い「妻入り」の家並みが約4kmにわたって続く宿場町

▲学校給食。瓶の良寛牛乳で（S52年）

▲出雲崎小学校の給食風景。地元で作られる出来たて新鮮な
良寛牛乳がみんな大好き!

地域の
夢紡ぎ人
①

自
然
の
恵
み
を
届
け
て
半
世
紀

歴
史
・
文
化
の
町
の﹇
牛
乳
生
産
﹈　新
潟
県
出い

雲ず
も

崎ざ
き

町ま
ち
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石
油
掘
削
に
成
功
し
、事
業
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

当
地
は
「
日
本
の
近
代
石
油
産
業
の
発
祥
地
」
と
も

呼
ば
れ
て
い
る
。

地
場
産
業
と
し
て
受
け
継
が
れ
る

「
良
寛
」ブ
ラ
ン
ド
牛
乳

戦
後
の
出
雲
崎
町
を
元
気
づ
け
て
き
た
産
業
に
、

酪
農
が
あ
る
。
昭
和
27
年
に
５
人
の
酪
農
家
有
志
に

よ
る
「
西
越
酪
農
組
合
」
が
設
立
さ
れ
、
昭
和
39
年

に
は
50
戸
の
酪
農
家
に
よ
る
「
出
雲
崎
酪
農
組
合
」

に
発
展
。
内
陸
部
で
生
産
さ
れ
る
生
乳
は
当
地
で
加

工
さ
れ
、『
良
寛
牛
乳
』
の
ブ
ラ
ン
ド
で
広
く
販
売
さ

れ
て
き
た
。
平
成
29
年
４
月
か
ら
は
、
農
事
組
合
法

人
か
ら
「
株
式
会
社 

良
寛
」
へ
と
組
織
・
社
名
を

変
更
し
、
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
て
い
る
。

昭
和
52
年
制
作
の
記
録
映
像
『
過
疎
地
に
つ
く
る

―
―
特
産
物
と
若
も
の
た
ち
』
に
は
、
そ
ん
な
酪
農

組
合
の
発
展
を
担
っ
た
若
者
た
ち
の
活
動
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
映
像
に
も
出
演
さ
れ
た
、
酪
農
家

の
諸
橋
和
史
さ
ん
に
今
回
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
諸
橋
さ
ん
の
お
宅
で
は
、
現
在
、
約
40
頭
の
乳

牛
を
飼
い
、
毎
日
搾
っ
た
新
鮮
な
生
乳
を
㈱
良
寛
へ

全
量
出
荷
し
て
い
る
。

か
つ
て
小
規
模
な
事
業
者
を
含
め
酪
農
家
は
町
内

に
50
戸
ほ
ど
あ
っ
た
が
、
今
は
５
戸
に
ま
で
減
っ
た
。

後
継
者
問
題
に
加
え
、
近
年
で
は
Ｔ
Ｔ
Ｐ
の
問
題
な

ど
で
先
行
き
が
不
透
明
な
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
町
の

酪
農
家
は
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
今
は
、乳
牛
に
つ
い
て
は
息
子
に
ほ
と
ん
ど
任
せ
て

い
ま
す
。
自
分
が
若
手
と
し
て
頑
張
っ
て
い
た
こ
ろ

と
比
べ
て
酪
農
家
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
寂
し

い
限
り
で
す
が
、
生
乳
の
品
質
を
維
持
す
る
た
め
に

日
々
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
」
と
諸
橋
さ
ん
は
語
る
。

ま
た
同
映
像
に
登
場
す
る
三
輪
正
さ
ん
は
、
当
時
、

酪
農
組
合
に
若
手
と
し
て
勤
務
し
、
そ
の
後
、
参
事

ま
で
務
め
た
。

「
こ
の
数
十
年
で
酪
農
の
環
境
は
大
き
く
変
わ
り
ま

し
た
。
酪
農
家
が
減
っ
た
影
響
は
大
き
い
で
す
が
、

そ
の
背
景
に
は
、
乳
価（
生
乳
の
買
い
取
り
価
格
）が

上
が
ら
ず
経
営
的
に
厳
し
い
状
況
が
続
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
ね
」
と
三
輪
さ
ん
。

か
つ
て
は
乳
価
が
比
較
的
高
く
、
酪
農
家
は
「
搾

れ
ば
儲
か
る
」
状
況
だ
っ
た
が
、
現
在
は
、
酪
農
家

と
乳
業
メ
ー
カ
ー
の
間
に
指
定
生
乳
生
産
者
団
体
が

入
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
酪
農
家
が
希

望
す
る
よ
う
な
乳
価
で
メ
ー
カ
ー
に
買
い
取
っ
て
も

ら
え
な
い
現
実
が
あ
る
。

「
酪
農
組
合
を
設
立
し
て
良
寛
牛
乳
を
生
産
す
る
こ

と
で
、
出
雲
崎
町
に
多
く
の
雇
用
が
生
ま
れ
ま
し
た

し
、
ま
ち
の
活
気
に
も
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
事
実
。

た
だ
、
今
は
さ
ら
に
営
業
努
力
を
し
て
実
績
を
つ
く

る
時
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
町
と
一
体
と
な

っ
て
事
業
に
勢
い
を
生
ん
で
ほ
し
い
」
と
三
輪
さ
ん

は
語
っ
て
く
れ
た
。

牛
乳
を
飲
ん
で
元
気
な
子
ど
も
に

㈱
良
寛
の
代
表
取
締
役
社
長
、
諸
橋
且か

つ

委い

さ
ん
に

も
お
話
を
う
か
が
っ
た
。
諸
橋
さ
ん
は
、
最
近
、
株

式
会
社
化
さ
れ
る
ま
で
は
酪
農
組
合
の
代
表
理
事
組

合
長
だ
っ
た
。

「
現
状
の
組
合
員
数
で
は
農
事
組
合
法
人
が
維
持
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
株
式
会
社
化
し
ま
し
た
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
事
業
が
よ
り
自
由
に
な
っ
た
面
は
あ

り
ま
す
。
先
人
た
ち
が
築
い
て
き
た
『
良
寛
』
の
ブ

ラ
ン
ド
は
大
切
に
し
な
が
ら
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏

み
出
し
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
」

人
口
の
減
少
や
学
校
給
食

需
要
の
減
少
な
ど
で
メ
イ
ン

の
牛
乳
の
売
り
上
げ
が
伸
び

悩
む
中
、
同
じ
工
場
で
生
産

さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
グ
ル
ト
な

ど
は
需
要
が
伸
び
て
い
る
と

い
う
。
例
え
ば
こ
の
ヨ
ー
グ

ル
ト
を
料
理
用
の
食
材
と
し

▼出雲崎町の酪農を長年支えてきた諸橋和史さん・雪江さん夫妻▼S52年当時の牛乳処理工場

◀ 緑に包まれ
て、諸橋さんの
牛舎がある

▼右／㈱良寛の工場。酪農家から直接届けられる生乳を使用して、牛乳、ヨーグルトなどの製
品が近代的な生産ラインで製造される　左／㈱良寛の代表取締役社長、諸橋且委さん。自家
焙煎にこだわった自慢の乳飲料「良寛コーヒー」も人気商品だ
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て
需
要
開
拓
す
る
な
ど
、
時
代
に
応
じ
た
戦
略
を
検

討
中
だ
と
い
う
。

地
場
産
業
の
雄
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
地
域
の
振
興

に
か
か
わ
っ
て
き
た
㈱
良
寛
。
そ
の
ト
ッ
プ
で
あ
る

諸
橋
社
長
は
、
自
ら
の
事
業
だ
け
で
な
く
愛
す
る
出

雲
崎
町
の
将
来
に
つ
い
て
も
思
い
を
馳
せ
る
。

「
私
た
ち
の
よ
う
な
地
元
の
産
業
が
活
性
化
す
る
こ

と
も
大
事
で
す
が
、
出
雲
崎
に
人
を
呼
び
戻
す
に
は
、

や
は
り
美
し
い
海
や
山
の
自
然
と
い
う
財
産
を
活
か

す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
都
会
に
出
た
若
者
た
ち
も
、

地
元
の
自
然
の
美
し
さ
を
も
う
一
度
知
る
機
会
が
あ

れ
ば
、
き
っ
と
こ
の
ま
ち
に
帰
っ
て
き
て
く
れ
る
は

ず
で
す
」

㈱
良
寛
の
近
代
的
な
生
産
ラ
イ
ン
で
製
造
さ
れ
る

新
鮮
な
牛
乳
は
、
生
協
、
学
校
給
食
、
地
元
ス
ー
パ

ー
な
ど
に
ほ
ぼ
毎
日
納
品
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で

学
校
給
食
は
、
児
童
数
の
減
少
や
学
校
の
休
業
日
の

増
加
な
ど
に
よ
っ
て
需
要
は
減
っ
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
で
も
㈱
良
寛
に
お
い
て
生
協
に
次
い
で
二
番
目

に
多
い
出
荷
量
と
な
っ
て
い
る
。
学
校
給
食
向
け
の

出
荷
先
は
、
現
在
、
出
雲
崎
町
立
の
小
中
学
校
は
も

と
よ
り
、
周
辺
の
長
岡
、
柏
崎
、
上
越
な
ど
の
各
市

も
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
１
０
０
校
以
上
の
学
校
で
良

寛
牛
乳
が
子
ど
も
た
ち
に
飲
ま
れ
て
い
る
。

今
回
訪
れ
た
町
立
出
雲
崎
小
学
校
の
給
食
で
も
、

児
童
た
ち
が
良
寛
牛
乳
を
元
気
に
飲
む
光
景
が
あ
っ

た
。
児
童
た
ち
に「
地
元
産
の
牛
乳
を
飲
ん
で
い
る
」

と
い
う
特
別
な
意
識
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

れ
で
も
、
未
来
の
ま
ち
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
康

づ
く
り
に
、
良
寛
牛
乳
が
長
年
に
わ
た
っ
て
貢
献
し

て
き
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。

豊
か
な
歴
史
・
文
化
を
未
来
へ
受
け
継
ぐ
者

取
材
の
最
後
に
、
北
国
街
道
一
の
宿
場
町
と
し
て

栄
え
た
か
つ
て
の
海
沿
い
の
町
並
み
を
、
出
雲
崎
町

観
光
協
会
で
「
出
雲
崎
ふ
る
さ
と
語
り
べ
」
を
務
め

る
磯
部
友
記
雄
さ
ん
に
ガ
イ
ド
を
お
願
い
し
て
歩
い

て
み
た
。

港
町
風
情
を
色
濃
く
残
す
家
々
は
、
い
ず
れ
も
間

口
の
狭
い
独
特
の
「
妻
入
り
」
の
様
式
を
と
っ
て
い

る
。
ま
ち
の
中
に
は
か
つ
て
、
代
官
所
、
廻
船
問
屋
、

旅
籠
、
遊
郭
な
ど
が
密
集
し
、
格
式
と
に
ぎ
わ
い
を

生
ん
で
い
た
。
今
も
そ
れ
ら
の
遺
構
や
面
影
が
残
っ

て
い
る
が
、
空
き
家
と
な
っ
た
家
も
あ
り
、
人
通
り

も
決
し
て
多
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
こ
の
地
に
佐
渡
の
金
銀
が
運
ば
れ
た

こ
と
、名
僧
・
良
寛
が
生
ま
れ
、芭
蕉
や
十
返
舎
一
九
、

吉
田
松
陰
ら
多
く
の
文
人
墨
客
が
訪
れ
た
こ
と
、
さ

ら
に
近
代
に
入
り
石
油
生
産
に
沸
い
た
こ
と
な
ど
を

語
り
べ
の
磯
部
さ
ん
か
ら
伺
う
に
つ
け
、
こ
の
出
雲

崎
の
過
去
の
遺
産
の
豊
か
さ
に
は
驚
か
さ
れ
た
。

「
出
雲
崎
町
は
、
豊
か
な
自
然
に
加
え
て
歴
史
・
文

化
の
素
晴
ら
し
い
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
、

大
事
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
で
き
る
だ
け
保
存
し
、

そ
の
価
値
や
魅
力
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。
将
来
の
に
ぎ
わ
い
も
、
そ
う
し

て
生
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
」

地
元
の
小
学
校
な
ど
で
も
語
り
ベ
活
動
を
行
う
磯

部
さ
ん
は
、
そ
の
よ
う
に
語
っ
て
く
れ
た
。

今
回
、
酪
農
を
含
め
た
乳
業
を
中
心
に
出
雲
崎
町

を
取
材
し
た
が
、
人
口
減
少
と
い
う
現
実
の
中
で
も

ま
ち
づ
く
り
と
真
摯
に
取
り
組
む
人
々
の
姿
が
そ
こ

に
あ
っ
た
。
ま
ち
に
は
、
牛
乳
や
海
産
物
な
ど
の
恵

み
を
も
た
ら
す
豊
か
な
自
然
が
あ
り
、
往
時
を
伝
え

る
歴
史
や
文
化
の
遺
構
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
貴
重
な

財
産
を
上
手
に
活
か
し
て
い
け
ば
、
出
雲
崎
の
将
来

は
実
り
多
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
「
希
望
」
の
担
い
手
に
な

る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
で
あ
る
。
当
地
に
生
ま
れ
た

僧
・
良
寛
は
、
こ
と
の
ほ
か
子
ど
も
た
ち
を
大
事
に

し
、
共
に
遊
ぶ
こ
と
を
好
ん
だ
と
い
う
。
子
ど
も
こ

そ
未
来
の
宝
―
―
良
寛
の
生
家
跡
に
立
つ
良
寛
堂
で

元
気
に
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
を
見
て
、
改
め
て
そ
ん
な

思
い
が
し
た
。 

文
／
加
藤
伸
一
　
写
真
／
小
林
恵

上／平成29年8月まで「越
後出雲崎 天領の里」の館長
を務めていた三輪正さん
下／出雲崎ふるさと語りべ
の磯部友記雄さん。出雲崎
出身の実業家が所有してい
た邸宅前で

◀ 良寛の生家跡に立つ良寛堂。無邪気に遊ぶ
子どもたちの姿を、良寛は優しく見守っている

■出雲崎町／新潟県のほぼ中央に位置し、長岡市・柏崎市に隣
接。海岸線は約９㎞に及び、海原の向こうに佐渡島を望む。松尾
芭蕉の「荒海や  佐渡によこたふ  天の河」の句が詠まれたまち
として、また、名僧・良寛が生まれたまちとしても知られている。
●出雲崎町産業観光課 ☎0258-78-3111
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種
苗
生
産
か
ら
販
売
ま
で

車
海
老
発
祥
の
地  

㈲
丸
山
水
産

大
矢
野
町
維
和
島
で
車
海
老
の
養
殖
を
行
っ
て
い

る
㈲
丸
山
水
産
で
は
、
そ
の
日
年
２
回
実
施
す
る
養

殖
池
の
車
海
老
の
「
拾
い
上
げ
」
の
日
だ
っ
た
。
東

京
ド
ー
ム
以
上
の
面
積
、
水
深
２
ｍ
あ
る
大
池
の
水

を
数
時
間
か
け
て
す
べ
て
抜
い
て
車
海
老
を
全
て
拾

い
上
げ
る
作
業
で
、
昨
日
ま
で
に
水
中
の
車
海
老
は

網
で
ほ
ぼ
捕
え
た
が
、
地
面
に
は
50
㎝
〜
1
ｍ
程
の

大
小
様
々
な
島
を
天
草
五
橋
で
結
ん
だ
風
光
明
媚
な
上

天
草
市
。
温
暖
な
気
候
と
豊
か
な
海
洋
資
源
を
活
か
し

て
、
真
珠
、
車
海
老
等
の
高
級
水
産
物
の
養
殖
が
行
わ

れ
て
い
る
。
父
親
が
築
い
た
家
業
を
、
Ｕ
タ
ー
ン
し
た

青
年
た
ち
が
引
き
継
い
で
、
さ
ら
に
専
門
性
を
高
め
て
、

天
草
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
・
ブ
ラ
ン
ド
に
仕
上
げ
た
。
内
陸
の

田
園
地
区
で
は
、
菊
や
百
合
な
ど
の
花
卉
栽
培
で
農
業

に
活
力
を
与
え
る
人
も
い
る
。

逞
し
く
頼
り
に
な
る
働
き
盛
り
の
お
父
さ
ん
、
そ
こ
に

は
支
え
る
家
族
と
地
域
の
人
々
が
い
た
。

砂
が
敷
き
詰
め
て
あ
り
、
そ
の
中
に
潜
っ
て
い
る
た

め
、
電
気
棒
で
突
い
て
砂
か
ら
出
て
き
た
海
老
を
拾

い
上
げ
て
捕
獲
す
る
と
い
う
作
業
。
手
間
が
か
か
る

た
め
、
地
域
の
人
を
何
人
も
手
伝
い
に
呼
ん
で
い
る
。

池
の
前
に
立
つ
事
務
所
兼
作
業
場
で
は
、
そ
の
前

に
山
積
す
る
仕
事
を
片
付
け
よ
う
と
丸
山
恭や
す
 
の
り徳
社

長
（
53
）が
忙
し
く
働
い
て
い
た
。
昨
日
捕
獲
し
た

車
海
老
を
水
槽
か
ら
取
り
出
す
と
、
18
㎝
程
の
美
し

い
姿
で
威
勢
よ
く
跳
ね
る
。
そ
れ
を
お
が
屑
を
た
っ

ぷ
り
い
れ
た
中
に
潜
ら
せ
て
、
注
文
の
あ
っ
た
店
や

顧
客
に
送
る
。
海
老
は
生
き
て
ピ
チ
ピ
チ
し
た
ま
ま

届
く
そ
う
で
、
そ
の
日
の
発
送
は
10
カ
所
ほ
ど
。
丁

寧
に
包
装
し
て
ア
ル
ミ
パ
ッ
ク
に
入
れ
終
わ
っ
た
頃
、

宅
配
便
が
受
け
取
り
に
来
た
。

「
ほ
と
ん
ど
が
ネ
ッ
ト
通
販
や
お
歳
暮
な
ど
の
ギ

フ
ト
発
送
で
、
一
部
を
市
場
に
出
し
ま
す
。
12
月
の

歳
暮
期
に
は
２
、０
０
０
ケ
ー
ス
は
発
送
し
、
運
賃

だ
け
で
１
０
０
万
円
以
上
に
な
り
ま
す
」
と
丸
山
さ

ん
は
言
う
。

丸
山
水
産
の
創
業
は
明
治
時
代
後
期
。
蓄
養
か
ら

始
ま
り
現
在
で
は
天
然
車
海
老
を
産
卵
さ
せ
て
稚
エ

ビ
に
育
て
る
種
苗
生
産
お

よ
び
成
エ
ビ
生
産
・
販
売

を
手
が
け
て
き
た
。
上
天

草
市
維
和
島
で
は
明
治
38

年
に
海
水
池
を
利
用
し
た

天
然
車
海
老
の
蓄
養
と
い

う
飼
育
方
法
に
成
功
、
そ

の
た
め
維
和
島
が
車
海
老

発
祥
の
地
と
い
わ
れ
て
い

る
。
㈲
丸
山
水
産
は
恭
徳

社
長
で
四
代
目
で
、
恭
徳

さ
ん
は
東
海
大
学
海
洋
学

◀ 左／丸山緑会長
右／丸山恭徳社長

▲昭和52年当時の車海老養殖場の様子

▲発送するための活きた車海老
上は拾い上げに集まった人々

▲孵化して間もない2、3㎝の稚エビ

地域の
夢紡ぎ人
②

家
業
を
継
い
だ
青
年
た
ち
の
更
な
る
挑
戦

天
草
の
人
と
海
山
が
育
ん
だ
極
上
品

熊
本
県 

上か
み

天あ
ま

草く
さ

市し
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部
で
水
産
増
殖
学
を
学
ん
だ
あ
と
帰
郷
し
て
、
さ
ら

に
父
・
緑
さ
ん（
86
）の
仕
事
を
手
伝
い
な
が
ら
設
備

を
整
備
拡
大
し
、
種
苗
生
産
か
ら
出
荷
ま
で
の
す
べ

て
を
手
が
け
る
会
社
に
し
た
。

「
上
天
草
に
は
車
海
老
生
産
者
が
30
社
ほ
ど
あ
り

ま
し
た
が
、
20
年
ほ
ど
前
に
Ｐ
Ａ
Ｖ
と
呼
ば
れ
る
ウ

イ
ル
ス
性
の
病
気
が
蔓
延
し
、
絶
滅
状
況
に
追
い
込

ま
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
大
規
模
に
や
っ
て
い

た
会
社
ほ
ど
痛
手
は
大
き
く
、
い
ま
は
６
、７
社
が

操
業
し
て
い
ま
す
。

20
年
ほ
ど
前
ま
で
の
車
海
老
生
産
ト
ッ
プ
は
熊
本

県
で
し
た
が
、
現
在
ト
ッ
プ
は
沖
縄
県
、
２
位
が
鹿

児
島
県
、
３
位
が
熊
本
県
と
な
っ
て
い
ま
す
」

海
老
の
養
殖
池
は
、
成
長
に
合
わ
せ
て
３
種
あ
る
。

沖
合
か
ら
き
れ
い
な
海
水
を
引
い
て
き
て
、
常
に
酸

素
循
環
し
水
流
を
発
生
さ
せ
る
た
め
、
池
の
中
に
は

４
、５
台
の
水
車
が
回
っ
て
い
る
。
エ
サ
は
業
者
に

委
託
製
造
し
た
専
用
の
配
合
飼
料
だ
が
、
一
袋
20
㎏

で
１
２
、０
０
０
円
も
す
る
超
高
級
配
合
飼
料
。
こ

れ
を
定
期
的
に
与
え
て
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
繁
殖
さ
せ
、

約
半
年
間
育
て
る
と
成
体
と
し
て
出
荷
で
き
る
よ
う

に
な
る
。
車
海
老
が
他
の
養
殖
魚
に
比
べ
て
、
た
ん

ぱ
く
質
と
ビ
タ
ミ
ン
含
有
率
が
高
い
の
も
海
の
宝
石

と
も
呼
ば
れ
る
所
以
だ
。
す
で
に
明
治
時
代
に
丸
山

家
の
先
祖
や
こ
の
地
の
漁
師
た
ち
が
養
殖
を
始
め
た

と
は
驚
き
で
あ
る
。

池
の
先
に
あ
る
種
苗
生
産
セ
ン
タ
ー
を
見
学
さ
せ

て
も
ら
っ
た
。
入
口
に
「
Ｆ
Ｕ
バ
イ
オ
カ
ル
チ
ャ
ー

実
験
棟
」
と
い
う
看
板
も
あ
り
、
工
場
の
一
角
を
貝

類
の
バ
イ
オ
研
究
を
す
る
大
学
の
先
輩
に
貸
し
て
い

る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
先
輩
は
今
繁
殖
が
激
減
し
て

い
る
と
い
わ
れ
る
ア
サ
リ
の
稚
貝
生
産
に
も
取
り
組

ん
で
お
り
、
す
で
に
各
地
に
稚
貝
を
届
け
、
繁
殖
で

き
る
砂
地
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
行
っ
て
い
る
。

温
度
管
理
し
た
流
水
が
ゆ
っ
た
り
流
れ
る
巨
大
な

種
苗
タ
ン
ク
に
は
、
孵
化
し
て
２
〜
３
㎜
ほ
ど
に
な

っ
た
車
海
老
の
稚
魚
が
い
っ
ぱ
い
泳
い
で
い
る
。
１

㎝
ほ
ど
に
成
長
す
る
と
外
の
池
に
放
ち
、
大
き
さ
に

合
わ
せ
て
池
を
変
え
な
が
ら
成
育
を
見
守
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

作
業
場
に
近
い
場
所
に
自
宅
が
あ
り
、
父
親
の
緑

さ
ん
が
ス
ク
ー
タ
ー
に
乗
っ
て
や
っ
て
き
た
。「
脳

梗
塞
で
倒
れ
た
た
め
、
仕
事
を
手
伝
え
な
い
ん
で
す
。

息
子
は
本
当
に
海
が
好
き
で
、
若
い
時
か
ら
海
の
環

境
保
全
に
も
取
り
組
ん
で
き
た
。
規
模
は
広
げ
な
い

で
マ
イ
ペ
ー
ス
で
仕
事
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

に
大
学
生
の
孫
が
帰
っ
て
き
て
手
伝
っ
て
く
れ
る
で

し
ょ
う
」
と
語
る
。

午
前
11
時
近
く
に
な
り
、
拾
い
上
げ
す
る
大
池
の

水
も
よ
う
や
く
引
い
て
砂
地
が
現
れ
て
き
た
。
若
い

青
年
も
助
っ
人
で
参
加
し
て
、
砂
地
の
中
に
潜
む
海

老
の
捕
獲
と
清
掃
作
業
が
始
ま
っ
た
。
電
気
棒
を
持

つ
人
、
飛
び
出
し
て
き
た
海
老
の
捕
獲
籠
を
持
つ
人
、

砂
地
を
清
掃
す
る
人
等
、
皆
慣
れ
た
様
子
で
移
動
を

は
じ
め
た
。
そ
の
あ
と
池
は
数
日
間
太
陽
で
殺
菌
し

て
か
ら
新
し
い
海
水
を
導
入
す
る
と
い
う
。

花
珠
真
珠
品
評
会
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞

㈲
松
岡
真
珠

真
珠
は
「
海
の
し
ず
く
」「
人
魚
の
涙
」
な
ど
と
言

わ
れ
、
日
本
は
世
界
一
の
高
品
質
真
珠
生
産
国
。
冠

婚
葬
祭
に
欠
か
せ
な
い
宝
飾
品
と
し
て
、
日
本
人
の

殆
ど
の
人
が
保
有
し
家
宝
と
し
て
大
切
に
し
て
い
る
。

風
光
明
媚
で
数
々
の
マ
リ
ン
施
設
が
あ
る
天
草
松

島
橋
を
渡
る
と
松
島
町
で
、
東
部
の
阿
村
港
に
松
岡

真
珠
の
本
社
＆
加
工
場
が
あ
っ
た
。
平
成
24
年
に
真

珠
品
評
会
浜
揚
げ
部
門
で
グ
ラ
ン
プ
リ
に
当
た
る
農

林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
、
26
年
、
29
年
に
は
全
国
花

珠
真
珠
品
評
会
で
も
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
。

こ
れ
は
海
か
ら
採
取
し
た
ア
コ
ヤ
貝
の
中
に
高
品
質

の
真
珠
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
を
評
価
す
る
も
の
で
、

松
岡
真
珠
は
３
分
の
２
が
商
品
と
し
て
適
し
た
真
珠

で
あ
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
貝
を
丁

寧
に
健
康
に
育
て
る
努
力
や
核
入
れ
に
必
要
な
熟
練

技
術
、
厳
し
い
選
別
加
工
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。

広
々
と
し
た
海
辺
に
「
松
岡
真
珠
」
と
書
か
れ
た

建
物
が
建
ち
、
船
が
２
艘
繋
が
れ
て
い
る
。
採
取
し

て
き
た
ア
コ
ヤ
貝
が
沢
山
並
ぶ
甲
板
で
作
業
を
し
て

い
た
松
岡
博
文
社
長（
51
）が
出
迎
え
て
く
れ
た
。

「
ど
う
ぞ
、
見
学
し
て
く
だ
さ
い
」
と
案
内
さ
れ

た
の
が
そ
の
脇
に
立
つ
加
工
場
。
広
い
清
潔
な
室
内

▲種菌生産センターで、丸山さん
▼アサリの稚貝養殖も実験中

◀ 左／捜核して飼育中のアコヤ貝を海中から上げて見せる松岡さん
右／農林水産大臣賞を受賞した真珠
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で
６
名
の
女
性
た
ち
が
ア
コ
ヤ
貝
の
「
珠
入
れ
捜
核

作
業
」
を
し
て
い
る
。

真
珠
は
、
き
め
が
細
か
な
光
沢
の
真
珠
層
を
持
つ

ア
コ
ヤ
貝
の
お
腹
に
核
を
入
れ
て
誕
生
す
る
。
貝
は

入
っ
て
き
た
異
物
を
阻
止
し
よ
う
と
真
珠
質
の
膜
を

巻
い
て
い
く
。
そ
れ
が
1
年
か
ら
1
年
半
ほ
ど
経
る

と
直
径
６
㎜
以
上
の
真
珠
珠
に
な
る
。
松
岡
真
珠
で

は
有
明
海
で
稚
貝
か
ら
母
貝
に
な
る
ま
で
を
ゆ
っ
く

り
育
て
、
そ
れ
を
加
工
場
に
運
ぶ
。
捜
核
す
る
前
に
、

貝
の
口
を
開
け
て
「
抑
制
」
と
い
う
仮
眠
状
況
を
つ

く
る
。「
人
間
で
い
え
ば
病
気
で
点
滴
を
す
る
状
況

に
似
て
い
ま
す
」
と
作
業
す
る
女
性
が
説
明
し
て
く

れ
る
。
抑
制
し
た
貝
は
核
を
入
れ

る
捜
核
作
業
の
デ
ス
ク
へ
送
ら
れ

る
。核

に
す
る
小
さ
い
丸
い
粒
は
ア

メ
リ
カ
か
ら
輸
入
し
た
高
級
貝
で
、

そ
れ
に
真
珠
層
を
分
泌
す
る
細
胞

切
片
を
密
着
さ
せ
、
ア
コ
ヤ
貝
の

内
臓
部
分
に
挿
入
す
る
。
ラ
イ
ト

ア
ッ
プ
し
た
作
業
台
で
、
拡
大
鏡

を
見
な
が
ら
一
点
一
点
慎
重
に
行
う
作
業
で
、
手
前

の
デ
ス
ク
で
は
松
岡
社
長
の
お
母
さ
ん
、
文
子
さ
ん

が
働
い
て
い
た
。
こ
の
地
で
創
業
し
た
松
岡
徹
社
長

の
奥
さ
ん
で
、
技
術
の
指
導
・
伝
承
を
担
っ
て
き
た
。

「
当
社
は
愛
媛
県
の
大
手
真
珠
養
殖
会
社
で
働
い
て

い
た
主
人
が
、
支
店
工
場
を
出
す
た
め
天
草
に
派
遣

さ
れ
、
私
も
事
務
係
と
し
て
や
っ
て
き
た
の
が
き
っ

か
け
で
す
。
昭
和
50
年
に
独
立
し
て
松
岡
真
珠
を
創

設
し
ま
し
た
。
天
草
の
美
し
い
景
観
と
穏
や
か
な
気

候
が
気
に
入
っ
た
ん
で
す
」

徹
社
長
は
平
成
19
年
に
68
歳
と
い
う
働
き
盛
り
で

死
去
、
博
文
さ
ん
が
二
代
目
と
し
て
事
業
を
継
承
し

て
い
る
。
東
京
の
大
学
で
経
済
を
学
ん
だ
博
文
さ
ん

は
、「
海
が
好
き
な
の
で
、
当
然
の
よ
う
に
帰
郷
し
て

会
社
を
手
伝
っ
て
き
ま
し
た
」
と
言
う
。
お
母
さ
ん

は
「
息
子
は
現
場
主
義
と
い
う
の
か
、
毎
日
漁
場
ヘ

行
っ
て
働
い
て
い
ま
す
よ
」
と
い
う
。

真
珠
は
雅
子
妃
殿
下
の
婚
約
・
結
婚
を
機
に
女
性

た
ち
に
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
が
、
最
近
は
ア
ク
セ
サ
リ

ー
が
多
様
化
、
真
珠
も
手
軽
な
も
の
が
多
く
な
り
、

経
営
的
に
は
厳
し
く
な
っ
て
き
た
。
海
に
赤
潮
が
発

生
す
る
等
し
て
貝
が
大
量
に
死
ぬ
こ
と
も
あ
り
、
規

模
を
縮
小
す
る
傾
向
が
あ
る
。
松
岡
真
珠
で
も
従
業

員
は
多
い
時
は
28
人
い
た
が
、
現
在
は
10
人
に
。
し

か
し
昨
年
、
真
珠
養
殖
に
関
心
を
持
つ
若
い
男
性
２

人
が
入
社
、
博
文
社
長
に
代
わ
っ
て
貝
の
洗
浄
作
業

に
当
た
っ
て
い
る
。

社
長
が
船
を
出
し
、
ア
コ
ヤ
貝
の
養
殖
場
へ
案
内

し
て
く
れ
た
。
松
島
橋
を
潜
っ
て
西
側
へ
進
む
こ
と

約
５
分
、
左
手
に
美
し
い
森
が
広
が
る
穏
や
か
な
海

に
松
岡
真
珠
の
作
業
場
兼
休
憩
場
が
設
置
さ
れ
て
い

る
。そ
の
周
辺
一
帯
に
養
殖
棚
が
施
し
て
あ
り
、貝
の

吊
り
位
置
を
示
す
浮
き
が
規
則
的
に
浮
か
ん
で
い
る
。

1
吊
り
当
た
り
24
個
付
け
た
ア
コ
ヤ
貝
を
２
０
０
０

吊
り
設
置
し
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
そ
の
壮
観
さ
に

改
め
て
目
を
見
張
っ
た
。
目
の
前
に
は
無
人
島
が
２

島
あ
り
、
そ
の
先
は
有
明
海
の
外
海
だ
と
い
う
。
水

温
は
冬
が
10
℃
、
夏
で
も
28
℃
以
下
と
安
定
し
て
お

り
、
潮
の
流
れ
も
あ
る
た
め
に
育
成
環
境
は
最
適
の

よ
う
だ
。
し
か
し
餌
と
な
る
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を
与
え

る
た
め
、
ア
コ
ヤ
貝
の
外
側
に
は
微
生
物
や
別
の
貝

が
す
ぐ
寄
生
し
て
く
る
。
そ
の
た
め
貝
が
元
気
で
美

し
い
真
珠
を
製
造
す
る
よ
う
に
と
２
週
間
に
一
回
洗

浄
す
る
。
貝
を
両
側
か
ら
高
圧
な
水
流
に
よ
っ
て
洗

浄
、
付
着
物
を
除
去
す
る
洗
浄
専
用
の
船
を
完
備
し

て
い
る
。
ま
る
で
わ
が
子
を
育
て
る
よ
う
に
愛
情
を

注
い
で
い
る
と
実
感
し
な
が
ら
帰
路
に
つ
い
た
。

船
を
下
り
る
と
事
務
所
で
、
加
工
し
た
真
珠
の
一

部
を
み
せ
て
い
た
だ
い
た
。

松
岡
真
珠
の
気
品
あ
る
美
し
さ
、
格
調
あ
る
デ
ザ

イ
ン
に
は
感
動
し
た
。
グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
に
ふ
さ
わ

し
い
極
上
の
粒
は
、
静
か
に
清
楚
に
微
笑
ん
で
い
る

よ
う
で
、
何
と
も
魅
力
的
。
同
社
で
は
、
自
分
で
粒

を
選
ん
で
ジ
ュ
エ
リ
ー
に
加
工
し
た
り
、
ク
ラ
フ
ト

材
料
と
し
て
気
軽
に
活
用
す
る
等
の
提
案
を
し
て
、

真
珠
の
魅
力
を
普
及
す
る
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い

る
。

▶上／ アコヤ貝の捜核作業をする女性たち。手前は文子さん
下／専用の船で貝の外殻を掃除する青年たち

▲阿村港にある松岡真珠の加工場

▲養殖中のアコヤ貝が2000ケース
並ぶ有明海と養殖場の中に設けられた
作業所（上）



27

内
し
て
く
れ
た
。
広
い
敷
地

内
に
丸
い
屋
根
の
一
般
的
ハ

ウ
ス
が
３
棟
、
手
前
に
鉄
骨

で
本
格
的
に
建
設
し
た
大
型

ハ
ウ
ス
が
２
棟
建
ち
、
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
種
類
の
菊
の
苗

木
が
茂
っ
て
い
る
。
す
で
に

ピ
ン
ク
や
黄
色
、
白
い
花
を

開
花
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ

り
、
ハ
ウ
ス
は
い
い
香
り
に

溢
れ
て
い
る
。

「
こ
こ
は
気
候
が
温
暖
な
地

区
な
の
で
花
栽
培
に
適
し
て

お
り
、
冬
の
暖
房
費
も
殆
ど

か
か
ら
な
い
。
た
だ
夏
は
最

高
気
温
が
35
℃
に
な
る
の
で
、
露
地
で
多
品
種
栽
培

を
し
、
お
盆
用
の
菊
は
風
通
し
を
良
く
し
て
短
期
間

に
最
高
品
質
の
も
の
を
作
り
ま
す
。
そ
れ
が
終
わ
る

と
正
月
用
に
カ
サ
ブ
ラ
ン
カ
の
準
備
か
な
。
今
ま
で

は
台
風
が
来
る
と
、
そ
の
状
況
に
よ
っ
て
ハ
ウ
ス
内

の
苗
を
す
べ
て
切
り
取
っ
て
ビ
ニ
ー
ル
を
剥
し
ま
し

た
が
、
最
近
作
っ
た
と
ん
が
り
屋
根
の
ハ
ウ
ス
は
頑

丈
な
鉄
骨
造
り
な
の
で
も
う
大
丈
夫
。
建
設
費
の
支

払
い
が
大
変
で
す
が
…
…
」
と
苦
笑
す
る
。

販
売
は
道
の
駅
等
に
も
提
供
し
て
い
る
が
、
菊
は

熊
本
市
内
の
市
場
へ
週
３
回
直
接
届
け
て
い
る
と
か
。

生
花
は
農
産
物
に
比
べ
て
鮮
度
、
容
姿
・
形
、
日
持

ち
度
等
が
求
め
ら
れ
る
大
変
シ
ビ
ア
な
作
物
で
あ
る

が
、
池
田
さ
ん
は
持
ち
前
の
旺
盛
な
探
究
心
で
、
多

忙
さ
も
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
２
人
の
息

子
さ
ん
が
お
り
、
ご
長
男
は
農
業
高
校
の
３
年
生
と

い
う
か
ら
、
将
来
が
楽
し
み
で
あ
る
。

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
満
田
美
樹

作
業
。
年
末
・
正
月
用
に
出
荷
す
る
予
定
の
菊
だ
そ

う
で
、
１
万
３
０
０
０
本
植
え
る
予
定
だ
と
言
う
。

「
米
作
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
の
で
、
自
家
米
を
栽

培
す
る
以
外
は
畑
作
に
転
用
し
て
き
ま
し
た
。
家
の

前
に
残
し
て
お
い
た
田
ん
ぼ
も
、
親
父
を
説
得
し
て
、

園
芸
ハ
ウ
ス
に
切
り
替
え
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
池

田
さ
ん
は
言
う
。

「
需
要
が
高
く
日
持
ち
す
る
の
が
菊
で
、
工
夫
次
第

で
栽
培
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の
が
面
白
い
」
と

語
り
、
例
え
ば
日
の
長
さ
を
電
灯
で
照
ら
し
て
長
く

し
た
り
、
逆
に
シ
ェ
ー
ド
（
日
よ
け
資
材
）
を
入
れ

て
、
短
く
す
る
こ
と
で
開
花
を
調
整
す
る
こ
と
が
で

き
る
等
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
れ
る
。

池
田
さ
ん
は
高
校
を
出
る
と
神
奈
川
県
の
自
動
車

会
社
に
就
職
し
た
が
、
長
男
の
兄
が
バ
ラ
の
栽
培
を

始
め
た
の
で
手
伝
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
Ｕ
タ
ー

ン
し
た
。
バ
ラ
の
栽
培
を
７

年
間
手
伝
い
な
が
ら
花
卉
栽

培
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
兄
が

バ
ラ
栽
培
を
辞
め
た
た
め
、

独
自
に
花
卉
栽
培
を
ス
タ
ー

ト
し
た
。
カ
ス
ミ
草
、
百
合
、

菊
の
栽
培
を
主
体
に
、
ケ
イ

ト
ウ
や
彼
岸
花
等
の
季
節
の

草
花
も
露
地
栽
培
し
て
い
る
。

ハ
ウ
ス
の
あ
る
場
所
へ
案

稲
作
を
辞
め
て
花
卉
栽
培
で

池
田
農
園

上
天
草
市
の
総
面
積
は
１
２
６
・
９
㎢
、
う
ち
山

林
が
59
・
４
％
、
田
畑
が
24
・
８
％
で
、
特
に
大
矢
野

地
区
は
、
一
歩
内
陸
部
へ
入
る
と
水
田
と
畑
、
住
宅

が
広
が
る
緑
の
田
園
地
帯
に
な
る
。
昭
和
50
年
制
作

の
『
過
疎
地
に
つ
く
る
│
特
産
物
と
若
者
た
ち
』
に

登
場
、
今
回
取
材
し
た
池
田
輝
さ
ん（
45
）は
、
代
々

耕
作
し
て
き
た
水
田
を
毎
年
少
し
ず
つ
花
卉
栽
培
地

に
転
作
し
、
つ
い
に
昨
年
、
２
枚
残
っ
て
い
た
田
ん

ぼ
を
園
芸
地
に
変
え
た
。

住
宅
地
の
一
角
に
ハ
ウ
ス
が
あ
り
、
奥
さ
ん
の
美

知
さ
ん（
44
）と
菊
の
苗
を
植
栽
し
て
い
た
。
肥
料
、

元
肥
を
入
れ
て
ホ
ク
ホ
ク
し
た
土
に
、
２
週
間
ほ
ど

冷
蔵
庫
で
休
眠
さ
せ
た
菊
の
苗
を
植
え
付
け
て
い
く

■上天草市／天草の玄関口に当たり、大矢野町、松島町,姫戸町、龍ヶ岳
町が北南に広がり、それらは天草5橋と呼ばれる近代的な橋で結ばれ
ている。市のほぼ全域が雲仙天草国立公園に指定される風光明媚な島
で、至るところ絶景が楽しめる観光地。穏やかな気候を生かして早く
から養殖漁業が盛んで、海の幸の宝庫でもあるが、一歩内陸部に入る
と、水田や野菜、柑橘・花卉園が広がり、四季折々の山の幸も豊富。人口
28,149人、世帯数11,857戸。（H29.7.31現在）

●上天草市総務企画部  ☎0964-26-5511 経済振興部☎0964-26-5516
●㈲丸山水産  ☎0964-58-0007  http://e-ebi.jp/
●㈲松岡真珠  ☎0969-56-2190  http://matsuoka-pearl.jp

▲ハウスの中で開花時期を迎えたスプレー菊
▼左／池田輝さん　右／夫妻で菊の苗植付け作業

▼新設した大型ハウス

▶夏季用草花を栽培
する池田農園の畑
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本
場
フ
ラ
ン
ス
に
似
た
土
地
で

海
岸
線
か
ら
ニ
セ
コ
の
山
々
へ
向
か
っ
て
10
分
あ

ま
り
車
を
走
ら
せ
る
と
、
緑
の
中
に
洋
風
の
瀟
洒
な

建
物
が
現
れ
る
。
こ
の
地
で
40
年
以
上
に
わ
た
っ
て

カ
マ
ン
ベ
ー
ル
作
り
を
行
っ
て
き
た
工
房
、「
北
海
道

ク
レ
イ
ル
」
だ
。

創
業
以
来
、
共
和
町
で
チ
ー
ズ
作
り
を
手
が
け
る

主
人
の
西
村
公こ
う

祐ゆ
う

さ
ん
と
妻
の
育
代
さ
ん
が
出
迎
え

て
く
れ
た
。
西
村
さ
ん
は
、
中
学
校
を
卒
業
後
、
フ

ラ
ン
ス
の
国
立
乳
製
品
専
門
学
校
に
学
び
、
乳
製
品

発
酵
技
術
の
国
家
資
格
を
取
得
。
さ
ら
に
専
門
家
の

下
で
７
年
間
研
究
を
し
た
の
ち
帰
国
し
、
昭
和
50
年

に
共
和
町
で
個
人
と
し
て
は
初
の
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
工

房
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

「
ま
だ
日
本
で
は
プ
ロ
セ
ス
チ
ー
ズ
が
主
流
で
、
ナ

北
海
道
の
西
部
、
日
本
海
に
突
き
出
た
積
し
ゃ
こ

丹た
ん

半
島
の
付

け
根
に
位
置
す
る
共
和
町
。
南
に
そ
び
え
る
ニ
セ
コ
連

峰
か
ら
海
に
向
け
て
大
ら
か
に
広
が
る
大
地
は
主
に
農

地
と
し
て
利
用
さ
れ
、
寒
暖
差
の
あ
る
気
候
が
お
い
し

い
作
物
を
育
て
て
い
る
。
自
然
豊
か
な
こ
の
地
で
長
年

に
わ
た
っ
て
味
を
追
求
し
て
き
た
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
チ
ー
ズ

工
房
、
さ
ら
に
果
実
や
米
の
農
家
を
取
材
し
た
。

チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
は
ほ
と
ん
ど
な
じ
み
の
な
い

も
の
で
し
た
。
そ
ん
な
状
況
の
中
で
、
本
物
の

カ
マ
ン
ベ
ー
ル
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ

た
の
で
す
」

工
房
を
構
え
る
場
所
を
探
し
て
北
海
道
中
を

回
っ
た
結
果
、「
日
本
海
か
ら
の
風
が
心
地
よ
く

吹
く
自
然
環
境
が
、
ち
ょ
う
ど
フ
ラ
ン
ス
の
ノ

ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
に
似
て
い
た
」
共
和
町
に

白
羽
の
矢
が
立
っ
た
と
い
う
。

西
村
さ
ん
は
、「
い
い
チ
ー
ズ
は
創
業
し
て
す

ぐ
に
で
き
た
ん
で
す
よ
」
と
語
る
。
新
鮮
な
牛
乳
と

本
場
仕
込
み
の
技
術
が
あ
っ
た
の
で
、
高
品
質
な
本

格
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
を
作
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
苦
労
は
そ
の
先
に
あ
っ
た
。

「
日
本
人
の
口
に
合
う
チ
ー
ズ
に
す
る
の
が
難
し
く

て
。
誰
に
食
べ
さ
せ
て
も
お
い
し
い
と
言
っ
て
く
れ

な
く
て
…
…
改
良
に
改
良
を
重
ね
ま
し
た
」

試
行
錯
誤
の
結
果
、
や
が
て
本
場
の
味
わ
い
を
持

ち
な
が
ら
も
日
本
人
の
口
に
合
う
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
が

誕
生
し
た
。（
昭
和
58
年『
過
疎
地
の
地
場
産
業
』で

も
取
材
）

今
も
小
さ
な
工
房
で
わ
ず
か
な
生
産
量
で
チ
ー
ズ

を
作
り
続
け
る
、
ク
レ
イ
ル
。
創
業
時
の
味
を
伝
え

る
第
1
作
目
の
「
カ
レ
」
を
い
た
だ
く
と
、
豊
か
な

風
味
な
が
ら
な
る
ほ
ど
食
べ
や
す
く
、
こ
れ
な
ら
カ

マ
ン
ベ
ー
ル
に
慣
れ
て
い
な
い
人
の
口
に
も
、
と
思

わ
れ
た
。

「
カ
マ
ン
ベ
ー
ル
の
味
わ
い
は
お
客
様
が
仕
上
げ
る
も

の
」と
西
村
さ
ん
は
語
る
。購
入
し
て
す
ぐ
に
食
べ
る

だ
け
で
な
く
、
日
に
ち
を
置
く
こ
と
で
次
第
に
熟
成

さ
れ
さ
ま
ざ
ま
な
風
味
に
変
化
し
て
い
く
の
が
、
ナ

チ
ュ
ラ
ル
チ
ー
ズ
な
ら
で
は
の
楽
し
み
方
だ
と
い
う
。

西
村
さ
ん
の
息
子
さ
ん
は
、
今
は
別
の
仕
事
を
し

▶「クレイル」のカマンベールチ
ーズ（S58年）。当時からお洒落な
包装で話題だった。下／現在

▶日本人の口に合ったカマンベール
作りに取り組む西村さん（S58年）

▲
 工
房
に
併
設
す
る
カ
フ
ェ
の
前
で
、西
村
公
祐
さ
ん
と
妻
の
育
代
さ
ん

◀
 工
房
の
外
観（
上
）。西
村
さ
ん
自
ら
手
が
け
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス（
下
）

地域の
夢紡ぎ人
③

大
地
が
育
む
チ
ー
ズ
、米
、果
実

品
質
第
一
で﹇
農
﹈を
ブ
ラ
ン
ド
化

北
海
道 

共き
ょ
う

和わ

町ち
ょ
う
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て
い
る
そ
う
だ
が
、
最
近
は
チ
ー
ズ
事
業
も
積
極
的

に
手
伝
っ
て
く
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
北
の
大
地
の

恵
み
が
い
っ
ぱ
い
に
詰
ま
っ
た
味
わ
い
深
い
チ
ー
ズ

は
、
今
後
も
共
和
町
で
末
長
く
継
続
さ
れ
て
い
く
こ

と
だ
ろ
う
。

北
海
道
を
代
表
す
る

「
ら
い
で
ん
」

共
和
町
の
農
産
物
と
い

え
ば
、
全
国
に
そ
の
名
を

知
ら
れ
る
「
ら
い
で
ん
ス

イ
カ
」「
ら
い
で
ん
メ
ロ

ン
」
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。

最
初
に
ス
イ
カ
の
栽
培

が
こ
の
地
で
始
ま
っ
た
の

は
、
昭
和
38
年
の
こ
と
。

以
来
、「
ら
い
で
ん
ス
イ

カ
」の
ブ
ラ
ン
ド
名
で
、

栽
培
法
の
改
良
や
品
種
の

選
定
な
ど
Ｊ
Ａ
協
力
の
下
、

生
産
者
の
た
ゆ
ま
な
い
努
力
が
続
け
ら
れ
た
。
作
付

面
積
は
、
昭
和
61
年
の
２
７
５
ha
を
ピ
ー
ク
に
減
少

傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
現
在
も
１
２
５
ha
の
作
付
は
、

大
玉
ス
イ
カ
で
は
全
道
一
の
規
模
を
誇
っ
て
い
る
。

「
選
果
場
で
は
、
糖
度
や
重
さ
、
密
度
な
ど
、
品
質

を
瞬
時
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
光
セ
ン
サ
ー
を
採
用
し
て

お
り
、
基
準
を
満
た
さ
な
い
も
の
は
出
荷
し
な
い
と

い
う
ル
ー
ル
を
徹
底
し
て
い
ま
す
」

関
係
者
の
言
葉
に
、
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
の
誇
り
を

守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
強
い
気
持
が
う
か
が
え
た
。

一
方
、「
ら
い
で
ん
メ
ロ
ン
」
は
、
年
間
約

４
３
０
０
ｔ
の
ス
イ
カ
を
し
の
ぐ
約
５
３
０
０
ｔ
が

出
荷
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
40
年
代
の
栽
培
着
手
以
来
、

ネ
ギ
の
混
植
栽
培
を
導
入
す
る
な
ど
町
独
自
の
工
夫

を
重
ね
、
芳
醇
な
味
わ
い
の
逸
品
を
生
み
出
し
て
い

る
。

「
メ
ロ
ン
は
、
日
照
が
少
な
か
っ
た
り
低
温
が
続
い

た
り
す
る
と
、
と
た
ん
に
苗
の
管
理
が
難
し
く
な
り

ま
す
。
そ
こ
が
一
番
の
苦
労
で
す
ね
」

そ
う
語
る
の
は
、
メ
ロ
ン
農
家
の
西
本
大ひ
ろ

範の
り

さ
ん
。

Ｊ
Ａ
き
ょ
う
わ
青
年
部
の
部
長
を
務
め
る
若
手
後
継

者
の
リ
ー
ダ
ー
だ
。
農
家
の
高
齢
化
対
策
も
今
後
の

課
題
で
、
家
族
経
営
の
西
本
さ
ん
の
お
宅
で
も
両
親

の
高
齢
化
に
今
後
ど
う
対
応
す
る
か
思
案
し
て
い
る

と
い
う
。

「
少
な
い
人
数
や
高
齢
者
で
も
作
業
し
や
す
く
、
か

つ
収
量
を
落
と
さ
な
い
た
め
に
ど
う
す
る
か
？　

こ

の
あ
た
り
で
は
普
通
、
1
株
に
４
個
の
メ
ロ
ン
を
つ

け
さ
せ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
を
６
個
に
増
や
す
と
省

力
化
に
つ
な
が
る
。
大
き
さ
や
品
質
を
落
と
さ
ず
に

そ
れ
を
実
現
す
る
試
み
を
し
て
い
ま
す
」

今
後
、
西
本
さ
ん
の
よ
う
な
工
夫
が
各
所
で
行
わ

れ
る
こ
と
で
、「
ら
い
で
ん
メ
ロ
ン
」
は
そ
の
ブ
ラ
ン

ド
力
を
ま
す
ま
す
高
め
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

共
和
町
は
特
Ａ
ラ
ン
ク
に
指
定
さ
れ
る
米
ど
こ
ろ

で
も
あ
る
。
米
農
家
は
土
地
に
合
っ
た
品
種
や
栽
培

法
を
工
夫
し
、
長
年
の
努
力
の
末
に
高
品
質
の
「
ら

い
で
ん
米
」
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
た
。

「
消
費
者
の
嗜
好
や
天
候
の
傾
向
に
よ
っ
て
栽
培
品

種
が
変
わ
る
な
ど
対
応
力
が
問
わ
れ
ま
す
が
、
今
後

も
お
い
し
い
お
米
を
生
産
し
て
、
た
く
さ
ん
の
人
に

食
べ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
」

約
18 

ha
の
田
ん
ぼ
を
経
営
す
る
米
農
家
の
三
代
目
、

小
野
宏ひ
ろ

将ゆ
き

さ
ん
は
語
る
。
小
野
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
今

後
の
共
和
町
の
稲
作
は
、
後
継
者
不
足
の
中
で
田
地

を
ど
う
運
営
し
て
い
く
か
が
焦
点
に
な
る
と
い
う
。

共
和
町
の
農
業
に
と
っ
て
課
題
は
少
な
く
な
い
が
、

厳
し
い
自
然
を
克
服
し
て
き
た
よ
う
に
、
農
業
関
係

者
の
英
知
の
結
集
が
『
ら
い
で
ん
』
ブ
ラ
ン
ド
を
一

層
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

文
／
加
藤
伸
一
　
写
真
／
小
林
恵

▶最盛期、JAきょうわの選果場に続々
と集荷されてくるスイカ

▲自身の田んぼの前で、米農家の小野宏将さん
▶メロン農家の西本大範さんが手がけるのは、
ほとんどが赤肉メロン
●共和町産業課  ☎0135-73-2011
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貧
し
さ
か
ら
高
所
得
へ
と
変
わ
っ
た

全
国
一
の
水
揚
げ
漁
を
誇
る
ホ
タ
テ
の
村

猿
払
村
を
全
国
的
に
有
名
に
し
て
い
る
の
が
、
目

の
前
の
海
か
ら
揚
が
る
天
然
ホ
タ
テ
、
毛
ガ
ニ
、
サ

ケ
・
マ
ス
な
ど
の
海
産
物
だ
。
中
で
も
ホ
タ
テ
は
、

年
間
漁
獲
量
４
万
２
１
９
９
ｔ（
平
成
27
年
度
）で
、

全
国
一
の
水
揚
げ
量
を
誇
る
。
組
合
員
数
２
４
２
名

か
ら
成
る
猿
払
村
漁
協
で
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
の
広

大
な
漁
場
に
ホ
タ
テ
の
稚
貝
を
撒
き
、
数
年
か
け
て

育
て
た
後
に
漁
を
行
う
「
資
源
管
理
型
」
の
ホ
タ
テ

漁
を
行
っ
て
い
る
。

猿
払
村
と
い
え
ば
、
近
年
よ
く
話
題
に
の
ぼ
る
の

が
、
村
人
の
所
得
額
。
全
国
市
町
村
の
就
業
者
平
均

所
得
額
で
、
こ
の
数
年
ベ
ス
ト
テ
ン
に
入
っ
て
い
る

の
だ
。
ち
な
み
に
平
成
27
年
度
は
約
７
８
４
万
５
０

０
０
円
で
、
港
区
、
千
代
田
区
、
渋
谷
区
な
ど
東
京

都
の
区
が
ひ
し
め
く
中
で
堂
々
３
位
に
ラ
ン
キ
ン
グ

稚
内
市
に
接
し
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
と
手
つ
か
ず
の
原
野

が
雄
大
な
風
景
を
つ
く
る
北
海
道
・
猿
払
村
。
日
本
最

北
の
村
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
面
積
は
東
京
23
区
と
ほ
ぼ

同
じ
で
、
道
内
一
の
広
さ
を
持
つ
村
で
も
あ
る
。
昭
和

40
年
代
、
貧
し
か
っ
た
こ
の
地
の
経
済
を
復
興
さ
せ
た

立
役
者
は
ホ
タ
テ
漁
。
活
気
あ
ふ
れ
る
漁
港
と
、
村
の

も
う
一つ
の
産
業
で
あ
る
酪
農
を
取
材
し
た
。

し
て
い
る
。
こ
の
日
本
有
数
の「
稼
げ
る
村
」

が
生
ま
れ
た
の
は
、
漁
協
が
力
を
注
い
で
き

た
ホ
タ
テ
漁
の
お
陰
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

豊
か
な
猿
払
村
も
、
か
つ
て
貧
し
さ
の
ど

ん
底
に
沈
み
込
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
も
と
も

と
ホ
タ
テ
や
ニ
シ
ン
が
獲
れ
る
豊
か
な
海
に

臨
ん
で
い
た
が
、
昭
和
30
年
代
か
ら
40
年
ご

ろ
に
か
け
て
乱
獲
に
よ
っ
て
生
物
資
源
が
枯
渇
。
当

時
、「
貧
乏
見
た
け
り
ゃ
猿
払
へ
行
き
な
」
と
言
わ
れ

る
ほ
ど
、
村
の
経
済
は
危
機
に
瀕
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
ん
な
村
を
救
っ
た
の
が
、
猿
払
村
漁
協
が
始
め

た
ホ
タ
テ
の
稚
貝
放
流
事
業
だ
っ
た
。
当
時
の
様
子

を
、
漁
協
の
専
務
理
事
を
務
め
る
木
村
幸
榮
さ
ん
は

語
る
。

「
漁
協
は
借
金
ば
か
り
で
し
た
か
ら
、
事
業
は
勇
気

の
い
る
決
断
で
し
た
。
昭
和
46
年
に
稚
貝
放
流
事
業

が
実
を
結
ん
だ
と
き
は
う
れ
し
か
っ
た
で
す
よ
。
自

然
相
手
で
す
か
ら
年
に
よ
っ
て
上
下
は
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
ま
で
順
調
に
ホ
タ
テ
漁
は
推
移
し
て
き
ま
し
た
」

「
育
て
る
ホ
タ
テ
漁
」
に
切
り
替
え
た
こ
と
で
、

村
の
経
済
は
す
っ
か
り
息
を
吹
き
返
し
た
。
現
在
ま

で
安
定
し
て
漁
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
裏
に
は
、
厳
重

▶ 猿払村漁協の専務理事・木村幸榮さん。
猿払村のホタテ漁の歴史を最もよく知る一人だ

▲海から揚がったばかりのホタテ

▲帰港してくる漁船

▲女性たちが天日でホタテ貝柱作り（S54年）
▼近代的な工場で製品化される（現在）

地域の
夢紡ぎ人
④

全
国
屈
指
の
豊
か
さ
を
村
に
も
た
ら
し
た

育
て
て
獲
る
ホ
タ
テ
漁 

北
海
道 

猿さ
る

払ふ
つ

村む
ら
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な
規
則
で
資
源
を
守
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
組
合

員
た
ち
を
守
っ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

水
揚
げ
に
よ
る
利
益
は
、「
獲
っ
た
者
勝
ち
」
で
は

な
く
組
合
員
全
員
で
公
平
に
分
配
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
利
益
は
村
全
体
の
も
の
で
も
あ
る
と
の
考
え
か

ら
、
毎
年
、
村
に
寄
付
を
行
っ
た
り
、
各
家
庭
に
無

料
で
ホ
タ
テ
を
配
っ
た
り
も
し
て
い
る
。

「
地
域
全
体
の
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
で
、
経
済
が

回
っ
て
暮
ら
し
や
す
い
環
境
が
生
ま
れ
人
が
定
着
し

ま
す
。
ま
た
、
教
育
に
も
投
資
で
き
る
の
で
、
有
能

な
若
い
人
が
育
っ
て
村
を
支
え
て
く
れ
る
よ
う
に
な

る
ん
で
す
」

木
村
専
務
理
事
の
言
葉
に
は
、
過
去
の
苦
い
経
験

へ
の
反
省
か
ら
、〝
全
体
の
利
益
〞〝
継
続
す
る
利
益
〞

を
求
め
て
き
た
数
十
年
間
の
歴
史
の
重
み
が
感
じ
ら

れ
た
。

ホ
タ
テ
の
水
揚
げ
作
業
は
、
午
前
中
の
早
い
時
間

に
行
わ
れ
る
。
午
前
４
時
ご
ろ
出
港
し
た
18
隻
の
漁

船
が
、
午
前
７
時
を
回
っ
た
こ
ろ
次
々
と
帰
港
。
鮮

度
が
勝
負
な
だ
け
に
水
揚
げ
作
業
は
短
時
間
に
行
わ

れ
る
。
ホ
タ
テ
を
満
載
し
た
ト
ラ
ッ
ク
は
、
貝
柱
を

取
り
出
し
て
急
速
冷
凍
す
る
「
冷
凍
工
場
」
や
、
干

し
貝
柱
の
加
工
を
行
う
「
ほ
た
て
総
合
加
工
場
」、

さ
ら
に
一
部
は
外
部
の
加
工
業
者
へ
と
向
か
う
。

冷
凍
工
場
と
総
合
加
工
場
は
漁
協
の
直
営
で
、
工

場
内
で
は
た
く
さ
ん
の
村
人
た
ち
が
手
際
よ
く
作
業

を
行
っ
て
い
た
。
ホ
タ
テ
の
育
成
と
収
穫
だ
け
で
な

く
、
こ
う
し
た
加
工
、
出
荷
ま
で
の
体
制
が
出
来
上

が
っ
て
い
る
こ
と
も
、
猿
払
村
漁
協
お
よ
び
村
の
発

展
の
カ
ギ
と
な
っ
て
い
る
。

「
人
間
は
神
々
と
力
を
競
う
べ
き
で
は
な
い
。
人
間

は
自
然
の
摂
理
に
従
う
べ
き
だ
」
―
―
こ
の
言
葉
は
、

昭
和
56
年
、漁
協
に
よ
っ
て
海
辺
に
建
立
さ
れ
た『
い

さ
り
の
碑
』
に
刻
ま
れ
た
一
節
だ
。
今
回
取
材
を
し

て
み
て
、
生
物
資
源
が
有
限
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、

適
正
な
資
源
利
用
の
サ
イ
ク
ル
を
つ
く
り
上
げ
た
村

の
先
人
た
ち
の
勇
気
と
英
知
に
、
た
だ
た
だ
頭
を
下

げ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

大
地
の
恵
み
が
詰
ま
っ
た
乳
製
品

猿
払
村
で
漁
業
と
並
ぶ
村
の
二
大
基
幹
産
業
と
な

っ
て
い
る
の
が
、
酪
農
で
あ
る
。
村
内
に
は
１
６
６

名
の
酪
農
従
事
者
が
お
り
、
約
７
０
０
０
頭
の
乳
牛

が
飼
わ
れ
、
年
間
約
４
万
２
０
０
０
ｔ
の
牛
乳
が
生

産
さ
れ
て
い
る（
平
成
27
年
度
）。

北
の
大
地
で
の
び
の
び
健
康
的
に
育
っ
た
乳
牛
か

ら
生
み
出
さ
れ
る
牛
乳
は
、
生
乳
に
近
い
喉
ご
し
と

濃
厚
な
舌
触
り
が
特
徴
で
、『
さ
る
ふ
つ
牛
乳
』
の
ブ

ラ
ン
ド
で
愛
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ク
リ
ー
ミ
ー
な

味
わ
い
の『
さ
る
ふ
つ
バ
タ
ー
』『
さ
る
ふ
つ
ア
イ
ス
』

も
人
気
を
集
め
て
い
る
。

猿
払
村
で
は
近
年
、
酪
農
経
営
の
近
代
化
や
後
継

者
対
策
を
目
的
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行

わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
酪
農
家
が
休
み
を
と
る
際

に
代
わ
っ
て
作
業
を
行
う
「
酪
農
ヘ
ル
パ
ー
」、
飼

料
の
収
穫
作
業
や
堆
肥
の
散
布
作
業
な
ど
を
請
け
負

う
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
の
導
入
、
栄
養
価
の
高
い

飼
料
を
構
成
員
に
供
給
す
る
「
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
」

の
設
置
と
い
っ
た
仕
組
み
で
あ
る
。

ま
た
、
㈲
猿
払
村
畜
産
振
興
公
社
を
設
立
し
、
公

社
が
経
営
す
る
体
験
型
Ｐ
Ｒ
施
設「
牛
乳
と
肉
の
館
」

を
拠
点
に
、
酪
農
業
の
振
興
や
乳
製
品
の
開
発
・
製

造
・
販
売
な
ど
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

今
回
、
猿
払
村
で
ホ
タ
テ
事
業
と
酪
農
事
業
の
両

方
を
見
て
回
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
自
然
と
い
う
財
産

を
上
手
に
活
か
し
な
が
ら
、
未
来
を
見
据
え
た
地
道

な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。

こ
れ
ま
で
通
り
工
夫
や
努
力
を
続
け
る
こ
と
で
、「
猿

払
村
産
」
の
豊
か
な
お
い
し
さ
は
フ
ァ
ン
を
さ
ら
に

増
や
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

文
／
加
藤
伸
一
　
写
真
／
小
林
恵

◀ ▲加工場ではたくさんの村人が作業に当たって
いた。ホタテ漁だけでなく、加工事業が村に多くの
雇用を生んでいる

◀ 上／猿払村の酪農製品。豊かな環境が育んだ、村自慢の品々
下／日本とは思えないような雄大な景色が広がる牧草地

●猿払村企画政策課　  　☎01635-2-3131
●猿払村漁業協同組合  　☎01635-2-3111
●㈲猿払村畜産振興公社「牛乳と肉の館」  ☎01635-2-3288
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効
率
的
な
森
林
管
理
を
め
ざ
し
て

西
粟
倉
村
の
今
を
語
る
と
き
、
欠
か
す
こ
と
が
で

き
な
い
の
が
、
平
成
20
年
に
村
が
打
ち
立
て
た
「
百

年
の
森
林
構
想
」
だ
。

西
粟
倉
村
総
務
企
画
課
の
中
西
太
平
さ
ん
に
よ
る

と
、
大
規
模
な
市
町
村
合
併
政
策
「
平
成
の
大
合
併
」

の
と
き
、
村
が
合
併
せ
ず
自
立
の
道
を
選
ん
だ
こ
と

が
す
べ
て
の
始
ま
り
だ
と
い
う
。
面
積
の
95
％
が
森

林
の
、
過
疎
化
に
悩
む
こ
の
小
さ
な
村
が
生
き
残
る

に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
―
―
。

「
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
戦
後
に
植
え
た
木
が
50
年
生

ぐ
ら
い
に
育
っ
て
い
た
ん
で
す
。
こ
れ
ま
で
先
祖
が

守
っ
て
き
た
森
林
の
管
理
を
こ
こ
で
諦
め
ず
、
村
ぐ

る
み
で
あ
と
50
年
守
ろ
う
。
そ
し
て
、
美
し
い
百
年

の
森
林
に
囲
ま
れ
た
上
質
な
田
舎
を
実
現
し
よ
う
。

そ
の
た
め
に
は
、
村
の
資
源
で
あ
る
森
林
か
ら
産
業

を
、
そ
し
て
仕
事
を
生
み
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
結
論
づ
け
た
わ
け
で
す
」

ち
な
み
に
、
こ
の
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
に
は
、
総
務
省

の
「
地
域
再
生
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
事
業
」
の
一
環
で
村

に
派
遣
さ
れ
て
い
た
民
間
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
牧
大
介

さ
ん
が
関
わ
っ
て
い
た
。
３
年
契
約
で
派
遣
さ
れ
て

い
た
牧
さ
ん
は
、
そ
の
後
、
村
で
株
式
会
社
「
西
粟

倉
村
・
森
の
学
校
」
を
設
立
し
、
地
域
再
生
事
業
に

携
わ
る
こ
と
に
な
る
。

百
年
の
森
林
事
業
は
、
森
林
の
管
理
や
整
備
、
間

岡
山
県
の
北
東
部
、
兵
庫
県
と
鳥
取
県
の
県
境
に
位
置

す
る
西
粟
倉
村
。面
積
の
95
％
が
森
林
、
人
口
約
１
５
０

０
人
の
こ
の
小
さ
な
村
が
、
今
、「
林
業
を
軸
と
し
た
地

域
再
生
の
成
功
モ
デ
ル
」「
ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー
発
祥

の
地
」
と
し
て
、
全
国
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る
。そ
の

基
本
と
な
っ
た
の
が
、
平
成
20
年
に
村
が
打
ち
立
て
た

「
百
年
の
森も

林り

構
想
」だ
。

森
の
再
生
を
地
域
の
雇
用
や
人
口
維
持
に
つ
な
げ
る
た

め
に
、村
は
民
間
企
業
と
協
力
し
な
が
ら
、森
林
の
管
理

や
、
移
住
者
の
受
け
入
れ
、
起
業
家
の
支
援
な
ど
に
力
を

注
い
で
き
た
。
10
年
経
っ
た
今
、地
域
は
ど
の
よ
う
に
変

わ
り
、ど
の
よ
う
な
課
題
と
直
面
し
て
い
る
の
か
？　

村

の
現
実
を
確
か
め
る
た
め
に
新
緑
の
西
粟
倉
村
に
む
か

っ
た
。

▲地域おこし協力隊員で「百年の森林センター」の設
立に向けて準備中の中井照大郎さん、田畑直さん

▲「西粟倉・森の学校」の工場。間伐材を使ったユニ
ット床材「ユカハリ・タイル」を手に、牧大介さん

ヒノキの香りが心地よい入浴剤
（上）、無漂白、無着色、防カビ材不使
用の杉の割りばし（下）

地域の
夢紡ぎ人
⑤「
百
年
の
森も

林り

構
想
」か
ら
10
年

多
様
性
に
富
ん
だ
森
の
よ
う
な
地
域
に 

岡
山
県 

西に
し

粟あ
わ

倉く
ら

村そ
ん

人の手が入って明るくなった西粟倉村の森林▶ 
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の
よ
う
な
雰
囲
気
だ
。
小
さ
な
子
ど
も
連
れ
で
も
気

兼
ね
な
く
快
適
に
過
ご
せ
る
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
ゲ

ス
ト
ハ
ウ
ス
を
作
り
た
か
っ
た
と
い
う
井
筒
さ
ん
の

目
論
見
通
り
、
週
末
に
は
関
西
圏
か
ら
子
ど
も
連
れ

の
家
族
が
大
勢
訪
れ
、
と
て
も
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
と

い
う
。
井
筒
さ
ん
は
自
身
の
知
識
や
経
験
を
生
か
し

て
、
こ
の
温
泉
施
設
に
薪
ボ
イ
ラ
ー
を
設
置
。
平
成

27
年
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
を
始
め
た
。　

「
村
の
温
泉
は
冷
泉
な
の
で
、お
湯
を
沸
か
す
た
め
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
な
ん
で
す
。
燃
料
は
Ｃ
ラ
ン
ク

の
間
伐
材
。
以
前
は
紙
の
原
料
と
し
て
安
い
値
段
で

村
外
へ
売
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
森
林
の
所

有
者
か
ら
買
う
こ
と
に
よ
っ
て
、村
内
に
年
間
約
１
３

０
０
万
円
が
保
留
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
よ
」

ま
た
、
以
前
は
湯
を
沸
か
す
た
め
に
村
外
か
ら
化

石
燃
料
を
買
っ
て
い
た
が
、
そ
の
費
用
も
削
減
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
経
営
的
に
は
ま
だ

ま
だ
厳
し
い
そ
う
だ
が
、「
お
金
や
モ
ノ

を
村
内
で
循
環
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

村
に
雇
用
を
生
み
出
せ
る
と
い
う
メ
リ

な
い
の
だ
。

「
対
策
と
し
て
、
村
は
こ
れ
ら
の
事
業
を
民
間
委
託

す
る
と
決
め
ま
し
た
。
こ
の
春
、
東
京
か
ら
移
住
し

て
き
た
中
井
照し
ょ
う

大た

郎ろ
う

さ
ん（
30
）と
田
畑
直
さ
ん（
30
）

が
、
現
在
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
を
立
ち
上
げ
る
た
め

の
準
備
を
し
て
い
ま
す
」

東
京
で
は
中
井
さ
ん
は
商
社
に
、
田
畑
さ
ん
は
Ｉ

Ｔ
企
業
に
勤
め
て
い
た
そ
う
で
、
林
業
と
は
無
縁
だ

っ
た
。
し
か
し
、
経
験
不
足
を
補
っ
て
余
り
あ
る
ほ

ど
の
熱
意
と
、
彼
ら
の
持
つ
知
識
や
ス
キ
ル
に
周
囲

の
人
々
は
熱
い
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

間
伐
材
を
利
用
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業　

「
百
年
の
森
林
構
想
」
事
業
の
柱
の
一
つ
に
、
木

質
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
が
あ
る
。

事
業
を
一
手
に
引
き
受
け
て
い
る
「
村
楽
エ
ナ
ジ

ー
」
代
表
の
井
筒
耕
平
さ
ん
を
「
あ
わ
く
ら
温
泉
・

元
湯
」
に
訪
ね
た
。
村
楽
エ
ナ
ジ
ー
は
、
村
内
の
３

つ
の
温
泉
施
設
「
国
民
宿
舎
あ
わ
く
ら
荘
」
と
「
黄

金
泉
」「
元
湯
」
に
、
間
伐
材
を
利
用
し
た
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
供
給
し
て
い
る
が
、
井
筒
さ
ん
は
そ
の
な
か

の
「
元
湯
」
の
経
営
者
で
も
あ
る
。

「
僕
が
こ
の
村
に
移
住
し
た
の
は
平
成
26
年
。
も
と

も
と
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
林
業
に
関
す
る
研
究
を
専

門
と
し
て
お
り
、
以
前
は
備
前
市
で
バ
イ
オ
マ
ス
の

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
美み
ま

作さ
か

市
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
林
業
に
携
わ
っ

て
い
た
頃
、
西
粟
倉
村
に
空
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い

る
温
泉
施
設
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
僕
が
や
る
こ
と

に
し
た
の
で
す
」

塩
谷
川
の
川
沿
い
佇
む
「
元
湯
」
は
、
外
観
こ
そ

昔
な
が
ら
の
風
情
だ
が
、
館
内
は
若
い
人
向
き
に
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
、
ま
る
で
ギ
ャ
ラ
リ
ー
カ
フ
ェ

伐
材
の
販
売
な
ど
を
行
う〈
川
上
〉と
、
木
材
を
使
っ

た
商
品
の
開
発
・
販
売
、
西
粟
倉
フ
ァ
ン
の
創
出
を

行
う〈
川
下
〉の
二
部
門
に
分
け
て
進
め
ら
れ
た
。

村
内
に
は
約
４
０
０
０
ha
の
私
有
林
が
あ
る
が
、

そ
れ
を
森
林
の
所
有
者
か
ら
村
が
預
か
り
、
村
有
林

と
合
わ
せ
て
効
率
よ
く
管
理
し
て
い
く
。
ま
た
、
間

伐
し
た
木
は
で
き
る
だ
け
搬
出
し
て
家
具
や
木
工
製

品
に
活
用
、
品
質
の
悪
い
も
の
は
燃
料
と
し
て
使
い
、

少
し
で
も
収
益
を
出
し
、
森
林
の
所
有
者
に
還
元
さ

れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
作
っ
た
。

「
こ
う
し
た
取
り
組
み
の
甲
斐
あ
っ
て
、
平
成
20
年

に
５
０
０
㎥
だ
っ
た
木
材
の
搬
出
量
が
、
昨
年
は

４
８
０
０
㎥
。
約
10
倍
の
搬
出
量
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
10
年
間
に
Ｉ
タ
ー
ン
者
が
増
え
て
、
平

成
28
年
度
末
の
世
帯
数
は
５
９
２
戸
。
平
成
18
年
に

比
べ
て
54
世
帯
増
え
、
過
去
最
大
の
世
帯
数
と
な
り

ま
し
た
」

移
住
者
に
よ
る
雇
用
も
１
０
０
人
以
上
生
ま
れ
た

と
い
う
。
人
口
１
５
０
０
人
の
西
粟
倉
村
に
と
っ
て

驚
異
的
な
数
だ
。

「
こ
れ
ら
は
百
年
の
森
林
構
想
事
業
を
10
年
続
け
て

き
た
成
果
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
い
く
つ
か

課
題
も
出
て
き
ま
し
た
。
木
材
の
需
要
に
対
し
て
、

供
給
が
追
い
つ
か
ず
、
足
り
な
い
木
材
を
村
外
か
ら

仕
入
れ
て
い
る
状
況
な
ん
で
す
」
と
中
西
さ
ん
。

実
は
、〈
川
下
〉の
部
門
は
、
牧
さ
ん
が
木
材
の
加

工
・
販
売
を
行
う
企
業
「
森
の
学
校
」
を
起
こ
し
た

り
、
家
具
や
木
工
製
品
を
つ
く
る
起
業
家
が
出
て
き

た
こ
と
か
ら
、
順
調
に
拡
大
し
た
の
だ
が
、〈
川
上
〉

部
門
は
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
森

林
の
管
理
を
他
人
に
任
せ
る
こ
と
を
拒
む
人
や
、
山

の
所
有
者
が
不
明
な
ど
の
理
由
で
交
渉
で
き
ず
、
ま

だ
目
標
の
半
分
ぐ
ら
い
し
か
委
託
契
約
が
進
ん
で
い

▲塩谷川の川辺に佇む天然ラジ
ウム温泉・元湯
◀ 経営者でもある井筒耕平さん

◀ 木工製品も販売している「元湯」のショップ。
商品の一つひとつにオーナーのこだわりが感じ
られる
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ま
た
、
働
く
側
に
と
っ
て

も
福
利
厚
生
の
充
実
や
、

多
様
な
働
き
方
が
可
能
に

な
る
と
い
う
。

最
後
に
「
百
年
の
森
林

構
想
」
に
書
か
れ
て
い
る

〝
上
質
な
田
舎
〞
に
つ
い

て
尋
ね
た
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
話
し
て
く
れ
た
。

「
森
に
は
い
ろ
ん
な
植
物
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ

れ
が
し
っ
か
り
生
き
て
い
て
、
全
体
が
成
り
立
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
。
多
様
性
の
豊
か
な
森
の
よ
う
に
、

一
人
ひ
と
り
の
個
性
が
大
事
に
さ
れ
、
だ
れ
も
が
居

場
所
、
役
割
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
地

域
づ
く
り
が
実
現
で
き
た
ら
い
い
で
す
ね
」

２
０
５
８
年
の
西
粟
倉
村
が
ど
ん
な
ふ
う
に
変
わ

っ
て
い
る
の
か
、
ぜ
ひ
も
う
一
度
訪
ね
て
み
た
い
と

思
い
つ
つ
、
村
を
あ
と
に
し
た
。文

・
写
真
／
小
田
礼
子

彼
は
、「
百
年
の
森
林
構
想
」
事
業
の〈
川
下
〉部
門

を
充
実
さ
せ
る
た
め
、こ
の
10
年
間
、
木
材
の
加
工
・

流
通
事
業
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
起
業
家
型
の
人

材
発
掘
・
育
成
を
す
す
め
て
き
た
。

「
村
で
最
初
に
起
業
し
た
の
は
、
家
具
や
遊
具
を
つ

く
る
会
社
『
木も
っ

薫く
ん

』。
次
に
僕
が
立
ち
上
げ
た
木
材

加
工
の
『
株
式
会
社
西
粟
倉
・
森
の
学
校
』、
続
い

て
家
具
の
『
よ
う
び
』
と
、
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い
き

ま
し
た
。
現
在
、
村
内
に
は
事
業
所
が
70
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
う
ち
『
木
薫
』
以
降
に
で
き
た
会
社
が
20

社
以
上
あ
り
ま
す
」

特
殊
な
ス
キ
ル
を
持
っ
た
優
秀
な
若
者
、
ユ
ニ
ー

ク
な
人
た
ち
が
集
ま
り
、
会
社
や
店
舗
が
次
々
に
立

ち
上
が
る
西
粟
倉
村
を
、
世
間
で
は
〝
ロ
ー
カ
ル
ベ

ン
チ
ャ
ー
発
祥
の
地
〞
と
呼
ん
で
熱
い
視
線
を
注
い

で
い
る
。
そ
の
仕
掛
け
人
と
も
い
う
べ
き
人
物
が
、

牧
大
介
さ
ん
な
の
だ
。

「
２
０
５
８
年
ま
で
に
２
０
０
社
ぐ
ら
い
ま
で
増
や

せ
た
ら
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
。
入
口
と
し
て
は

〝
木
材
〞
で
し
た
が
、
今
は
そ
れ
に
限
定
せ
ず
、
あ

ら
ゆ
る
分
野
で
、
情
熱
、
意
欲
の
あ
る
人
を
歓
迎
し

て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
可
能
性
は
地
域
に
眠
っ
て
お

り
、
起
業
家
は
増
え
る
と
思
い
ま
す
ね
」
と
牧
さ
ん
。

さ
ら
に
「
事
業
規
模
の
大
き
な
会
社
を
増
や
す
こ

と
」
も
目
標
に
し
て
い
る
と
い
う
。

「
現
在
、村
全
体
の
売
り
上
げ
は
お
よ
そ
10
億
円
で
す
。

そ
の
う
ち
『
森
の
学
校
』
が
３
億
で
、
ロ
ー
カ
ル
ベ

ン
チ
ャ
ー
育
成
事
業
等
の
た
め
に
平
成
28
年
に
僕
が

設
立
し
た
『
エ
ー
ゼ
ロ
株
式
会
社
』
が
お
よ
そ
４
億
。

今
後
、
億
単
位
の
売
り
上
げ
を
出
す
会
社
が
も
っ
と

増
え
れ
ば
い
い
な
と
考
え
て
い
ま
す
」

企
業
が
成
長
す
る
と
、
関
係
先
の
企
業
も
一
緒
に

成
長
し
て
い
き
、
地
域
経
済
を
牽
引
す
る
力
に
な
る
。

ッ
ト
も
あ
り
ま
す
」
と
説
く
。

メ
リ
ッ
ト
と
い
え
ば
、
間
伐
材
の
有
効
活
用
は
Ｃ

Ｏ
２

の
削
減
に
つ
な
が
る
。
そ
の
成
果
が
認
め
ら
れ

て
、
平
成
25
年
に
は
「
環
境
モ
デ
ル
都
市（
内
閣
府
）」、

平
成
26
年
に
は
「
バ
イ
オ
マ
ス
産
業
都
市（
農
林
水

産
省
）」
の
選
定
を
受
け
た
。

西
粟
倉
村
で
は
今
後
も
バ
イ
オ
マ
ス
に
よ
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
事
業
を
継
続
拡
大
し
て
い
く
方
針
で
、
今
年

中
に
地
域
熱
供
給
を
実
施
す
る
予
定
だ
と
い
う
。

「
現
在
、庁
舎
の
隣
の
保
育
所
を
整
備
し
て
い
ま
す
が
、

数
年
の
う
ち
に
庁
舎
や
集
会
所
も
建
て
替
え
ら
れ
ま

す
。
そ
の
給
湯
や
暖
房
は
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
に
変
え

ら
れ
る
で
し
ょ
う
」

２
０
５
８
年
ま
で
に
村
に
２
０
０
企
業
を

智ち

頭ず

急
行
の
「
あ
わ
く
ら
温
泉
駅
」
か
ら
北
へ
約

５
０
０
ｍ
。「
旧
影
石
小
学
校
」
内
に
オ
フ
ィ
ス
を

も
つ
牧
大
介
さ
ん
を
訪
ね
た
。

平
成
11
年
に
廃
校
に
な
っ
た
こ
の
小
学
校
は
、
今
、

農
業
や
水
産
業
、
林
業
の
研
究
開
発
の
拠
点
、
ま
た

イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
施
設
（
起
業
の
支
援
を
行
う

施
設
）
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

古
い
木
造
校
舎
の
教
室
は
、料
理
と
木
工
の
店「
フ

レ
ル
」、
出
張
日
本
酒
バ
ー
を
各
地
で
開
催
す
る
酒

屋
「
酒
う
ら
ら
」
と
い
っ
た
、
移
住
者
た
ち
の
お
店

に
様
変
わ
り
し
て
い
た
。
障
が
い
者
作
業
施
設
「
じ

ゅ
ー
く
」
が
利
用
し
て
い
る
教
室
で
は
、
杉
の
端
材

で
作
ら
れ
た
箸
の
検
品
や
袋
詰
め
作
業
を
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
体
育
館
は
ウ
ナ
ギ
や
ナ
マ
ズ
の
養
殖
場

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「
施
設
内
に
は
全
部
で
８
社
、
11
事
業
が
入
居
し
て

い
ま
す
。
就
労
者
は
最
大
60
人
ぐ
ら
い
、
常
時
40
人

ぐ
ら
い
が
働
い
て
い
ま
す
」
と
牧
さ
ん
。

▲インキュベーション施設として利用
されている旧影石小学校

●西粟倉村総務企画課 ☎0868-79-2111

▲教室は起業家の店や会社として利用
▶ 「フレル食堂」を営む西原貴美さん
木工作家山田哲也さんの作品を展
示販売（右）している
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平成28年度過疎地域自立活性化優良事例

佐
久
間
町
は
浜
松
市
に
合
併
し
た
が
、
地
域
の
こ
と

は
地
域
で
と
い
う
自
治
精
神
の
も
と
、
地
域
の
振
興

と
相
互
互
助
を
行
い
、
住
み
よ
い
新
た
な
ま
ち
づ
く

り
を
地
区
住
民
一
丸
で
推
進
し
よ
う
と
誕
生
し
た
の

が
「
が
ん
ば
ら
ま
い
か
佐
久
間
」
で
あ
っ
た
。
世
帯

の
約
7
割
、
１
２
７
０
世
帯
が
会
員
で
、
様
々
な
活

動
を
行
っ
て
い
る
。

　

同
会
は
、
理
事
会（
理
事
長
／
和
田
光
弘
）の
下
に

事
務
局
、
広
報
委
員
会
、
交
流
居
住
モ
デ
ル
事
業
検

討
委
員
会
が
あ
り
、
活
動
の
実
務
を
行
う
7
つ
の
委

員
会（
総
務
、
保
健
・
福
祉
、
地
域
お
こ
し
、
文
化
・

ス
ポ
ー
ツ
社
会
教
育
、
環
境
づ
く
り
、
女
性
、
世
代

間
交
流
）が
組
織
さ
れ
て
い
る
。

　

主
な
活
動
に
は
、
県
内
登
録
第
1
号
と
な
る
過
疎

地
有
償
運
送
と
し
て
、
2
台
の
タ
ク
シ
ー
を
住
民
の

足
と
し
て
運
行
し
て
い
る
他
、
耕
作
放
棄
地
を
活
用

し
た
そ
ば
の
里
づ
く
り
、
地
域
住
民
の
交
流
拠
点
と

し
て
女
性
会
員
が
運
営
す
る
飲
食
店
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
お

店
い
ど
ば
た
」
の
開
業
等
が
あ
り
、
敬
老
会
や
成
人

式
等
の
交
流
会
も
会
が
主
体
に
な
っ
て
実
施
し
て
い

る
。

　

耕
作
放
棄
地
の
活
用
と
し
て
行
っ
て
い
る
そ
ば
栽

培
は
、
全
国
か
ら
登
録
さ
れ
た
「
そ
ば
づ
く
り
パ

　

静
岡
県
北
西
部
に
位
置
す
る
佐

久
間
地
域
は
、
面
積
の
90
％
が
森

林
で
占
め
ら
れ
、
長
野
県
県
境
に

は
東
洋
一
と
い
わ
れ
る
佐
久
間
ダ

ム
が
あ
る
。
山
腹
や
僅
か
な
平
地

に
40
弱
の
集
落
が
点
在
し
、
住
民

は
畑
作
と
林
業
で
暮
ら
し
て
き
た

が
、
経
済
構
造
の
変
化
や
交
通
が

不
便
な
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

急
激
に
過
疎
化
が
進
ん
で
き
た
。

40
年
間
で
人
口
は
半
減
し
、
現
在

３
６
５
０
人
、
高
齢
化
率
は
57
・

4
％
と
全
国
的
に
も
高
齢
化
が
進

ん
で
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、平
成
17
年
7
月
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
が

ん
ば
ら
ま
い
か
佐
久
間
」
が
設
立
さ
れ
た
。
同
年
に

ー
ト
ナ
ー
」
と
共
に
作
業
し
、
収
穫
し
た
そ
ば
を

手
打
ち
し
て
提
供
す
る
「
そ
ば
祭
り
」
に
は
内
外

６
０
０
０
人
が
来
町
す
る
地
域
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
に

な
っ
た
。

　

商
店
街
の
空
き
店
舗
を
改
修
し
て
女
性
会
員
が
運

営
す
る
「
い
ど
ば
た
」
は
、
地
元
の
食
材
を
提
供
す

る
飲
食
店
と
し
て
好
評
で
、
一
日
40
〜
50
人
の
利
用

が
あ
り
、
高
齢
者
の
交
流
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。

平
成
19
年
か
ら
開
始
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
タ
ク
シ
ー
「
が
ん

ば
る
君
」
は
、
現
在
2
台
が
運
行
し
、
今
ま
で
に
延

べ
4
万
人
を
送
迎
し
て
き
た
。
ま
た
、
交
流
移
住
モ

デ
ル
事
業
で
は
。
移
住
相
談
か
ら
お
試
し
住
宅
へ
入

所
、
空
き
家
の
改
修
等
を
行
い
、
現
在
ま
で
に
12
世

帯
23
人
が
移
住
し
て
き
て
い
る
。

　

他
に
は
、
浜
松
市
と
連
携
し
て
旧
給
食
セ
ン
タ
ー

で
行
っ
て
い
る
ア
ワ
ビ
の
陸
上
養
殖
が
あ
り
、
順
調

な
生
育
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
道
路
脇
の
斜
面

に
カ
シ
や
ヤ
マ
モ
モ
を
植
栽
す
る
「
ふ
る
さ
と
の
森

づ
く
り
」
活
動
も
男
性
た
ち
の
自
主
活
動
と
し
て
実

績
を
伸
ば
し
て
い
る
。

●
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
が
ん
ば
ら
ま
い
か
佐
久
間
」

　

☎0
5
3
-9
6
5
-1
1
0
0

　
http://w

w
w
.npo-sakum

a.net

皆で協働してがんばらまいか
特定非営利活動法人［がんばらまいか佐久間］ 静岡県浜

は ま

松
ま つ

市
し

天
て ん

竜
りゅう

区
く

佐
さ

久
く

間
ま

地
ち

域
い き

▲住民に人気の飲食店「いどばた」

▲休耕田をそば畑に。住民が参加してそば刈り取り作業

▲NPOタクシー「がんばる君」

▲「ふるさとの森づくり」活動をするメンバーたち
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市
に
編
入
合
併
し
た
中
山
間
地
。
20
年
間
で
人
口
は

ほ
ぼ
半
減
し
、
現
在
４
８
０
０
人
、
高
齢
化
率
は

43
・
5
％
に
な
っ
て
い
る
。

　

商
店
街
が
衰
退
し
て
い
く
と
町
全
体
が
活
気
を
失

っ
て
い
く
。
平
成
14
年
、
9
人
の
商
業
者
メ
ン
バ
ー

が
任
意
団
体
を
立
ち
上
げ
て
地
元
で
冠
婚
葬
祭
の
受

託
を
目
指
し
、
16
年
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
ふ
る
さ
と
」

と
し
て
本
格
的
に
活
動
を
ス
タ
ー
ト
し
た
。
中
心
メ

ン
バ
ー
9
人
は
葬
祭
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
国
家
資
格
を

取
得
し
、ま
た
長
野
市
か
ら
も
火
葬
場
施
設
「
犀
峡
」

と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
「
水
防
会
館
」
の
指
定
管
理

者
と
し
て
の
認
定
を
受
け
た
。

　

宗
派
の
違
い
や
各
家
庭
の
事
情
に
合
わ
せ
て
、
地

元
な
ら
で
は
の
き
め
細
か
い
対
応
を
す
る
こ
と
、
メ

ン
バ
ー
の
誰
で
も
速
や
か
に
対
応
で
き
る
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
最
近
で
は
大
輪
の
花
輪
、
希

望
す
る
生
花
等
、
住
民
か
ら
の
要
望
に
商
店
が
応
え

て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
が
住
民
の
信
頼

と
安
心
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
最
近
は
結
婚
式
の
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
も
４
件
行
っ
て
い
る
。

　

他
に
、「
ふ
る
さ
と
」
で
は
職
員
を
1
名
雇
っ
て
、

　

古
く
か
ら
地
元
の
お
寺
や
自
宅
で
執
り
行
っ
て
き

た
葬
儀
だ
が
、
最
近
は
葬
儀
を
仕
切
る
年
長
者
が
い

な
く
な
っ
た
こ
と
や
生
活
様
式
の
変
化
等
で
、
地
域

外
の
事
業
者
へ
委
託
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
た
。

年
々
空
き
店
舗
が
増
え
て
い
る
商
店
街
に
と
っ
て
、

葬
儀
に
伴
う
料
理
や
引
き
物
等
の
調
達
が
地
元
商
店

か
ら
減
少
す
る
こ
と
は
、
地
域
の
活
力
が
失
わ
れ
て

い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
危
惧
し
て
き
た
旧
信
州
新
町

の
商
店
街
の
店
主
た
ち
が
、「
地
域
の
こ
と
は
地
域
が

支
え
る
」
を
合
言
葉
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
ふ
る
さ
と
」

を
立
ち
上
げ
、
冠
婚
葬
祭
事
業
や
高
齢
者
へ
の
配
食

サ
ー
ビ
ス
等
を
通
じ
て
、
地
域
コ
ミ
ユ
ニ
テ
ィ
の
再

生
と
商
店
街
の
復
活
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

　

旧
信
州
新
町
は
平
成
22
年
に
中
条
村
と
共
に
長
野

高
齢
者
の
見
守
り
支
援
の
一
環
と
し
て
、
地
元
の
商

店
が
作
っ
た
高
齢
者
へ
の
食
配
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て

い
る（
月
３
０
０
食
）。
見
守
り
支
援
で
は
、
欲
し
い

食
品
や
生
活
用
品
を
商
店
か
ら
預
か
っ
て
届
け
る
買

物
サ
ー
ビ
ス
も
兼
ね
て
お
り
、
高
齢
化
の
進
む
地
域

の
住
民
に
喜
ば
れ
、
商
店
に
と
っ
て
も
好
評
だ
。

　

そ
の
一
方
で
、
葬
儀
の
簡
素
化
が
み
ら
れ
る
中
で

受
注
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
新
し
い

人
材
を
ど
う
育
成
し
て
い
く
か
、
さ
ら
に
商
店
の
後

継
者
育
成
等
の
課
題
も
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
の
さ

ら
な
る
企
画
・
運
営
に
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

●
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
ふ
る
さ
と
」
☎0

2
6
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6
2
-2
1
1
7

　
http://w1.avis.ne.jp/̃sibuya/furusato/furusato.html

ふるさとの冠婚葬祭をプロデュース
特定非営利活動法人「ふるさと」 長野県長

なが

野
の

市
し

信
しん

州
しゅう

新
しん

町
まち

地
ち

区
く

▲参列者用の会食席。参列者の語らいの場にもなる

▲「ふるさと」のメンバーのみなさん
▶ 上／高齢者への給食サービス事業として、弁当作りを
する女性たち
下／見守りを兼ねて高齢者宅へ弁当を配達する会員

▲要望を把握、格調を重んじて設営した葬儀用の祭壇
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建
物
は
、
明
治
時
代
の
町
屋
建
設
を
語
る
貴
重
な
造

り
で
、
大
広
間
や
来
賓
者
の
た
め
の
和
室
、
玉
骨
の

書
斎
等
が
あ
り
、
広
い
庭
園
も
あ
る
。

　

現
当
主
は
、
3
年
か
け
て
家
屋
の
保
存
修
復
を
行

っ
た
。
同
時
に
藤
岡
家
に
残
さ
れ
て
い
る
歴
史
文
化

遺
産
の
調
査
と
保
管
、
研
究
を
行
う
た
め
、
田
中
修

司
前
理
事
長
を
中
心
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
う
ち
の
の
館
」

を
設
立
、
さ
ら
に
民
家
の
管
理
や
接
客
を
行
う
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
「
家
守
倶
楽
部
」
を
創
設
し
、
施
設

を
市
民
の
文
化
芸
術
拠
点
と
し
て
開
放
し
て
い
く
こ

と
に
し
た
。

　

と
い
う
の
も
、
五
條
市
に
は
誇
る
べ
き
自
然
や
歴

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
う
ち
の
の
館
」
が
管
理
運
営
し
て

い
る
登
録
有
形
文
化
財
「
藤
岡
家
住
宅
」
は
、
江
戸

時
代
よ
り
庄
屋
を
し
て
い
た
藤
岡
家
の
建
物
で
、
俳

人
藤
岡
玉ぎ
ょ
っ

骨こ
つ（
明
治
41
年
生
〜
昭
和
14
年
没
）の
生
家

で
も
あ
る
。
玉
骨
は
本
名
を
長
和
と
い
い
、
初
代
長

兵
衛
よ
り
六
代
目
と
し
て
大
切
に
育
て
ら
れ
た
が
、

東
京
帝
大
を
卒
業
す
る
と
官
僚
と
な
り
、
の
ち
に
佐

賀
県
、
和
歌
山
県
、
熊
本
県
の
官
達（
知
事
）を
歴

任
し
た
。
同
時
に
趣
味
で
俳
句
を
た
し
な
み
、
ア
ラ

ラ
ギ
派
の
高
浜
虚
子
に
師
事
し
て
数
々
の
句
を
発
表
、

与
謝
野
晶
子
ら
歌
人
と
の
交
流
も
多
か
っ
た
。

　

そ
の
た
め
藤
岡
家
に
は
藤
岡
家
歴
代
の
書
画
や
骨

董
品
、
玉
骨
の
書
物
や
俳
人
・
歌
人
た
ち
と
の
書
簡

や
短
冊
等
、
膨
大
な
資
料
が
現
存
し
て
い
る
。
ま
た

史
文
化
的
遺
産
が
多
数
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
市
民
の

関
心
を
高
め
た
り
、
観
光
的
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ

る
機
会
が
減
っ
て
き
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
市
民
が

文
化
財
の
保
全
や
研
究
等
に
当
た
る
と
共
に
、
会
場

を
研
修
会
や
、
交
流
会
、
イ
ベ
ン
ト
等
に
開
放
し
て
、

文
化
、
歴
史
、
芸
術
に
関
心
を
高
め
る
機
会
に
し
た

い
と
、「
う
ち
の
の
館
」
を
設
置
し
た
。

　

地
域
の
歴
史
文
化
を
テ
ー
マ
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
に

は
市
内
外
か
ら
多
数
の
人
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、

特
に
玉
骨
記
念
俳
句
大
会
に
は
全
国
か
ら
１
５
０
名

以
上
が
応
募
し
て
く
る
恒
例
の
行
事
と
な
っ
た
。
句

会
、
茶
会
、
会
食
会（
予
約
制
）の
会
場
と
し
て
も
人

気
が
あ
り
、
野
外
に
設
け
た
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
場
は

ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
人
た
ち
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
に
も

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
小
学
生
を
対
象
に
し
た
見
学

会
や
ス
ケ
ッ
チ
会
な
ど
の
課
外
授
業
も
行
わ
れ
、
子

供
た
ち
が
郷
土
愛
を
醸
成
す
る
機
会
に
な
っ
て
い
る
。

入
館
料
大
人
３
０
０
円
、
子
供
２
０
０
円
、
会
場
使

用
も
可
。

●
登
録
有
形
文
化
財
「
藤
岡
家
住
宅
」
管
理
法
人　

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
う
ち
の
の
館
」
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http://w
w
w
.uchinono-yakata.com

/

古民家を歴史・文化・交流の場に
特定非営利活動法人「うちのの館」 奈良県五

ご

條
じょう

市
し

▲子どもたちのスケッチ風景

▲子ども俳句教室風景

▲雛人形の飾付で集まったボランティアスタッフ

▲大広間

▲玉骨の書斎

▲「藤岡家住宅」外観
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女
性
た
ち
が
、「
気
負
わ
ず
、
無
理
を
せ
ず
、
出
来
る

範
囲
で
」
と
い
い
な
が
ら
、
年
間
３
０
０
日
も
開
店

し
て
い
る
真
田
い
こ
い
茶
屋
は
、
今
で
は
九
度
山
町

の
「
顔
」
と
し
て
親
し
ま
れ
、
町
内
外
に
そ
の
存
在

感
を
高
め
て
い
る
。

　

九
度
山
町
で
は
、
商
店
街
の
空
洞
化
に
よ
り
、
買

物
を
近
隣
市
町
に
依
存
し
て
い
る
状
況
で
、
同
時
に

過
疎
化
と
高
齢
化
で
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
希
薄

化
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
何
と
か
し
よ
う

　

地
域
の
女
性
た
ち
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
じ
め
た

「
真
田
い
こ
い
茶
屋
」
は
、
空
洞
化
し
て
い
た
商
店

街
に
活
気
を
呼
び
、
地
域
住
民
の
交
流
拠
点
と
な
っ

て
い
る
。
観
光
客
用
に
観
光
グ
ッ
ズ
や
土
産
品
等
の

開
発
販
売
、
町
内
で
採
れ
た
野
菜
や
柿
な
ど
の
九
度

山
の
特
産
品
、
会
員
手
作
り
の
小
物
を
販
売
し
て
い

る
。
人
気
の
お
も
て
な
し
弁
当
は
、
あ
ら
か
じ
め
6

個
以
上
の
注
文
が
あ
れ
ば
用
意
し
て
く
れ
る
。

　

平
均
年
齢
70
歳
以
上
の
パ
ワ
フ
ル
で
人
懐
っ
こ
い

と
平
成
19
年
に
官
民
が
協
働
し
て
地
域
活
性
化
に
向

け
た
事
業
を
企
画
・
実
施
す
る
「
九
度
山
町
ま
ち
な

か
活
性
化
協
議
会
」
が
組
織
さ
れ
た
。
こ
の
会
に
参

加
し
た
住
民
ク
ラ
ブ
の
女
性
有
志
15
名
が
「
行
政
に

頼
る
だ
け
で
な
く
地
域
が
元
気
に
な
る
た
め
に
は
私

た
ち
も
何
か
し
よ
う
」
と
、
平
成
21
年
6
月
に
「
真

田
い
こ
い
茶
屋
」
を
設
立
し
た
。

　

世
界
遺
産
も
有
す
る
九
度
山
町
は
高
野
山
へ
の
入

口
に
当
た
り
、
ま
た
真
田
幸
村
ゆ
か
り
の
地
と
し
て

神
社
や
寺
、
古
い
街
並
み
も
残
っ
て
い
る
。
商
店
街

に
あ
る
空
き
家
に
な
っ
て
い
た
民
家
を
町
が
改
修
し

て
真
田
い
こ
い
の
茶
屋
と
し
て
活
用
し
た
。

　

現
在
10
名
の
ス
タ
ッ
フ
が
交
代
で
年
間
３
０
０
日

開
店（
原
則
木
曜
日
が
定
休
日
）、
町
を
訪
れ
る
人
の

観
光
案
内
所
的
な
役
割
を
果
た
す
と
共
に
、
町
の
特

産
品
や
農
産
物
も
販
売
す
る
ミ
ニ
商
店
と
し
て
役
立

っ
て
い
る
。
落
ち
着
い
た
店
内
で
は
軽
食
と
し
て
う

ど
ん
や
カ
レ
ー
、
珈
琲
等
が
味
わ
え
る
が
、
人
気
メ

ニ
ュ
ー
は
皆
が
ア
イ
デ
ア
を
出
し
あ
っ
て
町
内
の
食

材
を
生
か
し
て
作
っ
た
お
も
て
な
し
弁
当
。「
お
っ

ぱ
い
弁
当
」「
六
文
銭
弁
当
」「
町
石
弁
当
」
の
3
種
が

あ
り
、
予
約
の
あ
っ
た
人
に
提
供
し
て
い
る
。
地
元

の
食
材
が
お
洒
落
に
変
身
し
た
味
わ
い
深
い
弁
当
だ

と
人
気
で
、
バ
ス
ツ
ア
ー
客
や
老
人
会
、
各
種
会
合

等
に
注
文
が
あ
る
。
お
も
て
な
し
弁
当
コ
ン
テ
ス
ト

に
も
入
選
し
て
い
る
。

　

メ
ン
バ
ー
の
活
動
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
要
素
が
強
い

が
、
継
続
し
て
き
た
理
由
に
つ
い
て
、「
仲
間
と
の
信

頼
関
係
」「
自
分
た
ち
も
楽
し
み
な
が
ら
地
域
貢
献
出

来
る
こ
と
」
だ
と
言
い
、
皆
が
気
軽
に
集
っ
て
き
て

お
喋
り
で
き
る
場
所
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
後
の
課
題
は
、
担
い
手
の
育
成
と
、
お
も
て
な

し
弁
当
の
定
期
販
売
。
そ
の
た
め
に
は
働
く
人
へ
の

有
償
化
、
持
続
可
能
な
取
り
組
み
を
す
る
た
め
の
組

織
化
等
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
の
よ
う
だ
。

●
真
田
い
こ
い
茶
屋　
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8

元気な笑顔でおもてなし
［真田いこい茶屋］ 和歌山県九

く

度
ど

山
やま

町
ちょう

▲おもてなし弁当（手前から六文銭弁当、おっぱい弁当、町石弁当） ▲上／六文銭弁当
下／民家を改修して作られた「真田いこい茶屋」

▲メンバーの皆さん ▲特産品や観光グッズ等を販売、軽食も楽しめる店内
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編集後記
▼最近の豪雨による災害を見ると、未曽有の雨
量とはいえ、地域を取り巻く森林が危機的状況
に有ることを痛感する。かつて私達は各地のブ
ナ林や原生林がどうなっているかを検証するた
め奥地へ車で行ったが、地域の長老でもない限
り森がどうなっているとか林道が走れるかを知
っている人は皆無,「熊が出るから行くな」「山菜
泥棒か」と非難された。皆が都市の方ばかり見
て暮らし、自分の家の山林状況も知らず、杉や
竹林、河川上流がどうなっている等に関心を持

2017 in さが
全国過疎問題シンポジウム

過去の過疎地域の様子をYouTubeで配信中

■全体会／佐賀市 佐賀市文化会館 大ホール
　10/19木 13：00～17：00
・平成29年度過疎地域自立活性化優良事例表彰式
・基調講演　 山崎　亮（studio-L 代表）
・ パネルディスカッション
「人が輝く地域づくり～自発と誇りが地域を変える～」
コーディネーター／
飯盛義徳（慶応義塾大学総合政策学部教授）
パネリスト／千綿由美（むらつむぎ 代表）、山崎 亮
（studio-L代表）、渡邊法子（アイ・エス・ケー合同会
社代表）、佐賀県過疎地域自立促進協議会会長
・交流会18:00～19:30
佐賀市・ホテルマリターレ創世 佐賀

■分科会・現地視察
　10/20金 10：00～16：30
第1分科会（唐津市・相知交流文化センター）
・過疎地域自立活性化優良事例発表会
コーディネーター／宮口侗廸（早稲田大学名誉教授）
・現地視察（蕨野の棚田・小松酒造 等）
第2分科会（多久市・多久市中央公民会館）
・過疎地域自立活性化優良事例発表会
コーデイネーター／
図司直也（法政大学現代福祉学部教授）
・現地視察（廃校を活用した多久市児童センター
「あじさい」・多久聖廟、東原庠舎）
第3分科会（白石町・福富ゆうあい館）
・パネルディスカッション
テーマ：地域を支える身近な移動手段

～住み慣れた地域で暮らし続けるために～
コーディネーター／土井 勉（大阪大学コミュニ
ケーションデザイン・センター特任教授）
パネリスト／田島健一（白石町長）、平野征幸（特
定非営利活動法人中原たすけあいの会代表）、前
田弘次郎（有限会社錦タクシー会長）、若菜千穂
（特定非営利活動法人いわて地域づくり支援セン
ター常務理事）
・現地視察（縫ノ池・新有明漁港）
第4分科会（太良町・自然休養村管理センター）
・パネルディスカッション
テーマ：地域資源を誇り、磨く。

～自発と地域づくりの出発点～
コーディネーター／
平尾由希（料理家・フードコーディネーター）
パネリスト／早津昌俊（太良シトラス会会長）、本
田 節（有限会社ひまわり亭代表取締役）、山口成
美（有限会社シュシュ代表取締役）、若松進一（人
間牧場主・年輪塾塾長）
・現地視察（みかん狩り体験・道の駅太良 等）

平成29年10月19日木～20日金

“人が輝く地域づくり”
～自発と誇りが地域を変える～

たない。国有林,町有林等に足を向ける役所関係
者も皆無と聞く。今回取材した西粟倉村の「百
年の森林構想」、先回取り上げた長野県根羽村の
水源地と下流町村の交流、北海道下川村の林業
行政等に学び直したい（Ａ）
〇訂正とお詫び／「でぽら］49号P.2のタイトル
「住民協働で地域の賑わい」に誤字がありました。
（恊働→協働）またP.8雲南市民谷地区の協議会
役員の方の名前は、福島美幸さん、恵子さんで
はなく「福間美幸」「福間恵子」さんです。訂正
しお詫び申し上げます。

昭和47年以降の過疎地域の様子等をYouTube（過疎物語【全国過疎地域自立促進連盟】）
で配信中。下記表のほか各地域の取組なども配信しておりますので、ぜひご覧ください。

制作年度 タイトル 取材した市町村名（取材当時の旧市町村名）
S47年 過疎地帯（38分）　　 島根県匹見町/日原町/柿木村、鹿児島県下甑村、北海道足寄町、広島県戸河内町、秋田県

大森町、岩手県岩泉町
過疎対策をめぐって（32分） 北海道赤井川村、島根県石見町、福島県下郷町、高知県三原村、高知県十和村、新潟県松之山町

S48年 過疎地の老人（30分） 長崎県富江町/玉之浦町、島根県六日市町、和歌山県清水町、長野県八坂村、北海道池田町/士幌町他
出かせぎと過疎（33分） 青森県西目屋村、秋田県大森町/協和町/横手市、高知県大月町、鹿児島県大崎町

S49年 過疎への挑戦（50分） 島根県瑞穂町、北海道小平町、宮城県宮崎町、鹿児島県横川町、高知県北川村、秋田県雄勝
町、佐賀県三瀬村、長野県木島平村、秋田県雄勝町

S50年 過疎への挑戦第２部（50分） 鹿児島県瀬戸内町、秋田県大森町、北海道大樹町、宮城県涌谷町、山形県朝日町、高知県宿
毛市、岩手県沢内村

S51年 過疎のむらにまつりの音を
（50分）

愛媛県魚島村/中島町、青森県倉石村、北海道上ノ国町、和歌山県美山村、石川県門前町、
長崎県有川町

S52年 過疎地につくる－特産物と若
ものたち－（50分）

北海道留辺蘂町/北海道穂別町、新潟県出雲崎町、愛媛県内海村、鹿児島県山川町、岩手県
江刺市、長野県南木曽町、熊本県大矢野町、愛知県下山村

S53年 過疎地のむらづくり（50分） 北海道鷹栖町、山形県大江町、岐阜県宮川村/河合村、大分県安心院町、和歌山県龍神村、
島根県石見町、福岡県大島村、宮城県桃生町

S54年 過疎地の若者たち（50分） 秋田県比内町、熊本県矢部町、徳島県神山町、福島県西会津町、北海道猿払村/陸別町、栃
木県茂木町、岡山県富村、長野県泰阜村

S55年 過疎地の10年（30分） 島根県匹見町/石見町、秋田県大森町/雄勝町/大森町、和歌山県美山村、愛媛県内海村、北
海道鷹栖町/陸別町、宮城県桃生町

過疎地に生きる老人たち（30分） 長野県小川村、宮崎県高崎町、北海道浦幌町、愛媛県中島町、茨城県大子町、沖縄県竹富町
S56年 過疎のむらを支える（40分） 熊本県菊鹿町、北海道白糖町、大分県姫島村、静岡県春野町、岡山県西粟倉村、島根県吉田村
S57年 過疎地と都市の交流（40分） 大分県玖珠町、島根県羽須美村、広島県府中町、北海道道清水町、新潟県赤泊村、福島県三島町
S58年 過疎地の地場産業（40分） 新潟県湯之谷村、北海道共和町/南茅部町、岐阜県川上村、山形県朝日村、徳島県木頭村、

宮崎県綾町
S59年 過疎地のこどもたち（40分） 岩手県湯田町、岡山県奥津町/日生町、沖縄県多良間村、山梨県中富町
S60年 過疎地を支える－婦人たちの

むらづくり－（40分）
高知県吾北村、北海道遠別町、宮崎県高原町、静岡県水窪町、山口県日置町

S61年 過疎地の産業おこし（30分） 北海道士別市、宮城県津山町、鹿児島県長島町
S62年 過疎地のイベントとむらづくり（30分） 島根県瑞穂町、奈良県川上村、山形県川西町
S63年 過疎地のむらおこし（30分） 北海道椴法華村、新潟県小国町、長崎県新魚目町
H元年 過疎地の学校はいま（30分） 鹿児島県坊津町、秋田県皆瀬村、和歌山県清水町
H2年 甦るふるさと

－過疎地の意識改革－（30分）
岩手県藤沢町、長野県栄村、宮崎県諸塚村

Ｈ5年 たおやかな矜持－歴史・文化
を活力に－（30分）

熊本県泉村、宮城県登米町、和歌山県日高・有田広域圏

Ｈ6年 広がれ ふれあいの輪（30分） 高知県檮原町、新潟県高柳町、群馬県川場村
Ｈ7年 出会い きらめく自然（30分） 山梨県早川町、石川県能登島町、岩手県岩泉町
Ｈ8年 ふるさと　みつけた（30分） 福島県金山町/昭和村/三島町、新潟県入広瀬村、三重県紀和町、和歌山県本宮町、奈良県十津川村
Ｈ9年 アートとの出会い（30分） 北海道洞爺村/虻田町/壮瞥町/生田原町、群馬県東村
Ｈ10年 歴史おもてなし－町並み保存

と町づくり（30分）
岡山県勝山町、広島県豊町、愛媛県内子町

Ｈ11年 ふるさとを生かす
ふるさとに生きる（59分）

北海道洞爺村/虻田町/壮瞥町、福島県昭和村/三島町、宮城県登米町、新潟県高柳町、群馬
県東村、三重県紀和町、和歌山県清水町/龍神村/本宮町、岡山県勝山町、広島県豊町、愛媛
県内子町、高知県檮原町、熊本県泉村

Ｈ12年 森の贈りもの　川の贈りもの
～自然を活かした地域づくり～

青森県西目屋村/鰺ヶ沢町、秋田県八森町/藤里町

Ｈ13年 川を活かす 里を活かす（29分） 島根県川本町/邑知町/大和村/羽須美村/瑞穂町/石見町/桜江町
Ｈ14年 海の幸　山の幸（29分） 千葉県和田町、埼玉県吉田町
Ｈ15年 星の里　杣の里（29分）　 福岡県矢部村/星野村
Ｈ16年 子どもたちに手渡す

地域の未来（29分）
静岡県川根町/中川根町/本川根町

▲牛の世話をする諸橋さん（出雲崎町/S52年） ▲ホタテ漁をする若者たち（猿払村／S54年）
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No.42 新たなコミュニティーの実践̶農山漁村の再生
中山間地域の住民をサポートする（高知
県仁淀町・越知町・いの町）スキ―場跡
地に森林を復元（長野県長和町）天草漁師
の「ひと網オーナー制度」（熊本県天草市
有明町）油屋・万屋・車屋を地区で運営（広
島県安芸高田市川根）｢元気かい!集落応
援プログラム｣（和歌山県田辺市）協力隊
から起業・就業（北海道喜茂別町）[自然エ
ネルギー利用]観葉植物栽培日本一（鹿児
島県指宿市）環境モデル都市（高知県檮原
町）女子大OB生の田舎暮らし&地域おこ
し（茨城県常陸太田市） 村立おといねっ
ぷ美術工芸高校（北海道音威子府村）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2012年

新たなコミュニティーの実践

農山漁村の再生特 集

No.43 Iターンして新規就農̶地域に農の新しい風
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
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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
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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）
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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
さ
と
再
生
作
戦

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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