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[ソフト事業で 地域ステップ・アップ]
●特集企画に寄せて

「
で
ぽ
ら
」今
号
は
45
号
に
次
い
で
、
ソ
フ
ト
事
業

に
過
疎
対
策
事
業
債
を
活
用
し
て
い
る
地
域
を
紹
介

し
ま
す
。

過
疎
地
域
は
、
さ
ら
に
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
直

面
し
、
財
政
的
に
も
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
平

成
22
年
の
過
疎
法
改
正
に
よ
り
過
疎
対
策
事
業
債
が

ソ
フ
ト
事
業
に
も
充
当
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ソ
フ

ト
を
含
め
た
総
合
的
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。「
地
域
医
療
の
確
保
」「
生
活
交
通
の

確
保
」「
集
落
の
維
持
・
活
性
化
」「
産
業
の
振
興
」
な

ど
、
地
域
に
と
っ
て
将
来
の
投
資
に
な
る
よ
う
な
ス

ト
ッ
ク
を
生
み
だ
す
事
業
を
行
う
と
い
う
認
識
が
生

ま
れ
て
い
ま
す
。
ソ
フ
ト
事
業
は
「
補
助
金
」
か
ら

「
補
助
人
」へ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
地
域
に
最
も
必

要
な
人
材
の
確
保
等
へ
の
充
当
が
大
き
な
特
色
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ソ
フ
ト
事
業
に
過
疎
債
を
活

用
す
る
過
疎
市
町
村
は
年
々
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
中
か
ら
10
市
町
村
を
取
材
し
ま
し
た
。

人
口
が
減
り
高
齢
化
す
る
中
で
、
地
域
産
業
を
ど

う
活
性
化
し
て
い
く
か
の
事
例
、
地
域
の
伝
統
文
化

を
保
全
し
て
地
域
資
源
と
し
て
生
か
し
て
い
く
た
め

の
事
例
、
地
域
の
将
来
を
担
う
子
供
た
ち
の
育
成
と

移
住
者
を
確
保
し
て
い
く
事
例
等
々
。

今
回
特
に
感
じ
た
こ
と
は
、
窓
口
に
な
る
市
町
村

役
場
の
方
が
企
画
力
と
行
動
力
を
発
揮
し
て
、
住
民

と
意
欲
的
に
連
携
し
て
い
る
こ
と
、
子
供
・
若
者
た

ち
、
Ⅰ
タ
ー
ン
し
た
人
た
ち
が
元
気
で
、
そ
の
地
域

が
新
し
い
可
能
性
を
創
造
し
は
じ
め
た
と
感
じ
ら
れ

た
こ
と
で
し
た
。

地
球
温
暖
化
に
よ
る
猛
暑
や
都
市
災
害
等
が
懸
念

さ
れ
る
中
、農
山
漁
村
の
豊
か
な
自
然
と
風
土
、人
々

の
和
が
、
い
か
に
大
切
で
素
晴
ら
し
い
か
を
皆
が
感

じ
始
め
て
い
ま
す
。
歌
で
は
な
い
が「
も
う
春
で
す
」、

故
郷
は
ど
こ
よ
り
も
輝
い
て
、
芽
吹
き
の
季
節
を
迎

え
て
い
ま
す
。

▲北海道鹿追町／バイオプラントの余熱
を利用してマンゴー栽培

▲山形県川西町／ライトアップした羽前小
松駅

▲山梨県笛吹市芦川町／地区の
お母さんがほうとう作りを子供
たちに教える

▲福井県池田町／まちの市場「こっ
てコテいけだ」に設けられた駄菓子
コーナー

▲福井県南越前町／今庄宿を見学
する人に説明するガイドさん

▲島根県邑南町／保育園児が
ご飯を炊いて給食の手伝い

▲長崎県壱岐市／一支国博物館
のエントランスホール

▲島根県奥出雲町／たたら製鉄を体験
学習する小学生たち

▲青森県つがる市／地域ブランド
作物の代表、つがるフジりんご

▲秋田県男鹿市／放棄水田を
活用してイチジク栽培



地方と都市を結ぶ
ホットライン・
マガジン

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

特集/ソフト事業で 地域ステップ・アップ
●特集企画に寄せて 2

●表紙写真
左上／山間部にある水田を見回る
武田一雄さん（秋田県男鹿市）
右上／「一支国博物館」内の考古
学資料保管庫に設けられたキッズ
体験コーナー（長崎県壱岐市）
左中／バイオガスプラント・鹿追町
環境保全センター（北海道鹿追町）
左下／まちの市場「こってコテい
けだ」、広場に設置されたマルシェ
ハウス（福井県池田町）
下右／国指定有形文化財、今庄宿

「若狭屋」。保存活動グループの事
務所兼喫茶店として活用（福井県
南越前町）
中央／地域食品に認定された「ニ
ンニク塩糀鍋］（青森県つがる市）

■地域 Step UP
•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 4

•人、モノ、想いが行き交う交差店
まちの市場［こってコテいけだ］
福井県池田町 8

•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 12

•バイオガスプラントの余熱利用で
チョウザメ、マンゴー育成
北海道鹿追町 16

■歴史文化の保全・活用
•暮らしの中で、街並み保存と資源活用を
北国街道［今庄宿］
福井県南越前町 29

•海の道・神々の島―古代浪漫をいまに
壱岐市立［一支国博物館］
長崎県壱岐市 32

•駅舎は若者や町民活動の発信地
NＰＯ法人［えき・まちネットこまつ］
山形県川西町 36

■子供と地域の元気プロジェクト
•全国が熱い視線を注ぐ
［日本一の子育て村］ 島根県邑南町 20

•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 23

•作って、食べて、歩いて、実感
山の暮らしをナビゲート 山梨県笛吹市芦川町 26

■ INFORMATION 39
全国過疎問題シンポジウム 2016 in なら
[KENPOKU ART 2016] 茨城県北芸術祭
編集後記／奥付
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ど
こ
ま
で
も
真
っ
平
、
広
大
な
水
田
地
帯

取
材
に
伺
っ
た
の
は
11
月
上
旬
。
収
穫
を
終
え
た

水
田
地
帯
は
間
も
な
く
訪
れ
る
銀
世
界
に
向
け
て
休

眠
の
準
備
、
リ
ン
ゴ
も
す
べ
て
収
穫
を
完
了
し
て
Ｊ

Ａ
の
巨
大
な
倉
庫
で
低
温
保
管
中
で
あ
っ
た
。
今
回

は
、
晩
秋
の
つ
が
る
大
地
を
訪
れ
た
が
、
水
を
た
た

え
た
新
緑
の
水
田
地
帯
や
見
渡
す
限
り
黄
金
色
の
稲

穂
が
地
平
線
ま
で
続
く
風
景
は
、
さ
ぞ
美
し
く
壮
観

だ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。

つ
が
る
市
は
平
成
17
年
に
木
造
町
、
森
田
村
、
柏

村
、
稲
垣
村
、
車
力
村
の
西
津
軽
５
町
村
が
合
併
し

て
誕
生
し
た
市
で
、
27
年
に
10
周
年
を
迎
え
た
。
総

面
積
２
５
３
・
55
㎢
。
北
部
は
十
三
湖
の
あ
る
市
浦
、

東
部
は
岩
木
川
を
は
さ
ん
で
中
泊
町
、
五
所
川
原
市
。

西
部
は
日
本
海
に
面
し
、
約
30
㎞
の
海
岸
が
一
直
線

に
続
く
七
里
浜
海
岸
が
あ
り
、
海
岸
部
は
広
大
な
防

風
美
林
、
縄
文
時
代
の
数
々
の
遺
跡
、
動
植
物
の
宝

庫
で
あ
る
湿
原
が
多
数
あ
り
、
全
長
約
22
㎞
に
及
ぶ

「
メ
ロ
ン
ロ
ー
ド
」
が
走
っ
て
い
る
。
そ
し
て
南
部

は
岩
木
山
麓
の
自
然
を
生
か
し
た
滞
在
型
リ
ゾ
ー
ト

施
設
の
あ
る
「
つ
が
る
地
球
村
」
で
、
５
０
０
０
人

収
容
す
る
野
外
円
形
劇
場
で
は
若
者
向
け
イ
ベ
ン
ト

等
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

市
の
中
央
部
や
東
部
は
見
渡
す
限
り
地
平
線
ま
で

広
が
る
水
田
地
帯
で
、
面
積
は
一
つ
の
町
村
面
積
に

真
っ
平
で
広
大
な
水
田
地
帯
が
見
渡
す
限
り
続
く
津
軽

平
野
。
南
北
に
メ
ロ
ン
ロ
ー
ド
と
主
要
幹
線
道
が
走
り
、

水
田
地
帯
の
先
に
市
街
地
を
形
成
、
南
部
地
平
線
に
津

軽
地
方
の
霊
峰
岩
木
山
を
望
む
。
つ
が
る
市
は
豊
饒
な

大
地
の
恵
み
と
地
域
の
特
色
を
生
か
し
た
ブ
ラ
ン
ド
作

物
の
生
産
が
盛
ん
で
、
美
味
な
リ
ン
ゴ
と
ふ
っ
く
ら
艶

や
か
津
軽
米
に
加
え
て
、
露
地
栽
培
の
メ
ロ
ン
、ス
イ
カ
、

ト
マ
ト
、
ナ
ガ
イ
モ
、
ゴ
ボ
ウ
，
ネ
ギ
の
8
品
目
が
ブ

ラ
ン
ド
推
進
品
目
。こ
れ
ら
を
使
っ
た
菓
子
や
加
工
食
品
、

グ
ル
メ
も
数
多
く
、
食
文
化
の
一
大
宝
庫
で
も
あ
る
。

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

▶つがる市ブランド認定の農産物。減農薬、
露地栽培が自慢
（写真提供／つがる市経済部地域ブランド
対策室）

地域
StepUP
①

▶無袋で太陽をいっぱい浴びたフジ
▼収穫期を迎えて見渡す限り黄金色の津軽平野。岩木山を望む
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も
匹
敵
す
る
１
１
２
・
87
㎢
。
圃
場
整
備
さ
れ
た
水

田
で
は
「
つ
が
る
ロ
マ
ン
」
を
中
心
と
し
た
米
作
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
最
近
は
野
菜
、
花
き
、
豆
、
麦

等
の
複
合
農
業
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
豊
饒
な
大
地
も
、
か
つ
て
は
一
面
不
毛
の
湿

原
だ
っ
た
そ
う
で
、
先
人
た
ち
の
想
像
を
絶
す
る
新

田
開
発
の
歴
史
が
あ
っ
た
と
い
う
。
天
正
四
年

（
１
５
７
６
）
に
津
軽
藩
祖
・
津
軽
為
信
が
葦
が
生

い
茂
る
湿
原
を
開
拓
す
る
事
業
に
着
手
、
以
来
４
世

紀
の
年
月
を
か
け
て
新
田
開
発
が
行
わ
れ
た
。
岩
木

川
の
氾
濫
や
飢
饉
、
や
ま
せ
等
と
の
戦
い
で
も
あ
っ

た
よ
う
で
、
農
家
の
人
々
は
先
祖
か
ら
苦
難
の
歴
史

を
聞
い
て
き
た
た
め
、
決
し
て
休
耕
田
に
せ
ず
活
用

し
て
き
て
い
る
。

つ
が
る
の
「
食
」
を
全
国
へ
発
信 

ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
事
業

つ
が
る
市
は
合
併
を
機
に
市
政
の
重
点
施
策
と
し

て
農
業
振
興
に
取
り
組
み
、
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化

を
推
進
し
て
き
た
。
市
場
評
価
を
高
め
、
農
産
物
の

信
頼
性
と
地
域
所
得
の
向
上
を
図
る
た
め
、
平
成
18

年
度
よ
り
市
が
独
自
に
栽
培
基
準
等
を
定
め
た
「
つ

が
る
ブ
ラ
ン
ド
」
と
し
て
８
品
目
を
認
定
し
た
。

香
り
高
い
砂
丘
メ
ロ
ン
、
栄
養
た
っ
ぷ
り
の
り
ん

ご
、
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
ス
イ
カ
、
ふ
っ
く
ら
艶
や
か
な

お
米
、
甘
い
ト
マ
ト
、
砂
地
栽
培
の
ナ
ガ
イ
モ
、
し

ゃ
き
し
ゃ
き
し
た
ネ
ギ
、
香
り
と
食
感
が
自
慢
の
ゴ

ボ
ウ
の
８
品
目
。
出
荷
品
に
は
ブ
ラ
ン
ド
認
定
で
あ

る
こ
と
を
示
す
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー「
つ
が
ー
る
ち
ゃ
ん
」

の
シ
ー
ル
を
貼
る
こ
と
も
多
い
。

ト
ッ
プ
ブ
ラ
ン
ド
が
糖
度
17
度
以
上
の
プ
レ
ミ
ア

ム
メ
ロ
ン
。
屏
風
山
の
砂
丘
地
帯
で
栽
培
さ
れ
、
作

付
面
積
・
収
穫
量
と
も
全
国
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
を
誇

っ
て
い
る
。
砂
丘
の
乾
燥
し
た
水
は
け
の
よ
い
土
壌

と
日
照
時
間
の
長
さ
、
昼
夜
の
温
度
差
が
糖
度
の
高

い
メ
ロ
ン
を
育
ん
で
い
る
と
い
う
。
ス
イ
カ
や
ト
マ

ト
も
同
様
で
、
津
軽
の
自
然
風
土
と
溢
れ
る
太
陽
の

下
で
路
地
栽
培
し
た
完
熟
し
た
も
の
が
出
荷
さ
れ
て

い
る
。

市
内
を
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
つ
が
る
市
経
済
部

地
域
ブ
ラ
ン
ド
対
策
室
の
嶋
昂
室
長
補
佐
。

ま
ず
、
ブ
ラ
ン
ド
NO.
１
の
リ
ン
ゴ
関
連
施
設
へ
。

つ
が
る
市
は
津
軽
リ
ン
ゴ
の
先
進
地
で
、
市
内
に
は

日
本
最
古
の
リ
ン
ゴ
の
樹
も
あ
る
。
す
で
に
収
穫
を

終
え
た
リ
ン
ゴ
は
Ｊ
Ａ
低
温
貯
蔵
庫
で
保
管
さ
れ
て

さ
ら
に
熟
成
し
、
こ
れ
ら
は
選
果
場
で
厳
し
く
選
果

さ
れ
、
首
都
圏
へ
出
荷
さ
れ
て
い
く
。

訪
ね
た
日
は
真
赤
な
「
サ
ン
・
ジ
ョ
ナ
ゴ
ー
ル
ド
」

を
20
名
ほ
ど
の
女
性
た
ち
が
選
果
し
、
出
荷
作
業
を

行
っ
て
い
た
。「
サ
ン
と
は
無
袋
の
意
味
で
、
太
陽

を
い
っ
ぱ
い
浴
び
て
育
っ
て
い
る
の
で
、
と
て
も
美

味
し
い
で
す
よ
」
と
係
の
女
性
が
説
明
し
て
く
れ
る
。

リ
ン
ゴ
が
詰
ま
っ
た
20
㎏
も
あ
る
木
箱
を
軽
々
持
ち

上
げ
て
ラ
イ
ン
に
乗
せ
、
２
、３
人
の
ベ
テ
ラ
ン
の

女
性
た
ち
が
一
玉
一
玉
を
手
際
よ
く
選
果
す
る
。
そ

れ
ら
は
赤
特
32
玉
、
特
Ａ
28
玉
等
に
仕
分
け
さ
れ
、

段
ボ
ー
ル
に
詰
め
ら
れ
て
い
く
。
あ
ま
り
大
き
す
ぎ

な
い
方
が
上
ラ
ン
ク
だ
と
い
う
。

こ
の
選
果
作
業
は
昔
か
ら
女
性
の
仕
事
に
な
っ
て

お
り
、５
、６
年
以
上
の
経
歴
を
持
つ
人
が
多
い
と
か
。

「
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
、
休
憩
時
間
に
皆
と
お

喋
り
す
る
の
が
楽
し
い
」
と
語
っ
て
い
た
。

外
庭
に
は
選
果
か
ら
も
れ
た
不
揃
い
の
リ
ン
ゴ
た

ち
が
積
み
上
げ
ら
れ
、
男
性
た
ち
が
別
の
工
場
に
運

ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
果
汁
１
０
０
％
の
リ
ン
ゴ
ジ

ュ
ー
ス
に
加
工
さ
れ
る
。

▲JAの選果場でサン・ジョナゴールドを選果する女性たち
◀収穫間近のフジ

▲リンゴパイやりんごドーナツ等を製造する
「ラ・ポンム柏」の女性たち
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リ
ン
ゴ
と
同
様
に
、
ト
マ
ト
も
完
熟
ト
マ
ト
ジ
ュ

ー
ス
や
ゼ
リ
ー
に
、
ゴ
ボ
ウ
も
二
度
焙
煎
し
た
「
ゴ

ボ
ウ
茶
」
が
健
康
に
よ
い
優
し
い
飲
物
と
し
て
人
気

を
呼
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

リ
ン
ゴ
の
加
工
で
は
「
ラ
・
ポ
ン
ム
柏
」
の
女
性

グ
ル
ー
プ
が
作
る
リ
ン
ゴ
パ
イ
や
り
ん
ご
ド
ー
ナ
ツ

等
が
人
気
で
、
市
内
の
各
店
で
販
売
さ
れ
て
い
る
。

農
協
の
職
員
だ
っ
た
松
橋
悦
子
さ
ん
が
、
Ｊ
Ａ
の
施

設
を
有
効
活
用
し
て
リ
ン
ゴ
の
加
工
品
を
製
造
し
た

い
と
、
Ｊ
Ａ
や
女
性
た
ち
に
呼
び
か
け
、
平
成
14
年

に
立
ち
上
げ
た
。
５
、６
人
で
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、

家
の
事
情
等
で
今
は
３
人
に
な
っ
た
。
厨
房
設
備
を

近
代
化
し
た
り
、
細
部
に
作
業
し
や
す
い
工
夫
を
し

な
が
ら
安
定
的
な
製
造
を
続
け
て
い
る
。
藤
田
春
美

さ
ん
は
「
リ
ン
ゴ
自
体
が
甘
く
て
美
味
し
い
の
で
甘

味
を
抑
え
気
味
に
し
て
い
ま
す
。
週
２
、３
日
は
焼

い
て
店
へ
届
け
、
空
い
た
時
間
を
利
用
し
て
リ
ン
ゴ

を
煮
た
り
パ
イ
生
地
を
作
っ
て
冷
凍
保
存
す
る
な
ど

の
効
率
化
を
は
か
っ
て
い
ま
す
。
お
客
さ
ん
が
待
っ

て
い
て
く
れ
る
の
で
頑
張
れ
ま
す
」
と
語
る
。
定
番

は
生
地
に
リ
ン
ゴ
を
練
り
こ
ん
だ
り
ん
ご
ド
ー
ナ
ツ

と
食
べ
や
す
い
ス
テ
イ
ッ
ク
状
と
三
角
形
の
ア
ッ
プ

ル
パ
イ
だ
。

「
に
ん
に
く
塩
糀
」
が
ヒ
ッ
ト
・
グ
ル
メ
に

市
で
は
６
次
産
業
化
を
推
進
す
る
た
め
「
食
産
業

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
組
織
し
、
商
品
開
発
や
研
修
等

を
行
っ
て
お
り
、
商
工
会
の
高
嶋
弘
行
振
興
課
長
が

推
薦
し
て
く
れ
た
の
が
「
に
ん
に
く
塩
し
お
こ
う
じ糀

鍋な
べ

」。
一

昨
年
の
グ
ル
メ
・
コ
ン
テ
ス
ト
１
位
に
選
ば
れ
た
新

開
発
商
品
と
そ
れ
を
使
っ
た
料
理
で
、
今
で
は
レ
ス

ト
ラ
ン
で
も
人
気
メ
ニ
ュ
ー
の
一
つ
に
な
っ
て
お
り
、

市
内
６
店
で
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
。

そ
の
一
つ
、「
食
事
処
し
ょ
う
」
へ
出
か
け
、「
に
ん

に
く
塩
糀
鍋
」
で
一
足
早
い
昼
食
を
摂
ら
せ
て
い
た

だ
い
た
。

店
長
の
坂
本
章
蔵
さ
ん
は
、
東
京
の
赤
坂
や
新
宿

の
和
食
料
理
店
で
８
年
間
修
業
し
た
あ
と
５
年
前
に

地
元
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
空
き
店
舗
を
改
装
し
て
開
業

し
た
。「
に
ん
に
く
塩
糀
鍋
」
を
メ
ニ
ュ
ー
に
加
え
る

に
当
た
っ
て
は
、
坂
本
さ
ん
の
知
り
合
い
の
東
京
の

ホ
テ
ル
シ
ェ
フ
に
何
度
か
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
う
等
、

メ
ニ
ュ
ー
化
を
推
進
し
て
く
れ
た
人
で
も
あ
る
。

地
元
の
野
菜
、
キ
ノ
コ
、
豚
肉
や
鶏
肉
が
た
っ
ぷ

り
入
っ
た
熱
々
鍋
で
、
に
ん
に
く
塩
糀
を
加
え
て
い

た
だ
く
と
い
う
も
の
。「
に
ん
に
く
塩
糀
を
加
え
る

こ
と
で
、
味
に
コ
ク
が
出
て
き
ま
す
。
お
客
様
の
好

み
が
あ
る
た
め
、
当
店
で
は
別
に
用
意
し
た
に
ん
に

く
塩
糀
を
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
体
に
も
良
く

臭
み
も
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
女
性
に
も
薦
め
た
い

料
理
で
す
ね
」
と
坂
本
さ
ん
は
言
う
。

ネ
ギ
、
キ
ャ
ベ
ツ
、
ゴ
ボ
ウ
、
ニ
ラ
、
キ
ノ
コ
等

の
野
菜
に
地
元
産
の
鶏
肉
、
豚
バ
ラ
肉
が
た
っ
ぷ
り

入
っ
た
土
鍋
と
に
ん
に
く
塩
糀
、
ご
飯
、
漬
物
が
運

ば
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
一
人
前
１
０
０
０
円
と
お
安

い
。
鍋
料
理
に
は
昆
布
と

鰹
節
で
し
っ
か
り
出
汁
を

取
る
と
い
う
坂
本
店
長
の

こ
だ
わ
り
が
効
い
て
い
て
、

大
変
美
味
し
い
鍋
だ
が
、

ス
プ
ー
ン
一
杯
ほ
ど
に
ん

に
く
塩
糀
を
加
え
る
と
、

さ
ら
に
味
に
ま
ろ
や
か
さ

が
出
て
、
体
が
温
ま
る
感

じ
が
す
る
。「
う
ど
ん
を

入
れ
て
く
れ
と
か
、
ご
飯

を
入
れ
て
雑
炊
に
し
た
い

と
い
う
お
客
さ
ん
が
多
い

で
す
。
当
店
で
は
黒
滝
農

園
製
の
熟
成
に
ん
に
く
塩
糀
を
使
っ
て
い

ま
す
」
と
坂
本
さ
ん
。

満
腹
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、「
に
ん
に
く

塩
糀
」
を
開
発
・
商
品
化
し
た
黒
滝
農
園
の
黒
滝
真

希
子
さ
ん
を
稲
垣
町
に
あ
る
自
宅
へ
訪
ね
た
。

大
き
な
母
屋
の
脇
に
は
倉
庫
や
加
工
所
が
数
棟
建

ち
、
手
入
れ
さ
れ
た
庭
木
や
花
が
美
し
い
。
昼
食
を

終
え
て
休
憩
中
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
通
さ
れ
た

居
間
の
豪
華
さ
、
そ
し
て
現
れ
た
真
希
子
さ
ん
と
ご

主
人
の
彰
さ
ん
の
若
々
し
く
格
好
よ
さ
に
び
っ
く
り
。

市
内
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
大
規
模
専
業
農
家
で
、

水
田
は
借
地
を
入
れ
て
45

ha
を
耕
作
。
他
に
転
作
で

大
豆
、
麦
等
も
大
規
模
に
栽
培
、
ニ
ン
ニ
ク
だ
け
で

１
・
５
町
歩
栽
培
し
て
い
る
。

「
に
ん
に
く
塩
糀
は
自
家
製
の
米
を
発
酵
さ
せ
、
ペ

ー
ス
ト
状
に
し
た
ニ
ン
ニ
ク
を
混
ぜ
込
ん
で
熟
成
し

た
も
の
で
、
当
家
秘
伝
の
調
味
料
の
ひ
と
つ
で
す
。

こ
れ
を
一
般
の
方
に
も
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
提
案
し

た
ん
で
す
」
と
真
希
子
さ
ん
は
言
う
。

◀「にんにく塩糀鍋]の開発・販売に協力
している「食事処しょう」の坂本店長

▶豚・鶏肉・野菜がたっぷり入った
熱々鍋に、にんにく塩糀（黒滝農園
製）を入れる
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加
工
所
へ
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
整
理
整
頓
さ
れ

た
室
の
棚
に
は
に
ん
に
く
塩
糀
を
詰
め
た
ガ
ラ
ス
瓶

が
並
ん
で
い
る
。
保
健
所
の
指
導
で
瓶
詰
め
だ
け
は

業
者
に
委
託
し
て
い
る
が
、
お
洒
落
な
瓶
や
セ
ン
ス

の
い
い
ラ
ベ
ル
は
真
希
子
さ
ん
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
。

も
う
一
つ
人
気
の
商
品
が
「
黒
に
ん
に
く
」。
大
粒

の
ニ
ン
ニ
ク
を
長
時
間
加
熱
し
て
発
酵
さ
せ
た
も
の

で
、
琥
珀
色
に
な
っ
た
粒
は
臭
み
も
な
く
羊
羹
の
よ

う
に
美
味
で
あ
る
。
新
聞
等
で
高
価
な
健
康
食
品
と

し
て
売
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
が
、

黒
滝
農
園
で
は
一
袋
７
〜
８
０
０
円
で
ス
ー
パ
ー
へ

出
し
て
い
る
の
で
、
た
ち
ま
ち
完
売
ら
し
い
。
帰
路

の
前
に
こ
の
珍
味
を
買
い
求
め
た
い
と
大
型
店
へ
立

ち
寄
っ
た
が
売
り
切
れ
で
あ
っ
た
。
農
業
を
楽
し
み
、

農
産
物
の
加
工
に
も
夢
い
っ
ぱ
い
の
黒
滝
夫
妻
に
は
、

従
来
の
農
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
全
く
な
い
。
大
学
を
出

た
25
歳
の
長
男
も
就
農
し
た
そ
う
で
、
農
業
経
営
の

未
来
を
彷
彿
さ
せ
て
く
れ
た
ひ
と
時
で
あ
っ
た
。

「
つ
が
る
ブ
ラ
ン
ド
」
で
高
校
生
と
交
流

午
後
３
時
か
ら
青
森
県
立
木き

づ
く
り造

高
校
の
生
徒
と
つ

が
る
市
職
員
が
「
つ
が
る
市
の
未
来
に
つ
い
て
意
見

交
換
す
る
」
授
業
が
あ
り
、
高
校
へ
出
か
け
た
。
市

役
所
か
ら
徒
歩
10
分
ほ
ど
の
距
離
に
あ
る
歴
史
の
古

い
総
合
学
科
高
校
で
、
約
５
６
０
名
が
学
ん
で
い
る
。

昨
年
、
生
徒
た
ち
が
市
庁
舎
に
来
て
市
長
ら
と
意
見

交
換
し
た
の
を
機
に
、
今
年
は
市
の
各
部
の
職
員
が

学
校
を
訪
ね
て
、
生
徒
か
ら
直
接
質
問
や
提
案
を
聞

く
こ
と
に
な
っ
た
。

私
た
ち
が
訪
ね
た
の
は
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
」
を
テ

ー
マ
に
し
た
教
室
。
１
年
生
約
20
名
が
参
加
し
、
あ

ら
か
じ
め
生
徒
が
作
成
し
た
質
問
や
提
案
に
つ
い
て
、

農
林
水
産
課
の
工
藤
睦
郎
課
長
補
佐
ら
が
回
答
す
る

と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
行
わ
れ
て
い
た
。

農
業
が
好
き
だ
が
食
べ
て
い
け
る
か
心
配
、
就
農

を
希
望
す
る
若
者
対
策
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
い
う

生
徒
の
質
問
に
は
、「
つ
が
る
市
で
は
農
家
の
規
模
も

大
き
く
機
械
化
も
進
ん
で
い
て
、
十
分
経
営
し
て
い

け
る
と
思
う
。
若
い
人
が
農
業
を
後
継
し
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
、
農
業
の
将
来
性
も
広
が
る
。
新
規
就

農
や
後
継
者
に
は
、
青
年
就
農
給
付
金
事
業
と
し
て

年
間
１
５
０
万
円
を
５
年
間
給
付
し
て
い
る
。
平
成

27
年
か
ら
の
４
年
間
で
35
人
が
新
規
就
農
し
た
」
と

工
藤
補
佐
。

主
要
な
農
産
物
に
つ
い
て
は
「
力
を
入
れ
て
い
る

の
は
『
つ
が
る
ブ
ラ
ン
ド
８
品
目
』
の
コ
メ
、
メ
ロ

ン
、
ス
イ
カ
、
リ
ン
ゴ
、
ト
マ
ト
、
ネ
ギ
、
ナ
ガ
イ

モ
、
ゴ
ボ
ウ
。
特
に
メ
ロ
ン
と
ス
イ
カ
に
つ
い
て
は

市
長
が
首
都
圏
で
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
を
展
開
し
て
い

る
」
と
回
答
。
こ
の
他
に
も
、
廃
校
の
教
室
を
活
用

し
て
サ
ニ
ー
レ
タ
ス
や
茸
類
を
生
産
販
売
す
る
企
業

の
誘
致
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
や
、
水
産
業
で
は
マ

コ
ガ
レ
イ
の
稚
魚
を
放
流
し
て
育
て
る
漁
業
の
取
組

み
等
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

こ
の
企
画
を
考
え
た
長
谷
川
葉
子
先
生
は
、「
生
徒

に
と
っ
て
は
地
域
の
こ
と
に
目
を
向
け
る
い
い
機
会
、

行
政
の
方
も
、
若
い
人
が
地
域
や
農
業
を
ど
う
見
て

い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
生
徒

の
要
望
で
は
、
冬
場
も
働
け
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
、

地
域
に
残
り
た
い
が
雇
用
の
場
が
少
な
い
と
い
う
声

が
出
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
機
会
を
増
や
し
て
、
生

徒
が
自
分
自
身
で
地
域
の
こ
と
を
考
え
る
力
を
身
に

付
け
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
」
と
語
っ
て
い
た
。



文
／
浅
井
登
美
子

　写
真
／
小
林
恵

●�つがる市経済部地域ブランド対策室 � �
☎0173-42-2111� �
http://www.tsugarubrand.jp/

▶にんにく塩糀や発酵した黒にんにく
等を考案、発売する黒滝さん夫妻

▼つがる市ブランド対策室の職員と語り、意見を述べる青森県立木造高校の生徒
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ブ
ッ
ク
や
駄
菓
子
コ
ー
ナ
ー
も
あ
る
よ

「
こ
っ
て
コ
テ
い
け
だ
」
は
、
池
田
町
唯
一
の
観
光

物
産
施
設
と
し
て
、
平
成
24
年
７
月
に
オ
ー
プ
ン
し

た
。
町
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
有
機
栽
培
の
お
米

や
野
菜
、
加
工
品
を
販
売
す
る
と
共
に
、
レ
ス
ト
ラ

ン
を
併
設
し
て
、
町
内
の
食
材
を
使
っ
た
料
理
を
バ

イ
キ
ン
グ
形
式
で
提
供
し
て
い
る
。

名
前
の
「
こ
っ
て
コ
テ
」
は
、
町
の
産
物
を
何
で

も
取
り
揃
え
、
他
に
も
住
民
生
活
に
必
要
な
も
の
が

沢
山
揃
っ
て
い
る
店
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
杉
本
博
文

町
長
が
名
付
け
た
と
い
う
が
、
通
称
「
コ
テ
い
け
」

「
こ
て
コ
テ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
池
田
町
の
「
ひ
と
、

モ
ノ
、
想
い
が
行
き
交
う
交
流
交
差
店
」
に
ふ
さ
わ

し
く
、
土
日
と
も
な
る
と
店
も
広
場
も
午
前
中
か
ら

「
あ
た
り
ま
え
が
ふ
つ
う
に
あ
る
ま
ち
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
生
ご
み
を
堆
肥
化

し
て
有
機
野
菜
を
栽
培
す
る
「
食
Ｕ
タ

ー
ン
事
業
」
を
始
め
、
お
ば
ち
ゃ
ん
た

ち
が
主
役
の
「
百
匠
一
品
」
活
動
等
、

元
気
な
こ
と
が
当
た
り
前
と
い
う
発
想

で
地
域
お
こ
し
を
進
め
て
き
た
池
田
町
。

そ
ん
な
町
民
の
心
意
気
を
反
映
し
て
オ

ー
プ
ン
し
た
市
場
「
こ
っ
て
コ
テ
い
け

だ
」
は
、
土
日
と
も
な
る
と
町
外
か
ら

も
家
族
連
れ
が
多
数
出
か
け
て
き
て
大

賑
わ
い
。
当
た
り
前
を
日
々
レ
ベ
ル
ア

ッ
プ
し
て
い
く
牽
引
役
が
特
命
政
策
課
。

溝
口
淳
課
長
が
休
日
を
返
上
し
て
町
内

を
ガ
イ
ド
し
て
く
れ
た
。

地域
StepUP
②

人
、モ
ノ
、想
い
が
行
き
交
う
交
差
店

ま
ち
の
市
場［
こ
っ
て
コ
テ
い
け
だ
］ 福
井
県
池い

け

田だ

町ち
ょ
う

▲駄菓子コーナーにはいつも子供の姿

▲「こってコテいけだ」の外観。右は、おもちゃハウス「こどもと木」

▲出来立ての惣菜が沢山並び、特にイワナの炭火焼きが人
気　下／レストラン「むらの食堂」
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人
々
で
賑
わ
っ
て
い
る
。

地
元
産
の
大
杉
を
何
本
も
柱
に
使
っ
た
ユ
ニ
ー
ク

な
２
階
建
て
建
築
で
、
総
工
費
１
・
３
億
円
を
投
じ

て
建
設
さ
れ
た
。
店
舗
面
積
は
飲
食
ス
ペ
ー
ス
と
厨

房
を
含
め
て
２
４
０
㎡
あ
り
、
２
階
は
事
務
所
。

店
舗
で
は
、
取
れ
た
て
の
野
菜
や
果
物
、
厨
房
で

作
っ
た
ば
か
り
の
惣
菜
、
日
用
品
等
が
と
こ
ろ
狭
し

と
並
ん
で
い
る
。
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
入
口
右
手
に

は
い
ま
売
れ
て
い
る
図
書
や
雑
誌
を
並
べ
た
ブ
ッ
ク

コ
ー
ナ
ー
、
そ
の
奥
に
「
駄
菓
子
屋
さ
ん
」
コ
ー
ナ

ー
が
あ
る
こ
と
。
広
く
は
な
い
が
、
懐
か
し
く
新
し

い
駄
菓
子
を
ぎ
っ
し
り
並
べ
た
棚
に
は
、
子
供
が
自

分
の
目
線
で
見
て
手
に
取
れ
る
よ
う
に
と
踏
み
台
も

用
意
さ
れ
て
い
る
。
お
年
寄
り
を
伴
っ
た
子
供
が
ま

ず
行
く
の
が
こ
こ
で
、
孫
が
一
個
10
円
20
円
と
い
う

菓
子
や
飴
等
を
真
剣
に
選
ぶ
姿
を
お
年
寄
り
は
嬉
し

そ
う
に
眺
め
、
そ
の
あ
と
焼
き
た
て
の
イ
ワ
ナ
や
惣

菜
、
食
品
を
買
い
求
め
て
レ
ジ
へ
。「
こ
こ
の
も
の

は
何
も
か
も
美
味
し
い
ん
で
す
」
と
老
人
夫
妻
は
言

っ
て
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
注
文
し
て
カ
フ
ェ
テ
ラ

ス
へ
移
動
し
て
行
っ
た
。

椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
を
配
し
た
外
の
広
場
（「
い
け

だ
マ
ル
シ
ェ
コ
ー
ナ
ー
」）
が
「
交
流
交
差
店
」
に

ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
ま
た
楽
し
い
。
２
つ
の
並
べ
て

設
置
さ
れ
た
小
さ
な
お
店
は
、
住
民
が
自
由
に
応
募

し
て
出
店
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

訪
れ
た
当
日
に
出
店
し
て
い
た
の
が
、
長
尾
農
園

の
夫
妻
が
営
む
珈
琲
店
。
珈
琲
豆
の
種
類
も
多
く
、

煎
立
て
の
美
味
し
い
珈
琲
が
自
慢
。
大
阪
で
喫
茶
店

を
営
ん
で
い
た
が
約
20
年
前
に
農
業
が
し
た
い
と
池

田
町
に
Ⅰ
タ
ー
ン
し
た
。
隣
り
に
は
主
婦
グ
ル
ー
プ

「
あ
ざ
み
の
会
」
の
お
母
さ
ん
が
交
代
で
営
業
す
る

「
き
び
団
子
」
の
店
が
あ
り
、
時
々
メ
ニ
ュ
ー
を
変

え
て
出
店
し
て
い
る
。

玄
関
出
入
り
口
脇
に
は
、
生
ご
み
を
回
収
し
て
堆

肥
に
活
用
し
て
き
た
池
田
町
に
ふ
さ
わ
し
く
、
資
源

回
収
用
の
エ
コ
ボ
ッ
ク
ス
も
設
置
さ
れ
て
い
た
。

昼
近
く
に
な
る
と
、「
む
ら
の
食
堂
」
と
名
付
け
ら

れ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
が
親
子
連
れ
で
賑
わ
っ
て
き
た
。

カ
レ
ー
や
そ
ば
等
も
あ
る
が
、
メ
イ
ン
は
煮
物
や
唐

揚
げ
、
卵
焼
き
、
漬
物
等
の
お
母
さ
ん
手
作
り
の
一

品
料
理
。
小
鉢
小
皿
に
載
っ
た
惣
菜
は
お
ふ
く
ろ
の

味
に
創
作
性
を
加
え
て
調
理
さ
れ
、
そ
れ
に
池
田
町

自
慢
の
ご
飯
と
み
そ
汁
を
添
え
て
い
た
だ
く
。
美
味

し
く
て
価
格
も
手
ご
ろ
の
た
め
、人
気
を
集
め
て
い
る
。

「
コ
テ
い
け
」
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
の
が
、
池
田

町
特
命
政
策
課
の
溝
口
淳
課
長
。

「
コ
テ
い
け
」
は
町
が
委
託
し
た
三
セ
ク
の
会
社
「
ま

ち
Ｕ
Ｐ
い
け
だ
」
が
運
営
、
現
在
パ
ー
ト
を
入
れ
て

10
人
が
働
い
て
い
る
。
住
民
の
雇
用
の
場
と
し
て
も

貴
重
だ
が
、
農
家
に
と
っ
て
も
新
鮮
野
菜
等
を
余
す

こ
と
な
く
売
る
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
運
営
会
社
の

補
助
や
委
託
料
等
に
は
、
過
疎
債
が
財
源
に
使
わ
れ

た
が
、「
過
疎
債
の
元
利
償
還
金
の
70
％
に
は
普
通
交

付
税
措
置
が
あ
り
、
実
質
的
に
は
30
％
の
自
己
負
担

で
済
み
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
制
度
は
他
に

あ
り
ま
せ
ん
」
と
溝
口
さ
ん
は
言
う
。

さ
ら
に
溝
口
さ
ん
は
、「
売
り
上
げ
は
初
年
度
が
年

間
６
０
０
０
万
円
ほ
ど
で
し
た
が
、
今
で
は
１
億
円

に
届
き
そ
う
で
す
。
総
工
費
１
・
３
億
円
は
決
し
て

高
く
は
な
か
っ
た
、
こ
れ
か
ら
も
、
観
光
情
報
発
信

の
拠
点
と
し
て
、
同
時
に
池
田
住
民
の
暮
ら
し
を
支

え
る
貴
重
な
施
設
と
し
て
し
っ
か
り
機
能
し
て
い
く

は
ず
で
す
」
と
語
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
溝
口
さ
ん
の
特
命
政
策
課
と
い
う
ネ

ー
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
聞
く
と
、
総
務
政
策
課
か
ら
分

置
さ
れ
た
部
署
で
、
町
が
進
め
る
重
要
施
策
を
担
当

し
て
お
り
、
溝
口
さ
ん
ら
３
名
、
地
域
お
こ
し
業
務

に
９
名
が
携
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
溝
口
さ
ん
は
、

奈
良
県
出
身
で
東
京

か
ら
Ⅰ
タ
ー
ン
し
た

と
言
う
が
、
詳
し
く

聞
き
た
だ
す
と
、
京

都
大
学
を
卒
業
し
て

霞
が
関
の
農
林
水
産

省
に
５
年
勤
め
た
あ

と
、
も
っ
と
現
場
を

見
た
い
と
退
官
し
て

平
成
11
年
に
池
田
町

役
場
に
就
職
し
た
と

の
こ
と
。
以
来
、
食

Ｕ
タ
ー
ン
事
業
を
は

じ
め
と
す
る
、
さ
ま

ざ
ま
な
ま
ち
づ
く
り

▲「コテいけ」の屋
外に置かれた２棟
のマルシェハウス
▶「あざみの会」グ
ループが売るきび
団子

▲土日になると「むらの食堂」はいつも満席に
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関
係
の
仕
事
に
携
わ
る
な

か
で
、「
コ
テ
い
け
」
事
業

な
ど
の
企
画
・
運
営
等
を

担
当
し
て
き
た
。

循
環
保
全
型
農
業
で 

「
百
匠
一
品
」
活
動

池
田
町
は
福
井
県
の
東
南
部
に
位
置
し
、
岐
阜
県

に
接
す
る
総
面
積
１
９
４
・
72
㎢
の
町
で
、
91
・
７

％
が
山
林
。

足
羽
杉
の
産
地
で
、
ブ
ナ
や
ミ
ズ
ナ
ラ
等
の
広
葉

樹
も
多
く
、
九
頭
竜
川
の
水
系
足
羽
川
の
水
源
地
で

も
あ
る
。
日
本
の
自
然
１
０
０
選
の
冠
山
、
日
本
の

滝
１
０
０
選
の
瀧
双
ケ
滝
、
樹
齢
１
２
０
０
年
の
大

杉
が
そ
び
え
る
須
波
阿
須
疑
神
社
等
、
緑
豊
か
な
自

然
郷
。
人
口
は
約
３
０
０
０
人
、
高
齢
化
率
は
40
・

３
％
で
、
典
型
的
な
中
山
間
地
域
で
も
あ
る
。
基
幹

で
あ
る
農
業
を
活
性
化
し
た
い
と
、
一
つ
一
つ
は
小

さ
い
が
結
集
す
れ
ば
大
き
な
力
に
な
る
と
「
百
匠
一

品
」
活
動
を
推
進
し
て
き
た
。

ま
ず
農
家
自
身
が
誇
り
を
持
っ
て
栽
培
し
、
消
費

者
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
野
菜
を
作
る
こ
と
。
化
学
肥

料
に
頼
ら
な
い
で
豊
か
な
土
作
り
を
す
る
た
め
、
約

１
０
０
人
か
ら
な
る
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
団
体
「
環
境
Ｕ

フ
レ
ン
ズ
」
が
生
ご
み
を
回
収
し
て
、
堆
肥
製
造
施

設
へ
運
ぶ
。
も
み
殻
や
牛
糞
等
と
混
ぜ
て
発
酵
さ
せ

た
［
土
魂
壌
］
と
呼
ば
れ
る
堆
肥
を
製
造
、
そ
れ
ら

を
使
っ
て
栽
培
し
た
野
菜
は
、
認
定
を
受
け
て
「
ゆ

う
き
・
げ
ん
き
正
直
農
業
シ
ー
ル
」
が
張
ら
れ
、
農

産
物
に
付
加
価
値
を
高
め
た
。

平
成
11
年
に
は
福
井
市
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ

ー
の
一
角
に
池
田
町
の
農
家
が
産
直
野
菜
や
加
工
品

を
販
売
す
る「
こ
っ
ぽ
い
屋
」（
あ
り
が
た
い
の
方
言
）

と
い
う
店
を
開
設
し
た
。
消
費
者
に
好
評
で
、
売
り

上
げ
は
年
々
増
加
し
１
億
３
千
万
円
に
な
っ
た
。
今

で
は
店
舗
も
広
く
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
、
池
田
町
の

情
報
発
信
セ
ン
タ
ー
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。

「
百
匠
一
品
」
活
動
は
、
全
住
民
を
巻
き
込
ん
で
無

農
薬
・
減
農
薬
米
作
り
や
生
物
多
様
性
を
高
め
る
水

田
の
保
全
や
河
川
作
り
等
に
も
活
か
さ
れ
、
池
田
町

は
循
環
型
農
業
の
町
、
水
と
土
を
守
る
環
境
保
全
の

町
と
し
て
知
名
度
を
高
め
て
い
る
。

子
供
や
若
い
世
代
が
遊
び
に
や
っ
て
く
る

「
こ
っ
て
コ
テ
い
け
だ
」
の
隣
に
は
、
お
も
ち
ゃ
ハ

ウ
ス
「
こ
ど
も
と
木
」
と
い
う
お
洒
落
で
楽
し
い
館

が
あ
る
。
地
元
の
木
材
で
作
ら
れ
た
建
物
で
、
ハ
イ

ハ
イ
す
る
幼
児
か
ら
小
学
生
ま
で
の
子
供
た
ち
が
大

勢
来
て
自
在
に
遊
ん
で
い
る
。
広
々
し
た
空
間
は
木

の
香
り
と
温
か
さ
に
溢
れ
て
い
る
。
椅
子
や
滑
り
台
、

池
田
町
の
広
葉
樹
で
作
っ
た
木
の
玉
プ
ー
ル
、
高
さ

１
・
５
ｍ
の
ウ
ッ
ド
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
、
休
憩
で
き
る

個
室
等
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
お
も
ち
ゃ
の
一
部
は

木
製
玩
具
の
先
進
地
で
あ
る
デ
ン
マ
ー
ク
や
ス
エ
ー

デ
ン
か
ら
取
り
寄
せ
た
。

入
館
料
は
子
供
２
０
０
円
、
大
人
１
０
０
円
。
そ

の
た
め
、
親
た
ち
の
姿
も
多
く
、
み
な
が
寛
い
で
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
入
口
付
近
に
は
絵
本
や
赤
ち
ゃ

ん
グ
ッ
ズ
も
置
か
れ
て
お
り
、「
こ
ん
な
素
敵
な
絵
本

も
あ
る
ん
で
す
ね
」
と
若
い
お
母
さ
ん
が
絵
本
を
熱

心
に
見
入
っ
て
い
た
。

「
こ
ど
も
と
木
」
は
、
子
供
た
ち
が
年
間
を
通
し
て

集
ま
っ
て
遊
べ
る
場
所
を
提
供
し
た
い
と
建
設
さ
れ

た
が
、
同
時
に
木
の
ぬ
く
も
り
に
触
れ
、
木
を
好
き

に
な
っ
て
ほ
し
い
、
そ
し
て
森
に
も
興
味
を
持
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
池
田
町
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
あ

る
と
、
溝
口
さ
ん
か
ら
説
明

が
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
子
供
や

若
い
夫
婦
の
姿
が
大
変
多
く
、

福
井
市
か
ら
来
た
と
い
う
親

子
も
い
る
。「
池
田
町
＝
中

高
年
の
訪
れ
る
ま
ち
、
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
は
な
く
な
り
つ

つ
あ
り
ま
す
」
と
溝
口
さ
ん

も
少
し
驚
い
た
様
子
。

続
い
て
案
内
し
て
く
れ
た

▼おもちゃハウス「こどもと木」で遊ぶ子供と家族たち

▲おもちゃハウスにある様々な玩具

▶池田町自慢の「匠づくり」
減農薬米
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の
が
、池
田
町
の
自
然
景
勝
地
と
現
在
建
設
中
の「
ツ

リ
ー
ピ
ク
ニ
ッ
ク
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
」
だ
っ
た
。

新
し
い
「
森
遊
び
」
を
提
案
す
る

町
の
東
部
を
流
れ
る
足
羽
川
沿
い
は
、
変
化
に
富

ん
だ
渓
流
と
豊
か
な
森
が
あ
り
、
数
々
の
観
光
ス
ポ

ッ
ト
が
あ
る
。
急
流
を
下
る
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
ボ
ー

ト
場
、
穏
や
か
な
流
れ
で
子
供
も
渓
流
遊
び
が
で
き

る
ふ
れ
あ
い
橋
、
シ
ラ
ク
チ
カ
ズ
ラ
を
編
ん
で
作
っ

た
全
長
44
ｍ
、
高
さ
12
ｍ
の
渓
流
に
か
か
る
吊
り
橋

と
水
車
小
屋
等
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
は
蕎
麦
道
場
、

農
業
体
験
ハ
ウ
ス
、
温
泉
等
の
施
設
が
あ
る
。

そ
の
奥
に
あ
る
の
が
志
津
原
キ
ャ
ン
プ
場
を
拡
充

さ
せ
て
建
設
中
の
「
ツ
リ
ー
ピ
ク
ニ
ッ
ク
ア
ド
ベ
ン

チ
ャ
ー
」
で
あ
る
。
緩
や
か
な
斜
面
に
樹
齢
百
年
以

上
の
手
入
れ
さ
れ
た
大
杉
が
茂
る
森
で
、
そ
の
幹
の

中
程
を
固
定
し
て
細
い
梯
子
で
つ
な
ぎ
、
数
十
本
の

杉
を
回
廊
す
る
と
い
う
ア
ド
ベ
ン
チ
ャ
ー
施
設
で
あ

る
。
高
さ
５
～
10
ｍ
に
設
け
ら
れ
、
全
長
３
１
５
ｍ

あ
る
と
い
う
ス
リ
ル
満
点
の
回
廊
だ
。
風
が
吹
い
た

り
、
乱
暴
に
歩
く
と
、
橋
は
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
れ
、
狭
い

通
路
で
人
と
人
が
交
差
す
る
戸
惑
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。

設
計
・
施
工
関
係
者
が
雪
の
季
節
の
前
に
施
設
を

完
成
し
た
い
と
作
業
を
し
て
い
た
。
東
京
か
ら
来
町

し
て
２
年
間
溝
口
さ
ん
や
特
命
政
策
課
の
み
な
さ
ん

と
プ
ラ
ン
を
重
ね
て
き
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ア
ド
ベ
ン
チ

ャ
ー
ジ
ャ
パ
ン
の
前
田
八
郎
さ
ん
は
「
日
本
に
は
ま
だ

こ
の
よ
う
な
森
の
冒
険
パ
ー
ク
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の

で
、
完
成
が
楽
し
み
で
す
」
と
言
い
、
溝
口
さ
ん
は
「
利

用
者
に
は
安
全
ベ
ル
ト
を
着
用
し
て
も
ら
う
た
め
危

険
性
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
当
初
は
か
な
り
緊
張
す
る

で
し
ょ
う
。
そ
の
緊
張
感
や
ス
リ
ル
に
挑
戦
す
る
こ

と
を
通
じ
て
、
木
の
魅
力
を
存
分
に
感
じ
て
も
ら
い

た
い
。
そ
の
後
は
、
森
の
中
で
ゆ
っ
く
り
く
つ
ろ
い
で

い
た
だ
け
る
よ
う
、
珈
琲
ス
ペ
ー
ス
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

ハ
ウ
ス
、
キ
ャ
ン
プ
場
も
設
置
し
ま
す
」
と
言
う
。
入

場
料
は
安
く
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
五
感
を
使
っ
て
全

身
で
挑
戦
す
る
こ
と
で
感
性
を
磨
く
場
と
な
り
、
森

が
身
体
の
一
部
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

地
上
か
ら
眺
め
て
い
た
杉
木
立
や
空
だ
が
、
地
上
数

メ
ー
ト
ル
を
散
歩
す
る
こ
と
で
、
身
近
に
木
々
の
生

命
に
ふ
れ
、
森
の
風
や
太
陽
、
野
鳥
の
さ
え
ず
り
を

肌
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
。

そ
の
あ
と
、
町
へ
戻
る
途
中
、
棚
田
の
上
に
立
つ

フ
ァ
ー
ム
ハ
ウ
ス
・
コ
ム
ニ
タ
を
見
学
し
た
。
農
業

体
験
や
農
村
交
流
が
で
き
る
宿
泊
施
設
で
、
地
元
の

食
材
を
た
っ
ぷ
り
使
っ
た
田
舎
料
理
が
人
気
と
か
。

「
コ
テ
い
け
」
で
売
ら
れ
る
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
は
コ
ム

ニ
タ
が
早
朝
焼
い
た
も
の
で
、
フ
ァ
ン
が
多
い
。
近

く
に
は
渓
流
温
泉
「
冠
荘
」、
そ
し
て
町
の
中
心
部

に
近
い
幹
線
沿
い
に
は
、
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
者
に
人
気

の
真
新
し
い
木
造
住
宅
群
が
あ
る
。

「
あ
た
り
ま
え
が
ふ
つ
う
に
あ
る
町
」
を
宣
言
し
て

い
る
池
田
町
だ
が
、
ひ
と
味
も
ふ
た
味
も
違
う
ユ
ニ

ー
ク
な
施
設
と
元
気
な
人
々
が
暮
ら
す
町
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
「
当
た
り
前
」
と
い
う
池
田
町
に
脱
帽
で
あ

る
。�

文
／
浅
井
登
美
子

　写
真
／
小
林
恵

●池田町特命政策課 ☎0778-44-8003　http://www.town.ikeda.fukui.jp

▲ファームハウス・コムニタ

▲アドベンチャーボートや川遊びが楽し
める足羽川渓流
▼スリル満点かずら橋。渡ると水車小屋
やそば道場がある

▲◀4月オープンの「ツリーピクニックアドベンチャー」。
高さ5～10mのスギの木にかけたコースを回廊する。
役場特命政策課の溝口さん(左)と工事責任者の前田さん

▲足羽川渓流遊びの拠点「モクモクハウス」
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な
ま
は
げ
に
迎
え
ら
れ
て

秋
田
市
か
ら
車
で
約
40
分
、
旧
八

郎
潟
の
入
江
に
当
た
る
橋
を
渡
る
と

男
鹿
市
で
、
15
ｍ
も
あ
る
巨
大
な
な

ま
は
げ
立
像
が
迎
え
て
く
れ
る
。
古

く
か
ら
信
仰
の
対
象
と
し
て
神
事
や

催
事
に
登
場
し
て
き
た
な
ま
は
げ
は
、

大
晦
日
の
夜
に
各
家
を
回
っ
て
家
内

安
全
を
祈
願
し
、
２
月
に
は
柴
灯
ま

つ
り
が
盛
大
に
行
わ
れ
、
み
ち
の
く

五
大
雪
ま
つ
り
と
し
て
人
気
を
集
め

て
い
る
。
な
ま
は
げ
館
や
伝
承
館
も

開
設
さ
れ
て
、
男
鹿
市
の
観
光
目
玉

に
な
っ
て
い
る
。
最
近
は
“
怖
そ
う
だ
が
、
思
い
や

り
の
あ
る
優
し
い
男
鹿
の
男
性
た
ち
”
の
シ
ン
ボ
ル

で
、
豊
富
な
山
海
産
物
を
パ
ワ
フ
ル
に
サ
ー
ビ
ス
す

る
食
文
化
の
象
徴
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

市
街
地
と
海
洋
関
連
の
企
業
等
で
賑
わ
う
船
川
港

に
あ
る
男
鹿
市
役
所
の
企
画
政
策
課
を
訪
ね
る
と
、

課
の
横
の
コ
ー
ナ
ー
に
「
男
鹿
な
ま
は
げ
分
校
」
と

な
ま
は
げ
、
ハ
タ
ハ
タ
、
７
０
０
０
万
年
前
の
海
底
や

大
地
の
歴
史
を
今
に
語
る
ジ
オ
パ
ー
ク
認
定
の
海
岸
、

温
泉
郷
等
々
で
注
目
さ
れ
る
男
鹿
半
島
だ
が
、
中
央
部

に
は
豊
か
な
水
田
地
帯
や
棚
田
が
あ
り
、
男
鹿
米
が
「
男

鹿
グ
ル
メ
」
を
支
え
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
。
農
業
人
口
の
減
少
と
高
齢
化
で
耕
作
放
棄
が

増
え
て
き
た
市
で
は
、
男
鹿
米
の
さ
ら
な
る
減
農
薬
化

と
転
作
活
用
に
力
を
入
れ
、
地
産
地
消
を
進
め
て
い
る
。

内
陸
の
農
業
地
区
を
歩
い
た
後
は
男
鹿
半
島
を
取
り
巻

く
海
岸
へ
。
海
と
大
地
の
成
り
立
ち
が
わ
か
る
岩
場
や

海
岸
、
火
山
地
帯
等
が
あ
り
、
男
鹿
市
内
だ
け
で
７
箇

所
が
男
鹿
半
島
・
大
潟
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

右／男鹿市入口に立って観光客を歓迎
する15mのなまはげ巨像
左／男鹿は椿の自生地で、群生地や手
入れされた公園、巨樹等を30カ所推
薦している（国土交通省半島振興室）

▲山間部の水田で減農薬米を作り、里山の環境保全にも熱心に取り組む武田さん

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
男お

鹿が

市し

地域
StepUP
③
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い
う
看
板
と
デ
ス
ク
が
あ
っ
た
。
秋
田
大
学
が
本
校

で
、
分
校
の
男
鹿
市
で
は
地
域
問
題
を
テ
ー
マ
に
し

て
研
修
や
調
査
等
を
行
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

以
前
男
鹿
に
き
て
民
宿
に
泊
ま
っ
た
時
、
部
屋
に

沢
山
の
な
ま
は
げ
の
面
が
飾
ら
れ
て
い
て
、
落
ち
着

か
な
く
て
殆
ど
眠
れ
な
か
っ
た
経
験
が
あ
る
。
だ
か

ら
な
ま
は
げ
に
は
や
や
食
傷
気
味
で
、
最
近
、
女
性

ら
新
た
な
観
光
客
用
に
「
椿
の
里
30
選
」
を
Ｐ
Ｒ
し

は
じ
め
た
こ
と
に
大
賛
成
で
あ
る
。

市
内
に
は
海
岸
沿
い
に
や
ぶ
椿
が
自
生
し
て
お
り
、

樹
齢
５
０
０
年
の
巨
樹
や
、
手
入
れ
さ
れ
た
椿
の
庭
、

花
々
が
見
事
な
森
、
椿
の
北
限
地
と
し
て
国
の
天
然

記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
能
登
山
群
落
地
等
が
あ

る
。
能
登
山
に
は
約
８
５
０
０
㎡
内
に
５
９
０
本
が

自
生
し
て
お
り
、
見
ご
ろ
は
４
、５
月
。
や
ぶ
椿
は

九
州
や
四
国
、
沖
縄
等
の
暖
冬
の
地
に
自
生
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
男
鹿
半
島
は
対
馬
海
流
の
影
響
を
受

け
て
、
意
外
と
暖
か
い
半
島
な
の
で
あ
る
。

減
農
薬
米
を
学
校
給
食
や 

地
域
の
食
卓
に

早
速
、
岩
谷
一
徳
副
主
幹
と
天
野
秀
一
主
席
主
査

の
案
内
で
、
男
鹿
中
山
町
地
区
で
減
農
薬
米
を
栽
培

す
る
武
田
一
雄
さ
ん（
60
）の
田
圃
を
訪
ね
た
。
両
側

に
雑
木
林
が
あ
る
山
間
の
水
田
で
、
な
だ
ら
か
な
丘

陵
地
を
生
か
し
て
数
枚
の
田
が
続
き
、
の
ど
か
な
里

山
風
情
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
総
面
積
は
１
町
１
反
歩

ほ
ど
あ
る
が
、
現
在
こ
の
水
田
を
耕
作
し
て
い
る
の

は
武
田
さ
ん
一
人
だ
と
い
う
。

「
40
年
前
に
数
人
の
仲
間
と
開
拓
し
て
車
の
入
れ
る

道
路
も
作
っ
た
の
だ
が
、
皆
辞
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、

道
の
草
刈
か
ら
周
り
の
森
の
手
入
れ
ま
で
全
部
一
人

で
や
ら
に
ゃ
い
か
ん
。
稲
作
り
よ
り
、
水
路
や
道
の

整
備
、
森
の
手
入
れ
な
ど
の
作
業
に
手
間
が
か
か
っ

と
り
ま
す
」
と
武
田
さ
ん
は
言
う
。

水
田
で
待
っ
て
い
て
く
れ
た
の
が
農
政
ひ
と
筋
、

農
家
の
信
頼
が
厚
い
武
田
誠
農
林
水
産
課
主
幹
。

「
こ
こ
は
南
側
が
雑
木
林
で
、
樹
木
が
年
々
高
く
伸

び
て
い
る
の
で
、
日
影
が
増
え
て
、
米
の
成
長
に
バ

ラ
ツ
キ
が
出
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
飼
料
米
の
栽
培

に
切
り
替
え
る
よ
う
に
提
案
し
ま
し
た
」
と
言
う
。

そ
れ
に
対
し
て
武
田
さ
ん
は
「
農
薬
を
で
き
る
だ
け

減
ら
し
、
安
全
で
お
い
し
い
米
を
作
っ
て
き
た
。
手

間
は
同
じ
な
の
で
、
飼
料
米
に
す
る
の
は
残
念
だ
っ

た
が
、
牛
豚
に
も
安
全
な
お
米
が
必
要
。
主
幹
か
ら

転
作
へ
の
助
成
制
度
や
、
飼
料
米
の
場
合
は
一
般
米

と
の
差
額
代
を
補
て
ん
さ
れ
る
こ
と
を
聞
い
て
転
作

し
ま
し
た
」
と
苦
笑
し
た
。

武
田
さ
ん
は
数
少
な
い
専
業
農
家
で
、
代
行
耕
作

を
含
め
て
10
・
１
ha
を
減
農
薬
栽
培
し
て
い
る
。
男

鹿
市
全
体
で
は
１
２
４
ha
の
水
田
が「
50
％
減
農
薬
」

栽
培
を
し
て
い
る
（
Ｈ
25
年
）。

減
農
薬
栽
培
に
つ
い
て
は
、「
も
と
も
と
山
間
の
水

田
だ
か
ら
農
薬
を
空
中
散
布
し
た
こ
と
は
な
い
。
藁

や
落
ち
葉
を
し
っ
か
り
入
れ
て
病
害
に
も
強
い
土
壌

づ
く
り
を
し
て
い
ま
す
」
と
、
自
信
の
ほ
ど
を
感
じ

さ
せ
る
。
市
で
は
減
農
薬
米
の
地
産
地
消
を
め
ざ
し

て
、
学
校
給
食
や
旅
館
、
レ
ス
ト
ラ
ン
等
で
の
使
用

を
推
進
し
て
い
る
。
ま
た
、
18
歳
未
満
の
子
供
を
持

つ
家
庭
に
「
子
育
て
応
援
米
」
と
し
て
１
人
10
㎏
分

の
新
米
を
支
給
し
て
い
る
。

一
方
、
専
業
農
家
の
減
少
対
策
と
し
て
後
継
者
育

成
事
業
に
着
手
、
新
た
に
農
業
を
め
ざ
す
若
者
を
募

集
し
、
研
修
期
間
中
の
手
当
て
を
市
が
支
給
す
る
制

度
を
設
け
た
。
そ
の
結
果
、
武
田
さ
ん
の
住
む
集
落

で
は
、
勤
め
を
辞
め
て
農
業
を
専
業
で
や
り
た
い
と

い
う
29
才
の
青
年
が
現
れ
、
来
春
か
ら
武
田
さ
ん
の

下
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
。「
こ
こ
は
山
間
の
小
さ

い
田
圃
だ
が
、
自
然
が
あ
っ
て
ホ
ッ
と
す
る
ね
。
春

に
は
山
菜
、
秋
に
は
キ
ノ
コ
が
い
ろ
い
ろ
採
れ
て
、

野
鳥
も
沢
山
や
っ
て
く
る
。
農
業
青
年
に
は
農
業
の

楽
し
さ
も
教
え
た
い
」
と
語
る
武
田
さ
ん
の
言
葉
が

印
象
的
だ
っ
た
。

田
圃
を
転
作
し
て
イ
チ
ジ
ク
栽
培

北
浦
野
村
地
区
の
高
台
で
田
圃
を
転
作
し
て
イ
チ

ジ
ク
栽
培
を
手
掛
け
る
小
林
文
生
さ
ん（
59
）を
訪
ね

た
。
市
内
の
木
材
会
社
に
勤
め
な
が
ら
水
田
も
耕
作

し
て
き
た
が
、
５
年
前
に
休
耕
し
て
い
た
２
ha
の
田

を
イ
チ
ジ
ク
畑
に
転
作
し
た
。

「
Ｊ
Ａ
秋
田
み
な
み
の
指
導
で
イ
チ
ジ
ク
栽
培
を
始

め
た
人
が
市
内
に
３
人
い
ま
す
。
県
南
で
本
格
的
に

イ
チ
ジ
ク
栽
培
を
し
て
い
る
人
が
い
る
の
で
、
そ
こ

◀小林さんが栽培したイチジク。
出荷は終了したが、木にはまだ沢
山の実が残っている。小粒だが、
甘露煮にするととても美味しい

▲山間部の田で語る専業農家武田さんと男鹿市農林水産課武田主幹
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ら
秋
に
か
け
て
収
穫
、
最
後
に
野
兎
対
策
用
に
主
幹

を
し
っ
か
り
ビ
ニ
ー
ル
等
で
巻
く
の
だ
と
、
小
林
さ

ん
は
楽
し
そ
う
に
語
る
。

美
味
し
い
給
食
タ
イ
ム
だ
が
︱
︱

地
元
の
新
鮮
で
安
全
な
食
材
を
使
っ
た
学
校
給
食

を
写
真
に
収
め
た
い
と
お
願
い
し
て
、
船
川
南
小
学

校
を
訪
ね
た
。
船
川
港
の
段
丘
の
住
宅
地
に
あ
る
昭

和
34
年
に
開
校
し
た
小
学
校
で
、
手
入
れ
さ
れ
た
庭

に
木
造
平
屋
建
て
の
校
舎
が
建
っ
て
い
る
。
玄
関
を

入
る
と
、
磨
き
上
げ
ら
れ
た
広
く
て
長
い
廊
下
が
あ

り
、
建
物
は
古
そ
う
だ
が
、
懐
か
し
く
ほ
っ
と
す
る

へ
見
習
に
行
っ
て

勉
強
し
ま
し
た
。

こ
こ
は
高
台
な
の

で
水
は
け
が
良
く
、

日
当
た
り
も
良
好

で
、
イ
チ
ジ
ク
栽

培
に
適
し
て
い
ま

す
。
何
よ
り
も
楽

し
い
の
は
挿
し
木

を
し
て
苗
木
を
育

て
た
り
、
実
の
な
る
よ
う
に
剪
定
し
た
り
す
る
こ
と
。

植
栽
を
楽
し
ん
で
い
る
気
分
で
す
」
と
い
う
。

ホ
ア
イ
ト
ゼ
ノ
ア
と
い
う
品
種
で
、
昨
年
か
ら
実

を
つ
け
、
一
部
を
Ｊ
Ａ
へ
出
荷
し
た
。
市
販
で
き
な

い
も
の
は
奥
さ
ん
の
協
力
で
煮
て
ジ
ャ
ム
に
し
た
と

こ
ろ
、
自
然
の
甘
み
と
プ
チ
プ
チ
し
た
歯
ざ
わ
り
が

絶
妙
で
、
近
所
の
人
に
も
好
評
だ
と
い
う
。

今
で
は
50
本
が
立
派
に
育
ち
、
春
に
剪
定
、
夏
か

雰
囲
気
だ
。

「
昔
と
全
然
変
わ
ら
な
い
、
懐
か
し
い
な
」
と
、
案

内
し
て
く
れ
た
岩
谷
さ
ん
が
つ
ぶ
や
い
た
。
岩
谷
さ

ん
の
母
校
だ
そ
う
で
、
改
修
を
何
度
も
行
っ
て
き
た

が
、
耐
震
性
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
今
学
期
末
の

平
成
28
年
３
月
に
閉
校
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
４
月

か
ら
は
船
川
第
一
小
学
校
と
統
合
、
一
部
は
バ
ス
通

学
す
る
こ
と
に
な
る
。

船
川
南
小
学
校
の
児
童
数
は
現
在
43
名
。
使
い
込

ん
だ
教
室
に
は
子
供
た
ち
の
絵
画
や
書
な
ど
が
心
お

き
な
く
飾
ら
れ
て
い
る
。

12
時
の
チ
ャ
イ
ム
が
な
り
給
食
時
間
と
な
っ
た
。

●男鹿市総務企画部企画政策課 ☎0185-24-9122
●男鹿半島・大潟ジオパーク ☎0185-24-9104 http//oga-ogata-geo.Jp/

▶植物の育成が好きな小林さんは、イチジクの苗
木の育成や剪定、雪の前の手入れで毎日畑へ
▼野兎に幹をかじられないようビニールを巻く

▲船川南小学校２、３年生の教室。給食には机を丸くして、
お喋りをしながら楽しくいただくのが外国人先生の方針

▼▶ご飯をモリモリ食べる児童を推薦してもらっ
て「ハイ・ポーズ」。スポーツが得意な男の子たち
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玄
関
に
給
食
セ
ン
タ
ー
か
ら
保
温
器
に
入
っ
た
料
理

が
届
け
ら
れ
、
各
学
年
の
当
番
が
受
け
取
り
に
行
く
。

今
日
の
メ
ニ
ュ
ー
は
ご
飯
に
ワ
ン
タ
ン
ス
ー
プ
、
中

華
風
炒
め
物
な
ど
。
円
形
に
机
を
並
べ
た
２
、３
年

生
の
教
室
で
、「
い
つ
も
ご
飯
を
二
杯
は
食
べ
る
よ
」

と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
少
年
ら
を
撮
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。

７
０
０
０
万
年
前
の
時
空
世
界
へ 

男
鹿
半
島
・
大
潟
ジ
オ
パ
ー
ク

男
鹿
半
島
は
昭
和
48
年
に
１
市
単
独
で
国
定
公
園

に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
平
成
23
年
に
男
鹿

半
島
・
大
潟
ジ
オ
パ
ー
ク
と
し
て
認
定
を
受
け
た
。

男
鹿
の
海
岸
に
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
海
底
か
ら
隆

起
し
た
岩
や
火
山
活
動
で
誕
生
し
た
地
層
、
風
雨
で

浸
食
し
て
出
来
た
奇
岩
等
が
あ
り
、
ま
た
内
陸
部
に

も
２
万
年
前
に
噴
火
し
た
火
山
地
形
を
残
す
寒
風
山

と
湧
水
群
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
人
工
の
大
地
で
あ
る

大
潟
村
と
共
に
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定
さ
れ
た
。

男
鹿
半
島
で
は
、
ま
だ
恐
竜
が
い
て
大
陸
の
一
部

だ
っ
た
９
０
０
０
万
年
前
の
最
古
の
岩
石
が
分
布
す

る
入
道
崎
、
３
つ
の
目
潟
と
戸
賀
湾
を
望
む
八
望
台
、

ゴ
ジ
ラ
岩
で
知
ら
れ
釣
り
の
名
所
で
あ
る
潮
瀬
崎
、

２
０
０
０
万
年
前
の
火
山
灰
や
火
山
礫
が
堆
積
し
た

館
山
崎
、
海
の
生
物
の
化
石
が
見
ら
れ
る
西
黒
沢
海

岸
・
鵜
の
崎
海
岸
、
貝
化
石
と
植
物
化
石
が
交
互
に

地
層
を
作
っ
て
い
る
安
田
海
岸
、
２
万
年
前
に
噴
火

し
た
火
山
地
形
や
豊
富
な
湧
水
群
が
楽
し
め
る
寒
風

山
・
瀧
の
頭
湧
水
の
７
地
区
が
ジ
オ
パ
ー
ク
に
認
定

さ
れ
て
お
り
、
歴
史
や
地
理
に
詳
し
い
認
定
の
ガ
イ

ド
員
は
30
名
。
各
地
に
あ
る
ジ
オ
パ
ー
ク
の
中
で
も
、

恐
竜
の
い
た
時
代
や
地
球
誕
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
場
所
が
多
数
あ
る
の
は
男

鹿
市
が
ト
ッ
プ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
海
に
は
12
月
に
な
る
と
大
量
の
ハ
タ
ハ
タ
が

押
し
寄
せ
て
き
て
、
海
の
恵
み
を
与
え
て
く
れ
る
。

そ
し
て
、
優
し
く
た
く
ま
し
い
男
鹿
の
男
衆
が
な
ま

は
げ
に
変
身
し
て
家
々
を
回
り
、
家
内
安
全
と
五
穀

豊
穣
を
祈
願
す
る
日
が
や
っ
て
く
る
。

な
お
、
一
つ
目
の
「
お
が
減
農
薬
栽
培
実
証
事
業
」

は
、
減
農
薬
米
の
栽
培
を
標
準
化
し
て
「
環
境
に
優

し
い
、
売
り
切
る
米
作
り
」
を
推
進
す
る
こ
と
。

「
50
％
減
農
薬
の
米
」
栽
培
に
取
り
組
ん
だ
農
家
に

は
10�

ha
当
た
り
1
万
円
の
補
助
金
を
交
付
、
平
成
25

年
度
に
は
１
２
４
ha
が
作
付
け
さ
れ
た
。
二
つ
目
の

「
耕
作
放
棄
地
水
田
等
利
活
用
促
進
事
業
」
で
は
、

農
地
を
再
生
し
て
新
規
作
物
を
栽
培
す
る
農
家
に

10�

ha
当
た
り
5
万
円
を
交
付
、
平
成
25
年
度
に
は

42
・
６
ha
が
作
付
け
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
ジ
オ
パ
ー

ク
推
進
事
業
、
市
営
バ
ス
の
運
行
助
成
等
を
含
め
て

約
９
８
０
０
万
円
の
過
疎
債
が
充
当
さ
れ
た
（
平
成

25
年
度
）。�

文
／
浅
井
登
美
子

　写
真
／
小
林
恵

▲男鹿半島の北部にあり、夕日鑑賞のスポッ
トとしても人気の八望台。眼下に広がる火山
湖は国指定天然記念物に
◀▼自然の彫刻美術館と称される潮瀬岬。市
街地にも近く「ゴジラ岩」が人気

▲男鹿みなと市民病院には各地区から巡回してきた市営バスが次々
と来て、発車していく。市ではほぼ全地区でバスを定期的に運行する
ようにしており、バス会社に運行に関わる経費の一部を過疎債で充当
している
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大
規
模
酪
農
家
が
多
い 

農
業
と
観
光
の
町

鹿
追
町
は
十
勝
平
野
の

北
西
部
、
大
雪
山
国
立
公

園
の
南
麓
に
位
置
し
、
総

面
積
は
４
０
４
・
70
㎢
を

占
め
、
う
ち
全
体
の
約
30

％
の
１
１
９
・
79
㎢
が
農

地
面
積
。
一
戸
当
た
り
の

耕
地
面
積
48
・
８
ha
は
北

海
道
平
均
の
27
・
１
ha
に

比
べ
て
も
か
な
り
大
き
く
、

ま
た
一
戸
当
た
り
の
乳
牛

飼
育
頭
数
１
８
３
・
１
頭

は
道
平
均
１
１
３
・
２
頭
、十
勝
地
区
平
均
１
４
５
・
１

頭
に
比
べ
て
も
規
模
が
大
き
い
。
生
乳
は
年
間
約

10
万
ト
ン
生
産
さ
れ
、
鹿
追
町
の
農
業
産
出
額
の
半

分
以
上
の
割
合
を
占
め
て
い
る
と
い
う
。

十
勝
地
方
は
北
海
道
の
中
で
は
比
較
的
降
雪
が
少

な
く
気
温
も
穏
や
か
だ
が
、
11
月
中
旬
に
吹
雪
が
全

道
を
襲
い
、
十
勝
地
方
も
30
㎝
以
上
積
雪
し
た
。
鹿

追
町
も
一
面
の
銀
世
界
で
、
地
平
線
に
は
大
雪
山
系

が
真
っ
白
い
雄
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
麓
に
は
、

13
種
の
温
泉
が
楽
し
め
る
「
か
ん
の
温
泉
」、
原
始

の
森
に
抱
か
れ
た
然
別
湖
畔
に
は
北
海
道
を
代
表
す

る
温
泉
地
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
含
め
た
鹿
追
町
全
体

が
平
成
25
年
に
「
と
か
ち
鹿
追
ジ
オ
パ
ー
ク
」
に
認

定
さ
れ
た
。

ひ
と
足
早
い
降
雪
で
銀
世
界
に
な
っ
た

鹿
追
町
で
、
鹿
追
町
環
境
保
全
セ
ン
タ

ー
内
に
あ
る
バ
イ
オ
ガ
ス
の
余
熱
を
活

用
し
た
マ
ン
ゴ
ー
ハ
ウ
ス
は
春
の
よ
う

に
暖
か
く
、
チ
ョ
ウ
ザ
メ
飼
育
施
設
で

は
大
小
１
０
０
０
尾
の
チ
ョ
ウ
ザ
メ
が

元
気
に
泳
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
。
町
内
の

乳
牛
約
３
０
０
０
頭
の
ふ
ん
尿
と
町
内

か
ら
出
る
生
ご
み
を
処
理
し
て
、
有
機

肥
料
と
熱
、
電
気
に
変
え
る
国
内
屈
指

の
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
は
、
環
境
保

全
と
農
業
の
振
興
、
地
域
に
新
し
い
産

業
を
創
出
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
全
国

か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
。 バ

イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
の
余
熱
利
用
で

チ
ョ
ウ
ザ
メ
、マ
ン
ゴ
ー
育
成 

北
海
道
鹿し

か

追お
い

町ち
ょ
う 

▲鹿追町環境保全センター入口にある消化液貯留槽。ふん
尿を積んだコンテナが帰ってきた

◀一面の銀世界になった
鹿追町酪農畑作地帯、東
大雪山系を望む

▲マンゴー栽培を見学する瓜幕小学校の児童たち

▲トラックスケールで重量を測定する。見学する農家の人達
▼ふん尿は原料槽に投入されて攪拌、発酵槽に送られる

地域
StepUP
④
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鹿
追
町
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
は
役
場
の
あ
る
市
街

地
か
ら
約
４
㎞
の
東
部
酪
農
畑
作
地
帯
に
あ
り
、
周

囲
を
雑
木
林
に
囲
ま
れ
た
広
大
な
敷
地
の
中
に
、
数

個
の
建
物
が
立
ち
並
ん
で
い
る
。
入
口
右
手
に
円
形

の
貯
留
槽
が
３
基
あ
り
、
そ
の
奥
に
バ
イ
オ
ガ
ス
プ

ラ
ン
ト
、
堆
肥
化
プ
ラ
ン
ト
、
コ
ン
ポ
ス
ト
化
プ
ラ

ン
ト
等
の
施
設
が
あ
り
24
時
間
体
制
で
稼
働
中
。
道

路
を
は
さ
ん
で
、
左
手
に
は
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト

の
余
剰
熱
を
活
用
し
た
マ
ン
ゴ
ー
ハ
ウ
ス
や
研
究
棟

等
が
あ
り
、
地
面
の
雪
を
反
射
し
て
眩
し
い
ほ
ど
輝

い
て
い
る
。

規
模
の
大
き
さ
に
驚
い
て
い
る
と
、
緑
色
の
コ
ン

テ
ナ
を
搭
載
し
た
大
型
ト
ラ
ッ
ク
が
入
っ
て
き
た
。

酪
農
家
に
設
置
さ
れ
て
い
た
コ
ン
テ
ナ
の
中
に
は
乳

牛
ふ
ん
尿
が
入
っ
て
お
り
、
ト
ラ
ッ
ク
は
セ
ン
タ
ー

中
ほ
ど
に
あ
る
ト
ラ
ッ
ク
ス
ケ
ー
ル
と
い
う
重
量
を

計
測
す
る
機
器
を
通
っ
て
、
奥
の
原
料
槽
投
入
口
に

つ
け
た
。
運
転
手
が
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
と
、
コ
ン

テ
ナ
が
立
ち
上
が
っ
て
ふ
ん
尿
は
た
ち
ま
ち
深
い
槽

に
投
入
さ
れ
、
攪
拌
さ
れ
な
が
ら
発
酵
槽
に
送
ら
れ

て
い
く
。
そ
し
て
空
に
な
っ
た
コ
ン
テ
ナ
は
ド
ラ
イ

バ
ー
の
手
で
徹
底
的
に
洗
浄
消
毒
さ
れ
て
、
酪
農
家

に
再
び
設
置
さ
れ
る
。
そ
の
間
わ
ず
か
10
数
分
間
で

あ
っ
た
。

役
場
か
ら
車
を
運
転
し
て
案
内
し
て
く
れ
た
の
は

商
工
観
光
課
商
工
振
興
労
政
係
の
鈴
木
綾
さ
ん
。
中

央
部
に
あ
る
管
理
棟
で
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
の
井
上

竜
一
さ
ん
と
鹿
追
町
商
工
会
の
市
川
友
和
さ
ん
が
待

っ
て
い
て
く
れ
た
。
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
等
は
農

業
振
興
課
の
担
当
、
そ
の
余
剰
熱
を
使
っ
た
チ
ョ
ウ

ザ
メ
や
マ
ン
ゴ
ー
は
商
工
観
光
課
の
担
当
だ
そ
う
で
、

井
上
さ
ん
は
農
業
振
興
課
か
ら
同
所
に
来
て
４
年
目

だ
と
い
う
。

「
鹿
追
町
は
酪
農
が
盛
ん
で
、
酪
農
家
が
約
１
０
０

軒
あ
り
、
乳
牛
だ
け
で
約
２
万
頭
飼
育
し
て
い
ま
す
。

酪
農
家
戸
数
は
年
々
減
っ
て
い
ま
す
が
、
飼
育
頭
数

は
増
え
て
お
り
、
数
百
頭
を
飼
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も

あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
ふ
ん
尿
の
匂

い
で
す
。
近
年
は
フ
ァ
ー
ム
イ
ン
や
ホ
ー
ス
ト
レ
ッ

キ
ン
グ
等
の
施
設
に
都
市
か
ら
来
る
人
が
多
く
な
り
、

鹿
追
町
全
体
で
は
年
間
80
万
人
以
上
の
観
光
客
が
訪

れ
ま
す
。
町
民
の
住
環
境
を
改
善
す
る
こ
と
も
含
め
、

市
街
地
を
中
心
に
乳
牛
ふ
ん
尿
を
適
正
処
理
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
」
と
井
上
さ
ん
は
語
り
、

資
料
を
く
れ
た
。

バ
イ
オ
マ
ス
賦
存
量
の
多
い
と
さ
れ
る
北
海
道
に

お
い
て
、
鹿
追
町
は
先
駆
的
な
取
り
組
み
と
し
て
集

中
型
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
の
導
入
を
決
め
た
。

乳
牛
ふ
ん
尿
と
、
家
庭
か
ら
発
生
す
る
生
ご
み
及

び
事
業
系
生
ご
み
や
、
下
水
汚
泥
を
集
約
し
、
バ
イ

オ
マ
ス
資
源
と
し
て
活
用
す
る
画
期
的
な
施
設
で
、

事
業
費
約
17
億
４
５
０
０
万
円
を
か
け
て
平
成
19
年

10
月
に
稼
動
を
開
始
し
た
。

現
在
１
日
あ
た
り
、
家
畜
ふ
ん
尿
１
３
４
・
４
ｔ
、

生
ご
み
２
・
０
ｔ
、
下
水
汚
泥
１
・
57
ｔ
を
処
理
す
る

日
本
最
大
級
の
プ
ラ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
市
街
地

周
辺
の
酪
農
家
12
戸
と
鹿
追
町
で
組
合
を
作
り
、
乳

牛
約
３
０
０
０
頭
分
の
ふ
ん
尿
を
処
理
し
て
い
る
。

牛
舎
か
ら
出
る
ふ
ん
尿
の
臭
い
は
減
少
し
て
お
り
、

街
の
ど
こ
を
走
っ
て
も
臭
い
は
な
く
、
堆
肥
を
保
管

す
る
環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
で
も
微
臭
を
た
ま
に
感
じ

る
程
度
で
あ
る
。
町
で
は
、
さ
ら
に
処
理
を
拡
大
す

る
た
め
、
現
在
瓜う
り
ま
く幕

地
区
に
２
基
目
と
な
る
バ
イ
オ

ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
を
建
設
中
だ
。
現
施
設
の
２
倍
の
規

模
を
持
つ
国
内
屈
指
の
プ
ラ
ン
ト
で
、
平
成
28
年
度

に
は
完
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

堆
肥
や
消
化
液
は 

貴
重
な
有
機
肥
料
に

前
述
し
た
よ
う
に
、
専

用
の
コ
ン
テ
ナ
で
運
ば
れ

て
き
た
ふ
ん
尿
は
、
原
料

槽
に
投
入
さ
れ
た
の
ち
、

円
柱
形
発
酵
槽
（
２
基
）

及
び
箱
型
発
酵
槽（
４
基
）

に
移
送
さ
れ
加
温
・
攪
拌

を
行
う
。
発
酵
槽
で
約
30

日
か
け
て
ふ
ん
尿
を
嫌
気

性
発
酵
さ
せ
、
発
生
し
た

ガ
ス
（
バ
イ
オ
ガ
ス
）
を

２
基
の
ガ
ス
発
電
機
に
送

り
電
気
と
温
水
（
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
）
を
生
産
す
る
。

一
日
約
６
０
０
世
帯
分
の

電
気
を
発
電
す
る
と
い
う

バ
イ
オ
ガ
ス
専
用
の
機
器

だ
。
続
い
て
、
バ
イ
オ
ガ
ス
を
燃
料
と
し
て
蒸
気
ボ

イ
ラ
ー
で
発
酵
後
の
ふ
ん
尿
（
消
化
液
）
を
70
℃
で

一
時
間
ほ
ど
加
熱
・
殺
菌
す
る
。
殺
菌
し
た
消
化
液

▲センターで、左から市川さん、井上さん、鈴木さん

▼原料運搬業務に関わる樋詰さん

▲入念に洗浄消毒したコンテナ車は再び牧
場へ向かう

▲堆肥化プラント。冬季には消化液散布車両
の整備も行う
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は
衛
生
的
で
有
効
な
液
体
有
機
肥
料
に
な
り
、
農
地

に
散
布
を
行
う
春
期
ま
で
３
基
の
円
形
貯
留
槽
で
保

管
さ
れ
る
。
一
方
、
家
庭
か
ら
出
た
ご
み
も
含
め
て

堆
肥
化
さ
れ
た
肥
料
は
、
奥
ま
っ
た
場
所
に
あ
る
巨

大
な
堆
肥
化
プ
ラ
ン
ト
で
製
造
、
貯
蔵
さ
れ
、
酪
農

家
の
農
地
に
還
元
し
て
い
る
。

開
設
以
来
技
術
者
と
し
て
現
場
で
働
く
樋
詰
敏
行

さ
ん
は
「
我
々
が
最
も
注
意
す
る
こ
と
は
、
ふ
ん
尿

の
回
収
に
当
た
っ
て
は
、
ト
ラ
ッ
ク
の
細
部
ま
で
徹

底
的
に
消
毒
し
て
牛
舎
に
出
入
り
す
る
こ
と
で
、
空

い
た
コ
ン
テ
ナ
も
ピ
カ
ピ
カ
に
洗
浄
消
毒
を
徹
底
し

て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
一
般
の
牛
舎
に
入
っ
た
り
牛

に
触
れ
た
り
す
る
こ
と
も
厳
禁
で
す
」
と
語
り
な
が

ら
、
ト
ラ
ッ
ク
を
出
発
方
向
へ
操
作
し
た
。
生
物
の

命
と
関
わ
る
仕
事
の
厳
し
さ
、
覚
悟
を
垣
間
見
た
思

い
で
あ
る
。

一
方
、
ふ
ん
尿
の
処
理
を
セ
ン
タ
ー
に
依
頼
し
て

い
る
酪
農
家
は
、
ふ
ん
尿
の
処
理
代
金
を
支
払
う
代

わ
り
に
、
ふ
ん
尿
搬
出
か
ら
液
肥
散
布
ま
で
の
作
業

を
セ
ン
タ
ー
側
で
行
い
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
。

そ
れ
が
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
に
な
っ
て
い
る
。

「
化
学
肥
料
と
違
っ
て
、
良
質
な
有
機
肥
料
で
、
地

力
の
維
持
に
効
果
が
あ
る
と
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。
セ

ン
タ
ー
に
は
消
化
液
を
牧
草
地
や
畑
に
散
布
す
る
専

用
ト
ラ
ク
タ
ー
が
あ
り
ま
す
の
で
、
春
に
な
る
と
大

忙
し
で
す
。
畑
１
ha
に
50
ｔ
ほ
ど
を
散
布
し
ま
す
。

ふ
ん
尿
が
再
生
さ
れ
て
上
質
な
肥
料
に
な
っ
て
返
っ

て
く
る
わ
け
で
、
今
ま
で
化
学
肥
料
を
購
入
し
て
い

た
畑
作
農
家
に
と
っ
て
は
化
学
肥
料
の
コ
ス
ト
削
減

に
も
つ
な
が
り
、
と
て
も
好
評
で
す
」
と
樋
詰
さ
ん

は
言
う
。

翌
日
は
快
晴
。
朝
再
度
セ
ン
タ
ー
を
訪
ね
る
と
、

十
勝
地
区
の
畑
作
農
家
の
グ
ル
ー
プ
と
、
瓜
幕
小
学

校
５
、６
年
生
ら
が
見
学
に
来
場
、
井
上
さ
ん
が
施

設
を
ガ
イ
ド
し
て
い
た
。

バ
イ
オ
ガ
ス
か
ら
精
製
し
た
メ
タ
ン
ガ
ス
が
２
本

の
ボ
ン
ベ
に
詰
め
ら
れ
て
、
町
所
有
の
車
に
搭
載
さ

れ
て
い
る
。「
一
回
充
填
す
る
こ
と
で
２
０
０
㎞
く

ら
い
走
行
可
能
で
す
」
と
い
う
井
上
さ
ん
の
説
明
に
、

見
学
者
は
み
な
車
を
取
り
囲
ん
で
感
心
し
て
い
る
。

見
学
児
童
は
バ
イ
オ
ガ
ス
プ
ラ
ン
ト
か
ら
余
剰
熱

利
用
施
設
へ
移
動
。
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
水
槽
の
前
で
は

「
か
わ
い
い
」
を
連
発
し
て
い
た
。
マ
ン
ゴ
ー
栽
培

ハ
ウ
ス
で
温
度
と
水
量
管
理
に
つ
い
て
説
明
を
受
け

た
あ
と
研
修
棟
へ
行
き
、
セ
ン
タ
ー
関
係
者
に
質
疑

応
答
し
た
り
メ
モ
を
整
理
し
た
り
し
た
。

見
学
を
終
え
て
バ
ス
で
帰
る
児
童
を
見
送
っ
た
井

上
さ
ん
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
学
習
の
た
め
に
見
学
に

来
た
の
で
す
が
、
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
子
供
た
ち
が

一
番
の
理
解
者
で
す
。
町
の
将
来
を
担
う
も
の
と
し

て
期
待
し
て
い
ま
す
」
と
満
足
そ
う
に
語
っ
て
い
た
。

キ
ャ
ビ
ア
や
マ
ン
ゴ
ー
の
収
穫
に 

期
待
を
膨
ら
ま
せ
て

我
々
も
プ
ラ
ン
ト
見
学
の
後
は
商
工
観
光
課
鈴
木

さ
ん
の
案
内
で
、
余
剰
熱
を
活
用
し
た
施
設
へ
。

過
疎
債
は
、
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
養
殖
、
マ
ン
ゴ
ー
の

栽
培
に
関
す
る
経
費
の
一
部
に
使
わ
れ
て
い
る
（
平

成
25
年
度
総
事
業
費
５
１
０
万
円
の
う
ち
３
５
０
万

円
を
過
疎
債
で
充
当
）。

鈴
木
さ
ん
は
帯
広
畜
産
大
学
畜
産
科
学
課
程
を
卒

業
し
て
２
年
前
に
鹿
追
町
に
就
職
し
、
チ
ョ
ウ
ザ
メ

の
飼
育
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め
函
館
市
や
つ
く
ば
市
へ

視
察
研
修
に
行
っ
た
と
い
う
。
平
成
26
年
８
月
ま
で

研
究
棟
で
直
接
飼
育
を
行
っ
て
い
た
。
現
在
は
役
場

で
一
般
業
務
を
行
い
つ
つ
、
折
あ
る
ご
と
に
セ
ン
タ

ー
へ
行
き
、
チ
ョ
ウ
ザ
メ
の
飼
育
に
携
わ
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
鈴
木
さ
ん
は
岩
手
県
出
身
、
井
上
さ
ん

は
千
葉
県
出
身
で
、
北
海
道
の
大
学
を
出
て
鹿
追
町

役
場
に
就
職
し
た
と
い
う
。

チ
ョ
ウ
ザ
メ
飼
育
室
へ
入
室
す
る
と
、
体
長
80
㎝

ほ
ど
の
チ
ョ
ウ
ザ
メ
が
颯
爽
と
泳
い
で
い
る
。
２
、

３
歳
の
チ
ョ
ウ
ザ
メ
が
入
っ
た
大
型
水
槽
が
７
基
と

幼
魚
の
入
っ
た
小
型
水
槽
が
３
基
あ
る
。
飼
育
担
当

の
市
川
さ
ん
は
「
サ
メ
と
い
っ
て
も
海
に
い
る
サ
メ

の
仲
間
で
は
な
く
、
３
億
年
前
か
ら
生
存
し
て

い
る
古
代
魚
の
一
種
で
す
」
と
い
う
。
鱗
の
形

が
蝶
々
の
羽
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
チ
ョ
ウ

ザ
メ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
歯

は
な
く
目
も
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
が
嗅
覚
が
発

達
し
て
い
て
、
４
本
の
ひ
げ
を
水
底
に
付
け
て

▲70㎝以上あるチョウザメが水槽内を悠々と泳ぎまわっている。飼育係の市川さん

◀チョウザメを見て「かわいい」
を連発する児童たち
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餌
を
探
す
。
水

は
豊
富
に
あ
る

地
下
水
、
餌
は

魚
粉
を
ペ
レ
ッ

ト
状
に
し
た
鱒

用
飼
料
を
隔
日

で
与
え
て
い
る
。

「
水
槽
は
水
深

よ
り
も
広
さ
や
数
が
必
要
で
、
十
分
な
酸
素
と
水
を

供
給
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
」
と
鈴
木
さ
ん
は
言
う
。

「
水
温
は
冬
場
で
10
℃
、
夏
場
で
20
℃
に
設
定
し
て

い
ま
す
。
冬
に
卵
を
持
ち
春
に
生
み
ま
す
が
、
抱
卵

は
８
歳
前
後
か
ら
。
あ
と
２
～
３
年
で
キ
ャ
ビ
ア
の

採
取
が
期
待
で
き
そ
う
で
す
ね
。
死
亡
率
は
０
～
１

歳
で
１
割
程
度
。
２
～
３
歳
に
な
る
と
死
亡
率
は
さ

ら
に
減
り
ま
す
か
ら
、
育
て
や
す
い
魚
で
す
」

チ
ョ
ウ
ザ
メ
は
３
歳
で
雌
雄
判
別
を
行
い
、
そ
の

後
オ
ス
は
随
時
出
荷
す
る
こ
と
に
な
る
。
白
身
魚
と

し
て
も
美
味
で
、
町
内
の
料
理
店
で
刺
身
に
し
て
も

ら
っ
た
と
こ
ろ
「
ま
っ
た
く
癖
が
な
い
淡
白
で
上
品

な
味
で
、
フ
グ
の
よ
う
な
食
感
の
高
級
魚
で
す
」
と

市
川
さ
ん
。
セ
ン
タ
ー
勤
務
に
な
っ
て
ま
だ
１
年
程

だ
が
、
チ
ョ
ウ
ザ
メ
に
餌
を
与
え
る
と
き
が
至
福
の

ひ
と
時
だ
と
微
笑
ん
で
い
た
。

隣
接
す
る
ハ
ウ
ス
で
は
接
木
を
し
て
４
年
を
経
た

マ
ン
ゴ
ー
が
32
本
育
っ
て
い
た
。
樹
を
大
き
く
す
る

た
め
、
平
成
27
年
は
実
の
採
取
は
行
わ
な
い
方
針
だ

と
い
う
。
今
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
空
間
の
あ
る
施
設

だ
が
、
５
、６
年
経
つ
と
ハ
ウ
ス
上
部
ま
で
伸
び
て

枝
を
張
る
。
そ
れ
ま
で
樹
を
育
て
る
と
20
年
以
上
は

実
を
収
穫
で
き
る
と
い
う
。

平
成
26
年
12
月
に
８
個
の
実
を
収
穫
、
平
均

５
５
０
ｇ
と
い
う
立
派
な
実
が
な
り
、
糖
度
も
高
か

っ
た
。
収
穫
さ
れ
た
マ
ン
ゴ
ー
は
保
育
園
や
関
係
者

に
配
ら
れ
、
皆
の
期
待
が
膨
ら
ん
だ
と
い
う
。
マ
ン

ゴ
ー
生
産
の
先
進
地
宮
崎
県
で
は
１
個
１
万
円
の
も

の
も
登
場
し
て
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
原
産
地
で
は

夏
に
結
実
す
る
が
、
鹿
追
町
で
は
、
バ
イ
オ
ガ
ス
プ

ラ
ン
ト
か
ら
発
生
す
る
余
剰
熱
と
、
北
海
道
な
ら
で

は
の
雪
氷
熱
を
利
用
し
て
冬
の
収
穫
を
目
指
す
。

し
か
し
マ
ン
ゴ
ー
の
栽
培
は
意
外
と
難
し
く
、
11

～
４
月
ま
で
は
室
温
を
25
～
30
℃
に
加
熱
す
る
が
、

６
～
７
月
は
15
℃
以
下
に
冷
や
さ
な
い
と
花
が
咲
か

な
い
。
そ
の
た
め
、
冬
季
に
ハ
ウ
ス
横
に
建
設
し
た

10
ｍ
角
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
に
約
６
ｍ
の
雪
山
を

作
り
、
夏
季
に
ハ
ウ
ス
地
下
の
配
管
に
雪
氷
で
冷
水

を
流
し
、
地
温
を
15
℃
前
後
に
冷
却
す
る
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
本
来
収
穫
で
き
な
い
冬
季
に
マ
ン
ゴ
ー

の
収
穫
が
行
え
る
。
バ
イ
オ
マ
ス
開
発
利
用
の
鹿
追

町
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。

マ
ン
ゴ
ー
施
設
の
担
当

は
、
今
年
地
域
お
こ
し
協

力
隊
で
採
用
さ
れ
た
我
妻

里
美
さ
ん
。
福
島
県
か
ら

昨
年
一
年
間
産
業
研
修
生

と
し
て
鹿
追
町
内
の
農
家

で
研
修
を
し
て
い
た
が
、

鹿
追
町
が
気
に
入
り
、
隊

員
と
し
て
働
く
こ
と
に
な

っ
た
。

「
マ
ン
ゴ
ー
栽
培
で
は
温
度
管
理
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

で
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
朝
夕
に
き
て
操
作
す

れ
ば
い
い
。
日
中
は
サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培
・
加
工
作

業
を
手
伝
っ
て
い
ま
す
」

そ
の
サ
ツ
マ
イ
モ
を
貯
蔵
し
て
い
る
農
産
物
保
管

庫
が
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
。
大
小
の
サ
ツ
マ
イ
モ
が

う
ず
高
く
積
ま
れ
た
中
で
、
神
田
縁ゆ
か
り

さ
ん
が
選
別
作

業
を
行
っ
て
い
る
。

「
北
海
道
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
優
良
産
地
で
す
が
、
サ

ツ
マ
イ
モ
は
殆
ど
栽
培
さ
れ
て
い
な
い
。
も
と
も
と

暖
か
い
地
域
の
作
物
で
す
が
、
こ
の
豊
饒
な
大
地
な

ら
栽
培
で
き
る
は
ず
だ
と
栽
培
を
始
め
ま
し
た
」
と

い
う
神
田
さ
ん
は
３
年
間
鹿
追
町
で
地
域
お
こ
し
協

力
隊
と
し
て
働
き
、
隊
員
を
終
了
し
た
今
年
か
ら
鹿

追
町
に
残
り
サ
ツ
マ
イ
モ
の
栽
培
・
出
荷
を
目
指
し

て
「
神
田
か
ん
し
ょ
研
究
所
」
を
起
業
し
た
。

糖
度
が
高
い
「
べ
に
は
る
か
」
と
い
う
品
種
が
主

で
、
細
め
だ
が
赤
色
が
濃
厚
で
、
そ
の
ま
ま
ふ
か
し

て
食
べ
て
も
美
味
し
い
が
、
干
し
芋
等
に
加
工
す
る

と
い
う
。
芋
は
女
性
や
子
供
が
大
好
き
だ
か
ら
、
き

っ
と
鹿
追
町
の
特
産
品
に
な
る
に
違
い
な
い
。

文
／
浅
井
登
美
子

　写
真
／
小
林
恵

●鹿追町農業振興課 ☎0156-66-4035
●鹿追町商工観光課 ☎0156-66-4034

▲
マ
ン
ゴ
ー
ハ
ウ
ス
。温
度
調

整
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ

て
い
る

◀
平
成
26
年
に
収
穫
さ
れ
た

マ
ン
ゴ
ー
。平
成
27
年
は
樹
を

育
成
す
る
た
め
に
実
は
収
穫

し
な
い（
商
工
観
光
課
提
供
）

▲マンゴーハウスで室温や地温を設定する
我妻さん
▼サツマイモ保管庫で作業する神田さん
（左）と我妻さん
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過
去
４
年
間
に
約
１
９
０
人
の
移
住
者

雨
上
が
り
の
森
に
子
ど
も
た
ち
の
歓
声
が
響
く
。

落
ち
葉
の
絨
毯
を
踏
み
し
め
な
が
ら
元
気
よ
く
走
り

ま
わ
る
の
は
、
島
根
県
邑
南
町
に
あ
る
東
光
保
育
園

の
園
児
た
ち
。
こ
の
保
育
園
は
、
隣
接
す
る
森
の
中

で
子
ど
も
た
ち
を
自
由
に
遊
ば
せ
て
身
体
能
力
を
高

め
た
り
、“
食
育
”
の
一
環
と
し
て
給
食
の
米
と
ぎ
を

行
わ
せ
る
な
ど
、
ユ
ニ
ー
ク
な
保
育
を
試
み
て
い
る

こ
と
で
有
名
だ
。

「
自
然
が
豊
か
な
邑
南
町
は
子
育
て
環
境
が
抜
群
。

そ
の
た
め
他
県
か
ら
移
住
し
て
く
る
人
が
多
く
、
今

島根県の中央部に位置する邑南町。人口1万
1333人、高齢化率42.2％、山林が86％という
典型的な過疎の町がいま、全国の自治体から熱い
視線を浴びている。“日本一の子育て村”を標榜し、
出産と子育て支援に力を入れている邑南町には、
過去４年間におよそ190人の移住者があり、合

計特殊出生率は2.65（平成24年）と、全国平
均の1.42を大きく上回っているのだ。シングル
マザーが自立して暮らせる“女性にやさしい町”
としても注目され、週刊誌やテレビでも紹介され
た。町は何をめざし、どんな取り組みをしている
のか。紅葉真っ盛りの邑南町を訪ねた。

全
国
が
熱
い
視
線
を
注
ぐ

［
日
本
一
の
子
育
て
村
］

島
根
県

 

邑お
お

南な
ん

町ち
ょ
う

▲東光保育園・米を洗う子ども、炊飯準備をする子ども

◀羽釜を使い薪でご飯炊きをする

子どもと地域の
元気プロジェクト

▲東光保育園・園児たち



21

年
は
Ｉ
タ
ー
ン
で
２
組
が
入
園
さ
れ
ま
し
た
」
と
話

す
の
は
東
光
保
育
園
の
園
長
・
静
間
澄
香
さ
ん
。
森

の
中
を
の
び
の
び
と
駆
け
回
っ
て
遊
べ
る
自
然
環
境

の
よ
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
邑
南
町
は
他
の
町
と

比
べ
て
、
出
産
・
子
育
て
の
支
援
が
充
実
し
て
い
る

と
い
う
。

「
２
人
目
以
降
の
お
子
さ
ん
は
保
育
料
が
無
料
で
す

し
、
保
育
所
は
完
全
給
食
で
給
食
費
は
無
料
。
都
市

部
で
は
保
育
所
不
足
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
町
で
は
待
機
児
童
は
ゼ
ロ
な
ん
で
す
よ
」

さ
ら
に
、
中
学
を
卒
業
す
る
ま
で
医
療
費
が
無
料
、

予
防
接
種
費
用
全
額
補
助
、
不
妊
治
療
費
の
助
成
な

ど
、「
医
療
」「
保
健
」
面
の
フ
ォ
ロ
ー
も
万
全
だ
。

邑
南
町
役
場
定
住
促
進
課
の
田
村
哲
さ
ん
に
よ
る

と
、
こ
う
し
た
制
度
は
、
町
が
人
口
減
少
を
食
い
止

め
る
た
め
に
戦
略
的
に
行
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

「
平
成
22
年
の
国
勢
調
査
で
、
総
人
口
が
前
回
の
調

査
か
ら
１
０
０
０
人
弱
の
減
少
と
な
り
、
18
歳
以
下

の
人
口
も
２
０
０
人
以
上
減
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
町

は
、
平
成
23
年
か
ら
10
年
間
で
、
18
歳
以
下
の
人
口

を
１
６
６
０
人
か
ら
１
８
０
０
人
に
増
や
す
と
い
う

目
標
を
掲
げ
、
子
育
て
支
援
の
促
進
を
図
っ
た
の
で

す
」そ

の
結
果
、
県
外
か
ら
邑
南
町
に
移
住
し
て
き
た

人
は
、
過
去
４
年
間
に
１
９
１
人
に
の
ぼ
っ
た
。
な

か
に
は「
女
手
一
つ
で
も
子
ど
も
を
育
て
て
い
け
る
」

と
再
出
発
の
地
に
邑
南
町
を
選
ん
だ
シ
ン
グ
ル
マ
ザ

ー
も
い
た
こ
と
か
ら
、“
女
性
に
や
さ
し
い
町
”
と
し

て
週
刊
誌
や
テ
レ
ビ
で
取
り
上
げ
ら
れ
、“
子
育
て

村
”
と
し
て
一
躍
有
名
に
。
今
や
メ
デ
ィ
ア
や
自
治

体
か
ら
熱
い
視
線
を
浴
び
る
町
と
な
っ
た
。

出
生
率
を
高
め
て
人
口
減
少
を
食
い
止
め
る

子
育
て
中
の
若
い
お
母
さ
ん
に
実
情
を
聞
く
た
め
、

東
光
保
育
所
内
の
子
育
て
サ
ロ
ン
「
す
く
す
く
」
を

訪
ね
た
。
こ
こ
は
月
曜
か
ら
金
曜
の
午
前
９
時
か
ら

午
後
４
時
ま
で
、
子
ど
も
や
親
同
士
の
交
流
の
場
と

し
て
開
放
さ
れ
て
い
る
。

約
２
年
前
、
浜
田
市
か
ら
移
住
し
た
静
本
梨
奈
さ

ん
は
二
児
の
母
。
子
育
て
支
援
が
充
実
し
て
い
る
こ

と
を
知
っ
て
、
こ
の
町
を

移
住
先
に
選
ん
だ
と
い
う
。

「
現
在
、
上
の
子
ど
も
は

保
育
所
に
預
け
て
い
ま
す

が
、
保
育
料
は
無
料
。
邑

南
町
は
家
賃
も
安
い
の
で

暮
ら
し
や
す
い
で
す
よ
。

“
す
く
す
く
”
で
は
保
育

士
さ
ん
に
子
育
て
の
相
談
が
で
き
る
の
で
安
心
で
す
」

Ｕ
タ
ー
ン
移
住
し
た
と
い
う
上
田
ユ
ミ
さ
ん
が
、

「
さ
く
ら
カ
ー
ド
」
な
る
も
の
を
見
せ
て
く
れ
た
。

健
診
を
受
け
た
り
、
子
育
て
講
座
に
参
加
す
る
な
ど
、

子
育
て
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
だ
け
で
ポ
イ
ン
ト

（
１
ポ
イ
ン
ト
＝
１
円
）
が
貯
ま
り
、
町
内
の
お
店

で
買
い
物
に
利
用
で
き
る
の
だ
と
か
。
ま
さ
に
い
た

れ
り
尽
く
せ
り
の
サ
ー
ビ
ス
だ
。

こ
う
し
た
制
度
を
医
療
面
で
支
え
て
い
る
の
が
、

町
に
２
つ
あ
る
公
立
病
院
の
存
在
だ
。
そ
の
一
つ
、

公
立
邑
智
病
院
の
荘
田
恭
仁
院
長
に
、
町
の
取
り
組

み
を
ど
う
思
う
か
聞
い
て
み
た
。

「
医
療
に
携
わ
る
側
と
し
て
も
あ
り
が
た
い
こ
と
で

す
。
過
疎
化
が
進
み
、
人
口
が
減
る
と
、
一
人
あ
た

り
の
医
療
費
の
負
担
が
の
し
か
か
っ
て
き
ま
す
。
し

か
し
、
人
が
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
、
教
育
（
学

校
）
と
医
療
（
病
院
）
は
絶
対
に
欠
か
せ
な
い
。
医

療
が
保
障
さ
れ
る
と
移
住
者
が
増
え
、
出
生
率
も
上

が
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
」

邑
南
町
で
は
、
現
在
70
人
前
後
の
出
生
数
を
年
間

１
０
０
人
に
ま
で
上
げ
る
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る

と
か
。
こ
の
ま
ま
出
生
数
が
上
が
れ
ば
、
40
年
後
に

は
人
口
減
少
化
が
下
げ
止

ま
る
計
算
だ
。

「
過
疎
地
域
の
医
療
で
、

も
う
一
つ
重
要
な
の
が
救

命
救
急
で
す
。
こ
の
病
院

に
は
産
婦
人
科
・
小
児
科

の
専
門
医
が
常
勤
し
て
お

り
、
24
時
間
３
６
５
日
の

救
急
受
付
を
し
て
い
ま
す
。

緊
急
の
場
合
は
、
ド
ク
タ

ー
ヘ
リ
を
飛
ば
し
て
広
島

◀公立邑智病院でワクチン
接種を受ける子ども（左）と
荘田院長（右）

▲子育てサロン・お茶タイム

▲静本梨奈さん（左）、上田ユミさん（右）親子

▲おおなんさくらカード
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市
や
浜
田
市
へ
搬
送
す
る
備
え
も
あ
り
ま
す
」

取
材
に
訪
れ
た
日
も
、
院
内
で
新
生
児
の
救
命
救

急
措
置
の
研
修
が
行
わ
れ
て
い
た
。“
子
育
て
支
援
”

は
、
病
院
の
協
力
な
し
に
は
で
き
な
い
と
実
感
す
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
支
援
を
手
厚
く
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

町
の
予
算
は
膨
れ
上
が
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
財

源
は
ど
う
し
て
い
る
の
か
。
定
住
促
進
課
の
田
村
さ

ん
に
素
朴
な
疑
問
を
ぶ
つ
け
て
み
た
。

「
他
の
自
治
体
の
方
た
ち
か
ら
も
よ
く
尋
ね
ら
れ
ま

す
が
、
邑
南
町
で
は
、
過
疎
債
を
活
用
し
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
過
疎
債
と
い
う
の
は
建
物
に
し
か
使
え
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
平
成
22
年
度
か
ら
経
済
支
援
な

ど
の
ソ
フ
ト
事
業
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、

過
疎
債
を
こ
の
制
度
に
回
し
て
財
源
を
確
保
。
ま
た
、

平
成
23
年
に
『
邑
南
町
日
本
一
の
子
育
て
村
推
進
基

金
』
を
創
設
し
、
過
疎
法
終
了
後
の
財
源
と
し
て
約

３
億
円
を
積
み
立
て
て
い
ま
す
」。

“
子
育
て
村
”
で
夢
を
叶
え
る

子
育
て
支
援
に
よ
っ
て
移
住
者
を
増
や
す
一
方
で
、

町
は
「
定
住
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
を
置
い
て
、

住
居
探
し
や
求
職
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
、
徹
底
し
た
移

住
者
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、定
住
者
の
雇
用
を
生
み
出
す
た
め
、「
食
」

と
「
農
」
を
切
り
口
に
し
た
「
Ａ
級
グ
ル
メ
の
ま
ち

構
想
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
石
見
和
牛
や
石
見
ポ

ー
ク
、
地
元
の
新
鮮
な
野
菜
な
ど
、
町
の
豊
か
な
食

材
を
使
っ
た
美
味
し
い
料
理
を
「
Ａ
級
グ
ル
メ
」
と

し
て
Ｐ
Ｒ
。「
食
」や「
農
」に
携
わ
る
人
た
ち
を「
地

域
お
こ
し
協
力
隊
」
と
し
て
募
集
し
た
。

平
成
27
年
２
月
に
静
岡
県
磐
田
市
か
ら
移
住
し
た

伊
藤
雅
規
さ
ん
・
統
子
さ
ん
夫
妻
も
そ
の
う
ち
の
１

組
だ
。
雅
規
さ
ん
は
、
静
岡
で
マ
ス
ク
メ
ロ
ン
の
販

売
を
し
て
い
た
経
験
を
生
か
し
、
市
木
地
区
の
特
産

「
菊
芋
」
の
全
国
販
売
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

ま
た
、
か
つ
て
浜
田
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
栄
え

た
貴
重
な
文
化
遺
産
を
復
活
し
よ
う
と
「
市
木
地
区

再
生
協
議
会
」
を
立
ち
上
げ
た
。

「
こ
の
地
域
に
は
立
派
な
お
寺
や
神
社
、
江
戸
時
代

の
酒
蔵
や
旅
館
も
あ
る
の
で
す
が
、
残
念
な
こ
と
に

空
き
家
が
多
い
。
こ
れ
を
何
か
に
活
用
で
き
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
が
生
ま
れ
育
っ
た
地

域
を
誇
り
に
思
い
、
み
ん
な
が
笑
顔
で
暮
ら
せ
る
地

区
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」
と
夢
を
語
る
。

祖
父
母
の
暮
ら
す
邑
南
町
に
“
孫
タ
ー
ン
”
し
て
、

夢
を
叶
え
た
カ
ッ
プ
ル
も
い
る
。
２
年
半
前
に
広
島

市
内
か
ら
移
住
し
、「
器
・
カ
フ
ェ
　
こ
め
じ
る
し
」

を
開
い
た
米
田
光
希
さ
ん

夫
妻
だ
。
広
島
で
グ
ラ
フ

ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し

て
多
忙
な
日
々
を
送
っ
て

い
た
頃
か
ら
、
い
つ
か
夫

婦
で
お
店
を
開
き
た
い
と

思
っ
て
い
た
と
い
う
。

「
邑
南
町
を
選
ん
だ
の
は
、

高
齢
の
祖
父
母
が
心
配
だ
っ
た
こ
と
と
、
生
ま
れ
て

く
る
子
ど
も
を
自
然
の
中
で
の
び
の
び
と
育
て
た
い

と
思
っ
た
か
ら
。
こ
こ
は
地
域
の
人
の
目
が
温
か
い

の
が
嬉
し
い
」
と
語
る
。

高
水
川
沿
い
の
雑
木
林
の
な
か
に
ひ
っ
そ
り
と
建

つ
カ
フ
ェ
は
、
不
思
議
な
オ
ー
ラ
で
人
を
惹
き
つ
け

る
。
メ
ニ
ュ
ー
に
あ
る
の
は
、
有
機
栽
培
の
コ
ー
ヒ

ー
・
紅
茶
や
町
内
産
の
果
物
・
野
菜
を
使
っ
た
お
菓

子
な
ど
。「
小
さ
な
お
子
さ
ん
で
も
安
心
し
て
食
せ

る
も
の
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

人
口
減
少
を
食
い
止
め
る
こ
と
を
目
的
に
始
ま
っ

た
“
日
本
一
の
子
育
て
村
構
想
”。
夢
を
抱
い
て
移

住
し
て
く
る
若
者
た
ち
の
パ
ワ
ー
に
よ
っ
て
、
町
は

想
像
を
超
え
る
、
新
た
な
展
開
を
見
せ
て
い
る
よ
う

だ
。�

文
・
写
真
／
小
田

　礼
子

●邑南町役場定住促進課 ☎0855-95-1117

▲公立邑智病院の新生児研修
下は藤脇副院長（小児科医師）

▲地域おこし協力隊・伊藤さんご夫妻

▲▼孫ターンの「こめじるし」店主・米
田光希さんと店舗（下）
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砂
鉄
を
炉
に
注
ぐ 

フ
イ
ゴ
で
風
を
送
る

炉
の
上
か
ら
赤
々
と
陽
炎
の
よ
う
に
炎
が
立
ち
上

っ
て
い
る
。
タ
オ
ル
を
首
に
巻
い
た
鳥
上
小
学
校
６

年
の
高
橋
健
太
郎
く
ん
が
、
小
さ
な
ス
コ
ッ
プ
を
手

に
、
砂
鉄
を
掬
い
取
っ
て
慎
重
に
炉
に
注
ぎ
込
む
と
、

炎
が
オ
レ
ン
ジ
色
に
変
わ
っ
て
更
に
大
き
く
立
ち
上

っ
た
。

世
界
で
唯
一
、
日
本
古
来
の
製
鉄
法
「
た
た
ら
製

鉄
」
の
体
験
を
指
導
す
る
の
は
、
村む
ら
げ下
と
呼
ば
れ
る

玉
鋼
製
造
技
術
の
総
指
揮
者
・
木
原
明
さ
ん（
80
）を

中
心
と
す
る
た
た
ら
製
鉄
工
た
ち
だ
。

奥
出
雲
町
立
鳥
上
小
学
校
校
庭
の
一
角
に
建
て
ら

れ
た
た
た
ら
製
鉄
を
小
学
生
た
ち
が
体
験
す
る｢

古

代
た
た
ら
体

験
工
房｣

で

あ
る
。
工
房

の
一
角
で
は
、

生
徒
が
掛
け

声
を
掛
け
、

膝
の
屈
伸
を

し
な
が
ら
ボ

ー
ト
を
漕
ぐ

よ
う
に
、
全

身
で
フ
イ
ゴ

の
棒
を
押
し

引
き
し
て
い

奥出雲町は平成17年に旧横田町と仁多町が合併し
て誕生、島根県の東南端に位置し広島県、鳥取県
に接する町。古事記や日本書紀に登場するヤマタ
ノオロチ退治のスサノオノミコトゆかりの地で、
出雲神話発祥の地とも言われている。古くから「た
たら」製鉄で栄え、今でも世界で唯一たたらを操

業して日本刀の原料となる玉
たまはがね

鋼を生産している。
町ではその貴重な製鉄作業を小学6年生が体験す
る学習会が実施されている。併せて、伝統工芸や
地場産業の振興にも力を入れており、移住してき
て継承に取り組む若者たちを併せて取材させても
らった。

◀上／砂鉄を炉に入れる
　下／村下の木原明さんに話を聞く児童たち

▲たたら製鉄体験学習　炉を崩してケラを取り出す作業

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

奥お
く

出い
ず

雲も

町ち
ょ
う

子どもと地域の
元気プロジェクト



る
。
フ
イ
ゴ
を
押
す
係
と
そ
の
肩
を
押
し
て
手
助
け

す
る
係
の
２
人
で
一
組
だ
。
た
た
ら
製
鉄
の
炉
内
の

温
度
を
高
温
で
維
持
す
る
に
は
フ
イ
ゴ
か
ら
送
り
出

さ
れ
る
風
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
最
後
ま
で

一
瞬
も
休
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
日
、
た
た
ら
製
鉄
の
体
験
学
習
に
参
加
し
た

鳥
上
、
横
田
、
そ
れ
に
高
尾
と
布ふ

せ勢
、
三み

な
り成

、
亀か

め
だ
け嵩

、

阿
井
、
馬ま

き木
の
各
小
学
校
の
6
年
生
総
勢
81
名
が
、

順
繰
り
に
休
む
こ
と
な
く
フ
イ
ゴ
で
風
を
送
る
係
を

し
て
い
た
。

木
原
明
さ
ん
の
周
り
に
ノ
ー
ト
を
持
っ
た
子
ど
も

た
ち
が
集
ま
っ
て
、
村
下
の
説
明
を
熱
心
に
聞
き
入

っ
て
い
る
。

「
鉄
鉱
石
よ
り
も
砂
鉄
は
不
純
物
が
少
な
い
の
。
全

国
で
も
出
雲
の
砂
鉄
は
純
度
が
高
い
の
で
、
古
代
か

ら
良
い
鋼は
が
ね

の
技
術
が
出
雲
で
発
展
し
て
き
た
わ
け
。

品
質
の
良
い
鋼
を
造
る
た
め
に
は
不
純
物
の
少
な
い

砂
鉄
を
使
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
。解
り
ま
し
た
か
」

皆
が
、
頷
き
な
が
ら
熱
心
に
メ
モ
を
取
っ
て
い
る
。

実
際
に
た
た
ら
の
作
業
を
し
て
い
る
の
で
理
解
が
早

い
。
女
の
子
が
木
原
さ
ん
に
質
問
を
す
る
。「
た
た

ら
製
鉄
の
仕
事
で
は
何
が
大
変
で
す
か
」。
木
原
さ

ん
が
自
ら
の
仕
事
の
誇
り
を
伝
え
る
よ
う
に
ゆ
っ
く

り
と
答
え
る
。

「
立
派
な
ケ
ラ
を
造
る
の
が
我
々
の
仕
事
だ
か
ら
、

そ
れ
を
や
り
遂
げ
る
村
下
に
は
ね
、
体
力
と
精
神
力

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
ね
」

木
原
さ
ん
が
精
神
的
な
強
さ
が
必
要
と
強
調
す
る
。

実
際
、
た
た
ら
製
鉄
の
難
し
さ
は
、
炎
の
色
を
見
て

温
度
を
判
断
し
、
砂
鉄
を
加
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
決

定
す
る
た
め
、
集
中
力
を
維
持
し
続
け
る
精
神
力
が

必
要
だ
。
そ
れ
は
、
良
い
玉
鋼
を
造
り
た
い
と
い
う

願
い
に
も
通
じ
て
い
る
。
砂
鉄
を
炉
に
入
れ
た
横
田

小
学
校
６
年
の
宮
里
廻
さ

ん
の
感
想
に
も
表
れ
る
。

「（
炉
の
近
く
な
の
で
）
熱

か
っ
た
け
ど
、
砂
鉄
が
立

派
な
玉
鋼
に
な
る
よ
う
に

と
思
っ
て
入
れ
ま
し
た
」

砂
鉄
は
炉
の
中
で
ゆ
っ

く
り
と
下
へ
落
ち
な
が
ら

還
元
さ
れ
て
ゆ
き
、
ケ
ラ

と
呼
ば
れ
る
鉄
の
塊
に
な
る
の
だ
。

午
後
５
時
前
に
「
ケ
ラ
出
し
」
と
呼
ば
れ
る
た
た

ら
製
鉄
最
後
の
行
程
が
始
ま
っ
た
。
フ
イ
ゴ
を
押
し

引
き
し
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
、
炉
を
取
り
巻
く
よ

う
に
見
守
る
中
、
布
勢
小
学
校
の
藤
井
淳
史
く
ん
と

鳥
上
小
学
校
の
高
橋
健
太
郎
く
ん
が
皆
を
代
表
し
て
、

粘
土
で
造
ら
れ
た
炉
を
上
か
ら
順
に
長
い
鉄
棒
で
突

き
崩
し
て
い
く
。
炉
の
縁
が
壊
れ
落
ち
る
度
に
真
っ

赤
な
火
の
粉
が
辺
り
に
飛
び
散
る
。
子
ど
も
た
ち
の

間
か
ら
「
お
お
っ
…
…
」
と
、
ど
よ
め
き
が
起
っ
た
。

炉
に
砂
鉄
を
入
れ
る
作
業
も
頑
張
っ
て
い
た
高
橋

く
ん
の
感
想
。「
熱
く
て
大
変
だ
っ
た
け
ど
、
炎
が

す
ご
く
き
れ
い
だ
っ
た
。
鉄
を
造
る
方
法
は
体
験
し

て
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
、
疲
れ
切
っ
た

表
情
だ
が
、
体
験
し
た
こ
と
で
理
解
が
深
ま
っ
た
よ

う
だ
。

炉
を
崩
し
終
わ
る
と
、
底
に
溜
ま
っ
た
ケ
ラ
を
ド

ラ
ム
缶
の
水
に
浸
け
て
冷
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

藤
井
く
ん
と
高
橋
く
ん
の
二
人
が
、
鉄
の
棒
で
挟
ん

で
真
っ
赤
に
焼
け
た
ケ
ラ
を
水
に
浸
け
る
と
、
ジ
ュ

バ
バ
ー
ン
と
い
う
爆
発
音
を
発
し
て
一
気
に
水
蒸
気

が
立
ち
上
っ
た
。

「
チ
ョ
ウ
ビ
ビ
っ
た
」
と
、
藤
井
く
ん
が
驚
い
て
い
る
。

村
下
の
木
原
さ
ん
が
子
ど
も
た
ち
に
向
か
っ
て
大
声

で
褒
め
称
え
る
。「
勇
気

が
あ
る
。
み
ん
な
讃
え
て

や
っ
て
く
れ
。
ケ
ラ
は
す

ご
い
勢
い
が
あ
る
だ
ろ
。

元
気
を
貰
え
。
水
に
浸
け

ら
れ
て
も
生
き
て
行
こ
う

と
す
る
元
気
が
あ
る
」

最
初
は
驚
く
ば
か
り
で

声
も
出
な
か
っ
た
子
ど
も

た
ち
か
ら
拍
手
が
湧
き
起

こ
っ
た
。
こ
の
日
採
れ
た

ケ
ラ
は
35
キ
ロ
。

藤
井
く
ん
は
、「
最
後
の

ケ
ラ
を
水
の
中
に
入
れ
る

と
爆
発
し
て
、
顔
の
周
り
は
熱
か
っ
た
け
ど
良
い
体

験
が
で
き
て
、
す
ご
い
感
動
で
す
」
と
、
た
た
ら
製

鉄
の
体
験
は
彼
の
記
憶
に
深
く
刻
ま
れ
た
よ
う
だ
。

蕎
麦
好
き
が
高
じ
て
蕎
麦
打
ち
に

過
疎
債
ソ
フ
ト
事
業
は
、「
地
域
文
化
伝
承
対
策
」

と
し
て
実
施
さ
れ
た「
古
代
た
た
ら
製
鉄
体
験
学
習
」

の
他
に
、
奥
出
雲
町
で
は
「
移
住
・
交
流
・
若
者
の

定
住
促
進
対
策
」
や
「
産
業
振
興
」
に
も
過
疎
債
が

効
果
を
発
揮
し
て
い
る
。

▲炉を崩してケラを取り出す

▲フイゴを押して風を入れる

▲炉内の温度を測る
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午
前
７
時
、
稲
田
神
社
の
境
内
に
あ
る
手
打
ち
蕎

麦
の
店
「
姫
の
そ
ば
　
ゆ
か
り
庵
」
の
作
業
場
で
は
、

山
中
将
道
さ
ん（
34
）が
、
そ
の
日
提
供
す
る
十
割
蕎

麦
を
打
つ
作
業
を
始
め
て
い
た
。

「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
の
広
島
の
会
社
が
倒
産
し
て

解
放
さ
れ
、
蕎
麦
好
き
が
高
じ
て
食
べ
歩
き
を
し
て

い
る
う
ち
に
、
こ
こ
の
蕎
麦
の
香
り
と
甘
み
に
惹
か

れ
て
、
気
付
い
た
ら
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
い
ま
し
た
」

蕎
麦
打
ち
が
終
わ
る
と
開
店
だ
。
注
文
の
蕎
麦
を

各
テ
ー
ブ
ル
に
運
び
、
午
後
３
時
を
過
ぎ
る
と
よ
う

や
く
一
息
付
け
る
。

「
田
舎
で
暮
ら
し
始
め
た
ら
野
菜
が
美
味
し
い
ん
で

す
よ
。
自
然
と
触
れ
合
う
こ
と
で
癒
や
さ
れ
る
実
感

が
あ
っ
て
、
一
日
が
充
実
し
て
ま
す
」

奥
出
雲
町
で
働
き
始
め
て
丸
一
年
。
自
分
の
店
を

持
ち
た
い
と
願
う
山
中
さ
ん
は
、
新
た
な
目
標
に
向

か
っ
て
踏
み
出
し
た
の
だ
。

雲
州
そ
ろ
ば
ん
の
技
術
者

も
う
一
人
、
奥
出
雲
町
の
伝
統
工
芸
品
「
雲
州
そ

ろ
ば
ん
」
の
職
人
と
し
て
広
島
市
か
ら
昨
年
５
月
に

Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き
た
の
は
山
下
晃
弘
さ
ん（
42
）。

雲
州
そ
ろ
ば
ん
協
業
組
合
の
工
場
を
訪
ね
る
と
、

電
動
研
磨
機
で
そ
ろ
ば
ん
の
枠
を
磨
く
仕
上
げ
作
業

を
し
て
い
た
。

「
こ
れ
ま
で
接
客
業
だ
っ
た
の
で
、
黙
々
と
仕
事
を

し
て
良
い
物
を
造
る
作
業
が
自
分
に
合
っ
て
い
る
と

い
う
の
が
第
一
印
象
。
納
得
で
き
る
ま
で
仕
上
げ
を

や
ら
せ
て
も
ら
え
る
の
で
、
職
場
で
の
ス
ト
レ
ス
が

な
い
で
す
ね
」

そ
ろ
ば
ん
職
人
の
仕
事
を
始
め
て
半
年
余
り
。
現

在
は
週
末
に
家
族
の
居
る
広
島
へ
帰
る
単
身
赴
任
だ

が
、
近
々
家
族
を
呼
び
寄
せ
た
い
と
望
ん
で
い
る
。

「
今
ま
で
は
私
が
辞
め
て
も
回
っ
て
い
く
仕
事
。
こ

こ
で
は
雲
州
そ
ろ
ば
ん
を
担
う
、
自
分
で
な
け
れ
ば

で
き
な
い
仕
事
を
手
に
入
れ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

先
輩
は
70
歳
に
な
っ
て
も
仕
事
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
。

定
年
が
な
く
や
っ
て
い
け
る
と
思
う
と
将
来
の
不
安

が
な
い
で
す
ね
」

山
下
さ
ん
は
、
ど
う
や
ら
自
分
の
適
正
に
合
致
す

る
仕
事
と
出
合
う
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。

翌
朝
は
、
奥
出
雲
町
農
業
振
興
課
の
佐
々
木
聡
志

さ
ん（
37
）に
、
日
本
一
の
作
付
面
積
32�

ha
を
誇
る
エ

ゴ
マ
畑
の
一
つ
を
案
内
し
て
も
ら
っ
た
。
収
穫
時
期

が
過
ぎ
最
後
に
残
っ
た
畑
で
、
奥
出
雲
町
農
業
公
社

か
ら
依
頼
さ
れ
た
農
外
企
業
が
大
型
機
械
で
刈
り
取

り
を
始
め
て
い
た
。

農
家
の
高
齢
化
や
農
産
物
価
格
の
低
迷
で
耕
作
が

放
棄
さ
れ
て
い
た
農
地
を
、
農
外
企
業
が
借
り
受
け
、

耕
作
し
て
い
る
の
だ
。
エ
ゴ
マ
の
有
機
苗
作
り
に
か

か
る
経
費
の
う
ち
、
町
で
助
成
す
る
部
分
に
過
疎
債

を
充
て
、
農
家
の
負
担
軽
減
と
栽
培
面
積
の
拡
大
を

図
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
耕
作
放
棄
地
が
農
地
と
し

て
蘇
る
仕
組
み
が
作
ら
れ
て
い
る
。

奥
出
雲
町
に
伝
わ
る
伝
統
技
術
や
工
芸
の
現
場
を

訪
ね
土
地
を
歩
く
と
、
Ｉ
タ
ー
ン
の
２
人
が
語
る
よ

う
に
地
域
の
風
土
や
人
び
と
が
秘
め
て
い
る
魅
力
を

ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
。
い
つ
か
多
く
の
人
び
と
が
そ

の
魅
力
に
気
付
き
、
人
の
流
れ
が
変
わ
る
こ
と
を
願

う
ば
か
り
だ
。

写
真
・
文

　芥
川 

仁

●�奥出雲町地域振興課 �
☎0854-54-2524

▲エゴマを栽培している畑に案内してくれた町農業振興課
佐々木聡志さん　左下／エゴマの実

◀Iターンして蕎麦打ち職人に。
山中将道さん

▲そろばん職人として�I�ターンした山下晃弘さん
◀雲州そろばん。名人の作品を展示
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山
梨
県
笛
吹
市
は
桃
・

葡
萄
の
生
産
量
日
本
一
を

誇
る
果
樹
の
郷
。
春
に
は

一
面
を
ピ
ン
ク
色
に
染
め

る
桃
源
郷
と
し
て
、
ま
た

温
泉
観
光
地
と
し
て
も
知

ら
れ
る
町
だ
が
、
市
の
南

端
、
標
高
８
０
０
ｍ
〜
１
、

０
０
０
ｍ
に
位
置
す
る
芦

川
町
を
知
る
人
は
少
な
い
。

旧
芦
川
村
は
２
０
０
６

年
笛
吹
市
に
編
入
合
併
さ

れ
、
合
併
当
時
５
１
３
人

だ
っ
た
人
口
は
現
在
高
齢

化
に
よ
り
町
の
過
疎
化
は

さ
ら
に
進
ん
で
い
る
。

炭
焼
き
や
養
蚕
、
畑
作

を
中
心
と
し
た
山
里
の
暮

ら
し
は
、
時
代
の
流
れ
と

共
に
変
化
を
見
せ
つ
つ
も
、

ゆ
っ
た
り
と
昔
時
間
が
流
れ
る
よ
う
な
、
地
域
独
特

の
暮
ら
し
の
風
景
は
、
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

参
加
者
は
県
内
甲
府
や
山
梨
市
か
ら

「
山
梨
の
秘
境
」
と
呼
ば
れ
た
芦
川
町
に
、
今
日
は

大
勢
の
親
子
参
加
者
が
や
っ
て
き
た
。
多
く
は
県
内

甲
府
市
、
南
ア
ル
プ
ス
市
、
山
梨
市
、
甲
斐
市
な
ど
、

甲
府
盆
地
都
市
部
の
地
域
か
ら
の
参
加
者
た
ち
だ
。

周
囲
の
山
が
一
望
に
見
渡
せ
る
畑
に
降
り
立
ち
、
気

持
ち
良
さ
そ
う
に
深
呼
吸
す
る
親
子
も
い
る
。

畑
を
市
か
ら
借
り
受
け
、
作
付
け
管

理
し
て
き
た
石
川
啓
吾
さ
ん
の
挨
拶
が

終
わ
る
と
、
参
加
者
た
ち
は
畝
の
中
へ

慣
れ
な
い
足
取
り
で
入
っ
て
い
く
。

「
サ
ツ
マ
イ
モ
は
、
土
の
中
深
く
に
入

っ
て
い
る
の
で
、
よ
ぉ
く
掘
っ
て
く
だ

さ
〜
い
」、「
掘
っ
た
イ
モ
は
、
す
べ
て

お
持
ち
帰
り
で
き
ま
す
か
ら
ね
」「
隣
の

畑
の
聖
護
院
大
根
も
一
人
３
本
ま
で
Ｏ

Ｋ
で
〜
す
」

ひ
と
き
わ
元
気
な
声
で
案
内
す
る
の

は
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
を
装
着
し
た

定
刻
10
分
前
に
37
名
の
参
加
者
を
乗
せ
た
大
型
バ
ス
が
、

集
落
の
小
高
い
サ
ツ
マ
イ
モ
畑
に
到
着
し
た
。
山
梨
県

笛
吹
市
芦
川
町
が
毎
年
こ
の
時
期
に
行
っ
て
き
た
「
サ

ツ
マ
イ
モ
堀
り
」
と
地
域
の
郷
土
食
「
ほ
う
と
う
作
り
」

が
今
年
も
始
ま
っ
た
。
バ
ス
か
ら
降
り
た
参
加
者
を
迎

え
た
の
は
、
役
所
の
担
当
者
や
地
域
の
関
係
者
、
そ
し

て
こ
の
日
の
案
内
役
・
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
を
務
め
る
二
人

の
頼
も
し
き
女
性
だ
っ
た
。

▲参加者を迎えて説明する藤間さん、福田さん

▼サツマイモ掘りをする参加者たち

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

笛ふ
え

吹ふ
き

市し

芦あ
し

川が
わ

町ち
ょ
う

子どもと地域の
元気プロジェクト
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本
日
の
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
・
藤
間
由
紀
さ
ん
と
福
田
奈

里
子
さ
ん
の
二
人
だ
。
手
際
よ
く
、
気
分
は
ど
こ
ま

で
も
楽
し
く
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
全
体
を
進
行
さ
せ
て
ゆ

く
。大

方
の
サ
ツ
マ
イ
モ
が
掘
り
起
こ
さ
れ
、
参
加
者

た
ち
は
大
満
足
で
次
の
収
穫
の
大
根
畑
に
移
っ
た
。

太
陽
を
存
分
に
浴
び
た
大
根
の
見
事
な
成
長
ぶ
り
に

あ
ち
こ
ち
で
歓
声
が
沸
く
。

収
穫
の
後
は
ス
タ
ッ
フ
の
人
た
ち
に
よ
る
ホ
ク
ホ

ク
の
焼
き
た
て
イ
モ
が
参
加
者
た
ち
を
待
っ
て
い
た
。

郷
土
食
ほ
う
と
う
作
り
に
挑
戦

こ
の
後
、
参
加
者
た
ち
は
郷
土
食
ほ
う
と
う
作
り

の
会
場
に
移
動
。「
お
て
ん
ぐ
さ
ん
」
と
名
付
け
ら

れ
た
古
民
家
の
風
格
あ
る
建
物
で
、
内
部
に
架
け
渡

さ
れ
た
立
派
な
梁
に
、
皆
驚
く
。

今
も
１
５
０
棟
余
り
の
古
民
家
集
落
が
残
る
芦
川

町
は
、
日
本
の
原
風
景
そ
の
ま
ま
に
、
静
か
に
時
を

刻
ん
で
き
た
貴
重
な
地
域
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

ほ
う
と
う
は
そ
ん
な
山
の
暮
ら
し
の
中
で
食
べ
ら

れ
て
き
た
郷
土
食
だ
。
大
広
間
に
何
卓
か
の
テ
ー
ブ

ル
が
並
べ
ら
れ
、
大
き
な
捏
ね
鉢
が
置
か
れ
た
。
粉

と
お
湯
を
混
ぜ
た
ら
、
後
は
せ
っ
せ
と
揉
み
こ
む
だ

け
。「
さ
ぁ
、
２
０
０
回
捏
ね
る
ん
で
す
よ
ぉ
。
猫

が
爪
を
立
て
る
よ
う
に
ね
ぇ
」

藤
間
さ
ん
と
福
田
さ
ん
が
テ
ー
ブ
ル
を
回
り
な
が

ら
声
を
掛
け
る
。
地
元
の
ベ
テ
ラ
ン
お
母
さ
ん
た
ち

が
手
助
け
に
入
る
。
粘
土
遊
び
の
よ
う
な
感
触
に
、

子
供
た
ち
は
大
興
奮
だ
。

捏
ね
終
わ
っ
た
タ
ネ
は
す
こ
し
寝
か
せ
た
後
、
厨

房
で
地
元
の
お
母
さ
ん
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
、
自
慢

の
ほ
う
と
う
う
ど
ん
に
仕
立
て
ら
れ
た
。
後
は
も
う

食
べ
る
だ
け
。

「
自
分
で
土
か
ら
収
穫
し
た
お
芋
や
自
分
で
作
っ
た

物
を
食
べ
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
子
供
に
経
験

さ
せ
た
か
っ
た
ん
で
す
」
と
、
御
坂
町
か
ら
参
加
し

た
赤
池
加
代
子
さ
ん
は
い
う
。

親
子
３
人
で
参
加
し
た
笛
吹
市
の
田
中
孝
宏
さ
ん

は
「
普
段
は
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
な
の
で
、
娘
と
畑
仕
事

が
し
た
か
っ
た
ん
で
す
」
と
優
し
い
お
父
さ
ん
の
顔

を
覗
か
せ
る
。

山
の
暮
ら
し
を
身
近
に

芦
川
を
訪
れ
て
、
最
初
に
気
づ
く
の
が
、
段
々
畑

や
斜
面
に
築
か
れ
た
石
垣
の
美
し
さ
だ
。
急
峻
な
地

形
に
先
人
た
ち
が
築
い
た
見
事
な
造
形
は
、
住
民
な

ら
ず
と
も
大
事
に
保
存
し
た
い
と
思
う
貴
重
な
文
化

遺
産
だ
。

午
後
は
そ
ん
な
石
垣
も
楽
し
み
な
が
ら
の
集
落
散

歩
と
な
っ
た
。
坂
道
を
登
る
一
歩
一
歩
。
後
ろ
に
ど

ん
ど
ん
広
が
っ
て
ゆ
く
段
々
畑
。
長
閑
な
お
堂
の
周

り
に
は
、
大
根
が
陽
を
浴
び
て
並
ん
で
い
る
。

蜂
蜜
を
採
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
さ
な
道
沿
い
に
は

ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
用
と
思
わ
れ
る
巣
箱
が
置
か
れ
て

い
る
。
子
供
に
団
栗
を
拾
っ
て
あ
げ
る
お
父
さ
ん
。

山
椒
の
緑
が
き
れ
い
だ
ね
、
と
い
う
声
も
聞
こ
え
る
。

大
き
な
作
業
場
で
柿
の
皮
や
大
根
を
乾
し
て
い
る

お
婆
ち
ゃ
ん
に
、
藤
間
さ
ん
が
「
こ
ん
ち
わ
ぁ
」
と

声
を
掛
け
る
。「
沢
庵
を
漬
け
る
ん
で
ね
、
い
っ
ぱ

▲「大きいイモがとれたよ」
▼焼きイモも用意された

▲古民家「おてんぐさん」でほうとう作りの説明を受ける
◀捏ね鉢で粉をしっかり捏ねてのばしていく。
右は出来上がったほうとう
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い
乾
し
て
ん
の
さ
」
と
お
婆
ち
ゃ
ん
。

藤
間
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ
た
「
さ
よ
な
ら
」
の

芦
川
方
言
「
の
っ
ち
よ
ぉ
」
を
み
ん
な
で
言
っ
た
。

お
婆
ち
ゃ
ん
の
元
気
な
声
が
返
っ
て
き
た
。

道
の
途
中
で
石
垣
の
間
に
作
ら
れ
た
食
料
保
存
用

の
石
室
を
発
見
。
野
菜
や
穀
物
、
何
で
も
保
存
し
た

と
い
う
昔
の
人
の
知
恵
に
感
心
す
る
。

気
持
ち
の
い
い
陽
射
し
を
浴
び
て
、
一
時
間
程
歩

い
た
だ
ろ
う
か
。
藤
間
・
福
田
ご
両
人
の
楽
し
い
ガ

イ
ド
ぶ
り
も
あ
っ
て
、
遠
く
か
ら
眺
め
て
い
た
山
里

の
暮
ら
し
が
、
グ
ン
と
身
近
に
感
じ
ら
れ
た
散
歩
と

な
っ
た
。

こ
の
後
は
農
産
物
直
売
所
「
お
ご
っ
そ
う
家
」
に

立
ち
寄
っ
て
、
芦
川
名
産
高
原
野
菜
や
草
も
ち
、
漬

物
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
山
葵
な
ど
を
沢
山
買
っ
て
、
参

加
者
た
ち
は
帰
路
に
着
い
た
。

地
域
の
扉
を
開
け
た
人
た
ち

過
疎
化
の
進
む
芦
川
だ
が
、
美
し
い
渓
流
や
独
特

の
集
落
の
佇
ま
い
に
惹
か
れ
、
県
内
外
か
ら
移
り
住

ん
で
き
た
人
々
が
い
る
。

こ
の
日
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
の
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
藤
間

由
紀
さ
ん
と
福
田
奈
里
子
さ
ん
も
、
そ
の
移
住
組
だ
。

藤
間
さ
ん
は
釣
り
と
バ
イ
ク
が
好
き
だ
っ
た
ご
主
人

と
、
東
京
か
ら
山
梨
に
移
り
住
み
、
そ
こ
か
ら
現
在

の
芦
川
に
住
ん
で
15

年
。
福
田
さ
ん
は
石

和
か
ら
移
り
住
ん
で

８
年
に
な
る
。

子
供
が
同
じ
小
学

校
に
通
う
縁
で
意
気

投
合
し
、
芦
川
の
た

め
に
何
か
を
や
ろ
う

と
、「
芦
川
倶
楽
部
」
を
立
ち
上
げ
た
。

タ
イ
に
留
学
経
験
が
あ
っ
た
福
田
さ
ん
の
目
に
、

芦
川
の
集
落
は
、
ゆ
っ
た
り
と
人
々
が
支
え
あ
っ
て

暮
ら
す
タ
イ
の
山
岳
民
族
と
重
な
っ
た
。
貪
ら
な
い

暮
ら
し
の
豊
か
さ
。
先
人
た
ち
の
知
恵
や
技
を
大
切

に
守
り
、
無
心
に
続
け
て
き
た
こ
の
暮
ら
し
の
素
晴

ら
し
さ
を
、
も
っ
と
沢
山
の
人
に
伝
え
て
い
き
た
い

と
思
っ
た
。

二
人
は
村
誌
を
読
み
、
お
年
寄
り
か
ら
昔
の
行
事

や
食
生
活
、
子
育
て
な
ど
を
丹
念
に
聞
き
取
っ
た
。

こ
う
し
て
「
芦
川
倶
楽
部
」
は
社
団
法
人
山
梨
観

光
推
進
機
構
や
芦
川
支
所
か
ら
委
託
を
受
け
、
交
流

イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
企
画
・
協
力
。
住
民
の
人
た
ち
に

は
当
た
り
前
す
ぎ
た
山
里
の
魅
力
を
、
発
信
し
続
け

て
い
る
。

そ
し
て
も
う
一
人
の
移
住
者
石
川
啓
吾
さ
ん
も
、

農
業
体
験
や
田
舎
体
験
を
楽
し
め
る
「
て
ん
こ
ろ
り

ん
村
」
と
宿
泊
古
民
家
「
農
啓
庵
」
を
主
宰
し
て
い
る
。

移
住
し
て
９
年
の
石
川
さ
ん
は
、
都
内
で
造
園
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
事
業
を
30
年
続
け
、
動
植
物
の
生
態

調
査
か
ら
始
ま
る
都
市
計
画
や
公
園
緑
地
の
設
計
に

携
わ
っ
て
き
た
。

し
か
し
時
代
の
求
め
る
風
景
は
、
人
や
動
植
物
が

生
き
や
す
い
豊
か
に
成
熟
し
た
環
境
よ
り
、
単
純
で

画
一
的
な
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。

模
索
の
続
く
日
々
、
訪
れ
た
芦
川
で
何
気
な
く
見

た
石
垣
に
衝
撃
を
受
け
た
。
人
の
手
で
ひ
と
つ
ひ
と

つ
積
み
上
げ
ら
れ
た
石
垣
の
美
し
さ
。
人
と
自
然
が

一
体
と
な
っ
た
こ
の
山
里
の
景
観
を
、
再
生
し
守
っ

て
い
き
た
い
と
、
こ
の
時
思
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
芦
川
に
農
地
を
借
り
、
平
成
19
年
に
本
格

的
に
移
住
。
市
の
宿
泊
施
設
な
ど
の
管
理
を
兼
任
し

な
が
ら
、
ビ
オ
ト
ー
プ
に
配
慮
し
た
農
業
環
境
作
り

や
、
伝
統
的
な
生
活
・
文
化
遺
産
の
保
全
、
都
市
生

活
者
へ
の
参
加
型
農
体
験
な
ど
の
普
及
に
取
り
組
ん

で
い
る
。

険
し
い
山
に
閉
ざ
さ
れ
て
き
た
芦
川
は
、
平
成
22

年
若
彦
ト
ン
ネ
ル
の
開
通
に
よ
り
、
富
士
河
口
湖
町

か
ら
の
ア
ク
セ
ス
も
グ
ン
と
便
利
に
な
っ
た
。

移
住
者
た
ち
の
熱
い
思
い
が
開
け
た
地
域
の
扉
は
、

交
流
の
新
し
い
風
を
こ
れ
か
ら
も
運
ん
で
く
れ
る
こ

と
だ
ろ
う
。

移
住
７
年
、
自
然
農
法
野
菜
作
り
で
頑
張
る
川
部

源
太
さ
ん
・
恵
子
さ
ん
夫
妻
の
一

人
息
子
穂
太
君
は
、
こ
の
芦
川
で

産
ま
れ
た
。
園
児
が
穂
太
君
一
人

だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
芦
川
へ
き
地

保
育
所
に
は
、
今
４
人
の
園
児
が

通
う
。

笛
吹
市
役
所
芦
川
支
所
の
地
域

住
民
課
リ
ー
ダ
ー
市
川
要
司
さ
ん

は
「
芦
川
は
市
内
唯
一
の
過
疎
地

域
で
す
が
、
子
供
も
少
し
づ
つ
増

え
て
い
ま
す
。
移
住
促
進
に
つ
な

が
る
地
域
間
交
流
を
こ
れ
か
ら
も

続
け
ま
す
」
と
語
っ
て
い
た
。

文
／
金
山
淑
子

　写
真
／
満
田
美
樹

●てんころりん村 �☎055-298-5071
●農啓庵 ☎055-298-5301
●芦川倶楽部　URL:http://www.ashigawaclub.com
●笛吹市芦川支所 ☎055-298-2111

▲ナビゲーターの福田さん（左）と
藤間さん

▲「農啓庵」を営む石川さん（左）と
笛吹市議会議員の野澤さん

◀石垣と古民家が連なる
美しい山里風景
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山
越
え
し
て
最
初
に

立
ち
寄
る
宿
場
町

今
庄
宿
は
越
前
で
最
も

繁
栄
し
た
宿
場
町
で
、
幾

重
に
も
連
な
る
北
陸
道
の

難
所
・
南
条
山
地
に
あ
る
。

山
中
峠
、
木
の
芽
峠
、
栃

の
木
峠
、
湯
尾
峠
の
い
ず

れ
か
の
山
越
え
を
し
て
今

庄
に
至
り
、
こ
こ
で
宿
泊

し
て
京
や
江
戸
へ
向
か
っ

た
と
い
う
。
京
や
奈
良
の

都
か
ら
越
の
国
に
赴
く
と

き
も
、
今
庄
宿
を
必
ず
通

過
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
古
代
万
葉
の
時
代
に
も
文

学
に
登
場
し
て
い
る
由
緒
あ
る
場
所
だ
と
い
う
。

こ
の
地
を
北
国
街
道
の
整
備
と
併
せ
て
、
宿
場
町

と
し
て
計
画
的
に
整
備
さ
せ
た
の
が
初
代
藩
主
結
城

秀
康
で
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
街
道
に
は
多
く
の
旅
籠

や
町
家
、食
事
処
が
軒
を
連
ね
、天
保
年
間（
１
８
３
０

〜
１
８
４
４
）に
は
街
道
に
沿
っ
て
５
つ
の
町
が
あ

り
、
街
並
み
は
約
１
㎞
に
及
ん
だ
。
戸
数
は
２
９
０

戸
。
う
ち
旅
籠
屋
55
軒
、
茶
屋
15
軒
、
娼
屋
２
軒
、

縮
麺
屋
２
軒
、
鳥
屋
15
軒
、
他
に
本
陣
、
問
屋
、
造

り
酒
屋
、
馬
宿
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
う
。

い
ま
も
街
道
や
路
地
は
昔
の
ま
ま
だ
そ
う
で
、
短

冊
型
の
屋
敷
割
も
殆
ど
が
変
わ
っ
て
い
な
い
。
ほ
ぼ

江戸時代に北国街道の宿場として繁栄し、街道に
沿って旅籠や茶屋、馬宿等290余軒があったと
いう今庄宿。街道や路地、造り酒屋、町家、土蔵
等も当時のまま現存し、人々の暮らしが息づいて
いるが、時代と共に景観は失われ、増改築や空き
家も増えてきた。何とかしなければと住民有志が

平成21年に「今庄旅籠塾」を結成（翌年にNPO
法人認定）、同時に活動をはじめた今庄観光ボラ
ンティア協会に次いで、今庄宿プロジェクト協議
会も出来て、住民主体による街並み保全と地域資
源の活用が行われている。

▶
昭
和
会
館
前
で
、�

�

左
か
ら
高
嶋
さ
ん
、�

�

高
谷
さ
ん
、中
村
さ
ん

◀
今
庄
宿
で
人
気
の�

�

手
打
ち
蕎
麦

▲古い街並みが続く今庄宿。下校してきた小学生に、「お帰り」とあちこちから声がかかる

暮
ら
し
の
中
で
、街
並
み
保
存
と
資
源
活
用
を

北
国
街
道［
今い

ま

 し
ょ
う

 じ
ゅ
く

庄
宿
］　福
井
県
南み

な
み

越え
ち

前ぜ
ん

町ち
ょ
う

　

歴史文化を
保全・活用
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当
時
の
面
影
を
残
し
な
が
ら
、
住
民
は
昔
と
変
わ
ら

な
い
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
造
り
酒
屋
が
多
い
の
も

宿
場
町
な
ら
で
は
。
町
家
の
多
く
は
切
妻
平
入
で
、

豪
雪
に
も
耐
え
る
よ
う
に
登
り
梁
が
あ
り
、
隣
家
か

ら
の
火
事
を
防
ぐ
た
め
に
袖そ
で
う
だ
つ

卯
建
を
設
置
し
て
い
る

家
が
多
い
。
上う
わ
や屋
と
呼
ば
れ
る
屋
根
は
銀
白
色
の
越

前
瓦
で
、
家
屋
や
玄
関
周
り
は
格
子
戸
が
張
ら
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
街
の
外
観

を
見
た
限
り
で
は
、
古

め
か
し
く
て
精
彩
を
欠

い
て
い
る
商
店
街
の
よ

う
に
も
見
え
る
。
玄
関

や
窓
・
壁
等
を
改
装
し

た
り
、
中
に
は
空
き
家

や
撤
去
し
た
家
屋
も
あ

る
。
観
光
客
に
人
気
が

あ
る
妻
籠
宿
や
奈
良
井

宿
の
よ
う
な
活
気
あ
る
宿
場
町
に
再
生
す
る
か
、
現

在
の
街
並
み
と
暮
ら
し
を
最
優
先
し
て
い
く
か
、
興

味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
庄
宿
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
を
展
開

南
越
前
町
企
画
財
政
課
治
内
茂
喜
主
査
の
手
配
で
、

今
庄
宿
の
保
全
活
動
や
５
カ
年
計
画
の
策
定
等
に
関

わ
っ
て
き
た
代
表
者
た
ち
が
「
昭
和
会
館
」
に
集
ま

っ
て
く
れ
た
。

昭
和
会
館
は
昭
和
５
年
に
完
成
し
た
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
３
階
建
で
、
同
地
出
身
で
財
を
成
し
県
議
や

村
長
を
務
め
た
田
中
和
吉
翁
が
、
社
会
に
恩
返
し
し

た
い
と
寄
贈
し
た
旧
啓
潤
会
の
建
物
。

京
都
の
老
舗
工
務
店
が
約
４
０
０
ｍ
離
れ
た
河
原

か
ら
石
を
運
ん
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
骨
材
に
し
た
そ

う
で
、
太
い
柱
や
カ
ー
ブ
を
描
い
た
梁
等
が
特
色
の

堅
牢
な
建
物
で
あ
る
。
ア
ー
チ
型
天
井
で
西
洋
風
な

佇
ま
い
の
３
階
ホ
ー
ル
が
圧
巻
だ
。
日
曜
学
校
や
婦

人
会
、
県
主
催
の
研
修
会
等
に
活
用
さ
れ
、
昭
和
30

年
か
ら
49
年
ま
で
は
今
庄
町
役
場
と
し
て
使
用
さ
れ

た
。
現
在
、
保
存
し
な
が
ら
、
今
庄
公
民
館
と
し
て

利
用
さ
れ
て
お
り
、
今
庄
宿
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会

事
務
局
も
同
会
館
内
に
あ
る
。

２
階
会
議
室
に
集
ま
っ
て
く
れ
た
の
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
「
今
庄
旅
籠
塾
」
理
事
長
の
高
嶋
秀
夫
さ
ん
、

今
庄
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
協
会
会
長
の
高
谷

皓
之
さ
ん
、
今
庄
宿
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
協
議
会
の
事
務

局
で
働
く
中
村
広
和
さ
ん
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の

荒
木
幸
子
さ
ん
。

高
嶋
さ
ん
は
設
計
事
務
所
を
経
営
し
、
最
も
早
い

時
期
か
ら
今
庄
宿
の
保
存
を
提
案
し
て
き
た
一
人
で
、

い
た
だ
い
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
美
し
い
細
密
画
は
す

べ
て
高
嶋
さ
ん
の
作
品
。「
20
年
前
に
残
し
た
い
今

◀▲天保年間の建物、京藤甚五郎家。防火用のうだつ
がある裕福な家で、所蔵品も豊富。見学者に高谷さん
が書を説明する

▲今庄宿を訪れた観光客たち。廃線のトン
ネルと併せて見学する人も多いとか
▼古民家の囲炉裏で手打ち蕎麦が食べられ
る食事処「忠兵衛そば」

▲旧旅籠・若狭屋。1813年の大火で焼失したが、1840年に
建て直した。平成22年に解体寸前だったが家主の理解で再生保
存が出来、[今庄旅籠塾]の事務所として活用、喫茶「木の芽」を営業
◀上／若狭屋2階には今庄宿を描いた児童生徒の絵を展示
下／高嶋さんの絵を表紙にした各パンフレット
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庄
宿
と
し
て
建
物
50
軒
を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
文
化
祭
に

展
示
し
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
趣
味
で
水
彩
水
墨
画

を
や
っ
て
い
ま
す
の
で
、
建
築
の
立
場
か
ら
建
物
の

特
徴
や
希
少
性
を
説
明
し
、
保
存
を
訴
え
て
き
ま
し

た
」
と
語
る
。

高
谷
さ
ん
は
代
々
洋
服
店
を
営
む
歴
史
通
。「
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
は
現
在
13
名
い
ま
す
。
観
光
客

が
来
た
と
か
街
を
歩
い
て
い
る
と
情
報
が
寄
せ
ら
れ

る
と
、す
ぐ
家
を
飛
び
出
し
て
行
っ
て
対
応
し
ま
す
」

と
い
う
。
ガ
イ
ド
費
は
一
回
千
円
に
設
定
し
て
い
る

が
、
予
約
で
来
る
ツ
ア
ー
客
や
団
体
客
を
除
い
て
は

無
償
奉
仕
が
多
い
よ
う
だ
。
そ
の
日
は
、
フ
リ
ー
で

や
っ
て
き
た
見
学
者
を
「
京
藤
甚
五
郎
家
」
へ
案
内

し
、
同
家
が
保
管
す
る
古
書
や
書
画
等
を
説
明
し
た
。

何
気
な
く
立
ち
寄
っ
た
人
た
ち
だ
が
、
高
谷
さ
ん
の

機
知
に
富
ん
だ
熱
意
の
あ
る
説
明
を
正
座
し
て
熱
心

に
聞
き
、「
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
」「
心
を
洗
わ
れ

る
よ
う
だ
っ
た
」
と
お
礼
を
述
べ
て
帰
っ
て
い
っ
た
。

中
村
さ
ん
は
今
年
長
年
勤
め
て
い
た
会
社
を
退
職

し
て
、
協
議
会
事
務
局
に
勤
務
、
昭
和
会
館
の
管
理

も
行
っ
て
い
る
。「
ま
だ
高
嶋
さ
ん
ら
よ
り
若
い
の
で
、

皆
の
手
足
に
な
っ
て
お
手
伝
い
し
ま
す
」
と
言
う
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
と
し
て
３
年
前
に
東
京
か

ら
来
た
荒
木
さ
ん
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立
ち
上
げ
、

対
象
と
な
る
建
造
物
の
保
存
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
計
画
作

成
を
一
年
間
手
伝
っ
て
き
た
。

「
今
庄
宿
は
街
並
み
が
過
度
に
開
発
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
良
さ
だ
と
思
い
ま
す
。
幸
い
、
脚
光
を
浴
び
る

こ
と
も
少
な
か
っ
た
の
で
、
古
い
も
の
が
残
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
家
屋
は
生
活
の
場
と
し
て
改
装
し
な

が
ら
使
う
た
め
、
江
戸
時
代
の
貴
重
な
も
の
は
少
な

い
。
平
成
25
年
よ
り
行
政
も
目
を
向
け
て
予
算
が
付

き
ま
し
た
が
、
交
流
人
口
が
増
え
て
も
街
が
良
く
な

る
と
は
限
ら
な
い
。
基
本
的
に
は
こ
の
資
源
を
活
か

し
て
ど
う
地
域
を
活
性
化
し
て
い
く
か
だ
と
思
い
ま

す
」
と
意
見
を
述
べ
た
。

今
庄
宿
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
は
平
成
25
年
に
立
ち

上
げ
ら
れ
た
。
住
民
主
体
の
活
動
を
国
や
県
が
協
力

し
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
住
民
代
表
者
等
で
構
成

す
る
推
進
会
議
が
、
５
か
年
計
画
で
ハ
ー
ド
・
ソ
フ

ト
両
面
か
ら
各
種
施
策
を
策
定
し
た
。
平
成
25
年
度

総
事
業
費
８
０
０
万
円
の
う
ち
７
０
０
万
円
を
過
疎

債
で
充
当
し
て
い
る
。

伝
統
の
特
産
品
を
保
全
し
て
い
く

今
庄
宿
に
は
公
開
し
て
い
る
建
造
物
に
加
え
て
食

事
処
が
７
店
あ
り
、
自
慢
は
地
元
産
蕎
麦
粉
で
打
っ

た
手
打
ち
蕎
麦
。
造
り
酒
屋
が
４
店
あ
る
の
も
宿
場

町
の
特
色
。
代
表
的
な
酒
造
所
、北
善
商
店
を
訪
ね
た
。

店
頭
の
奥
に
巨
大
な
酒
造
所
や
倉
庫
が
あ
り
、
10

代
目
店
主
北
村
善
七
さ
ん
が
助
手
と
早
朝
か
ら
新
米

の
仕
込
を
行
っ
て
い
た
。

「
地
酒
な
の
で
今
は
杜
氏
を
雇
う
こ
と
な
く
家
族
で

酒
造
し
て
い
る
」
と
言
い
、
そ
の
た
め
に
す
べ
て
の

作
業
を
機
械
化
し
て
い
る
。
山
か
ら
湧
き
出
て
硅
石

岩
盤
を
潜
っ
た
軟
水
が
吟
醸
酒
に
最
適
で
、「
聖
の
御

代
」
は
越
前
で
人
気
の
ブ

ラ
ン
ド
酒
。
新
製
品
は
、

つ
る
し
柿
で
漬
け
込
ん
だ

リ
キ
ュ
ー
ル
風
の
日
本
酒

で
、
福
井
の
逸
品
創
造
フ

ァ
ン
ド
に
認
定
さ
れ
て
い

る
。
ブ
ル
ー
の
ガ
ラ
ス
瓶

が
お
洒
落
で
若
者
や
女
性

に
好
評
だ
が
、
カ
リ
ウ
ム

や
食
物
繊
維
も
多
く
薬
用

効
果
が
あ
る
お
酒
で
も
あ
っ
た
。

酒
造
所
の
近
く
の
重
厚
な
家
屋
に
「
甘
露
梅
肉
」

と
い
う
古
め
か
し
い
看
板
が
出
て
い
る
。
代
々
梅
を

加
工
販
売
し
て
き
た
高
野
由
平
商
店
で
、
店
主
は
５

代
目
。
奥
さ
ん
の
高
野
久
子
さ
ん
は
「
嫁
い
で
き
て

義
母
か
ら
習
っ
た
手
法
と
味
を
守
っ
て
い
ま
す
」
と

い
う
。
熟
し
た
梅
肉
を
美
し
く
透
明
に
近
い
状
況
ま

で
練
り
あ
げ
た
「
甘
露
梅
肉
」、
梅
ジ
ュ
ー
ス
、
梅

酒
が
板
の
間
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
。

な
お
、
も
う
一
つ
の
特
色
が
今
庄
駅
と
北
陸
線
跡

地
。
い
ま
は
蒸
気
機
関
車
Ｄ
51
を
一
台
保
管
し
て
い

る
だ
け
だ
が
、
蒸
気
機
関
車
が
走
っ
て
い
た
頃
列
車

は
山
間
部
を
走
行
す
る
た

め
の
切
り
替
え
を
今
庄
駅

で
行
い
、
整
備
庫
も
あ
る

活
気
あ
る
駅
だ
っ
た
。
新

幹
線
の
開
通
で
そ
れ
ら
は

消
え
た
が
、
い
ま
旧
線
の

ト
ン
ネ
ル
跡
が
鉄
道
フ
ァ

ン
に
人
気
を
呼
び
、
今
庄

宿
を
訪
れ
る
人
も
多
い
。

�

文
／
浅
井
登
美
子

�

写
真
／
小
林
恵

　

●�今庄宿プロジェクト協議会 ☎0778-45-0245
●�NPO法人「今庄旅籠塾」 ☎0778-45-0360
●�南越前町企画財政課 ☎0778-47-3000

▲梅肉の加工品を製造販売、5代目を継承す
る高野由平商店の奥様�高野久子さん

◀酒造所北善商店では新米の仕込作業が
連日続く
▼人気の特製[北陸街道今庄宿」を手に10
代目店主�北村善七さん
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遠
く
て
近
い
、
豪
華
古
代
浪
漫
の
旅

東
京
羽
田
を
７
時
半
の
飛
行
機
に
乗
っ
て
福
岡
空

港
へ
、
博
多
港
か
ら
高
速
船
に
乗
る
と
11
時
30
分
に

壱
岐
市
芦
辺
港
に
到
着
し
た
。
高
速
船
で
１
時
間
、

こ
れ
な
ら
場
合
に
よ
っ
て
は
日
帰
り
も
可
能
で
、
福

岡
市
へ
の
通
学
通
勤
も
で
き
る
。

壱
岐
市
立
一
支
国
博
物
館
は
、
芦
辺
港
か
ら
南
へ

車
で
10
数
分
。
内
海
湾
を
望
む
小
高
い
丘
に
あ
っ
た
。

長
崎
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
と
併
設
し
た
広
大
な

建
物
。
１
階
と
２
階
の
大
半
を
占
め
る
の
は
弥
生
時

代
を
中
心
に
壱
岐
の
通
史
を
紹
介
し
た
常
設
展
示
室
。

１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
の
右
手
は
長
崎
県
内
の

遺
跡
か
ら
出
土
し
た
遺
物
を
保
管
す
る
オ
ー
プ
ン
収

蔵
庫
と
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
場
を
兼
ね
た
キ
ッ
ズ
こ

う
こ
が
く
研
究
所
で
、
３
階
に
は
多
目
的
ホ
ー
ル
、

講
座
室
、
体
験
交
流
室
、
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
が
あ
り
、

外
は
美
し
い
芝
生
広
場
に
な
っ
て
い
て
、
眼
下
に
古

代
人
の
住
居
跡
国
特
別
史
跡
・
原は
る

　
　つ
じ

の
辻
遺
跡
が
一
望

で
き
る
。

同
施
設
は
、
設
計
施
工
に
２
年
間
を
要
し
て
平
成

22
年
に
開
館
。
貴
重
な
資
料
を
展
示
す
る
と
共
に
、

音
響
と
シ
ネ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
映
像
で
古
代
史
を
再
現

し
て
い
る
。
案
内
板
に
沿
っ
て
い
く
と
、
廊
下
に
も

壁
に
も
き
め
細
か
い
展
示
や
仕
掛
け
が
施
さ
れ
、
見

学
者
は
た
ち
ま
ち
古
代
世
界
へ
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し

て
い
く
。

広
報
・
松
嶋
麻
美
さ
ん
が
博
物
館
内
部
を
ガ
イ
ド

中
国
の
歴
史
書
「
魏ぎ
し
わ
じ
ん
で
ん

志
倭
人
伝
」
に
「
一い
き
こ
く

支
国
」
と
し

て
登
場
す
る
壱
岐
島
は
、日
本
と
中
国
を
結
ぶ「
海
の
道
」

拠
点
と
し
て
交
流
・
交
易
・
国
防
を
担
っ
て
き
た
。「
古

事
記
」
や
「
日
本
書
紀
」
に
も
［
神
々
の
島
・
壱
岐
］

と
し
て
登
場
。
こ
れ
ら
古
代
史
の
舞
台
を
再
現
、
史
跡

や
埋
蔵
文
化
財
を
収
蔵
・
展
示
し
て
い
る
の
が
壱
岐
市

立
一
支
国
博
物
館
。
市
民
の
歴
史
に
関
す
る
関
心
は
高

く
「
し
ま
ご
と
大
学
講
座
」
は
い
つ
も
満
員
近
い
盛
況

ぶ
り
だ
。魅
力
あ
る
島
づ
く
り
活
動
と
併
せ
て
取
材
し
た
。

海
の
道
・神
々
の
島

　

 

古
代
浪
漫
を
い
ま
に

壱
岐
市
立［
一い

き

こ

く

支
国
博
物
館
］　長
崎
県
壱い

岐き

市し

▼常設展示室の入口。「魏志倭人伝」の2008文字から一支国への
旅が始まる　◀ビューシアター。一支国の人々と渡来人が海を介
して交流を育んだ様子を実写とCG映像で紹介

▶右／芦辺港。高速船なら
博多港から1時間ほど
左／一支国博物館外観。世
界的建築家 故黒川紀章氏
による国内遺作

歴史文化を
保全・活用
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し
て
く
れ
た
。

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
正
面
の
階
段
を
上
っ
た
と
こ
ろ
が

古
代
浪
漫
の
入
口
「
魏
志
倭
人
伝
の
世
界
」。
海
の

深
淵
を
思
わ
せ
る
幻
想
の
世
界
で
、
中
国
最
古
の
歴

史
書
「
魏
志
倭
人
伝
」
２
０
０
８
文
字
の
中
に
「
一

支
国
」
に
つ
い
て
記
述
し
た
57
文
字
が
登
場
す
る
。

そ
の
奥
は
ビ
ュ
ー
シ
ア
タ
ー
。
あ
ら
波
、
お
だ
や

か
な
海
、
島
影
、
切
り
立
っ
た
岩
、
様
々
な
海
が
約

７
分
の
映
像
に
現
れ
、
や
が
て
小
さ
な
木
造
船
が
一

支
国
の
内
海
湾
に
到
着
し
、
船
は
木
々
の
茂
る
河
川

を
上
っ
て
い
く
。
広
々
と
し
た
小
高
い
丘
に
降
り
立

っ
た
渡
来
人
た
ち
は
、
そ
こ
に
住
む
一
支
国
・
原
の

辻
の
人
々
と
交
流
を
お
こ
な
う
。
一
連
の
映
像
が
終

わ
る
と
ス
ク
リ
ー
ン
が
下
が
り
、
遠
く
に
広
が
る
原

の
辻
遺
跡
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

原
の
辻
は
弥
生
時
代
に
一
支
国
の
王
都
と
し
て
築

か
れ
た
遺
跡
で
、
王
の
住
居
、
祭
殿
、
穀
倉
等
が
連

な
る
集
落
が
あ
っ
た
。
住
居
跡
や
土
器
、
稲
作
を
示

す
貴
重
な
埋
蔵
品
が
数
多
く
発
掘
さ
れ
、
発
掘
調
査

を
基
に
当
時
の
姿
を
復
元
。
国
の
特
別
史
跡
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。

当
時
、
壱
岐
の
島
に
は
す
で
に
先
住
民
が
住
ん
で

お
り
、
縄
文
時
代
の
古
墳
群
を
含
め
て
２
８
０
カ
所

に
遺
跡
が
残
っ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
を
点
で
見
せ
て

壱
岐
の
歴
史
を
語
る
の
で
は
な
く
、
海
を
介
し
た
交

流
と
交
易
の
歴
史
に
焦
点
を
当
て
て
、
東
ア
ジ
ア
的

視
点
で
作
ら
れ
た
の
が
一
支
国
博
物
館
で
す
」
と
松

嶋
さ
ん
は
説
明
す
る
。

魏
志
倭
人
伝
に
登
場
し
た
一
支
国
を
取
り
巻
く
世

界
を
ス
ク
リ
ー
ン
で
堪
能
し
た
後
は
、
実
物
の
宝
飾

品
や
土
器
、
巨
石
古
墳
の
再
現
模
型
等
を
展
示
す
る

通
路
式
コ
ー
ナ
ー
を
見
学
し
な
が
ら
１
階
へ
。
そ
こ

に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
が
長
さ
約
５
ｍ
の
木
造
古
代

船
再
現
模
型
。
当
時
交
易
の
足
と
し
て
重
要
だ
っ
た

船
は
美
し
い
流
線
型
で
左
右
に
櫓
が
５
個
ず
つ
つ
い

て
い
る
。

１
階
展
示
室
で
の
ヒ
ッ
ト
は
、
弥
生
時
代
の
原
の

辻
の
暮
ら
し
を
描
い
た
ジ
オ
ラ
マ
で
あ
る
。
農
民
、

大
工
、
老
人
、
妊
婦
、
子
供
ら
が
生
き
生
き
楽
し
げ

に
暮
ら
す
大
集
落
を
再
現
。「
１
６
０
体
あ
る
の
で

す
が
、
う
ち
42
体
は
実
際
の
壱
岐
市
民
を
モ
デ
ル
に

し
ま
し
た
。
モ
デ
ル
に
な
っ
た
方
か
ら
は
、
自
分
と

そ
っ
く
り
な
人
形
が
あ
る
と
好
評
で
す
。
衣
装
一
つ

も
細
か
く
制
作
し
て
お
り
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
し
て
は

全
国
一
だ
と
思
い
ま
す
」
と
松
嶋
さ
ん
。
子
ど
も
の

目
線
で
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
位
置
を
低
く
し
て
あ
る

の
も
特
徴
だ
。

▲玄関口を入るとエントランスホール。正面の階
段を上ると常設展示室入口へ

▲オープン収蔵庫の手前は、考古学や歴史を体感
できるキッズこうこがく研究所。親子の憩いの場
でもある

▲壱岐の中央部に位置する国指定史跡 笹塚古墳
からは、金銅製馬具類が出土した。大陸からの交易
品として、壱岐の首長にもたらされたものと云わ
れている

▲常設展示室には、海の王都を象徴する木造古代
船の再現模型を展示。長さ約5m

▼巨大なジオラマに弥生時代の一支国の人々の暮らしを160体のミニチュアで再現した。
住民をモデルにしたものもあり、人気のコーナー
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歴
史
や
文
化
に
関
心
が
高
い
壱
岐
市
民

午
後
２
時
か
ら
３
階
の
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
る

「
し
ま
ご
と
大
学
講
座
」
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

「
し
ま
ご
と
大
学
講
座
」
に
は
、
歴
史
の
一
部
を
掘

り
下
げ
る
「
特
別
講
座
」
と
、
歴
史
や
文
化
、
壱
岐

の
魅
力
を
再
発
見
す
る
「
壱
岐
学
講
座
」
が
あ
り
、

其
々
月
一
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
は
壱
岐
学

講
座
で
「
壱
岐
牛
の
ル
ー
ツ
を
訪
ね
て
」
を
テ
ー
マ

に
Ｊ
Ａ
壱
岐
市
畜
産
部
長
の
講
義
。
毎
回
50
名
以
上

が
参
加
す
る
そ
う
で
、
そ
の
日
も
畜
産
に
興
味
を
持

っ
た
市
民
が
、
年
齢
や
職
業
も
さ
ま
ざ
ま
に
多
数
参

加
し
た
。
壱
岐
牛
の
歴
史
や
特
徴
、
現
在
の
飼

育
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映

し
な
が
ら
説
明
す
る
。「
壱
岐
学
講
座
の
講
師

は
み
な
さ
ん
壱
岐
の
ご
出
身
で
、
島
の
歴
史
や

自
然
、
食
、
風
習
な
ど
を
調
べ
学
ん
で
い
る
方

ば
か
り
で
す
。
毎
回
欠
か
さ
ず
参
加
す
る
受
講

者
も
大
勢
い
ま
す
」
と
松
嶋
さ
ん
は
言
う
。

そ
う
語
る
松
嶋
さ
ん
も
、
教
師
だ
っ
た
両
親

の
影
響
で
、
小
さ
い
頃
か
ら
島
内
を
歩
い
て
歴

史
に
関
心
を
持
っ
た
。
大
学
を
出
て
か
ら
は
福

岡
市
の
情
報
関
連
企
業
に
勤
め
て
い
た
が
、
一

支
国
博
物
館
の
開
館
と
共
に
Ｕ
タ
ー
ン
し
て
広

報
の
仕
事
に
就
い
た
。

１
階
奥
に
は
オ
ー
プ
ン
収
蔵
庫
が
あ
り
、
高

さ
５
ｍ
の
ガ
ラ
ス
越
し
に
埋
蔵
文
化
財
の
保
管

さ
れ
た
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
崎
県

内
で
発
掘
し
た
土
器
や
道
具
等
を
収
集
保
管
し

て
い
る
。

至
る
と
こ
ろ
、
神
々
の
棲
む
島

一
支
国
博
物
館
か
ら
約
１
㎞
の
高
台
に
、
原
の
辻

遺
跡
が
あ
る
。
弥
生
時
代
に
形
成
さ
れ
た
多
重
環
濠

集
落
の
王
都
を
復
元
し
た
公
園
で
、
儀
式
等
を
行
う

主
祭
殿
、
首
長
の
館
、
穀
倉
等
17
棟
の
建
物
が
あ
り
、

田
畑
も
再
現
さ
れ
た
。
土
間
に
は
囲
炉
裏
や
当
時
使

用
し
た
食
器
等
の
復
元
品
も
配
置
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
周
辺
に
は
、
古
墳
跡
や
豪
族
の
墓
、
船
着

き
場
跡
、
当
時
を
忍
ぶ
橋
岩
・
座
禅
石
等
が
点
在
し

て
お
り
、
見
学
し
て
い
た
ら
数
日
か
か
り
そ
う
だ
。

そ
し
て
、市
内
に
は
嵯
峨
天
皇
弘
仁
２
年（
８
１
１
）

に
建
造
さ
れ
た
神
社
が
13
社
あ
り
、
鎮
座
年
不
詳
だ

が
「
日
本
書
紀
」
や
天
皇
家
ゆ
か
り
の
神
社
も
10
数

社
、
古
代
史
に
関
わ
る
神
社
が
な
ん
と
合
計
24
社
あ

る
。
他
に
近
世
に
な
っ
て
建
造
さ
れ
た
「
壱
岐
七
社

め
ぐ
り
」
の
神
社
が
７
社
あ
り
、
至
る
と
こ
ろ
に
海

の
神
、
よ
ろ
ず
の
神
々
が
棲
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の

神
社
は
森
の
中
や
人
家
の
す
ぐ
脇
に
あ
り
、
い
ま
も

地
区
ご
と
に
五
穀
豊
穣
、
大
漁
祈
願
、
厄
除
開
運
等

の
神
と
し
て
祀
り
、
大
切
に
保
全
さ
れ
て
い
る
。

移
住
者
だ
か
ら
判
る
壱
岐
の
魅
力

翌
日
は（
一
社
）
壱
岐
市
観
光
連
盟
へ
伺
い
、
移

住
し
て
き
て
海
女
と
し
て
活
動
す
る
大
川
香
菜
さ
ん

と
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
観
光
連
盟
が
制
作
す
る
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
や
港
ロ
ビ
ー
の
ポ
ス
タ
ー
に
は
美
人
で

ス
タ
イ
ル
の
良
い
海
女
さ
ん
が
登
場
し
て
い
る
。
モ

デ
ル
を
使
っ
て
撮
影
し
た
も
の
と
思
っ
て
い
た
が
、

現
れ
た
女
性
は
ポ
ス
タ
ー
の
モ
デ
ル
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
美
人
で
笑
顔
が
素
敵
な
大
川
香
菜
さ
ん
だ
っ
た
。

岩
手
県
陸
前
高
田
市
の
出
身
、
平
成
23
年
の
東
日

本
大
震
災
で
罹
災
し
て
同
年
12
月
に
親
戚
の
あ
る
長

崎
市
に
家
族
で
移
住
し
た
。
平
成
25
年
に
壱
岐
市
が

海
女
を
募
集
し
て
い
る
の
を
目
に
し
て
応
募
、
採
用

さ
れ
て
、
５
月
に
海
女
と
し
て
Ｉ
タ
ー
ン
し
て
き
た
。

海
女
と
し
て
働
く
一
方
で
、
３
年
間
は
壱
岐
市
農
林

水
産
部
に
所
属
す
る
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
に
な
り
、

特
に
壱
岐
の
“
観
光
特
使
”
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
。

「
も
と
も
と
父
が
漁
師
で
民
宿
を
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。

私
は
一
時
東
京
の
ア
パ
レ
ル
会
社
で
働
い
て
い
ま
し
た

が
、
小
さ
い
時
か
ら
海
が
好
き
で
、
海
の
仕
事
に
戻

り
た
い
と
思
っ
て
い
た
矢
先
の
災
害
で
し
た
。
長
崎

市
に
避
難
し
て
い
た
時
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
海

女
を
募
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
と
調
べ
て
い

ま
し
た
。
壱
岐
と
の
出
会
い
は
本
当
に
ラ
ッ
キ
ー
で

し
た
」
と
大
川
さ
ん
は
言
う
。

壱
岐
市
に
は
５
つ
漁
港
が
あ
る
が
、
海
洋
資
源
の

▲「しまごと大学講座」で壱岐牛の歴史を学ぶ市民

▲博物館を案内してくれる松嶋さん

▲4F展望室から見た原の辻遺跡王都復元公園

▲弥生時代の集落を再現。平均的な住居と穀物保管倉（奥）

右／6、7世紀頃に築造された古墳。
壱岐には260基以上の古墳が確認さ
れている
左／鬼がふんばって出来たという牧
崎公園にある浸蝕岩
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保
全
に
厳
し
い
規
制
を
設

け
、
海
女
が
海
へ
入
っ
て

漁
を
す
る
の
は
５
月
初
め

か
ら
９
月
末
ま
で
。
ウ
エ

ッ
ト
ス
ー
ツ
だ
と
漁
が
し

や
す
い
た
め
一
般
の
レ
オ

タ
ー
ド
を
着
用
す
る
よ
う

に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。
現
在
壱
岐
市
の

海
女
さ
ん
は
60
名
、
大
川

さ
ん
の
よ
う
に
今
年
４
年

目
の
新
人
海
女
も
４
名
い

て
、
４
、５
人
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
漁
を
す
る
。

「
私
は
指
導
し
て
く
れ
る
海
女
先
輩
に
恵
ま
れ
、
楽

し
く
海
女
を
見
習
い
中
で
す
。
一
分
間
ほ
ど
息
を
止

め
て
10
ｍ
程
の
海
底
へ
素
潜
り
し
、
ア
ワ
ビ
や
ウ
ニ

を
採
取
し
ま
す
が
、
収
穫
は
少
な
く
、ま
だ
ま
だ
で
す
。

海
女
さ
ん
に
は
80
歳
以
上
の
人
も
い
て
50
、
60
代
が

多
い
。
ベ
テ
ラ
ン
だ
と
２
分
間
は
潜
水
し
て
収
穫
量

も
多
く
、
一
年
間
の
収
入
を
得
て
い
る
人
も
い
ま
す
」

大
川
さ
ん
は
壱
岐
で
室
内
装
飾
を
す
る
大
川
漁
志

さ
ん
と
今
年
結
婚
、
家
業
が
水
産
業
と
い
う
大
川
さ

ん
の
10
人
家
族
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
。
い
ま
漁

志
さ
ん
と
家
の
近
く
に
あ
る
古
民
家
を
ゲ
ス
ト
ハ
ウ

ス
に
改
装
中
で
、
平
成
28
年
３
月
に
は
完
成
し
民
宿

と
し
て
も
活
用
し
て
い
く
予
定
だ
と
い
う
。
改
装
し

た
古
民
家
は
海
女
さ
ん
ら
の
集
う
場
所
に
な
り
、
ま

た
宿
泊
施
設
が
少
な
い
芦
辺
港
に
と
っ
て
格
好
の
宿

に
な
る
に
違
い
な
い
。

観
光
連
盟
で
働
く
徳
永
満
智
子
さ
ん
も
地
域
お
こ

し
協
力
隊
員
と
し
て
３
年
前
に
来
島
し
た
一
人
で
、

壱
岐
市
の
観
光
促
進
活
動
を
行
っ
て
い
る
。「
壱
岐

は
歴
史
と
自
然
、
食
文
化
が
豊
か
な
大
変
魅
力
的
な

島
で
す
が
、
観
光
地
と
し
て
は
Ｐ
Ｒ
不
足
。
そ
の
た

め
『
博
多
港
か
ら
ち
ょ
っ
と
船
旅
を
し
て
壱
岐
で
い

き
い
き
過
ご
し
ま
せ
ん
か
』
と
い
う
ツ
ア
ー
を
計
画

し
ま
し
た
」
と
語
り
、
プ
ラ
ン
を
説
明
し
て
く
れ
た
。

往
復
船
代
＋
豪
華
ホ
テ
ル
で
１
泊
２
食
の
美
食
付
、

さ
ら
に
島
内
で
使
え
る
５
０
０
０
円
通
貨
サ
ー
ビ
ス

も
あ
っ
て
１
１
９
０
０
～
１
８
２
０
０
円
と
い
う
お

得
な
ツ
ア
ー
。
我
々
も
こ
の
ツ
ア
ー
を
活
用
し
て
今

回
行
け
な
っ
た
史
跡
や
観
光
名
勝
地
を
ぜ
ひ
訪
ね
て

み
た
い
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
壱
岐
市
に
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
が
徳
永

さ
ん
を
含
め
て
５
名
お
り
、
３
年
前
に
来
て
農
家
の

担
い
手
と
し
て
水
稲
、
玉
ね
ぎ
、
メ
ロ
ン
等
の
栽
培

を
手
が
け
、
４
年
目
に
な
る
今
年
か
ら
㈱
ア
グ
リ
フ

ァ
ー
ム
壱
岐
を
立
ち
上
げ
て
、
本
格
的
に
農
業
経
営

に
取
り
組
ん
で
い
る
青
年
も
い
る
。

離
島
へ
の
船
代
を
安
く

最
後
に
多
忙
の
中
、
白
川
博
一
市
長
に
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
白
川
市
長
は
全
国
離
島

振
興
協
議
会
の
会
長
と
し
て
離
島
の
振
興
に
尽
力
さ

れ
て
お
り
、
開
口
一
番
「
島
へ
の
船
代
は
Ｊ
Ｒ
の
電

車
料
金
と
比
べ
て
も
大
変
高
い
。
そ
の
改
善
が
必
至

で
す
」
と
語
る
。

博
多
港
か
ら
壱
岐
市
へ
の
船
舶
代
金
は
九
州
郵
船

の
努
力
で
、
他
の
島
と
比
べ
て
比
較
的
安
く
、
運
行

数
も
多
い
が
、
そ
れ
で
も
列
車
代
と
比
べ
る
と
か
な

り
割
高
で
あ
る
。

「
離
島
の
中
で
は
壱
岐
は
恵
ま
れ
て
い
て
、
島
で
暮
ら

し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
と
皆
が
言
い
ま
す
。
光
ケ

ー
ブ
ル
網
の
整
備
に
よ
り
、
テ
レ
ビ
も
全
チ
ャ
ン
ネ

ル
が
見
ら
れ
る
し
、
テ
レ
ビ
や
モ
バ
イ
ル
を
使
っ
て
市

の
情
報
を
何
時
で
も
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
お
米

も
年
間
６
０
０
０
ｔ
生
産
さ
れ
て
お
り
、
佐
渡
、
種

子
島
に
次
い
で
３
位
で
す
。
し
か
し
人
口
（
現
在
約

２
８
０
０
０
人
）
の
減
少
と
高
齢
化
は
他
地
区
と
同

様
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
飲
食
業
や
観
光
関
係
者

が
多
い
の
に
観
光
客
は
減
っ
て
き
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
は
島
民
そ
れ
ぞ
れ
が
危
機
意
識
を
持
ち
、

山
と
海
の
恵
み
を
生
か
し
て
、
ま
ず
は
地
産
地
消
を

め
ざ
す
こ
と
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
壱
岐
の

歴
史
文
化
は
文
化
庁
の
創
設
し
た
日
本
遺
産
に
『
国

境
の
島
壱
岐
・
対
馬
・
五
島
～
古
代
か
ら
の
架
け
橋

～
』
と
し
て
対
馬
・
五
島
と
共
に
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

ア
ジ
ア
か
ら
の
交
流
人
口
の
拡
大
や
誘
客
活
動
が
急

務
で
す
。
そ
し
て
若
い
世
代
が
島
に
住
み
未
来
を
担

っ
て
い
く
た
め
の
一
つ
と

し
て
、
壱
岐
か
ら
福
岡
市

等
へ
通
学
通
勤
し
て
い
る

人
に
は
市
が
助
成
す
る
制

度
を
実
施
し
て
い
ま
す
」

と
語
っ
た
。

�
文
／
浅
井
登
美
子

�
写
真
／
満
田
美
樹

●壱岐市立一支国博物館 ☎0920-45-2731 http://www.iki-haku.jp
●一般社団法人壱岐市観光連盟 ☎0920-47-3700 http://www.ikikankou.com

▲海女で活躍する大川さん（左）と観光連盟で働く徳永さん
後ろは大川さんがモデルの海女ポスター

◀離島の振興に尽力する白川博一市長
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ほ
っ
と
心
が
和
む
羽
前
小
松
駅

山
形
新
幹
線
米
沢
駅
で
米
坂
線
に
乗
り
換
え
て
約

30
分
、
２
両
編
成
の
電
車
は
田
畑
や
家
並
み
が
続
く

田
園
地
帯
を
走
っ
て
羽
前
小
松
駅
に
到
着
す
る
。
一

昨
年
Ｊ
Ｒ
が
駅
舎
を
改
装
し
た
そ
う
で
、
小
じ
ん
ま

り
し
た
き
れ
い
な
駅
舎
で
、
若
い
女
性
駅
員
が
に
こ

や
か
に
出
迎
え
て
く
れ
た
。
ホ
ー
ム
に
は
冬
を
彩
る

葉
牡
丹
が
並
び
、
改
札
口
に
は
生
け
た
菊
の
花
が
香

り
、
待
合
室
に
は
暖
房
が
施
さ
れ
、
ほ
っ
と
心
が
和

む
。
冷
た
い
雨
天
の
せ
い
か
、
人
の
気
配
と
何
気
な

い
心
遣
い
が
嬉
し
い
。

米
坂
線
は
、
山
形
県
米
沢
駅
と
新
潟
県
村
上
市
坂

町
駅
を
結
ぶ
26
の
駅
か
ら
成
り
、
有
人
駅
は
羽
前
小

松
駅
を
含
め
て
６
駅
だ
と
い
う
。
午
前
10
時
頃
の
坂

町
行
き
下
り
電
車
は
乗
客
も
比
較
的
少
な
く
空
い
て

い
た
が
、
夕
方
午
後
６
時
頃
の
上
下
電
車
は
、
帰
宅

す
る
高
校
生
た
ち
を
乗
せ
て
満
員
だ
っ
た
。

大
正
15
年
に
開
通
、
米
沢
盆
地
の
発
展
に
貢
献
し

た
米
坂
線
だ
が
、
新
幹
線
開
設
で
省
力
化
が
進
み
、

羽
前
小
松
駅
は
昭
和
56
年
に
Ｊ
Ｒ
よ
り
無
人
化
勧
告

を
受
け
た
。
し
か
し
町
の
表
玄
関
で
あ
る
駅
を
守
り

た
い
と
い
う
町
民
運
動
に
よ
り
、
翌
年
か
ら
町
が
駅

業
務
を
受
託
し
、
全
国
初
の
町
民
駅
と
し
て
運
営
し

て
き
た
。
そ
の
後
平
成
22
年
に
町
民
有
志
に
よ
る
任

意
団
体
「
え
き
・
ま
ち
ネ
ッ
ト
こ
ま
つ
」（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
化
平
成
26
年
１
月
）
が
引
き
継
い
で
管
理
運
営
を

昭
和
56
年
に
Ｊ
Ｒ
よ
り
無
人
化
勧
告
を
受
け

た
羽う

前ぜ
ん

小こ

松ま
つ

駅
は
、
町
の
表
玄
関
で
あ
る
駅

を
守
り
た
い
と
い
う
町
民
や
駅
を
利
用
す
る

置お
き
た
ま賜
農
業
高
校
生
の
要
望
で
町
が
駅
業
務
を

委
託
し
て
き
た
が
、
厳
し
い
財
政
か
ら
廃
止

や
短
縮
化
を
検
討
。
代
わ
っ
て
平
成
22
年
よ

り
町
民
有
志
に
よ
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
え
き
・

ま
ち
ネ
ッ
ト
こ
ま
つ
」
が
管
理
運
営
を
委
託

し
て
い
る
。
利
用
度
の
高
い
高
校
生
と
の
共

催
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
等
に
力
を
入
れ
、
町
の

魅
力
を
発
信
、
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
街
の
再
生

に
も
取
り
組
む
。
こ
れ
ら
の
活
動
が
評
価
さ

れ
、
平
成
27
年
度
「
あ
し
た
の
ま
ち
・
く
ら

し
づ
く
り
活
動
賞
」
で
内
閣
総
理
大
臣
賞
を

受
賞
し
た
。

▶米沢駅を出て小松駅へ向かう
米坂線の電車内部

平成26年にJRが改装、ライトアップした羽前小松駅

▶
電
車
が
到
着
し
た
ホ
ー
ム
に
は
置
賜
農
業
高
校
生
が
栽
培

し
た
葉
牡
丹
が
並
ぶ

駅
舎
は
若
者
や
町
民
活
動
の
発
信
地

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人［
え
き・ま
ち
ネ
ッ
ト
こ
ま
つ
］

山
形
県
川か

わ

西に
し

町ま
ち

歴史文化を
保全・活用
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委
託
し
て
い
る
。

駅
に
着
く
と
、
理
事
長
の
江
本
一
男
さ
ん
が
出
迎

え
て
く
れ
た
が
、「
す
み
ま
せ
ん
が
置
賜
高
校
へ
付
き

合
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
、
車
に
同
乗
し
て
山
形

県
立
置
賜
農
業
高
校
へ
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。

江
本
理
事
長
は
置
賜
農
業
高
校
（
以
下
「
置
農
」）

の
教
諭
も
し
て
お
り
、
そ
の
日
は
昼
休
み
に
食
料
環

境
科
の
生
徒
た
ち
と
の
打
合
わ
せ
会
が
あ
る
と
い
う
。

高
校
は
旧
市
街
地
の
先
の
田
園
地
帯
に
あ
り
、
駅
か

ら
約
１
・
４
㎞
、徒
歩
な
ら
15
～
20
分
の
距
離
に
あ
り
、

多
数
の
生
徒
が
羽
前
小
松
駅
を
利
用
し
て
い
る
。

「
実
は
私
は
平
成
24
年
だ
っ
た
と
思
う
が
、
36
年
間

勤
め
た
置
農
を
辞
め
た
ん
で
す
。
川
西
町
の
町
報
に

町
の
財
政
改
革
計
画
が
載
っ
て
い
て
、
そ
の
中
に
財

政
的
に
厳
し
い
の
で
羽
前
小
松
駅
を
無
人
化
す
る
か

人
員
と
営
業
時
間
を
減
ら
す
と
記
し
て
あ
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
に
対
し
て
『
無
人
化
で
困
る
の
は
高
齢
者

や
私
た
ち
』
と
立
ち
上
が
っ
た
の
は
地
元
の
高
校
生

た
ち
だ
っ
た
。
町
民
ら
に
呼
び
か
け
て
、
任
意
団
体

『
え
き
・
ま
ち
ネ
ッ
ト
こ
ま
つ
』
を
つ
く
り
ま
し
た
。

駅
前
で
親
子
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
や
産
直
市
等
を
行

い
、
住
民
の
協
力
で
駅
や
街
の
花
い
っ
ぱ
い
活
動
を

続
け
た
。
そ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
て
法
人
化
で
き
ま
し

た
」
と
江
本
理
事
長
は
語
る
。

現
在
「
え
き
・
ま
ち
ネ
ッ
ト
こ
ま
つ
」
は
、
理
事

長
を
入
れ
て
５
名
の
職
員
が
駅
業
務
に
当
た
っ
て
い

る
が
、
常
勤
職
員
は
一
人
だ
け
で
４
名
は
交
代
制
勤

務
。
駅
舎
を
含
め
た
街
の
活
性
化
が
江
本
理
事
長
の

ね
ら
い
で
、
駅
前
広
場
や
ま
ち
な
か
で
の
イ
ベ
ン
ト

に
は
30
名
ほ
ど
の
町
民
が
す
ぐ
手
伝
い
に
来
る
と
い

う
。「
え
き
・
ま
ち
子
供
フ
ェ
ス
タ
」
に
は
３
０
０
人
、

町
と
共
催
し
た
「
ほ
こ
て
ん
」
に
は
２
０
０
０
人
（
Ｈ

25
年
実
績
）
が
参
加
、
事
業
費
の
半
分
が
過
疎
債
で

充
当
さ
れ
た
。
今
年
10
月
に
は
、
芋
煮
を
食
べ
な
が

ら
川
西
町
の
未
来
を
語
ろ
う
と
い
う
「
ま
ち
づ
く
り

フ
ェ
ス
タ
」
を
中
央
公
民
館
で
開
催
、
牧
野
篤
東
大

大
学
院
教
授
ら
の
講
演
に
は
、
高
校
生
も
多
数
参
加

し
て
賑
わ
っ
た
。

駅
舎
は
子
供
た
ち
の 

安
心
安
全
通
学
ロ
ー
ド

も
う
一
つ
の
特
色
が
、
駅
舎
は
子
供
や
勤
め
人
た

ち
の
通
学
・
通
勤
道
路
で
も
あ
る
こ
と
。
町
の
東
西

を
つ
な
ぐ
便
利
で
安
心
・
安
全
な
ロ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。

駅
の
西
側
は
旧
市
街
地
で
、
役
場
や
小
中
学
校
も

西
側
に
あ
る
が
、
東
側
は
川
西
町
の
新
し
い
街
並
み

が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
が
「
川
西
町

フ
レ
ン
ド
リ
ー
プ
ラ
ザ
」。
小
松
出
身
の
作
家
・
井

上
ひ
さ
し
氏
の
膨
大
な
蔵
書
や
貴
重
な
作
品
資
料
、

演
劇
関
係
を
網
羅
し
た
「
遅
筆
堂
」
を
併
設
し
た
多

目
的
図
書
館
で
、
未
登
録
を
含
め
る
と
22
万
冊
の
蔵

書
が
あ
る
。
駅
の
ホ
ー
ム
に
立
つ
と
、
そ
の
紺
碧
色

の
重
厚
な
建
物
と
整
備
さ
れ
た
公
園
が
目
の
前
に
あ

る
。
周
辺
に
は
レ
ス
ト
ラ
ン
、
そ
の
先
に
は
新
し
い

住
宅
群
が
広
が
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
通
学
通
勤
に
は
線
路
を
超
え
る
必
要

が
あ
る
が
、
無
人
の
踏
切
は
危
険
で
あ
る
た
め
、
町

で
は
駅
舎
や
階
段
、
ホ
ー
ム
を
住
民
の
通
路
と
し
て

開
放
し
て
き
た
。
午
後
に
な
る
と
、
ラ
ン
ド
セ
ル
を

背
負
っ
た
子
供
た
ち
が
三
々
五
々
駅
舎
に
現
れ
、
中

に
は
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
本
を
読
ん
だ
り
、
東
口
に
設

置
さ
れ
た
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
来
村
記
念
の
鐘
を
鳴

ら
し
た
り
し
て
楽
し
そ
う
に
帰
っ
て
い
く
。
余
談
だ

が
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
明
治
初
期
に
イ
ギ
リ
ス
か

ら
来
日
し
て
全
国
各
地
を
歩
き
、「
日
本
奥
地
紀
行
」

に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
小
松
村
へ
来
て
宿
泊

し
た
バ
ー
ド
は
、［
小
松
は
美
し
い
環
境
に
あ
る
町
で
、

人
口
は
三
千
、
綿
製
品
や
絹
、
酒
を
手
広
く
商
売
し

て
い
る
］
と
書
い
て
い
る
。
鐘
に
は
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ

ョ
ン
が
付
け
ら
れ
、
夜
も
東
口
を
照
ら
し
て
い
る
。

「
豆
ガ
ー
ル
ズ
」
が 

町
の
豆
文
化
を
発
信
す
る

江
本
先
生
が
勤
め
る
置
農
の
食
料
環
境
科
職
員
室

に
は
、
実
験
的
に
栽
培
し
た
綿
花
や
豆
類
等
様
々
な

食
品
が
置
か
れ
て
い
る
。
通
常
授
業
の
他
に
同
校
が

特
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
が「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
学
習
」で
、

食
料
環
境
科
で
は
在
来
野
菜
の
紅
大
豆
の
研
究
と
加

工
品
開
発
を
進
め
て
き
た
。
今
年
10
月
に
は
「
え
き
・

ま
ち
ネ
ッ
ト
こ
ま
つ
」の
主
催
で
、「
豆
ガ
ー
ル
ズ
」と
呼

ば
れ
る
女
子
生
徒
た
ち
が
、
東
京
・
阿
佐
ヶ
谷
で
主

婦
ら
グ
ル
ー
プ
に
川
西
の
豆
の
紹
介
と
豆
料
理
を
Ｐ

Ｒ
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
話
題
を
呼
ん
だ
。

取
材
の
日
、
昼
休
み
に
行
う
打
合
わ
せ
会
で
は
、

明
日
予
定
し
て
い
る
来
春
入
学
予
定
の
中
学
生
と
保

護
者
の
体
験
学
習
会
に
、
豆
ガ
ー
ル
ズ
の
活
動
を
通

◀昼休みに集まって中学生歓迎
の打合わせをする「豆ガールズ」
の生徒たち

▲子供や住民は駅舎とホームを通って東口と西口を往来する
▼東口を出ると目の前に「川西町フレンドリープラザ」がある
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じ
て
食
料
環
境
科
を
Ｐ
Ｒ
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
江

本
先
生
が
用
意
し
て
お
い
た
ビ
デ
オ
を
見
な
が
ら
、

生
徒
た
ち
は
寸
劇
を
行
う
要
領
で
「
置
賜
地
区
に
は

30
種
を
超
え
る
紅
豆
が
生
産
さ
れ
、
そ
れ
を
使
っ
た

豆
文
化
が
あ
る
が
、
豆
料
理
を
作
る
人
が
減
っ
て
い

る
。
そ
の
美
味
し
さ
を
Ｐ
Ｒ
し
継
承
し
た
い
」
な
ど

と
上
手
に
語
っ
た
。

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
開
発
し
た
大
豆
を
使
っ
た
ケ

ー
キ
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
、
和
菓
子
等
は
、
そ
の
い

く
つ
か
が
町
内
の
菓
子
店
で
市
販
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、「
三
色
豆
大
福
」は
川
西
町
銘
菓
に
も
な
っ
て
い
る
。

「
大
豆
は
稲
作
の
転
作
で
沢
山
栽
培
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
が
、
活
用
は
い
ま
ひ
と
つ
で
す
。
我
々
が

支
援
し
て
東
京
市
場
で
の
販
売
を
始
め
て
い
ま
す
」

と
江
本
先
生
は
言
う
。

置
賜
農
業
高
校
は
明
治
28
年
に
郡
立
蚕
業
学
校
と

し
て
開
校
、
同
34
年
に
県
立
置
賜
農

業
高
校
に
な
っ
た
創
立
１
２
０
年
に

な
る
高
校
で
、
地
元
の
農
家
や
団
体

職
員
の
多
く
が
学
ん
で
き
た
。
現
在

３
４
０
名
が
学
び
、
そ
の
半
数
近
く

が
羽
前
小
松
駅
を
利
用
し
て
い
る
。

人
口
の
減
少
と
高
齢
化
で
シ
ャ
ッ
タ

ー
街
化
が
進
む
旧
商
店
街
に
と
っ
て
、

若
者
た
ち
の
存
在
は
何
よ
り
も
大
き

い
。し

か
し
高
校
生
が
利
用
で
き
る
施

設
が
殆
ど
な
い
こ
と
か
ら
、「
え
き
・

ま
ち
ネ
ッ
ト
こ
ま
つ
」
で
は
高
校
生

主
体
の
店
を
開
設
し
た
い
と
商
店
主

ら
を
仲
介
。
そ
し
て
４
年
前
に
オ
ー

プ
ン
し
た
の
が
「
ぼ
～
の
＆
こ
ま
つ

屋
」。閉
店
し
た
お
茶
屋
さ
ん
を
改
装
、

置
農
生
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
「
ぼ
～
の
」
と
街

中
に
あ
っ
た
カ
フ
ェ
が
一
体
化
し
た
お
洒
落
な
茶
房

で
、
店
長
は
置
農
Ｏ
Ｂ
の
長
岡
裕
紀
さ
ん
。

店
内
の
半
分
が
置
農
の
農
産
物
や
加
工
品
を
販
売

す
る
コ
ー
ナ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は

パ
ス
タ
や
カ
レ
ー
、
ピ
ザ
等
が
人
気
で
、
お
年
寄
り

の
利
用
も
多
い
が
、
江
本
理
事
長
は
「
学
生
が
気
軽

に
利
用
す
る
た
め
に
、
カ
ッ
プ
麺
と
熱
い
湯
で
も
用

意
し
て
お
こ
う
か
」
と
長
岡
さ
ん
に
相
談
し
て
い
る
。

道
路
を
挟
ん
だ
堅
牢
な
３
階
建
て
ビ
ル
に
は
、「
え

き
・
ま
ち
ネ
ッ
ト
こ
ま
つ
」
が
運
営
す
る
交
流
会
館

と
小
松
地
区
交
流
セ
ン
タ
ー
の
事
務
所
も
オ
ー
プ
ン

し
た
。
閉
店
し
た
家
具
店
が
貸
出
し
て
く
れ
た
ビ
ル

で
、
広
い
ホ
ー
ル
や
会
議
室
も
あ
る
た
め
、
多
目
的

に
活
用
で
き
そ
う
だ
。
高
齢
者
や
若
者
、
子
供
た
ち

が
自
由
に
利
用
し
て
欲
し
い
と
、
皆
に
呼
び
か
け
て

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
募
集
し
て
い
る
。

人
通
り
が
少
な
い
夕
暮
れ
の
街
を
散
歩
し
て
駅
へ

戻
る
と
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
た
駅
舎
が
ま
ぶ
し
い
ば

か
り
に
輝
い
て
い
る
。
乗
り
降
り
す
る
人
の
姿
や
ク

ル
マ
も
多
く
な
っ
た
。
い
つ
の
間
に
か
江
本
理
事
長

も
置
農
か
ら
駅
舎
事
務
室
に
戻
っ
て
い
て
、
女
子
職

員
か
ら
渡
さ
れ
た
記
録
表
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
、

改
札
口
を
通
る
乗
客
に
大
き
な
声
を
か
け
て
い
た
。

な
お
、
内
閣
府
、
総
務
省
主
催
の
「
あ
し
た
の
ま

ち
・
く
ら
し
づ
く
り
活
動
賞
」
は
、「
え
き
・
ま
ち
ネ

ッ
ト
こ
ま
つ
」
の
「
高
校

生
と
共
に
歩
む
町
民
駅
中

心
の
ま
ち
づ
く
り
」
活
動

が
、
地
域
活
性
化
、
様
々

な
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
コ

ミ
ュ
ニ
テ
イ
活
動
を
継
続

し
て
行
っ
て
い
る
と
高
く

評
価
さ
れ
、
２
２
５
件
応

募
の
中
か
ら
最
高
賞
で
あ

る
内
閣
総
理
大
臣
賞
を
受

賞
し
た
。

文
・
写
真
／
横
田
塔
美

●�NPO法人「えき・まちネットこまつ」 � �
☎0238-42-2533� �
http://www.5.omn.ne.jp/~eki-mn-7/

▲東京阿佐ヶ谷で川西町の豆類を持参して料理を作ってPRする置賜農業高校
「豆ガールズ」の生徒たち
▼右は好評だった豆ご飯。豆製品や豆菓子も会場で販売（左）

▲駅前通りに開店した『ぼ～の＆こまつ屋』。置賜高校生
が製造した菓子等も売っている

▲同店を運営する長岡さん（左）と江本理事長



アート作品を制作・展示するほか、参加体
験型の企画やワークショップも予定してい
ます。秋の開幕まで、どうぞ楽しみにお待
ちください。
○会期：
　平成28年9月17日(土)-11月20日(日)
○テーマ：海か、山か、芸術か？
○総合ディレクター：
　南條史生（森美術館館長）
○開催市町：茨城県北地域６市町
　日立市、常陸太田市、高萩市、
　北茨城市、常陸大宮市、大子町
○主催：茨城県北芸術祭実行委員会

  No.47
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茨城県北地域を舞台に繰り広げられる現代アートの祭典

KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭
今秋いよいよ開催！

編集後記
▼“日本一の子育て村”邑南町は、とびっきり美
しい町だった。聞けば“日本のスイス”と呼ばれ
ているとか。石州瓦の赤い屋根が緑のなかに点在
する様は、まさにスイスの田舎町のよう。町役場
の職員さんの取材対応も迅速・丁寧。元気のよい
町には、必ず優れた人材があることを痛感した（Ｒ）
▼サツマイモ掘りを手伝った芦川小学生４人に、
各自の名前を書いてもらった。のびのびとした大
きな字で丁寧に、しかも堂々と。子どもの本分こ
こに有りといった感じの４つの名前。移住したく
なる町の自慢の子供たちだ（Ｙ）　
▼都内私立中学１年生の風子は、クラスでスマホ
を持たない唯一となった。皆がラインで盛んに通
信し合っているが、中学を卒業するまでは持たな
いと親子で決めた。代わって週３冊読書し、大学
は地方の国公立にしたいという。その勇気と覚悟
を見守りたい（Ｔ）

・開催日（予定）
  平成28年10月13日（木）～14日（金）
・開催場所（予定）
  1日目　全体会・交流会/奈良県橿原市
  2日目　分科会・現地視察（4会場）
  奈良県五條市、曽爾村、天川村、川上村
[事務担当] 奈良県地域振興部南部東部振興課 ☎0744-48-3015(担当/吉浦、津田)

今秋、茨城県の県北地域６市町の風光明
媚な海と山を舞台にした、初めての国際芸
術祭を開催します。
総合ディレクターには森美術館館長の南
條史生さんを迎え、「海か、山か、芸術
か？」をテーマに、自然の中や商店街、廃校
や歴史的建造物を活用して、さまざまなア
ート作品を制作・展示します。
岡倉天心から発想した新作を茨城県天心
記念五浦美術館で発表するチームラボ、

「現代の魔法使い」と呼ばれる筑波大学助
教の落合陽一、バイオテクノロジーを用い
た芸術作品をつくるオロン・カッツなど、
世界で活躍するアーティストが最先端の

全国過疎問題シンポジウム 2016 in なら 平成28年10月13日木〜 14日金

時空を超えた歴史文化に触れ、伝統野菜等の味覚を堪能してください!

奈良県には古代史の舞台となった史跡や自然・文化遺産が数多
く遺されており、なかでも「法隆寺地域の仏教建造物」「古都奈良
の文化財」「紀伊山地の霊場と参詣道」は世界遺産として登録さ
れており、時空を超えた本物の歴史文化に触れることができま
す。また、「大和野菜」と称される伝統野菜、「三輪そうめん」や「五
條市の柿」など、味覚のほうも十分に堪能していただけます。ぜ
ひ、奈良へお越し下さい。心から皆さまをお待ちしています。

曽爾高原の夕焼け 柿の里西吉野町（五條市） スギ人工林（川上村）

[お詫びと訂正]「でぽら」46号、取材地を地図で示
した中で、広島県神石高原町・油木高校の所在地
に誤りがありました。下記の通り訂正し、お詫び
申し上げます。

検索http://kenpoku-art.jp/

▲油木高校／蜜蜂の内検作業をする
　ミツバチプロジェクトの生徒
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No.39 交流・協働で地域を元気に
東京農大生の里山保全活動（福島県鮫川
村）「風の谷・森林の楽校」（岐阜県揖斐
川町）八木沢集落の地域おこし協力隊

（秋田県上小阿仁村）協力隊で農山村生活
を体験（岐阜県高山市高根町）栗島に住
んで二年目・西畑隊員の報告（新潟県栗
島浦村）「きみの定住を支援する会」（和
歌山県紀美野町）「ゆめ倶楽部 21」「米
作り塾」（和歌山県日高川町）お母さんの
知恵袋「四季の里」（静岡県川根本町）「お
やきの里」（長野県小川村）大石田そば
街道（山形県大石田町）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2010年
秋冬号

特集交流・協働で地域を元気に

本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。

No.40 夢を紡ぐ—地域伝統のものづくり職人
大館曲げわっぱ（秋田県大館市・栗久） 
南木曽「木地師の里」（長野県南木曽町・
野原工芸） むらかみ町屋再生プロジェク
ト（新潟県村上市）三津谷煉瓦窯再生プ
ロジェクト（福島県喜多方市）伝統の切
れ味、土佐打刃物（高知県香美市土佐山
田町）からむし織の里（福島県昭和村） 
い草の育成とゴザ織り（熊本県八代市） 
三好お札の里（徳島県三次市池田町）縮
れ穂先を編み上げる南部箒（岩手県九戸
村・高倉工芸）秋山郷が育む猫つぐら（長
野県栄村）アイヌ文化を未来へ伝える（北
海道平取町ニ風谷）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2011年
春夏号

夢を紡ぐ――
地域伝統のものづくり職人

特
集

本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。

No.41 これが自慢の味・風土・人—地域ブランド作戦
生いもこんにゃく NO.1（群馬県東吾妻
町・小山農園）450 年の歴史を経て、
西海えだおれなす（長崎県西海市）飼料
用米生産と「こめ育ち豚」（山形県遊佐
町）森を救う家具「ニシアワー」（岡山県
西粟倉村）京丹波の伝統作物（京都府京
丹波町）山里文化を語り継ぐ「遠野物語」
の里（岩手県遠野市）富良野ラベンダー
の里（北海道中富良野町）米蔵・しおま
ち唐琴通り・須恵器（岡山県瀬戸内市牛
窓）「森の香菖蒲ご膳」（佐賀市富士町） 
トキと暮らす郷（新潟県佐渡市）
特別ルポ／東日本大災害・災害地からの
報告

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2011年

これが自慢の味・風土・人

地域ブランド作戦
特
集

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・就職（北海道喜茂別町）
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）[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）

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
担い手を育成して地域活性化（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）｢南郷トマ
ト｣の若い担い手（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）「農
業をする」という人生の作り方（岩手県西
和賀町）地域の産直市「お山の大将」（徳
島県美波町）休耕田にしない・親子で米
作り（広島県庄原市総領）むかし味「げん
たの野菜」（山梨県笛吹市芦川） 高原を彩
るヒマラヤの青いケシ（長野県大鹿村） 
環境未来都市しもかわ（北海道下川町）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2013年

地
域
に
農
の
新
し
い
風

特
集
Ⅰ
タ
ー
ン
し
て
新
規
就
農

地
域
に
農
の
新
し
い
風

No.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 / 民家は地域資源、
リフォームして定住促進へ「奥矢作森林塾」（岐阜県恵
那市） 生姜栽培を復活して開拓魂を受け継ぐ（鹿児島
県西之表市） 雪浦ウイーク（長崎県西海町） 寄ろ会み
なまた（熊本県水俣市）若松ふるさと塾（長崎県新上五
島市）会津山都そば協会（福島県喜多方市）

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） 

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2015年

地
域
の
創
造
活
動
を

支
援
す
る

地
域
の
創
造
活
動
を

支
援
す
る

特  集

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」/ 学生耕作隊（山口県宇部市）高根の暮ら
しを明日へ繋ぐ / 共存の森ネットワーク・キ
ヤノングループ（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）  若手漁師や「笑顔食堂」が地域の
活力（三重県尾鷲市早田町） ふるさとへもん
てこい ! 熱烈ラブコール（徳島県那賀町）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2015年
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