
地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2021年

耕
そ
う！
ふ
る
さ
と
の
森
と
大
地

特
集
●
持
続
可
能
な
未
来
へ



近
年
は
、
各
地
で
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
よ
う
な
大
規
模
な
風
水
害
や
土
砂
崩
れ

等
で
住
居
や
農
林
漁
業
に
大
き
な
被
害
が

出
て
い
ま
す
。
人
口
減
少
や
住
民
の
高
齢

化
等
に
よ
る
休
耕
地
の
増
加
、
森
林
の
荒

廃
な
ど
も
災
害
を
拡
大
さ
せ
る
一
因
に
な

っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

各
地
域
で
は
住
民
の
協
働
作
業
に
力
を

入
れ
て
い
ま
す
が
、
山
間
地
域
で
は
人
手

不
足
が
深
刻
で
す
。

そ
の
た
め
に
森
林
や
里
山
、
農
業
の
保

全
に
は
、
田
畑
の
草
刈
り
や
山
の
手
入
れ
、

農
産
物
の
収
穫
な
ど
を
手
伝
っ
て
く
れ
る

助
っ
人
や
支
援
団
体
等
が
ど
う
し
て
も
必

要
で
す
。
そ
ん
な
地
域
に
向
け
て
、
学
生

や
企
業
の
若
者
た
ち
を
派
遣
す
る
団
体
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
、
定
期
的
に
各
地
へ
出
か
け
て

農
林
業
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
各
地
域
で
も
、
集
落
以
外
の
住

民
や
都
市
の
人
に
呼
び
か
け
て
農
業
体
験

会
や
交
流
会
を
開
催
す
る
な
ど
「
関
係
人

口
」、「
交
流
人
口
」
の
確
保
に
積
極
的
に

取
り
組
み
始
め
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
森
や
里
山
、
地
域
農
業
を
ど

の
よ
う
に
保
全
、
維
持
し
て
い
く
か
に
つ

い
て
、
各
地
の
取
組
を
取
材
し
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
予
定
し

て
い
た
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
に
な
る
な
ど
全

国
的
に
多
大
な
影
響
が
あ
り
ま
し
た
。

一
方
で
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
都
市
か
ら

地
方
へ
移
住
す
る
企
業
や
家
族
が
増
え
る

な
ど
、
田
舎
暮
ら
し
が
注
目
さ
れ
は
じ
め

て
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
沈
静
化
し
、
移
住
・
交
流
な
ど
で
地

域
が
さ
ら
に
活
性
化
す
る
こ
と
を
切
に
願

う
ば
か
り
で
す
。

持続可能な未来へ
耕そう！ ふるさとの森と大地
●特集企画に寄せて

▲東京都檜原村・あきる野市養沢／東京
の森を保全する「そらあけの会」

▲愛知県豊田市敷島／古民家を企業
がオフィスに活用

▲徳島県にし阿波地区／レストラン
「風和里」

▲大分県宇佐市／両合地区の
「のろよこい」に集まった住民
たち

▲岩手県大槌町吉里吉里／「薪まつり」で
薪割りを体験する

▲岩手県山田町／そば刈りに集まった「ご
っとん会」のメンバーたち

▲北海道えりも町／緑で覆われた
えりも岬

▲山梨県山梨市牧丘／「田畑の
楽校」の参加者を受け入れるぶど
う農家の澤登さん

▲岐阜県揖斐川町谷汲／「風の谷・森林の楽
校」を開催するラーニングアーバー横蔵

▲広島県庄原市三日市町／「森の楽校」に参加
して草刈りをする親子たち



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、過疎地域と都市部が
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.54
●もくじ

●表紙写真
上/「風の谷・森林の楽校」で、次回よ
り本格的に間伐作業する森を見学す
る参加者たち
左中/そば刈り作業をする」「ごっとん
会」の人たち
左下/斜面が多い西阿波地区、斜面に
適した農具の製造と修理をする野鍛
冶職人・大森さん
右/里山や森で自ら遊びや道具作りに
挑む「ガキ大将講座」の青少年たち。
右は主宰の安藤さん

特集/持続可能な未来へ―耕そう! ふるさとの森と大地
特集企画に寄せて 2

■森へ里へボランティアが集う
・繕い、育てる 東京の森
　［そらあけの会］の21年　東京都檜原村・あきる野市養沢 4

・森や里山好きが集う、学びの杜
　［風の谷・森林の楽校］̀20秋　岐阜県揖斐川町谷汲 8

・都市と農業をつなぐぶどう畑
　［ぶどうの丘 田畑の楽校］　山梨県山梨市牧丘 12

・楽しく学びながら、里山保全活動
　［森の楽校］IN 国営備北丘陵公園　広島県庄原市三日市町 14

■風土と食文化を継承する
・山村に生きる人々の知恵を継承する
　にし阿波［傾斜地農耕システム］

徳島県美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町 18

・クヌギ林とため池、棚田を保全する
　［両合棚田を守る会］　大分県宇佐市 22

・ほっこりのどかなそばの里
　遊休地でそば栽培［ごっとん会］

岩手県山田町 26

■郷土を未来へつなげる地域活動
・北の森よ育て、北の海よ育て
　浜の母さんたちの［お魚殖やす植樹運動］ 29

・「復活の薪」で森と地域に“暖”を
　NPO法人［吉里吉里国］　岩手県大槌町吉里吉里 32

・空き家の活用と自然で魅力発信
　［しきしま・ときめきプラン］　愛知県豊田市敷島 35

■INFORMATION　38
●令和2年度 過疎地域自立活性化優良事例表彰　連盟会長賞受賞団体
・豊かな暮らしの創出に向けて（福島県石川町）
・スマホの配車アプリで「支えあい交通」（京都府京丹後市）
・「地域と畑は自分たちで守る」農家ハンター★プロジェクト（熊本県宇城市）
・地域の交流と発見に、美里フットパス（熊本県美里町）
●国内の世界農業遺産認定地域
奥付

「DePOLA」Back Number ／動画で観る過疎地域
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　「
私
は
た
だ
の
オ
バ
サ
ン
だ
っ
た
」
開
口
一
番
そ
ん
な
言
葉
を

口
に
す
る
72
歳
女
性
。「
会
社
の
仕
事
は
正
解
だ
っ
た
の
か
」
自

問
を
続
け
る
73
歳
男
性
。

　
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
集
団
「
そ
ら
あ
け
の
会
」
は
、
発
足
21
年
。

ユ
ニ
ー
ク
な
個
性
と
気
骨
の
あ
る
面
々
が
、
林
業
家
の
も
と
に

集
ま
り
、
10
年
、
20
年
と
い
う
年
月
を
森
づ
く
り
に
注
い
で
き
た
。

共
に
年
齢
を
重
ね
、
60
代
、
70
代
と
な
っ
た
今
も
、
ナ
タ
を
持
ち
、

鋸
を
抱
え
、
山
に
向
か
う
。
東
京
の
西
に
広
が
る
広
大
な
山
林
。

そ
こ
が
彼
ら
の
活
動
拠
点
だ
。

［
そ
ら
あ
け
の
会
］の
21
年

●
東
京
都
檜ひ

の

原は
ら

村む
ら

・あ
き
る
野の

市し

養よ
う

沢ざ
わ

繕
い
、育
て
る 

東
京
の
森

森へ里へ
ボランティアが

集う

▲山の中では力を省力化する
ため、真横か上位置に向けて
倒す。ナタで切れ目を入れる
角度の見極めが大事
▶︎右上／間伐作業に欠かせな
いロープワークを習う。もやい
結びは多くの場面で活用される
右下／伐採を林業のプロたち
は「木を寝かせる」という。長
年育てた木への想いが伝わる
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８
６
０
０
人
が
所
有
す
る 

西
多
摩
の
民
有
林

総
面
積
の
約
３
割
が
森
林
と
い
う
東
京
。
そ
の
森

の
ほ
と
ん
ど
が
集
中
す
る
東
京
西
部
。
特
に
西
多
摩

地
域
に
は
、
登
山
や
川
遊
び
な
ど
都
民
に
親
し
ま
れ

た
観
光
地
と
し
て
の
顔
の
他
、
広
大
な
山
林
を
守
り
、

育
て
る
と
い
う
役
割
が
あ
る
。

西
多
摩
地
域
４
４
０
０
０
ha
に
及
ぶ
山
林
は
、
す

べ
て
が
民
有
林
で
、
所
有
者
の
数
は
約
８
６
０
０
人
。

そ
の
う
ち
１
ha
未
満
の
所
有
者
は
約
５
０
０
０
人
と

圧
倒
的
に
多
く
、
小
さ
な
区
画
に
険
し
い
地
形
が
続

く
た
め
、作
業
用
の
林
道
が
造
り
づ
ら
く
、林
業
に
と

っ
て
は
苦
労
の
多
い
山
域
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
山
林
所
有
者
の
高
齢
化
と
後
継
者
不
足
が

重
な
り
、
あ
ち
こ
ち
の
山
に
放
置
林
が
増
え
る
ば
か

り
と
な
っ
た
。

そ
の
放
置
さ
れ
た
森
を
何
と
か
し
た
い
。
山
国
日

本
の
、
そ
し
て
東
京
の
貴
重
な
森
。
平
成
９
年
に
は

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協

会
が
設
立
さ
れ
て
、
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ

が
各
地
に
生
ま
れ
た
。

「
そ
ら
あ
け
の
会
」は
、
東
京
西
部
檜
原
村
か
ら
あ

き
る
野
市
養
沢
へ
と
広
が
る
池
谷
林
業
の
山
林
を
拠

点
に
活
動
を
始
め
た
。

江
戸
期
か
ら
続
く
池
谷
林
業
は
、
現
オ
ー
ナ
ー
の

池
谷
キ
ワ
子
さ
ん（
82
）が
５
代
目
を
務
め
る
歴
史
あ

る
専
業
林
家
だ
。
父
池
谷
秀
夫
さ
ん
か
ら
受
け
継
ぎ
、

キ
ワ
子
さ
ん
が
育
林
管
理
す
る
１
８
６
ha
の
山
は
、

養
沢
川
の
美
し
い
流
れ
を
挟
ん
で
東
西
に
広
が
る
。

戦
後
の
拡
大
造
林
で
人
工
林
が
急
増
し
た
多
摩
の

山
林
は
、
繁
栄
を
誇
っ
た
時
代
が
過
ぎ
、
外
国
材
の

輸
入
が
進
む
と
、
山
に
は
人
の
手
が
入
ら
ず
、
み
る

み
る
う
ち
に
荒
れ
て
い
っ
た
。

山
を
育
て
、
山
の
恵
み
を
受
け
な
が
ら
、
集
落
の

人
々
と
共
に
生
き
て
き
た
池
谷
家
の
歴
史
は
、
林
業

の
栄
枯
盛
衰
の
中
で
、
木
を
植
え
、
山
を
慈
し
み
続

け
て
き
た
人
々
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
。

初
め
て
目
に
し
た
惨
状 

女
性
た
ち
が
林
業
を
学
ぶ

平
成
10
年
に
は
西
多
摩
地
域
に
大
雪
が
降
り
、
そ

の
想
像
を
絶
す
る
破
壊
力
は
、
長
年
手
を
か
け
て
き

た
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
森
を
一
変
さ
せ
た
。

「
そ
ら
あ
け
の
会
」
第
一
号
メ
ン
バ
ー
と
な
る
岡

根
陽
子
さ
ん
は
当
時
50
歳
で
、
友
人
と
環
境
問
題
を

勉
強
中
。
誘
わ
れ
た
現
地
見
学
会
で
初
め
て
こ
の
惨

状
を
目
に
し
、
林
業
の
現
実
を
知
っ
た
と
い
う
。

「
こ
れ
が
す
べ
て
の
始
ま
り
だ
っ
た
」と
岡
根
さ
ん
。

こ
の
翌
年
、
岡
根
さ
ん
は
友
人
と
森
林
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
「
そ
ら
あ
け
の
会
」
を
立
ち
あ
げ
た
。

父
の
没
後
、
ひ
と
り
残
っ
た
ベ
テ
ラ
ン
作
業
員
故

小
沢
勇
次
さ
ん
こ
と
、“
ユ
ウ
さ
ん
〟
と
山
に
入
り
、

山
仕
事
に
明
け
暮
れ
る
キ
ワ
子
さ
ん
の
前
に
、
作
業

を
手
伝
い
た
い
と
い
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
出
現
し
た
。

そ
の
申
し
出
は
ど
ん
な
に
心
強
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

学
業
、
結
婚
、
子
育
て
と
続
い
た
都
会
で
の
暮
ら

し
か
ら
、
一
転
し
て
専
業
林
家
の
オ
ー
ナ
ー
へ
。
信

頼
で
き
る
ユ
ウ
さ
ん
が
い
た
か
ら
こ
そ
の
一
歩
だ
っ

た
が
、
作
業
の
手
が
増
え
る
こ
と
の
有
難
さ
は
い
う

ま
で
も
な
い
筈
だ
っ
た
。

「
そ
ら
あ
け
の
会
」は
キ
ワ
子
さ
ん
、
ユ
ウ
さ
ん
の

◀︎上／朝礼でその日の作業の段取りと、
担当を確認し合う
下／作業小屋から道を渡って山の現場へ
▼それぞれの作業用道具を手にし、池谷
家脇の水路に沿って、山へ向かう。水路の
ワサビが水の中で光る

▲視察に訪れた林野庁長官も一目惚れした
という美しいワサビ田だった清流。令和元
年秋の暴風雨でガレ場に
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も
と
、
森
林
作
業
を
一
か
ら
学
び
始
め
た
。
雨
の
日

に
は
小
屋
で
の
勉
強
会
、
道
具
の
手
入
れ
と
、
毎
月

２
回
、
休
む
こ
と
な
く
続
け
ら
れ
た
。

岡
根
さ
ん
は
取
材
の
日
、
開
口
一
番
「
私
は
た
だ

の
オ
バ
サ
ン
だ
っ
た
」
と
言
っ
た
そ
の
人
だ
。
72
歳

に
な
っ
た
今
で
も
、
４
ｍ
も
あ
る
ス
ギ
の
木
に
野
生

動
物
さ
な
が
ら
の
軽
や
か
さ
で
ス
イ
ス
イ
登
り
、
枝

打
ち
作
業
を
完
璧
に
こ
な
す
。

女
性
が
中
心
と
な
っ
て
動
き
始
め
た
「
そ
ら
あ
け

の
会
」
メ
ン
バ
ー
は
、
そ
の
後
二
人
、
三
人
と
増
え

続
け
、
や
が
て
共
感
を
も
っ
た
男
性
メ
ン
バ
ー
も
加

わ
り
、
現
在
は
総
勢
20
名
程
。
代
表
を
務
め
て
き
た

岡
根
さ
ん
は
家
族
の
介
護
の
た
め
一
線
を
退
き
、
今

は
応
援
支
援
隊
と
し
て
皆
を
見
守
り
支
え
て
い
る
。

そ
の
後
は
同
じ
年
に
入
会
し
た
赤
瀬
し
づ
か
さ
ん

が
代
表
を
引
き
継
ぐ
。

ナ
タ
で
枝
打
ち
す
る
女
性
た
ち

取
材
に
訪
れ
た
日
、「
そ
ら
あ
け
の
会
」
の
作
業
現

場
は
、
池
谷
家
屋
敷
の
裏
手
に
延
び
る
沢
沿
い
の
山

林
だ
っ
た
。
急
な
道
を
登
っ
て
い
く
と
、
谷
風
が
吹

き
わ
た
り
何
と
も
心
地
良
い
。

ご
先
祖
の
治
郎
平
翁
が
植
え
た
と
い
う
樹
齢
１
５

０
年
の
ヒ
ノ
キ
が
、
池
谷
家
の
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に

そ
び
え
立
ち
、
わ
れ
わ
れ
を
迎
え
る
。

枝
打
ち
さ
れ
真
っ
す
ぐ
に
伸
び
た
ス
ギ
と
ヒ
ノ
キ

の
森
は
、
独
特
の
清
々
し
さ
と
静
け
さ
が
広
が
り
、

思
わ
ず
深
呼
吸
を
し
た
く
な
る
。

間
伐
作
業
の
こ
の
日
、
樹
齢
32
年
の
ヒ
ノ
キ
が
大

地
を
叩
き
つ
け
る
よ
う
な
音
を
た
て
、
森
の
中
に
倒

れ
て
い
く
の
を
見
た
。

ロ
ー
プ
と
ナ
タ
と
鋸
を
使
っ
て
こ
の
木
を
倒
し
た

の
は
、
森
林
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
資
格
を
も
つ
日

比
典
子
さ
ん（
65
）。
そ
し
て
75
歳
の
蔵
野
妙
子
さ
ん

と
、
若
手
の
55
歳
茶
園
詠
子
さ
ん
が
サ
ポ
ー
ト
し
た
。

指
導
し
た
の
は
今
日
の
リ
ー
ダ
ー
79
歳
の
伊
藤
彰

功
さ
ん
だ
。
伊
藤
さ
ん
は
別
の
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
仲
間
か
ら
、「
ナ
タ
で
枝
打
ち
し
て
い
る
女
性
グ
ル
ー

プ
が
あ
る
」と
聞
き
、そ
れ
が
入
会
の
動
機
と
な
っ
た
。

今
ど
き
、
ナ
タ
を
使
っ
て
の
枝
打
ち
は
余
程
の
技

量
が
な
い
限
り
難
し
く
、
ナ
タ
の
重
さ
だ
け
で
も
敬

遠
さ
れ
る
作
業
な
の
だ
と
い
う
。

伝
統
的
な
山
仕
事
の
技
術
を
学
び
た
い
と
い
う

「
そ
ら
あ
け
の
会
」
の
、
た
だ
な
ら
ぬ
本
気
度
が
伝

わ
っ
て
く
る
話
だ
っ
た
。

そ
れ
を
支
え
る
ベ
テ
ラ
ン
仕
事
師
ユ
ウ
さ
ん
と
、

長
年
育
て
て
き
た
大
切
な
樹
を
、
傷
つ
け
る
か
も
知

れ
な
い
自
分
た
ち
に
、
ナ
タ
を
使
わ
せ
て
く
れ
た
キ

ワ
子
さ
ん
の
気
持
ち
の
大
き
さ
に
、
メ
ン
バ
ー
た
ち

は
感
謝
を
忘
れ
な
い
。

赤
瀬
し
づ
か
さ
ん
は
そ
の
こ
と
を
、
し
み
じ
み
と

語
る
。（
注
・
最
近
は
枝
打
ち
鋸
も
使
う
）

ケ
ガ
と
弁
当
は
自
分
持
ち

誰
と
も
な
く
言
い
だ
し
、
合
い
言
葉
の
よ
う
に
皆

の
胸
に
刻
ま
れ
て
い
る「
ケ
ガ
と
弁
当
は
自
分
持
ち
」

と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
会
の
自
主
性
を
よ
く
現
わ
し

て
い
る
。

毎
回
作
業
の
終
り
に
は
「
ヒ
ヤ
リ
、
ハ
ッ
と
」
と

い
う
、
そ
の
日
危
な
い
と
思
っ
た
体
験
を
、
ど
ん
な

小
さ
な
こ
と
で
も
報
告
し
合
い
共
有
す
る
鉄
則
が
あ

る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
え
ど
も
、
道
具
を
使
っ
て

の
斜
面
で
の
作
業
は
、
危
険
と
は
常
に
隣
合
せ
だ
。

慣
れ
や
油
断
は
許
さ
れ
な
い
。

作
業
の
指
示
は
山
主
で
あ
る
キ
ワ
子
さ
ん
の
意
向

に
沿
っ
て
決
め
ら
れ
、
山
づ
く
り
の
プ
ロ
中
の
プ
ロ
、

①　檜原村から続く所有林に立つキ
ワ子さん。昔はこの辺りに作業員の
宿泊小屋があったという
②　苔に覆われた沢は格別の美しさ
③　久々の作業林をこれから歩くメ
ンバーたち。足元の悪い沢沿いの道
を、確実な足取りで登る
④　かつてユウさんの住まいだった
家を、メンバーの一人が購入。交流拠
点として活用されている

①③④

②
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ユ
ウ
さ
ん
と
い
え
ど
も
、
キ
ワ
子
さ
ん
の
指
示
に
は

従
う
決
ま
り
だ
。

こ
う
し
た
し
っ
か
り
と
し
た
ル
ー
ル
の
中
で
、
互

い
の
年
齢
や
力
量
に
応
じ
た
作
業
が
、
緊
張
感
の
中

で
進
め
ら
れ
る
。
82
歳
に
な
る
キ
ワ
子
さ
ん
も
、
現

役
で
頑
張
る
。

そ
し
て
、
昼
休
み
に
は
思
い
き
り
開
放
的
な
時
間

が
待
っ
て
い
た
。
丸
太
を
組
ん
で
皆
で
作
っ
た
休
み

処
。
そ
の
中
央
に
は
焚
火
が
た
か
れ
、
大
き
な
鍋
に

山
の
恵
み
や
持
ち
寄
っ
た
野
菜
な
ど
を
た
っ
ぷ
り
入

れ
た
特
製
み
そ
汁
が
作
ら
れ
る
。

お
菓
子
作
り
の
先
生
千
葉
正
子
さ
ん（
73
）が
腕
を

振
る
い
、
そ
れ
ぞ
れ
持
参
し
た
お
に
ぎ
り
を
食
べ
な

が
ら
の
、
至
福
の
時
間
。

「
子
供
た
ち
に
こ
う
し
た
山
の
素
晴
し
さ
を
伝
え

た
か
っ
た
」
と
、
子
ど
も
エ
コ
ク
ラ
ブ
の
リ
ー
ダ
ー

だ
っ
た
戸
井
田
久
美
子
さ
ん（
68
）が
笑
顔
を
見
せ
る
。

都
心
部
の
渋
谷
か
ら
通
う
増
田
隆
さ
ん（
79
）悠
紀

子
さ
ん（
76
）夫
妻
。
妻
の
悠
紀
子
さ
ん
は
間
伐
、
枝

打
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
作
業
の
楽
し
さ
を
語
り
な
が
ら
、

地
味
な
下
刈
り
の
大
切
さ
も
指
摘
。
こ
う
い
う
仕
事

に
決
し
て
手
を
ぬ
か
な
い
メ
ン
バ
ー
た
ち
な
の
だ
と
、

力
を
込
め
る
。

入
会
17
年
目
の
岡
田
誠
さ
ん（
75
）は
、
林
業
の
衰

退
は
国
産
資
源
の
有
効
活
用
や
治
山
治
水
を
疎
か
に

し
、地
球
温
暖
化
を
加
速
さ
せ
て
い
る
と
、熱
い
発
言
。

退
職
後
、
旧
中
山
道
を
東
京
か
ら
京
都
ま
で
一
人

歩
い
て
旅
し
た
市
川
孝
美
さ
ん（
74
）は
、
全
国
各
地

で
見
た
放
置
林
の
多
さ
に
、
政
治
の
無
策
を
つ
く
づ

く
感
じ
た
と
い
う
。

開
か
れ
た
森
へ

50
年
余
り
育
て
た
ス
ギ
の
相
場
が
１
本
１
０
０
０

円
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
現
実
。
養
沢
辺
り
で
は
70

年
と
い
う
年
月
を
商
品
化
ま
で
に
か
け
る
が
、
こ
れ

で
は
搬
出
の
手
間
賃
だ
け
で
売
上
げ
が
消
え
て
し
ま

う
と
、
オ
ー
ナ
ー
の
池
谷
キ
ワ
子
さ
ん
は
嘆
く
。

林
野
庁
は
山
の
所
有
者
同
士
協
力
し
合
い
、
林
道

を
整
備
し
、
搬
出
コ
ス
ト
を
下
げ
る
集
約
施
業
を
勧

め
る
が
、
実
際
に
は
所
有
者
の
事
情
も
さ
ま
ざ
ま
で

難
し
い
。

し
か
し
養
沢
地
区
に
は
、
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か

ら
「
認
定
林
業
事
業
体
」
と
し
て
、
林
業
を
請
け
負

う
作
業
の
プ
ロ
が
誕
生
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
放

置
林
は
改
善
さ
れ
、
山
は
本
来
の
健
康
な
姿
を
取
り

戻
し
つ
つ
あ
る
。

ま
た
池
谷
林
業
の
所
有
林
の
広
が
る
檜
原
村
で
も
、

林
業
の
歴
史
は
古
く
、
大
規
模
林
業
が
続
け
ら
れ
て

き
た
。
先
行
き
の
厳
し
い
林
業
で
は
あ
る
が
、
一
方

で
自
然
と
の
共
生
へ
の
理
解
か
ら
、
若
者
の
参
入
や

都
心
大
手
企
業
の
作
業
支
援
な
ど
新
し
い
動
き
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

村
で
は
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
事
業
の
一
環
と
し
て
、

樹
木
の
搬
出
や
建
築
材
、木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
用
に

つ
な
げ
よ
う
と
、
林
道
の
開
設
に
力
を
入
れ
始
め
た
。

森
が
人
々
に
開
か
れ
て
い
く
。
生
産
性
だ
け
で
は

な
い
、
森
と
人
と
生
き
も
の
た
ち
と
の
豊
か
な
関
係

が
、
東
京
の
森
に
広
が
っ
て
い
く
日
が
、
き
っ
と
や

っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。

「
そ
ら
あ
け
の
会
」ス
タ
ー
ト
の
頃
に
は
、「
ど
ん
な

枝
打
ち
を
さ
れ
る
か
分
か
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
ヘ

タ
に
や
ら
れ
ち
ゃ
あ
、
木
が
台
無
し
だ
わ
ぁ
」
と
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
け
入
れ
を
渋
っ
て
い
た
ユ
ウ
さ
ん

だ
っ
た
が
、
熱
心
で
丁
寧
で
、
怖
が
ら
な
い
メ
ン
バ

ー
た
ち
（
キ
ワ
子
さ
ん
談
）
に
、
ユ
ウ
さ
ん
の
心
は

ほ
ど
け
て
い
っ
た
。

ち
な
み
に
“
そ
ら
あ
け
〟
と
は
、
間
伐
や
枝
打
ち

の
後
、
頭
上
に
空
が
広
が
り
、
森
が
一
気
に
明
る
く

な
る
、
そ
の
喜
び
の
瞬
間
を
、
名
付
け
た
の
だ
と
い

う
。「
そ
ら
あ
け
の
会
」の
素
敵
な
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
、

今
日
も
楽
し
く
コ
ツ
コ
ツ
と
、
森
を
繕
っ
て
い
る
。

参
考
文
献
・
池
谷
キ
ワ
子
著
「
山
か
ら
の
た
よ
り
」

�

文
／
片
桐
淑
子
　
写
真
／
小
林
恵 

▲「そらあけの会」の作業小屋。周囲の
棚には使い込んだ道具が整然と並ぶ
◀︎上／メンバーたちのヘルメット。
会の歴史を感じながらも、すべて手入
れが行き届いている
下／下刈に使う大鎌。間近に見ると刃
物の迫力に緊張する

●「そらあけの会」は現在、新規メンバーの
募集は行っていません

▼名瀑と呼びたいこの沢
の名所、大滝。水の勢いと
姿に見とれる。手前には
小滝もある
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Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「JU

O
N

 N
ETW

O
R

K

」（
樹
恩
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
）主
催
の
「
森も

林り

の
楽が
っ

校こ
う

」「
田は
た
け畑

の
楽が
っ

校こ
う

」は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
軒
並
み
中
止
や
延

期
に
な
っ
た
が
、
揖
斐
川
町
ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ー
バ
ー
横

蔵
の
「
風
の
谷
・
森
林
の
楽
校
」
だ
け
は
、
年
4
回
予

定
通
り
「
森
林
の
楽
校
」
を
開
催
し
て
い
る
。
小
林
正

美
館
長
と
林
業
指
導
者
の
強
い
意
志
に
よ
る
も
の
で
、

6
月
に
続
い
て
2
回
目
と
な
る
学
校
が
9
月
5
・
6
日
に

開
催
さ
れ
た
。
強
大
な
台
風
10
号
が
九
州
に
上
陸
し
よ

う
と
し
て
い
る
時
で
あ
っ
た
た
め
、
森
林
で
の
作
業
は

１
日
だ
け
に
短
縮
さ
れ
て
行
わ
れ
た
。

や
さ
し
い
風
が
吹
く
里
山

揖
斐
川
町
は
岐
阜
県
の
最
西
部
に
あ
り
、
北
は
福

井
県
、
南
は
滋
賀
県
に
接
し
、
南
東
部
か
ら
北
部
は

標
高
１
０
０
０
ｍ
か
ら
１
３
０
０
ｍ
の
山
々
が
そ
び

え
、
町
の
中
央
部
を
揖
斐
川
が
流
れ
て
い
る
。
揖
斐

川
に
は
日
本
最
大
貯
水
量
を
誇
る
徳
山
ダ
ム
を
は
じ

め
４
つ
の
ダ
ム
が
あ
り
、
総
面
積
８
０
３
・
４
㎢
の

う
ち
91
・
１
％
が
森
林
。
地
理
的
な
面
か
ら
、
関
西

圏
住
民
と
の
交
流
が
多
い
の
が
特
徴
と
い
え
る
。

「
森
林
の
楽
校
」が
開
催
さ
れ
る
ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ー

バ
ー
横
蔵
の
あ
る
谷
汲
地
区
は
、
町
の
北
部
に
位
置

し
、
揖
斐
川
の
支
流
根
尾
川
に
沿
っ
て
田
畑
が
広
が

っ
て
い
る
。
丘
陵
地
に
は
茶
畑
が
栽
培
さ
れ
、「
谷
汲

茶
」
と
し
て
人
気
が
あ
る
。
水
汲
山
華
厳
寺
、
両
界

山
横
蔵
寺
等
の
由
緒
あ
る
寺
院
や
、
桜
の
名
所
・
根

尾
の
淡
墨
桜
、
山
奥
に
は
伝
説
の
夜
叉
ケ
池
等
の
名

勝
地
が
点
在
し
て
い
る
。
三
方
を
穏
や
か
な
山
々
に

囲
ま
れ
た
盆
地
で
あ
る
が
、
太
平
洋
の
伊
勢
湾
か
ら

日
本
海
の
若
狭
湾
へ
抜
け
る
風
の
通
り
道
に
当
た
る

と
い
う
。「
や
さ
し
い
風
が
吹
く
ん
で
す
。『
風
の
谷
・

森
林
の
楽
校
』
は
そ
ん
な
意
味
を
込
め
て
命
名
し
ま

し
た
」
と
ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ー
バ
ー
横
蔵
を
運
営
し
、

「
森
林
の
楽
校
」長
を
務
め
る
小
林
正
美
さ
ん（
71
）は

言
う
。

ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ー
バ
ー
横
蔵
（「
学
び
の
杜
」
の

意
味
）
は
、
平
成
16
年
に
廃
校
と
な
っ
た
旧
谷
汲
横

蔵
小
学
校
を
改
装
し
て
研
修
・
宿
泊
施
設
に
再
生
し

た
も
の
。
東
京
か
ら
Ｊ
タ
ー
ン
し
て
き
た
小
林
さ
ん

が
館
長
に
な
っ
て
、
小
中
学
生
の
生
活
体
験
・
野
外 ▲「森林の楽校」開校式、スケジュール説明後に簡単な自己紹介

▲校庭に出来た木学館やそば道場

▲ラーニングアーバー横蔵の建物。廃校16年となったが木々
が茂る緑のオアシスだ

▶︎ギフチョウ保護地区と
看板のある公有林

森へ里へ
ボランティアが

集う

森
や
里
山
好
き
が
集
う
、学
び
の
杜

［
風
の
谷
・
森も

林り

の
楽が

っ

校こ

う

］ 
秋 

●
岐
阜
県
揖い

斐び

川が
わ

町ち
ょ
う

谷た
に

汲ぐ
み

'20
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学
習
会
、
大
学
生
の
ゼ
ミ
、
各
種
の
講
演
会
や
懇
親

会
等
を
実
施
し
、
運
営
に
は
小
林
さ
ん
が
代
表
を
務

め
る
「
有
限
会
社
樹
庵
」
が
当
た
っ
て
い
る
。

小
林
さ
ん
は
近
在
の
久
瀬
地
区
の
出
身
で
、
早
稲

田
大
学
を
卒
業
後
、
大
学
生
協
本
部
（
東
京
杉
並
区
）

に
勤
め
、
学
生
や
都
市
住
民
が
地
方
と
積
極
的
に
交

流
し
て
森
や
里
山
の
再
生
を
支
援
す
る
活
動
が
必
要

と
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「JU

O
N

 N
ET

W
O

RK

」
を
立

ち
上
げ
、「
森
林
の
楽
校
」「
田
畑
の
学
校
」
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
。
同
連
合
会
の
専
務
理
事
だ
っ
た
54
歳
の

小
林
さ
ん
が
、
な
ぜ
す
べ
て
の
役
職
を
辞
し
、
家
族

と
別
居
し
て
ま
で
廃
校
の
再
生
に
取
り
組
ん
だ
の
か
。

そ
こ
に
は
、
地
域
の
灯
を
決
し
て
消
し
て
は
い
け
な

い
、
昔
の
「
ガ
キ
大
将
」
と
し
て
子
供
や
若
者
た
ち

に
生
き
る
力
と
な
る
大
切
な
も
の
を
伝
え
る
場
に
し

た
い
と
い
う
強
い
意
志
が
あ
っ
た
。

平
成
17
年
か
ら
開
校
し
た
「
森
林
の
楽
校
」
は
、

今
ま
で
に
延
べ
1
５
０
０
人
が
受
講
、
森
林
作
業
に

参
加
し
て
き
て
い
る
。

森
林
で
の
学
習
の
場
を
提
供
し
て
く
れ
た
地
元
横

蔵
財
産
区
管
理
会
の
公
有
林
は
、
管
理
会
の
メ
ン
バ

ー
と
受
講
者
が
年
４
回
実
施
す
る
森
林
作
業
で
、
ほ

ぼ
予
定
地
の
手
入
れ
が
完
了
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
令
和
２
年
６
月
に
横
蔵
森
林
関
係
者
と

最
後
の
作
業
を
実
施
し
、
こ
れ
か
ら
は
民
有
林
の
間

伐
作
業
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

山
仕
事
を
す
る
民
有
林
へ
下
見
に

残
暑
が
続
き
30
度
を
超
え
る
日
の
昼
時
だ
が
、
ラ

ー
ニ
ン
グ
ア
ー
バ
ー
横
蔵
の
玄
関
ま
わ
り
に
は
、
木

製
の
机
や
ベ
ン
チ
等
が
配
さ
れ
、
木
々
や
山
野
草
が

緑
濃
く
茂
っ
て
い
て
、
そ
よ
風
が
心
地
い
い
。

午
後
１
時
、
今
年
２
回
目
と
な
る
「
森
林
の
楽
校
」

の
受
講
者
た
ち
が
玄
関
脇
の
教
室
に
集
合
し
た
。
参

加
者
は
台
風
の
影
響
も
あ
っ
て
数
人
減
り
、
森
林
指

導
者
を
入
れ
て
８
名
と
な
っ
た
。

小
林
さ
ん
が
「
２
日
間
の
予
定
で
す
が
、
強
力
な

台
風
が
来
て
い
る
の
で
、
山
へ
入
っ
て
の
作
業
は
本

日
の
み
、
明
日
は
自
由
行
動
に
し
ま
す
」
と
挨
拶
を

し
た
。
続
い
て
森
林
指
導
者
の
湯
浅
明
さ
ん（
65
）が
、

「
今
日
か
ら
民
有
林
の
森
林
作
業
に
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
ど
ん
な
山
林
か
を
皆
さ
ん
と
現
地
へ
訪
ね

る
の
が
今
日
の
予
定
で
す
」
と
説
明
。
そ
の
民
有
林

の
所
有
者
加
納
武
人
さ
ん
の
娘
・
加
納
舞
子
さ
ん

（
35
）が
立
ち
上
が
り
、「
町
の
森
林
組
合
に
勤
め
て
い

ま
す
が
、
山
へ
入
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
山
仕

事
は
一
度
も
経
験
あ
り
ま
せ
ん
。
よ
ろ
し
く
指
導
し

て
く
だ
さ
い
」
と
深
く
頭
を
下
げ
た
。

早
速
、
車
数
台
に
分
乗
、
軽
ト
ラ
を
運
転
す
る
湯

浅
明
さ
ん
の
誘
導
で
山
林
へ
向
か
っ
た
。
約
10
分
で

山
林
入
口
の
広
場
に
到
着
。
車
か
ら
降
り
た
メ
ン
バ

ー
た
ち
は
、
さ
っ
そ
く
慣
れ
た
様
子
で
森
へ
の
道
を

歩
き
だ
し
た
。
３
年
前
に
転
倒
し
て
入
院
、
リ
ハ
ビ

リ
を
続
け
て
来
た
と
い
う
小
林
さ
ん
も
「
今
日
は
新

し
い
作
業
林
を
見
て
お
き
た
い
」
と
、
湯
浅
さ
ん
に

つ
い
て
気
丈
に
歩
き
始
め
た
。

参
加
し
た
の
は
、
男
性
が
木
村
吉
宏
さ
ん（
60
）と

西
川
元
晴
さ
ん（
30
）。
中
日
新
聞
養
老
通
信
局
の
男

性
も
取
材
の
た
め
に
参
加
し
て
い
る
。
木
村
さ
ん
は

埼
玉
県
上
尾
市
在
住
だ
が
、
実
家
が
揖
斐
川
に
あ
り

母
親
が
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
た
め
、
現
在
は
月

の
半
分
を
こ
こ
で
暮
ら
し
、
森
林
の
楽
校
に
も
何
回

か
参
加
し
て
い
る
と
い
う
。
西
川
さ
ん
は
京
都
府
和

束
町
の
雇
用
促
進
協
議
会
に
所
属
し
な
が
ら
各
地
の

地
域
お
こ
し
活
動
や
森
林
作
業
に
携
わ
っ
て
き
て
お

り
、
本
誌（
51
号
）で
取
材
し
た
奈
良
県
で
大
和
茶
を

栽
培
を
す
る
伊
川
健
一
さ
ん
と
は
親
し
い
と
言
う
。

機
会
あ
る
ご
と
に
ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ー
バ
ー
横
蔵
を
訪

れ
て
お
り
、
今
日
も
宿
泊
す
る
予
定
だ
っ
た
。

女
性
は
、
ご
主
人
の
仕
事
の
関
係
で
京
都
か
ら
大

垣
市
に
移
住
、
夫
婦
で
農
業
に
取
り
組
み
田
ん
ぼ
も

１
反
７
畝
耕
作
し
て
い
る
と
い
う
谷
口
孝
子
さ
ん
と
、

揖
斐
川
町
池
田
地
区
か
ら
２
度
目
の
参
加
と
い
う
堀

真
由
美
さ
ん
。
岐
阜
県
の
会
社
を
リ
タ
イ
ア
し
て
池

田
に
家
を
借
り
て
お
り
、「
揖
斐
川
の
自
然
と
人
が
好

き
で
、
各
地
を
歩
き
回
っ
て
い
ま
す
。
11
月
に
は
町

主
催
の
『
街
道
を
歩
く
会
』
の
ガ
イ
ド
も
し
ま
す
」

▲道路脇の草刈りをしながら歩く参加者たち
▼次回より間伐や枝打ちをする予定の林を下見
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の
自
生
地
、
自
然
環
境
保
護
地
区
」
と
書
か
れ
た
看

板
が
立
っ
て
い
た
が
、
す
で
に
朽
ち
か
け
て
い
る
。

「
昔
は
こ
の
あ
た
り
に
も
生
息
し
て
い
た
ん
だ
が
、

今
は
見
か
け
な
い
」
と
木
村
さ
ん
。
ギ
フ
チ
ョ
ウ
は

黄
白
色
に
黒
の
縞
模
様
の
入
っ
た
３
～
４
㎝
の
ア
ゲ

ハ
蝶
で
、
４
月
頃
飛
ん
で
き
て
カ
タ
ク
リ
や
ス
ミ
レ

の
花
を
吸
蜜
す
る
が
、
山
が
手
入
れ
さ
れ
な
く
な
っ

た
り
、
採
取
す
る
人
も
い
て
、
そ
の
美
し
く
乱
舞
す

る
姿
を
見
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

や
が
て
脇
道
へ
入
っ
て
、
斜
面
を
約
20
分
ほ
ど
登

る
と
加
納
家
の
ス
ギ
林
へ
到
着
し
た
。
ほ
ど
ほ
ど
に

手
入
れ
さ
れ
て
い
る
森
だ
が
、
間
伐
を
待
つ
木
が
沢

山
あ
り
、
奥
の
方
は
日
当
た
り
が
悪
い
せ
い
か
暗
い
。

「
次
回
11
月
の
教
室
か
ら
間
伐
や
枝
打
ち
を
始
め

ま
す
」
と
湯
浅
さ
ん
が
説
明
、
そ
れ
を
皆
で
確
認
す

る
。
下
山
し
て
公
有
林
の
平
地
へ
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
、

大
木
の
楠
に
寄
り
添
う
よ
う
に
痩
せ
て
育
つ
ケ
ヤ
キ

を
１
本
間
伐
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
湯
浅
さ
ん
と
西

川
さ
ん
が
幹
に
ロ
ー
プ
を
か
け
て
、
倒
木
す
る
方
法

を
確
認
し
た
あ
と
、
鋸
を
持
っ
た
女
性
た
ち
が
木
の

根
元
に
刃
を
入
れ
始
め
る
。

「
こ
の
楽
校
で
の
作
業
で
は
、
鎌
や
鋸
だ
け
使
用

す
る″
て
の
こ
”
が
原
則
で
す
。
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
は

専
門
家
が
間
伐
し
た
木
を
切
断
す
る
た
め
に
使
う
こ

と
は
あ
り
ま
す
が
、
慣
れ
な
い
と
危
険
な
場
合
が
多

い
ん
で
す
」
と
見
学
し
て
い
た
小
林
さ
ん
が
言
う
。

間
も
な
く
ケ
ヤ
キ
は
切
断
さ
れ
、
音
を
立
て
な
が

ら
広
い
ス
ペ
ー
ス
に
横
に
な
っ
た
。
切
断
さ
れ
た
ケ

ヤ
キ
の
断
面
を
見
る
と
、
木
の
年
輪
が
混
み
入
っ
て

い
る
時
代
が
10
年
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
時
期
は
周
り
に

木
が
密
集
し
て
い
て
成
長
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

植
物
た
ち
は
そ
の
場
所
で
生
き
る
し
か
な
い
が
、
ど

ん
な
環
境
で
も
必
死
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ

と
堀
さ
ん
は
言
う
。

森
の
オ
ー
ナ
ー
加
納
舞

子
さ
ん
は
、
森
林
作
業
は

初
め
て
と
い
う
こ
と
で
、

湯
浅
指
導
員
か
ら
「
は
い
、

舞
子
ち
ゃ
ん
、
こ
れ
を
手

伝
っ
て
」
と
、
こ
と
あ
る

ご
と
に
言
わ
れ
て
い
る
。

季
節
の
果
実
や
野
菜
で
ス

イ
ー
ツ
を
制
作
販
売
し
た

り
、
若
い
女
性
が
和
服
を

着
て
華
厳
寺
参
道
を
歩
く

企
画
を
実
施
す
る
な
ど
、

地
域
お
こ
し
活
動
で
頑
張

っ
て
い
る
町
の
人
気
者
。

後
で
自
宅
へ
寄
ら
せ
て
も

ら
う
こ
と
に
し
た
。

周
辺
は
横
蔵
の
公
有
林

で
、
手
入
れ
さ
れ
た
ス
ギ

と
ヒ
ノ
キ
が
立
つ
。
林
道

は
小
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
、

そ
こ
に
草
が
生
え
て
ク
ッ

シ
ョ
ン
の
役
割
を
し
て
い

る
の
で
歩
き
や
す
い
が
、
周
り
に
は
夏
草
が
生
い
茂

っ
て
い
る
。
参
加
者
は
そ
れ
を
刈
り
取
っ
た
り
植
物

の
名
前
を
確
か
め
た
り
し
な
が
ら
楽
し
そ
う
。

間
も
な
く
広
々
し
た
空
間
の
中
に
、「
ギ
フ
チ
ョ
ウ

か
ら
ど
ん
な
木
で
も
伐
採
し
た
ら
活
用
し
て
あ
げ
る

べ
き
だ
と
感
じ
た
。
舞
子
さ
ん
は
西
川
さ
ん
か
ら
教

え
ら
れ
て
木
の
皮
を
む
き
だ
し
た
。
美
し
い
木
肌
が

出
て
き
て
、
そ
れ
を
ハ
ン
ガ
ー
や
飾
り
も
の
に
使
え

る
こ
と
を
学
び
感
動
し
て
い
た
。
切
断
し
て
一
カ
所

に
ま
と
め
た
木
は
、
明
日
湯
浅
さ
ん
が
引
き
取
り
に

来
る
と
い
う
。
山
の
作
業
は
最
後
の
片
付
け
ま
で
す

る
こ
と
で
や
っ
と
終
了
す
る
の
だ
。

作
業
は
午
後
４
時
に
終
了
、
こ
れ
か
ら
「
樹
庵
」

に
戻
っ
て
シ
ャ
ワ
ー
や
入
浴
を
し
て
、
６
時
か
ら
夕

食
を
取
り
な
が
ら
懇
親
会
を
す
る
。

我
々
は
華
厳
寺
の
門
前
に
あ
る
宿
を
取
っ
た
が
、

桜
並
木
が
続
く
参
道
に
は
観
光
客
の
姿
は
な
く
、
コ

ロ
ナ
の
影
響
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
。

空
き
家
を
改
装
し
て
、
交
流
の
場
に

森
林
作
業
の
後
、
道
筋
に
あ
る
加
納
舞
子
さ
ん
の

家
に
寄
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
手
入
れ
さ
れ
た
庭
木

の
中
に
本
格
的
な
木
造
住
宅
が
建
ち
、
脇
に
建
つ
離

れ
の
一
室
が
舞
子
さ
ん
の
工
房
に
な
っ
て
い
る
。
祖

母
が
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
離
れ
の
厨
房
を
改
築
し

た
部
屋
で
、大
き
な
冷
蔵
庫
と
作
業
台
が
置
か
れ
て
い

る
。
ち
ょ
う
ど
父
親
の
武
人
さ
ん
が
栗
を
採
っ
て
帰

宅
し
た
。
ス
イ
ー
ツ
を
作
る
の
が
趣
味
の
舞
子
さ
ん

は
、父
親
が
持
参
し
て
き
た
栗
を
秋
一
番
の
ケ
ー
キ
に

活
用
す
る
と
い
う
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
中
に
は
沢

山
の
作
品
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
イ
ベ
ン
ト
で
は
舞

子
さ
ん
の
ス
イ
ー
ツ
を
待
ち
望
む
人
が
多
い
よ
う
だ
。

次
に
向
か
っ
た
の
は
森
林
作
業
の
指
導
に
当
た
る

湯
浅
明
さ
ん
が
住
む
借
家
。
湯
浅
さ
ん
は
三
重
県
四

日
市
に
自
宅
が
あ
り
、
四
日
市
で
は
グ
リ
ー
ン
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
「
森
林
づ
く
り
三
重
」
の
リ
ー
ダ

ー
だ
が
、
今
は
揖
斐
川
町
北
方
の
民
家
に
住
ん
で
、

▲伐採したケヤキを細かく切断。右／倒す方向を決めてロープ
を張る西川さん
◀︎作業を終えて全員集合。左端が小林さん

ケヤキに刻まれた40年間の歴史跡▼
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林
さ
ん
だ
が
、
昨
日
の
山
歩
き
が
ハ
ー
ド
だ
っ
た
せ

い
か
、
少
し
疲
れ
た
様
子
。「
今
年
は
信
じ
ら
れ
な

い
ほ
ど
暇
で
す
。
例
年
な
ら
夏
休
み
は
合
宿
や
研
修

に
来
る
青
少
年
で
大
忙
し
で
す
が
、
今
年
は
コ
ロ
ナ

で
93
％
が
キ
ャ
ン
セ
ル
に
な
り
ま
し
た
。
私
も
東
京

へ
帰
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
ま
す
。
も
っ
と
も
例

年
で
も
年
３
回
帰
京
す
る
程
度
で
す
が
ね
」
と
苦
笑

す
る
。

小
林
さ
ん
は
ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ー
バ
ー
横
蔵
を
設
立

し
て
10
周
年
の
時
、「
学
び
の
杜
～
廃
校
は
地
域
の
文

化
遺
産
～
」
と
い
う
本
を
出
版
し
た
（
発
行
／
夢
工

房
）。
住
民
や
宿
泊
者
、
地
域
問
題
に
関
わ
る
人
等

が
多
数
寄
稿
し
て
い
る
本
で
参
考
に
な
る
図
書
だ
。

３
年
間
で
赤
字
を
解
消
し
て
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
た

と
い
う
が
、
そ
の
苦
労
に
つ
い
て
は
記
し
て
い
な
い
。

常
に
未
来
に
向
け
て
行
動
実
践
し
て
き
た
か
ら
だ
ろ

う
。
同
書
の
ラ
ス
ト
に
は
「
核
家
族
化
と
分
散
型
社

会
は
実
に
早
い
ペ
ー
ス
で
進
ん
で
お
り
、
中
山
間
地

は
限
界
か
ら
消
滅
の
集
落
に
な
り
か
ね
な
い
。
だ
か

ら
何
か
の
縁
で
知
り
合
っ
た
者
同
士
が
助
け
合
っ
て

い
く
、新
し
い
縁
社
会
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
」

と
書
い
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
新
時
代
と
も
共
通
し
て
お

り
、
久
し
ぶ
り
に
全
身
に
緑
風
を
浴
び
た
取
材
で
あ

っ
た
。 

文
／
浅
井
登
美
子
　
写
真
／
小
林 

恵

し
て
、
菓
子
な
ど
作
っ
て
持
参
し
ま
す
」「
若
い
人
が

出
入
り
し
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
ね
え
」
と
二
人
の
会

話
が
は
ず
む
。

ふ
た
り
は
地
域
を
担
う
リ
ー
ダ
ー
で
夢
紡
ぎ
人
、

小
林
館
長
と
共
に
街
に
新
し
い
風
を
吹
か
せ
て
く
れ

そ
う
だ
。

廃
校
は
未
来
を
託
し
た「
楽
校
」

ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ー
バ
ー
横
蔵
の
校
庭
に
は
木
工
作

り
を
す
る
木
学
館
、
手
打
ち
そ
ば
道
場
、
バ
ー
ベ
キ

ュ
ー
を
楽
し
め
る
野
外
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
。

２
階
建
校
舎
は
、
職
員
室
が
お
洒
落
な
レ
ス
ト
ラ

ン
に
、
教
室
は
区
分
け
し
て
ピ
ア
ニ
カ
、
ハ
ー
モ
ニ

カ
、
ク
レ
ヨ
ン
等
の
名
前
が
つ
い
た
宿
泊
施
設
に
、

理
科
室
は
広
い
浴
室
に
変
貌
。
体
育
館
は
整
備
さ
れ

て
ス
ポ
ー
ツ
を
満
喫
で
き
る
場
に
な
り
、
校
庭
に
は

地
域
の
高
齢
者
用
の
マ
レ
ッ
ト
ゴ
ル
フ
場
も
あ
る
。

地
元
の
人
や
小
学
校
の
Ｏ
Ｂ
で
さ
え
「
森
の
中
に

明
々
と
灯
が
と
も
り
子
供
の
声
が
絶
え
な
い
」
と
驚

嘆
し
た
ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ー
バ
ー
横
蔵
。
年
間

２
万
５
０
０
０
人
が
利
用
し
、
７
割
が
小
中
学
生
だ

と
い
う
。
一
般
人
の
リ
ピ
ー
タ
ー
も
多
く
、
笑
顔
で

対
応
し
て
く
れ
る
小
林
さ
ん
と
仲
間
た
ち
の
姿
を
見

た
い
か
ら
だ
と
言
う
。

翌
日
、
ラ
ー
ニ
ン
グ
ア
ー
バ
ー
横
蔵
を
訪
ね
る
と
、

小
林
さ
ん
の
所
に
は
地
元
の
若
者
が
数
人
訪
ね
て
来

て
い
た
。
校
庭
に
は
甥
っ
子
を
乗
せ
た
舞
子
さ
ん
の

車
も
や
っ
て
き
た
。「
姉
の
子
供
で
、
こ
れ
か
ら
町

の
イ
ベ
ン
ト
に
連
れ
て
い
く
の
」
と
、
今
日
は
し
と

や
か
な
い
で
た
ち
。
ち
な
み
に
、
舞
子
さ
ん
は
未
婚
。

農
林
業
に
関
心
が
あ
り
揖
斐
川
へ
来
て
く
れ
る
ス
テ

キ
な
男
性
を
募
集
中
で
あ
る
。

地
元
の
住
民
か
ら
何
か
と
頼
り
に
さ
れ
て
い
る
小

家
の
改
装
を
続
け
て
い
る
。

揖
斐
川
の
河
川
敷
に
近
い
場
所
に
十
数
軒
の
洒
落

た
民
家
が
立
ち
並
ん
で
い
る
が
、
空
き
家
が
多
く
な

り
、
湯
浅
さ
ん
も
民
家
を
１
軒
借
り
て
い
る
。
２
階

建
て
住
宅
だ
が
、
広
い
庭
と
納
屋
が
２
つ
あ
り
、
湯

浅
さ
ん
は
そ
の
納
屋
の
１
軒
を
改
装
中
だ
っ
た
。
玄

関
を
入
っ
た
土
間
に
は
手
づ
く
り
の
囲
炉
裏
と
椅
子

が
設
置
さ
れ
て
い
て
、
木
の
い
い
香
り
に
あ
ふ
れ
て

い
る
。「
時
々
仲
間
が
集
ま
っ
て
、
こ
こ
で
炭
火
焼

き
を
楽
し
む
ん
で
す
」
と
言
う
。

土
間
を
上
が
る
と
右
手
に
は
10
畳
ほ
ど
あ
る
居
間
。

床
を
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
に
し
た
明
る
い
オ
フ
ィ
ス
風
な

仕
上
が
り
。
医
療
器
具
も
あ
る
た
め
聞
い
て
み
る
と

「
娘
が
四
日
市
で
整
体
師
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

こ
の
町
に
も
整
体
や
リ
ハ
ビ
リ
を
し
た
い
人
が
増
え

て
い
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
は
定
期
的
に
来
町
し
開
業

す
る
予
定
で
す
。
体
調
を
整
え
な
が

ら
、
お
喋
り
や
食
事
を
楽
し
め
る
場

所
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
語
る
。

こ
の
家
を
一
緒
に
見
学
し
た
舞
子

さ
ん
も
「
す
ご
く
い
い
、
私
も
協
力

●ラーニングアーバー横蔵「樹庵」　☎0585-55-2246　http://www.juann.jp
●JUON NETWORK事務局　☎03-5307-1102　http://juon.or.jp

◀︎採れたての栗を持って、加納さ
ん親子
▼舞子さんが作るスイーツの一例

▲湯浅さんが改装した厨房と整体ルーム

▲「学びの杜」を手に語る小林さん
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都
市
と
農
業
を
結
ぶ
取
り
組
み
と
し
て
、
注
目

を
集
め
る
援
農
イ
ベ
ン
ト
、「
ぶ
ど
う
の
丘 

田は
た
け畑

の

楽が
っ

校こ
う

」。
一
日
限
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
な
く
、

年
間
を
通
し
て
作
業
に
携
わ
り
、
共
に
学
び
あ
い
、

信
頼
関
係
を
築
い
た
地
域
が
あ
る
。
ぶ
ど
う
が
た

わ
わ
に
実
る
秋
の
甲
州
を
取
材
し
た
。

援
農
イ
ベ
ン
ト
が
交
流
の
き
っ
か
け
に

土
曜
午
前
、
山
梨
県
山
梨
市
牧
丘
に
あ
る
収
穫
間

近
の
ぶ
ど
う
畑
に
、
援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
々
が

集
う
。
中
心
で
注
意
事
項
な
ど
を
説
明
す
る
の
は
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け
入
れ
る
澤
登
農
園
の
主
、
澤

登
一
治
さ
ん（
77
）。
話
が
終
わ
る
と
、
15
名
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
は
畑
に
散
り
、
手
早
く
作
業
を
始
め
た
。

表
情
は
真
剣
そ
の
も
の
。
す
ぐ
に
人
々
の
額
に
汗
が

光
る
。
取
材
日
は
あ
い
に
く
の
曇
天
。
そ
こ
か
し
こ

で
秋
の
虫
が
鳴
い
て
い
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
主
催
し
て
い
る
の
は
、
認

定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「JU

O
N

 N
E

T
W

O
R

K

」（
樹
恩
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
）。
今
回
行
わ
れ
た
「
ぶ
ど
う
の
丘　

田
畑
の
楽
校
」
は
、
農
家
の
方
の
力
に
な
り
た
い
都

市
住
民
と
人
手
不
足
の
農
家
を
結
ぶ
た
め
平
成
18
年

に
始
ま
っ
た
取
り
組
み
だ
。

事
務
局
が
主
催
す
る
田
畑
の
楽
校
イ
ベ
ン
ト
は
、

各
１
泊
２
日
の
日
程
で
年
７
回
。
年
間
を
通
じ
て
ぶ

ど
う
作
り
に
必
要
な
農
作
業
を
身
に
つ
け
な
が
ら
、

農
家
の
人
た
ち
と
の
交
流
を
深
め
て
い
る
。
し
か
し
、

農
繁
期
に
１
カ
月
に
１
回
程
度
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

は
十
分
に
作
業
を
覚
え
ら
れ
ず
、
畑
を
守
る
戦
力
に

は
な
り
づ
ら
い
の
が
実
情
。
そ
こ
で
、
イ
ベ
ン
ト
日

の
ほ
か
も
有
志
が
誘
い
合
い
、
月
に
何
度
か
援
農
作

業
に
通
っ
て
い
る
と
い
う
。

し
か
し
、
今
年
は
事
情
が
違
う
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
、
９
月
ま
で
６
回
の
イ
ベ

ン
ト
活
動
の
ほ
と
ん
ど
が
中
止
に
。
秋
に
な
り
、
万

全
の
対
策
を
施
し
日
帰
り
開
催
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

ベ
テ
ラ
ン
が
初
心
者
を
フ
ォ
ロ
ー

こ
の
日
の
活
動
は
ぶ
ど
う
の
「
粒
抜
き（
摘
粒
）」。

５
人
１
組
の
チ
ー
ム
に
な
り
、
ぶ
ど
う
に
か
か
っ
て

い
る
袋
を
破
り
取
る
係
、
生
育
不
良
や
病
気
の
粒
を

は
さ
み
で
切
り
取
る
係
、
ぶ
ど
う
の
房
に
カ
サ
を
か

け
て
い
く
係
と
手
分
け
し
て
作
業
を
進
め
る
。「
終

わ
っ
た
あ
と
の
房
を
全
方
向
か
ら
見
て
チ
ェ
ッ
ク
し

て
」「
端
か
ら
や
っ
て
い
か
な
い
と
ど
の
房
を
や
っ
た

か
分
か
ら
な
く
な
る
よ
」。
ベ
テ
ラ
ン
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
細
や
か
に
声
を
か
け
、
初
心
者
を
フ
ォ
ロ
ー
す

る
。
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
図
り
効
率
と
正
確
性
を
追

求
す
る
そ
の
立
ち
居
振
る
舞
い
は
、畑
を
完
全
に「
自

分
ご
と
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
自
信
と
誇
り
が
感

▶︎収穫期を迎えたぶどうが
たわわに実る澤登農園で作
業する参加者たち

▶︎15年間ボランティアを受け入れてきた澤登
さん。主に巨峰を栽培する園芸家である

森へ里へ
ボランティアが

集う

都
市
と
農
業
を
つ
な
ぐ
ぶ
ど
う
畑

［
ぶ
ど
う
の
丘 

田は

た

け畑
の
楽が

っ

校こ

う

］●
山
梨
県
山や

ま

梨な
し

市し

牧ま
き

丘お
か
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じ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。

「
牧
丘
の
田
畑
の
楽
校
の
素

晴
ら
し
い
点
は
、
職
員
が
い
な

く
て
も
一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

主
導
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
進
む
熱

心
さ
で
す
」
と
話
す
の
は
、
Ｊ

Ｕ
Ｏ
Ｎ
職
員
の
兵
頭
英
理
子
さ

ん
。
参
加
歴
の
長
い
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
、
他

の
参
加
者
に
惜
し
み
な
く
技
術
を
教
え
る
、
メ
ー
リ

ン
グ
リ
ス
ト
で
連
絡
を
と
り
あ
い
、
有
志
が
月
１
回

以
上
は
畑
に
関
わ
る
、
な
ど
熱
心
な
活
動
が
長
く
続

く
秘
訣
を
教
え
て
く
れ
た
。
共
に
ス
キ
ル
が
上
が
り
、

実
際
に
ぶ
ど
う
に
触
れ
て
の
粒
抜
き
や
袋
か
け
な
ど
、

ぶ
ど
う
作
り
一
連
の
作
業
に
携
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
な
り
、
ま
た
新
し
い
試

み
が
生
ま
れ
る
な
ど
、
好
循
環
を
生
み
出
し
て
い
る

の
だ
。

兵
頭
さ
ん
自
身
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
出
身
。「
ず
っ

と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
者
で
も
良
か
っ
た
け
れ
ど
、

私
に
も
で
き
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
と
思
っ
て
Ｊ
Ｕ

Ｏ
Ｎ
の
職
員
に
な
っ
た
。
私
は
中
か
ら
、
み
ん
な
は

外
か
ら
活
動
を
支
え
て
く
れ
て
、
と
て
も
う
ま
く
回

っ
て
い
る
好
例
」
と
胸
を
張
る
。
理
由
を
尋
ね
る
と

「
や
っ
ぱ
り
澤
登
さ
ん
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
寛
容
さ

か
な
」。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
者
は
、「
た
だ
い
ま
」

と
実
家
に
帰
っ
て
き
た
よ
う
な
気
持
ち
で
、
澤
登
家

の
門
を
く
ぐ
る
の
だ
と
い
う
。

自
然
相
手
、
共
に
学
び
合
う
関
係
を

こ
れ
ま
で
約
15
年
間
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
毎
年
迎

え
入
れ
る
澤
登
さ
ん
。
農
業
は
人
手
不
足
と
は
言
え
、

自
分
の
畑
に
他
人
を
入
れ
る
と
い
う
の
は
、
覚
悟
が

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
前
は
、
最
も
多
忙

な
出
荷
の
最
盛
期
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
受
け
入
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
澤
登
さ
ん
に
疑
問
を
ぶ
つ

け
て
み
た
。

「
仕
事
は
み
な
同
じ
。
ぶ
ど
う
作
り
も
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
の
各
々
の
仕
事
も
、
仕
事
に
対
す
る
心

構
え
や
、
工
夫
を
こ
ら
す
と
い
う
点
で
同
じ
な
ん
で

す
よ
。
だ
か
ら
、
こ
ち
ら
の
ぶ
ど
う
作
り
を
勉
強
し

て
取
り
組
ん
で
く
れ
た
ら
あ
り
が
た
い
し
、
私
た
ち

も
勉
強
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
ん
で
す
。
共
に
勉
強

し
て
や
っ
て
い
る
」。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
少
人
数
の
と
き
は
、
澤
登
さ
ん

の
自
宅
に
泊
め
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
そ
ん
な
と

き
は
仕
事
談
義
に
花
が
咲
く
。
朝
の
４
時
ま
で
話
し

込
ん
だ
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

「
交
流
を
深
め
て
、と
も
に
挑
戦
し
て
い
く
ん
で
す
。

自
然
相
手
だ
か
ら
思
う
よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
来

年
は
こ
う
し
て
や
ろ
う
、
あ
あ
し
て
や
ろ
う
と
皆
で

楽
し
み
方
を
見
つ
け
な
が
ら
い
く
の
で
す
」。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
側
も
そ
の
深
い
信
頼
を
し
っ
か
り

受
け
止
め
て
、
誠
実
に
活
動
し
て
い
る
。
山
口
真
人

さ
ん
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
歴
は
８
年
、
有
志
活
動
も
含

め
農
繁
期
は
月
２
回
程
度
ぶ
ど
う
畑
に
足
を
運
ぶ
ベ

テ
ラ
ン
だ
。
そ
れ
で
も
「
ぶ
ど
う
の
房
に
触
る
と
き

は
緊
張
し
ま
す
」と
話
す
。「
大
切
な
商
品
で
す
か
ら
、

間
違
っ
た
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
」。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
続
け
る
理
由
を
尋
ね
る
と
、「
澤

登
さ
ん
は
、
耕
作
放
棄
地
を
引
き
継
ぎ
、
地
域
の
ぶ

ど
う
を
守
る
活
動
も
し
て
い
る
。
人
柄
に
触
れ
、
牧

丘
の
ぶ
ど
う
を
守
り
た
い
と
い
う
共
通
認
識
が
芽
生

え
た
」
と
答
え
て
く
れ
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
３
年
目
の
松
山
裕
子
さ
ん
も
澤
登

さ
ん
の
人
柄
に
惹
か
れ
て
活
動
を
続
け
て
い
る
一
人
。

「
ふ
だ
ん
農
業
と
関
わ
り
の
な
い
生
活
を
送
っ
て

い
る
の
で
、
農
業
の
大
変
さ
や
や
り
が
い
を
学
ん
で

い
る
。
そ
れ
に
澤
登
の
お
父
さ
ん
の
話
を
聞
く
の
が

楽
し
み
で
」
と
話
す
笑
顔
に
、
達
成
感
が
に
じ
む
の

が
印
象
的
だ
っ
た
。

Ｊ
Ｕ
Ｏ
Ｎ
、
牧
丘
の
澤
登
家
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参

加
者
の
三
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
た
ゆ
み
な
い
努
力
を
し
、

信
頼
し
あ
い
協
力
し
あ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
「
ぶ

ど
う
の
丘　

田
畑
の
楽
校
」。今
年
は
長
雨
の
せ
い
で
、

例
の
な
い
ほ
ど
の
不
作
だ
と
い
う
が
、
澤
登
さ
ん
の

顔
に
不
安
の
色
は
な
い
。
来
年
は
ど
う
取
り
組
も
う

か
、
新
し
い
ぶ
ど
う
の
試
作
を
ど
う
す
る
か
…
…
、

信
頼
関
係
を
背
景
に
努
力
を
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る

人
た
ち
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。

文
／
二
階
堂
ね
こ
　
写
真
／
渡
邊
健
太
郎
・
高
良
真
秀

▶︎JUON NETWORK
職員の兵頭さん

●JUON NETWORK事務局　☎03-5307-1102　http://juon.or.jp

▼︎「ぶどうの丘 田畑の楽校」に参加したボランティア
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国
営
備
北
丘
陵
公
園
内
に
広
が
る
「
い
こ
い
の
森
」。

そ
の
未
開
発
エ
リ
ア
を
活
用
し
、
地
元
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
グ
ル
ー
プ
が
里
山
保
全
を
目
的
と
し
た「
森
の
楽
校
」

を
開
い
て
い
る
。
人
が
足
を
踏
み
入
れ
な
く
な
っ
て
何

年
も
経
ち
、
草
木
が
生
い
茂
っ
て
い
た
森
は
ど
の
よ
う

に
変
わ
っ
た
の
か
。
整
備
を
通
じ
て
人
々
は
何
を
得
た

の
か
。
67
回
目
と
な
る
「
森
の
楽
校
」。
8
月
末
の
日
曜

日
、
残
暑
の
庄
原
市
を
訪
ね
た
。

人
の
暮
ら
し
が
あ
る
森
を
つ
く
ろ
う

ヒ
ノ
キ
や
コ
ナ
ラ
、
ク
ヌ
ギ
な
ど
の
木
立
に
囲
ま

れ
て
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
が
建
っ
て
い
る
。
そ
の
横
に
は
、

10
ｍ
以
上
あ
り
そ
う
な
長
い
ロ
ー
プ
の
ブ
ラ
ン
コ
。

子
ど
も
た
ち
が
タ
ー
ザ
ン
の
よ
う
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
、

歓
声
を
上
げ
て
い
る
。
奥
に
は
丸
太
で
作
っ
た
シ
ー

ソ
ー
や
滑
り
台
、
ご
飯
を
炊
く
竈か

ま
ど

や
ピ
ザ
窯
ま
で
あ

り
、
ま
る
で
“
森
の
中
の
秘
密
基
地
”
と
い
っ
た
光

景
だ
。

こ
こ
は
、
中
国
地
方
唯
一
の
国
営
公
園
「
国
営
備

北
丘
陵
公
園
」。
３
４
０
ha
も
の
広
大
な
敷
地
の
一

部
を
活
用
し
て
、
年
に
10
回
、
里
山
保
全
を
目
的
と

し
た
「
森
の
楽
校
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

訪
ね
た
の
は
8
月
最
後
の
日
曜
日
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
流
行
し
て
、
４
月
か
ら
７
月
ま

で
活
動
を
中
止
し
た
た
め
、
久
し
ぶ
り
の
開
催
だ
っ

た
。
午
前
９
時
、「
森
の
楽
校
」
が
開
か
れ
る
場
所
に

到
着
す
る
と
、
す
で
に
十
数
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
テ
ン

ト
を
張
っ
た
り
、
火
を
起
こ
し
た
り
、
開
催
に
向
け

け
て
準
備
を
進
め
て
い
た
。　

受
付
で
、
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー
企
画
広
報
課
の
末

長
秀
紀
さ
ん（
55
）に
声
を
掛
け
、
主
催
者
で
あ
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
「
森
の
バ
イ
オ
マ
ス
研
究
会
」
理
事
・
八や

た

谷が
い

恭
介
さ
ん（
50
）を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。

八
谷
さ
ん
に
よ
る
と
、こ
の
場
所
で
「
森
の
楽
校
」

が
ス
タ
ー
ト
し
た
の

は
平
成
26
年
。
公
園

▲スギ、ヒノキの大木が茂る森の楽校入り口附近

▲樹々を利用して、手作りブランコ
▼日よけ、雨よけ用に大テントを張る

▲ツリーテラスで、全員集合

◀「森林の楽校」開校式。スケジュール
説明後に簡単な自己紹介

森へ里へ
ボランティアが

集う

楽
し
く
学
び
な
が
ら
、里
山
保
全
活
動

［
森
の
楽
校
］IN
国
営
備
北
丘
陵
公
園
●
広
島
県
庄し

ょ
う

原ば
ら

市し

三み
っ

日か

市い
ち

町ち
ょ
う
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内
の
「
い
こ
い
の
森
」
の
未
開
発
エ
リ
ア
（
閉
鎖
エ

リ
ア
）
を
利
用
し
て
、
里
山
保
全
の
活
動
が
で
き
な

い
か
と
、
末
長
さ
ん
か
ら
相
談
を
受
け
た
。

そ
も
そ
も
「
里
山
」
と
は
、
人
里
近
く
に
あ
る
、

生
活
に
結
び
つ
い
た
山
や
森
林
の
こ
と
。
昭
和
35
年

頃
ま
で
、
人
々
は
家
庭
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
（
薪
・
木
炭

な
ど
）
や
食
料
（
山
菜
・
キ
ノ
コ
な
ど
）
を
里
山
か

ら
得
て
い
た
。

「
昔
の
人
は
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
も
の
を
得

る
た
め
森
に
入
っ
て
い
た
ん
で
す
。
し
か
し
今
は
生

活
に
必
要
な
も
の
を
里
山
か
ら
得
て
い
な
い
。
必
要

が
な
い
か
ら
山
に
入
ら
ず
、
手
入
れ
も
し
な
い
。
里

山
は
暮
ら
し
が
あ
る
か
ら
里
山
な
ん
で
す
。
こ
こ
で

も
畑
を
作
っ
て
野
菜
を
育
て
た
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

自
給
自
足
を
目
指
せ
ば
、
里
山
の
荒
廃
を
止
め
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
す
」
と
八
谷
さ
ん
。

　

地
域
資
源
が

活
用
で
き
れ
ば
、

長
距
離
輸
送
に

エ
ネ
ル
ギ
ー
を

使
う
こ
と
が
な

い
た
め
、
環
境

保
全
に
つ
な
が

る
だ
ろ
う
。今
、

注
目
さ
れ
る

「
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」

（
持
続
可
能
な

開
発
目
標
）と

い
う
観
点
か
ら

み
て
も
、
里
山

保
全
に
は
無
限

の
可
能
性
が
秘

め
ら
れ
て
い
る
。

地
域
の
人
々
が
得
意
分
野
を
持
ち
寄
る

「
森
の
楽
校
」
は
年
間
10
回
開
催
し
て
お
り
、
今

回
が
67
回
目
と
な
る
。
ス
タ
ー
ト
し
た
て
の
頃
は
参

加
者
が
数
人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
は
毎
回

50
人
前
後
の
親
子
が
集
ま
る
そ
う
だ
。

平
成
26
年
に
こ
の
場
所
で
「
森
の
楽
校
」
を
始
め

た
頃
は
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
に
草
木
が
生
い
茂
り
、

と
て
も
人
が
入
れ
る
状
態
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
数
年
で
、
荒
地
を
こ
こ
ま
で
快
適
に
、
多
く
の
人

が
集
い
、
楽
し
め
る
場
所
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
地
域
の
人
々
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
」
と

八
谷
さ
ん
。
な
か
で
も
、
強
力
な
助
っ
人
が
、
三
次

市
で
牧
場
を
経
営
し
て
い
る
西
平
孝
治
さ
ん（
61
）だ
。

彼
は
、
地
元
の
子
ど
も
会
で
の
活
動
を
通
し
て
、
ツ

リ
ー
ハ
ウ
ス
や
ピ
ザ
窯
を
築
い
た
経
験
が
あ
っ
た
。

そ
の
実
績
を
買
っ
て
協
力
を
求
め
た
そ
う
だ
。

し
か
し
、
西
平
さ
ん
い
わ
く
、「
私
は
知
恵
と
経
験

は
持
っ
て
い
る
け
ど
、
一
人
じ
ゃ
で
き
な
い
。
手
伝

っ
て
く
れ
る
ス
タ
ッ
フ
が
充
実
し
て
い
た
か
ら
で
き

た
ん
で
す
よ
。
八
谷
さ
ん
は
元
大
工
さ
ん
な
の
で
木

材
や
建
築
の
知
識
を
も
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ツ
リ
ー

テ
ラ
ス
や
小
屋
を
建
て
る
と
き
も
頼
り
に
な
り
ま
し

た
」八

谷
さ
ん
と
西
平
さ
ん
を
中
心
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ス
タ
ッ
フ
た
ち
は
最
初
に
ツ
リ
ー
テ
ラ
ス
を
、
次

に
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
を
作
っ
た
。
そ
の
後
、
小
屋
を
建

て
、
２
つ
の
竈
、
ピ
ザ
窯
、
倉
庫
な
ど
を
作
り
、
ど

ん
ど
ん
設
備
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
た
。

「
柱
と
な
る
木
は
、
ほ
と
ん
ど
こ
の
森
か
ら
伐
り

出
し
ま
し
た
。
夏
に
木
を
伐
り
倒
し
た
ら
、『
森
の
楽

校
』
に
参
加
し
た
親
子
に
樹
木
の
皮
を
む
い
て
も
ら

う
ん
で
す
。
こ
れ
は
子
ど
も
で
も
で
き
る
安
全
な
作

業
で
す
か
ら
。
そ
の
後
、
秋
ま
で
乾
燥
さ
せ
て
冬
場

に
カ
ッ
ト
す
る
ん
で
す
」

「
森
の
楽
校
」の
活
動
を
上
手
に
組
み
込
ん
で
、
多

く
の
人
の
協
力
を
得
な
が
ら
里
山
保
全
を
行
っ
て
き

た
の
だ
と
い
う
。

午
前
10
時
、
参
加
者
47
人
が
集
合
し
た
。
キ
ャ
ン

プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
中
央
の
焚
き
火
を
囲
ん
で
、

全
員
が
順
番
に
自
己
紹
介
す
る
。

話
の
内
容
か
ら
、
虫
に
詳
し
い
人
、
料
理
が
得
意

な
人
、
元
保
育
士
や
教
師
が
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。

▼間伐材で作ったシーソー

◀野菜畑の草むしりをする親子︎
▼草取りの少年

◀「森のバイオマス研究会」理事の八谷さん（左）。
子︎どもたちに人気のツリーハウスは、西平さんが
中心になってつくった（右）
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「
焚
き
火
の
煙
が
け
む
た

い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ

は
蚊
や
ブ
ヨ
を
避
け
る
効

果
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
と

教
え
て
く
れ
た
り
、
ア
ル

コ
ー
ル
漬
け
の
マ
ム
シ
を

持
参
し
て
そ
の
生
態
や
効

能
を
教
え
て
く
れ
た
り
す

る
人
も
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ

が
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野

を
持
ち
寄
り
、
知
識
や
情

報
を
分
け
与
え
る
。
た
く

さ
ん
の
人
の
力
が
あ
っ
て

「
森
の
楽
校
」
が
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ

か
る
。

“
楽
し
く
学
ぶ
”
が
ポ
イ
ン
ト

「
森
の
楽
校
」
に
は
畑
や
果
樹
園
が
あ
り
、
キ
ノ

コ
の
栽
培
も
し
て
い
る
。

「“
Ｄ
Ａ
Ｓ
Ｈ
村
”
み
た
い
に
自
給
自
足
し
た
い
ね
、

と
み
ん
な
で
話
し
て
ね
。
で
も
、
１
カ
月
に
１
回
ほ

ど
し
か
来
な
い
の
で
、
雑
草
が
生
え
て
、
畑
は
ど
う

し
て
も
荒
れ
て
し
ま
う
。
野
菜
や
果
樹
の
若
芽
も
鹿

や
イ
ノ
シ
シ
に
ほ
と
ん
ど
食
べ
ら
れ
ま
し
た
」
と
苦

笑
す
る
八
谷
さ
ん
。
と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
日
の
午

前
中
は
み
ん
な
で
「
森
の
畑
」
の
手
入
れ
を
行
う
こ

と
に
。
生
い
茂
る
雑
草
を
抜
き
、
鍬
で
畑
を
耕
し
、

堆
肥
を
入
れ
る
。
ジ
リ
ジ
リ
と
太
陽
が
照
り
付
け
る

炎
天
下
、
子
ど
も
も
大
人
も
汗
を
か
き
な
が
ら
一
生

懸
命
作
業
す
る
。
1
時
間
ほ
ど
経
つ
と
、
秋
野
菜
を

植
え
付
け
る
準
備
が
完
了
し
、
オ
ク
ラ
、
ミ
ニ
ト
マ

ト
、ゴ
ー
ヤ
、バ
ジ
ル
な
ど
の
夏
野
菜
が
収
穫
で
き
た
。

八
谷
さ
ん
に
よ
る
と
、「
森
の
楽
校
」
で
は
森
の
整

備
や
畑
仕
事
な
ど
の
「
作
業
」
と
、
ピ
ザ
づ
く
り
や

木
の
ス
プ
ー
ン
づ
く
り（
木
工
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）な

ど
の
「
遊
び
」
を
上
手
く
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
な
が
ら
、

子
ど
も
た
ち
が
飽
き
ず
に
森
で
過
ご
せ
る
よ
う
に
工

夫
し
て
い
る
と
い
う
。

「
最
近
の
子
ど
も
た
ち
は
、山
に
遊
び
に
入
る
こ
と

も
、木
に
登
る
こ
と
も
し
な
い
。子
ど
も
だ
け
で
な
く
、

親
も
経
験
が
な
い
か
ら
子
ど
も
に
教
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。『
森
の
中
で
楽
し
く
、自
然
に
つ
い
て
学
び
、

森
を
好
き
に
な
り
ま
し
ょ
う
』と
い
う
思
い
を
込
め

て“
森
の
楽
校
”と
名
付
け
た
の
で
す
」
と
八
谷
さ
ん
。

平
成
27
年
か
ら
参
加
し
て
い
る
と
い
う
中
野
光
子

さ
ん
、
良り

 
み美

さ
ん（
中
1
）母
娘
に
話
を
聞
い
た
。

「
こ
こ
に
来
る
よ
う
に
な
っ
て
、
子
ど
も
は
虫
を

捕
る
の
も
、
ト
カ
ゲ
を
触
る
の
も
平
気
に
な
り
ま
し

た
。子
ど
も
た
ち
は
、私
が
用
事
で
参
加
で
き
な
い
時

も
行
き
た
が
り
、
友
人
に
託
し
た
こ
と
も
あ
る
ほ
ど

で
す
。
こ
こ
で
は
男
も
女
も
関
係
な
く
、
の
び
の
び

過
ご
す
の
で
、私
自
身
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
ま
す
」

ラ
ン
チ
タ
イ
ム
が
ま
た
楽
し
み
だ
と
い
う
。
最
初

は
各
自
お
に
ぎ
り
持
参
で
、
味
噌
汁
だ
け
こ
こ
で
作

っ
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
竈
が
で
き
て
、
み
ん
な
で

料
理
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
竈
で
炊
い
た
ご
飯
、

こ
れ
が
美
味
し
い
ん
で
す
よ
。
２
～
３
升
を
一
度
に

焚
く
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
か
ら
ピ
ザ
窯
が
築
か

れ
、
ピ
ザ
や
パ
ン
や
焼
き
芋
を
焼
い
た
り
し
ま
し
た
。

料
理
の
得
意
な
人
が
料
理
持
参
で
来
ら
れ
る
の
で
、

い
つ
の
間
に
や
ら
テ
ー
ブ
ル
に
美
味
し
い
ご
馳
走
が

い
っ
ぱ
い
並
ぶ
ん
で
す
！
」
と
中
野
さ
ん
は
言
う
。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
日
は
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
予

防
の
た
め
に
料
理
づ
く
り
は
中
止
。
各
自
持
参
し
て

き
た
お
弁
当
を
広
げ
て
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
を
楽
し
ん
だ
。

◀ヒノキを切る
▼切ったヒノキの皮をはぐ作業

▼中野さん母娘（左）と収穫した野菜（右）
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木
を
倒
し
、 

  

皮
を
む
く

お
昼
ご
飯
を
食
べ

終
わ
り
、
そ
ろ
そ
ろ

午
後
の
作
業
に
入
ろ

う
か
と
い
う
時
、
末

長
さ
ん
か
ら
ア
ナ
ウ

ン
ス
が
あ
っ
た
。「
も

う
少
し
し
た
ら
大
雨

に
な
る
と
い
う
天
気

予
報
が
出
て
い
ま
す
。

荷
物
を
テ
ン
ト
の
下

に
移
動
し
て
、
屋
根
の
あ
る
と
こ
ろ
で
待
機
し
て
く

だ
さ
い
！
」

山
の
天
気
は
変
わ
り
や
す
い
。
こ
ん
な
ふ
う
に
最

新
の
気
象
情
報
を
収
集
し
て
、
的
確
な
指
示
を
出
し

て
く
れ
る
リ
ー
ダ
ー
が
い
る
の
は
心
強
い
限
り
だ
。

　中国地方で初の国営公園。340haの広大な園
内にはインフォメーション・売店・食堂などがあ
る「中の広場」、茅葺農家・神楽殿・工房・田畑
など中国山地のふるさとの景観が再現された「ひ
ばの里」、春から秋にかけてたくさんの花が咲き
競う「花の広場」、「林間アスレチックコース」、「サ
イクリングコース」、「ディスクゴルフコース」、グ
ラウンドゴルフや桜が楽しめる「つどいの里」、
思いっきり遊べる「大芝生広場」、ありのままの
自然の残る「いこいの森」などがある。

30
分
ほ
ど
し
て
ス
ッ
キ
リ
と
雨
が
上
が
る
と
、
再

び
末
長
さ
ん
か
ら
声
が
か
か
る
。

「
で
は
、
今
か
ら
３
つ
の
班
に
分
か
れ
て
、
古
く

な
っ
た
ツ
リ
ー
テ
ラ
ス
の
改
修
を
行
い
ま
す
！
」

6
年
前
に
作
っ
た
テ
ラ
ス
は
床
が
腐
り
か
け
て
い

る
た
め
、
こ
の
日
は
土
台
の
撤
去
と
、
新
し
い
テ
ラ

ス
に
使
う
ヒ
ノ
キ
の
伐
採
、
樹
皮
を
む
く
作
業
を
行

う
の
だ
と
い
う
。

「
子
ど
も
た
ち
は
倒
し
た
ヒ
ノ
キ
の
皮
む
き
作
業

を
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
末
長
さ
ん
の
言
葉
に
、

子
ど
も
た
ち
が
一
斉
に
ブ
ー
イ
ン
グ
。
ど
う
や
ら
大

人
と
一
緒
に
テ
ラ
ス
の
解
体
を
し
た
い
ら
し
い
。「
で

も
ね
、
皮
む
き
は
今
が
一
番
適
し
た
時
期
な
の
で
、

面
白
い
よ
う
に
ス
ル
ス
ル
む
け
る
よ
。
ま
ず
は
竹
を

研
い
で
、
皮
む
き
用
の
へ
ら
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
。

ナ
イ
フ
を
使
う
と
き
は
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
ね
」

「
森
の
楽
校
」で
は
、
活
動
中
に
起
き
た
事
故
や
け

が
は
原
則
、
自
己
責
任
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ

こ
は
普
段
は
閉
鎖
し
て
い
る
エ
リ
ア
を
、
こ
の
日
だ

け
特
別
に
市
民
に
開
放
し
て
い
る
た
め
、
活
動
中
の

事
故
は
参
加
者
た
ち
自
身
で
防
ぎ
、
対
処
す
る
必
要

が
あ
る
の
だ
。

森
の
中
で
の
活
動
だ
か
ら
、
虫
に
刺
さ
れ
る
こ
と

も
、
ケ
ガ
を
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た

こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
専
門
知
識
を
持
っ
た
人
や
大
人

が
自
然
の
中
で
安
全
に
過
ご
す
知
恵
を
子
ど
も
た
ち

に
伝
え
る
。
竹
の
へ
ら
作
り
も
、
経
験
し
た
こ
と
の

あ
る
年
長
者
が
ナ
イ
フ
の
使
い
方
を
教
え
な
が
ら
、

一
緒
に
作
業
を
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
こ
ん
な
ふ
う

に
森
の
整
備
や
遊
び
を
通
じ
て
、“
自
然
”
と
仲
良
く

な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

人
々
が
集
ま
る
森
を
つ
く
る
こ
と
は
、
人
と
の
つ

な
が
り
を
深
め
、
子
ど
も
た
ち
の
感
性
や
創
造
力
を

も
磨
く
。
里
山
の
自
然
を
健
全
に
よ
み
が
え
ら
せ
る

こ
と
は
、
環
境
保
全
に
役
立
つ
だ
け
で
な
い
の
だ
と

改
め
て
感
じ
た
。�

文
・
写
真
／
小
田
礼
子

国営備北丘陵公園は
こんなところ

▼皮をはいだヒノキは、ツリーテラスの改修に使われる

▼ひばの里

▲公園入口　▼オートビレッジ

●国営備北丘陵公園 備北公園管理センター 企画広報課
　☎0824-72-7000



18

　

美
馬
市
、
三
好
市
、
つ
る
ぎ
町
、
東
み
よ
し
町
か
ら

な
る
「
に
し
阿
波
地
域
」
に
は
、
標
高
１
０
０
～
９
０

０
ｍ
の
山
の
斜
面
に
張
り
つ
く
よ
う
に
２
０
０
近
く
の

集
落
が
点
在
す
る
。
平
成
30
年
に
「
世
界
農
業
遺
産
」

に
認
定
さ
れ
た
、
里
山
の
農
耕
文
化
「
傾
斜
地
農
耕
シ

ス
テ
ム
」
と
人
々
の
暮
ら
し
を
取
材
し
た
。

世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た 

里
山
の
暮
ら
し

空
路
東
京
か
ら
徳
島
へ
。
空
か
ら
見

る
四
国
は
深
緑
色
の
山
に
覆
わ
れ
て
い

た
。
空
港
か
ら
す
ぐ
に
山
間
部
に
入
り
、

コ
ン
パ
ク
ト
カ
ー
で
も
ぎ
り
ぎ
り
の
カ

ー
ブ
を
何
度
も
越
え
て
、
目
的
地
を
目

指
し
た
。

に
し
阿
波
地
域
で
は
、
段
々
畑
の
よ
う
に
傾
斜
地

を
水
平
に
切
り
開
く
の
で
は
な
く
、
傾
斜
地
の
ま
ま

用
い
て
４
０
０
年
以
上
に
わ
た
り
農
耕
を
行
っ
て
き

た
。
急
峻
な
山
地
で
傾
斜
が
40
度
に
も
及
ぶ
こ
と
の

あ
る
土
地
で
の
農
耕
は
、
や
が
て
独
自
の
技
や
農
具
、

知
恵
を
生
む
に
至
る
。
傾
斜
地
で
水
田
に
適
し
た
土

地
が
少
な
い
た
め
、
ア
ワ
や
ソ
バ
な
ど
の
雑
穀
を
は

じ
め
、
果
樹
、
茶
、
野
菜
各
種
と
少
量
多
品
目
を
栽

培
、
原
則
自
給
自
足
の
暮
ら
し
が
続
く
。
傾
斜
で
畑

の
土
が
流
出
し
に
く
い
よ
う
、

乾
燥
さ
せ
た
カ
ヤ
（
ス
ス
キ
や

チ
ガ
ヤ
な
ど
）
を
畑
に
す
き
込

み
、
そ
れ
で
も
下
が
っ
た
土
は
、

サ
ラ
エ
と
い
う
伝
統
の
農
具
を

山
村
に
生
き
る
人
々
の
知
恵
を
継
承
す
る

に
し
阿
波［
傾
斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
］

 

●
徳
島
県
美み

馬ま

市し

・三み

好よ
し

市し

・つ
る
ぎ
町ち

ょ
う・東ひ
が
し

み
よ
し
町ち

ょ
う

風土と食文化
を継承する

▶︎斜面に張りつくように並ぶ
家々（美馬市）
▼野鍛冶の大森豊春さん

▲︎斜面で少量多品目の野菜を栽培する畑
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使
っ
て
「
土
上
げ
」
を
行
う
。

こ
う
し
て
継
承
さ
れ
た
に
し
阿
波
地
域
の
山
村
景

観
や
食
文
化
、
農
耕
の
知
恵
、
伝
統
行
事
な
ど
の
す

べ
て
を
含
ん
だ
「
傾
斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
」
が
、
世

界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
の
は
平
成
30
年
。
世
界

農
業
遺
産
は
、
伝
統
的
な
農
水
産
業
を
営
み
、
世
界

的
に
重
要
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
国
際
連
合
食
糧
農

業
機
関（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）が
認
定
す
る
制
度
で
、
世
界
で
22

カ
国
59
地
域
、
日
本
で
は
11
地
域
が
登
録
さ
れ
て
い

る
（
令
和
２
年
３
月
現
在
）。
同
地
区
は
、
日
本
三

大
秘
境
と
し
て
知
ら
れ
る
祖い

谷や

地
区
を
含
む
こ
と
も

あ
り
、
平
成
29
年
ま
で
の
10
年
間
で
外
国
人
宿
泊
者

数
が
約
30
倍
に
。
国
内
外
か
ら
注
目
を
浴
び
て
い
る

地
域
で
も
あ
る
。

里
山
の
原
風
景
を
求
め
て
、
車
を
走
ら
せ
た
。

に
し
阿
波
の
知
恵
を
受
け
継
ぐ
野
鍛
冶

つ
る
ぎ
町
の
一い

ち

宇う

明み
ょ
う

谷だ
に

地
区
で
、
土
上
げ
を
行
う

伝
統
農
具
を
加
工
修
理
す
る
野
鍛
冶
の
大
森
豊
春
さ

ん
。
農
業
を
営
み
な
が
ら
、
農
具
の
修
理
な
ど
の
鍛

冶
仕
事
も
請
け
負
う
80
歳
だ
。
鍛
冶
の
仕
事
は
若
い

と
き
に
刃
物
で
有
名
な
高
知
へ
出
稼
ぎ
に
行
き
学
ん

だ
の
だ
と
い
う
。
野
鍛
冶
は
県
内
で
も
希
少
な
存
在

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
昔
は
野
鍛
冶
が
何
人
も
お
っ
た
が
、
年
で
お
ら

ん
な
っ
て
し
も
た
。
自
分
と
こ
の
農
具
を
直
し
て
た

ら
、
う
ち
の
道
具
も
修
理
を
頼
む
わ
っ
て
み
ん
な
が

持
っ
て
く
る
じ
ゃ
ろ
。
今
で
は
も
う
車
で
何
時
間
も

か
け
て
も
っ
て
く
る
人
も
お
る
」。
土
上
げ
の
サ
ラ

エ
は
、
に
し
阿
波
地
域
伝
統
の
農
具
。
大
量
生
産
の

鋳
物
の
既
製
品
で
は
、
使
い
に
く
く
長
持
ち
し
な
い

の
だ
と
い
う
。「
自
分
の
は
鋼
鉄
を
打
っ
て
作
る
け
ん
、

ち
び
な
い（
擦
り
切
れ
な
い
）。
そ
れ
に
農
業
を
や
っ

て
い
る
か
ら
、
ど
う
す
れ
ば
使
い
や
す
い
か
分
か
る

け
ん
工
夫
で
き
る
し
、
こ
の
角
度
で
縮
め
る
、
延
べ

る
と
か
注
文
通
り
に
で
き
る
。
手
作
り
だ
と
な
ん
で

も
で
き
る
よ
」。
後
継
者
は
と
尋
ね
る
と
「
い
な
い
。

農
業
す
る
人
も
減
っ
て
、
鍛
冶
で
は
儲
け
に
な
ら
ん

の
じ
ゃ
。
伝
え
る
よ
う
な
若
い
人
も
い
な
い
」
と
静

か
に
首
を
振
っ
た
。

自
身
の
畑
で
は
、
セ
ン
バ（
高
菜
の
一
種
）や
ほ
う

れ
ん
草
、
白
菜
、
柚
子
、
ソ
バ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

作
物
を
作
っ
て
い
る
大
森
さ
ん
。
傾
斜
地
の
畑
に
ぐ

っ
と
サ
ラ
エ
を
差
し
込
み
、
重
い
土
を
引
き
上
げ
る
。

急
傾
斜
の
畑
を
難
な
く
歩
き
、
階
段
を
上
る
動
作
も

軽
快
こ
の
上
な
い
。
鍛
冶
の
工
房
も
自
身
で
建
て
た

の
だ
と
言
う
。
思
わ
ず
そ
の
元
気
の
秘
訣
を
尋
ね
る

と
、
自
然
体
で
生
き
て
る
か
ら
だ
、と
さ
ら
り
。「
こ

こ
の
は
平
坦
地
の
よ
り
美
味
い
よ
」
と
ふ
か
し
た
里

芋
で
も
て
な
し
て
く
れ
た
。
里
芋
は
力
強
い
大
地
の

味
が
し
た
。

百
姓
と
は
百
の
仕
事
を
で
き
る
人
の
こ
と
だ
と
い

う
。
そ
の
通
り
大
森
さ
ん
は
山
で
生
き
る
知
恵
の
宝

庫
だ
。
に
し
阿
波
の
山
の
恵
み
こ
そ
が
、
健
康
長
寿

の
源
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

地
元
の
女
性
が
活
躍
す
る「
藤
の
里
工
房
」

三
好
市
の
名
勝
地
大お

お

歩ぼ

危け

よ
り
も
さ
ら
に
奥
、
美

し
い
渓
流
沿
い
に
「
藤
の
里
工
房
」
は
あ
る
。
紅
葉

シ
ー
ズ
ン
に
は
こ
の
辺
り
も
観
光
客
で
賑
わ
う
の
だ

と
い
う
。

代
表
の
岡
田
正
子
さ
ん
は
78
歳
。
藤
の
里
工
房
の

前
身
は
、
農
家
の
主
婦
た
ち
が
集
ま
っ
て
地
元
の
農

産
加
工
品
を
製
造
す
る
「
生
活
改
善
グ
ル
ー
プ
」
だ

っ
た
。
大
歩
危
の
近
辺
に
あ
る
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
が

集
ま
っ
て
平
成
11
年
に
で
き
た
の
が
同
工
房
。
今
年

で
21
年
目
に
な
る
。

工
房
の
な
か
に
は
、
餅
つ
き
機
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な

音
が
響
く
。
し
ゅ
ん
し
ゅ
ん
と
蒸
し
あ
が
る
も
ち
米
、

▲︎上／鍛冶で先を継ぎ足した農具　下／農機具が置かれた工房

▲︎大森さんご夫妻
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注
文
が
来
ま
す
。
３
回
も
注
文
し
て
く
れ
る
リ
ピ
ー

タ
ー
さ
ん
が
い
た
り
ね
。
手
作
り
こ
ん
に
ゃ
く
も
薬

品
で
は
な
く
灰
汁
を
使
っ
て
作
る
の
。
ほ
か
に
も
ジ

ャ
ム
や
佃
煮
、
こ
ん
に
ゃ
く
な
ど
20
種
類
近
く
の
農

産
加
工
品
を
お
土
産
と
し
て
販
売
し
て
い
ま
す
」。

あ
ま
り
の
良
心
的
な
価
格
に
、
客
の
ほ
う
か
ら
も

っ
と
値
上
げ
し
た
ほ
う
が
い
い
と
言
わ
れ
た
こ
と
も

あ
る
そ
う
。
コ
ロ
ナ
禍
で
一
時
売
り
上
げ
は
落
ち
た

が
「
こ
れ
か
ら
お
正
月
用
の
お
餅
で
ま
た
忙
し
く
な

る
と
思
い
ま
す
」
と
笑
顔
で
前
を
向
い
た
。

移
住
者
の
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン「
風
和
里
」

東
京
か
ら
や
っ
て
き
た
一
家
が
運
営
し
て
い
る
農

家
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
と
聞
い
て
、
美
馬
市
の
渕ふ
ち

名み
ょ
う

地
区
へ
向
か
っ
た
。
山
道
を
登
っ
て
到
着
し
た
の
は

平
成
29
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
「
風ふ

鼻
を
く
す
ぐ
る
よ
も
ぎ
の
香
。
そ
の
日
は
３
名
の
ス

タ
ッ
フ
が
分
担
を
し
て
き
び
き
び
と
仕
事
を
し
て
い

た
。
働
い
て
い
る
の
は
近
隣
の
主
婦
が
多
い
。

「
働
き
や
す
い
っ
て
喜
ん
で
く
れ
て
ま
す
。
こ
の

辺
は
農
家
だ
か
ら
お
茶
や
ぜ
ん
ま
い
の
時
期
な
ど
、

農
繁
期
で
忙
し
い
と
き
は
話
し
合
っ
て
休
ん
で
も
ら

え
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
。
介
護
や
育
児
も
そ
う
。

も
と
も
と
生
活
改
善
で
始
め
て
、
地
域
の
活
性
化
を

目
標
に
し
て
き
た
か
ら
ね
」
と
笑
顔
を
こ
ぼ
す
。
工

房
で
は
81
歳
ま
で
働
い
た
人
が
い
た
と
い
う
か
ら
驚

き
だ
。
仕
事
を
や
め
て
か
ら
も
よ
も
ぎ
や
ふ
き
を
植

え
、
材
料
の
生
産
で
関
わ
っ
て
い
る
そ
う
。
雇
用
だ

け
で
な
く
材
料
の
買
い
上
げ
で
も
地
域
に
貢
献
し
て

い
る
好
例
だ
。

「
う
ち
は
お
餅
が
メ
イ
ン
な
ん
で
す
が
、
都
会
に

は
な
い
味
だ
か
ら
東
京
や
神
奈
川
、
名
古
屋
か
ら
も

和わ

里り

」。
地
元
の
人
が
ラ
ン
チ
に
お
茶
に
と
足
繁
く

訪
れ
る
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
里
山
の
風
景
を

一
望
す
る
テ
ラ
ス
席
は
、
徳
島
市
内
を
は
じ
め
都
会

か
ら
の
観
光
客
に
も
人
気
だ
そ
う
。

運
営
し
て
い
る
の
は
、
東
京
生
ま
れ
東
京
育
ち
の

大
竹
一
さ
ん（
69
）一
家
。
妻
の
桂
子
さ
ん
の
実
家
が

渕
名
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
平
成
28
年
に
移
住
。
農
業

の
経
験
は
な
か
っ
た
が
、
自
分
の
畑
で
も
野
菜
を
作

り
始
め
た
。
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
自
家
製
の
野
菜
と
地

元
の
農
家
の
人
々
が
持
ち
寄
る
旬
の
野
菜
を
ふ
ん
だ

ん
に
使
っ
た
料
理
を
提
供
す
る
。

週
替
わ
り
ラ
ン
チ
を
注
文
し
、
そ
の
徹
底
し
た
地

産
地
消
ぶ
り
に
驚
い
た
。
メ
イ
ン
の
八
宝
菜
に
阿
波

尾
鶏（
徳
島
県
の
ブ
ラ
ン
ド
鶏
）を
使
っ
た
茶
碗
蒸
し

が
添
え
ら
れ
、
春
菊
の
胡
麻
和
え
、
大
根
と
甘
柿
の

な
ま
す
な
ど
の
小
鉢
が
並
ぶ
。
ご
飯
に
は
鳴
門
の
わ

か
め
が
入
っ
て
い
た
。
ど
れ
も
地
元
で
と
れ
た
て
の

旬
の
素
材
。
い
き
い
き
と
し
た
味
わ
い
で
、
滋
味
滋

▲︎美しい渓流沿いに佇む藤の里工房

▲︎岡田さん（左から2番目）と工房で働く皆さん

◀︎上／少量多品目を栽培する畑に囲まれた農家レストラン風和里
下／家族4人でレストランを運営している大竹さん一家

▲︎左／人気のよもぎ餅の製造　右／きゃらぶきやこんにゃくなどの農産加工品
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文
化
と
な
り
、
や
が
て
世
界
に
認
め
ら
れ
た
。
価
値

観
が
激
変
し
つ
つ
あ
る
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
、
そ
し
て
ポ

ス
ト
コ
ロ
ナ
の
時
代
で
も
、
よ
り
大
切
な
宝
と
し
て

未
来
へ
受
け
継
が
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
、
そ
う
願
い

つ
つ
山
を
下
り
た
。

文
／
二
階
堂
ね
こ
　
写
真
／
高
良
真
秀
・
嶋
香
織

ラ
ン
の
料
理
で
、
渕
名
地
域
の
良
さ
を
発
信
し
て
地

元
の
人
に
喜
ん
で
も
ら
い
た
い
。
い
い
循
環
を
作
り

た
い
ん
で
す
」。

大
竹
さ
ん
は
自
ら
を
例
に
、
に
し
阿
波
地
域
へ
の

移
住
へ
の
取
り
組
み
に
も
積
極
的
だ
。「
子
育
て
世

代
も
の
び
の
び
で
き
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
い
ま
は
ネ
ッ
ト
環
境
も
整
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

テ
レ
ワ
ー
ク
で
仕
事
も
で
き
ま
す
」
と
に
っ
こ
り
。

「
こ
こ
は
時
間
の
流
れ
が
ゆ
っ
く
り
で
ス
ト
レ
ス
も

ほ
と
ん
ど
な
い
。
寿
命
が
何
年
も
延
び
る
気
が
し
ま

す
ね
。自
然
と
共
存
す
る
野
菜
作
り
、そ
し
て
料
理
で

み
ん
な
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
の
が
生
き
が
い
で
す
」。

未
来
へ
受
け
継
ぐ
農
業
遺
産

徳
島
剣
山
世
界
農
業
遺
産
推
進
協
議
会
は
平
成
26

年
7
月
に
発
足
、「
に
し
阿
波
の
傾
斜
地
農
耕
シ
ス
テ

ム
」
の
保
全
・
継
承
活
動
、
そ
れ
に
伴
う
地
域
の
活

性
化
を
図
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
徳
島
大
学
農
研

機
構
、（
一
社
）そ
ら
の
郷
、商
社
、各
地
の
青
年
会
議

所
等
が
正
会
員
に
、
各
地
域
の
農
業
振
興
団
体
が
賛

助
会
員
と
し
て
運
営
・
活
動
を
支
え
て
い
る
。同
協
議

会
の
事
務
局
を
担
っ
て
い
る
の
が
つ
る
ぎ
町
役
場
産

業
経
済
課
。「
に
し
阿
波
の
傾
斜
地
農
耕
シ
ス
テ
ム
」

の
推
進
を
行
う
大
島
理
仁
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

「
皆
さ
ん
と
て
も
素
敵
な
方
で
し
ょ
う
？
田
舎
の

イ
メ
ー
ジ
を
変
え
た
い
で
す
ね
。
に
し
阿
波
地
域
は

面
白
い
な
、
住
ん
で
い
る
人
も
か
っ
こ
い
い
な
、
と

思
っ
て
も
ら
え
る
と
い
い
。
世
界
農
業
遺
産
に
認
定

さ
れ
た
こ
の
日
本
の
原
風
景
を
維
持
し
続
け
て
い
く

た
め
に
、
情
報
を
ど
ん
ど
ん
発
信
し
て
い
き
ま
す
」。

山
間
地
域
の
暮
ら
し
を
守
る
人
々
。
印
象
的
だ
っ

た
の
は
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
日
々
を
彩
る
知
恵

の
数
々
だ
。
脈
々
と
受
け
継
が
れ
た
人
々
の
知
恵
が
、

養
に
身
体
が
喜
ぶ
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

大
竹
さ
ん
は
言
う
。「
徳
島
の
人
た
ち
は
他
人
を

思
い
や
る
気
持
ち
が
す
ご
く
強
い
ん
で
す
。
自
分
よ

り
他
人
の
こ
と
と
い
っ
た
感
じ
で
、
困
っ
た
こ
と
な

い
？
っ
て
聞
い
て
、
野
菜
作
り
で
も
親
身
に
ア
ド
バ

イ
ス
し
て
く
れ
る
。
こ
こ
に
来
て
よ
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
恩
返
し
が
し
た
い
。
レ
ス
ト

●つるぎ町産業経済課　☎0883-62-3111
●藤の里工房(三好市)　☎0883-84-2737
●風和里（美馬市）　☎0883-56-0725

▶︎広い空間の店内。テラス席からは美しい山々の風
景が楽しめる
▲︎「風和里」の週替わりランチ（現在￥1,300）

▲︎つるぎ町産業経済課大島さん
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次
世
代
に
受
け
継
が
れ
る
べ
き
伝
統
的
な
農
業
や
農

法
に
伴
っ
て
育
ま
れ
た
文
化
、
景
観
、
生
物
多
様
性
な

ど
を
「
世
界
農
業
遺
産
」
と
す
る
国
際
連
合
食
糧
農
業

機
関
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
、
大
分
県
国
東
半
島
と
宇

佐
の「
ク
ヌ
ギ
林
と
た
め
池
が
つ
な
ぐ
農
林
水
産
循
環
」

が
平
成
25
年
に
認
定
さ
れ
た
。

　

宇
佐
市
は
市
内
院
内
町
の
「
両り
ょ
う

合あ
い

棚
田
」
を
「
世
界

農
業
遺
産
」
の
シ
ン
ボ
ル
ス
ポ
ッ
ト
と
位
置
付
け
、
支

援
を
始
め
た
の
だ
。
一
時
期
は
、
水
稲
作
付
面
積
が
棚

田
全
体
の
５
％
ほ
ど
ま
で
落
ち
込
み
、
地
元
は
危
機
感

を
募
ら
せ
て
い
た
が
、
宇
佐
市
の
支
援
に
力
を
得
て
５

年
前
に
「
両
合
棚
田
を
守
る
会
」
を
立
ち
上
げ
た
。
田

植
え
の
終
わ
っ
た
頃
に
小こ

平び
ら

地
区
を
訪
ね
た
。

棚
田
集
落
を
支
え
て
き
た
た
め
池
と
里
山

地
元
で
知
ら
れ
た
余あ

ま
り

温
泉
か
ら
舗
装
道
路
を
上
り

詰
め
る
と
、
小
平
川
の
西
側
に
小
平
地
区
、
東
側
に

滝た
き

貞さ
だ

地
区
が
現
れ
る
。
滝
貞
地
区
か
ら
小
平
川
ま
で

続
く
傾
斜
地
に
美
し
い
自
然
の
曲
線
を
描
く
畦
が

段
々
に
幾
重
に
も
重
な
り
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
ば

か
り
の
両
合
棚
田
の
水
面
が
輝
い
て
い
る
。

こ
の
地
で
は
、
室
町
時
代
か
ら
耕
作
が
始
ま
り
、

江
戸
時
代
に
は
現
状
の
石
積
み
が
築
か
れ
て
い
た
と

言
わ
れ
る
。
そ
の
当
時
は
５
０
０
枚
も
６
０
０
枚
も

の
棚
田
が
連
な
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
平
成
11
年
に

「
日
本
の
棚
田
百
選
」
に
選
定
さ
れ
た
当
時
の
記
録

で
は
、
両
合
棚
田
の
面
積
は
７
ha
、
棚
田
１
４
７
枚

と
な
っ
て
い
る
。
両
合
棚
田
を
守
る
会
の
会
長
を
務

ク
ヌ
ギ
林
と
た
め
池
、棚
田
を
保
全
す
る

［
両
合
棚
田
を
守
る
会
］ ●
大
分
県
宇う

佐さ

市し

▲小平地区と滝貞地区の上流域にあるため池

▶︎上／小平地区の上の山にあるクヌギ林　下／だんご汁▲両合川橋と棚田の風景

風土と食文化
を継承する
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め
る
石
井
一
男
さ
ん（
80
）に
よ
る
と
、
現
在
、
水
稲

を
作
っ
て
い
る
の
は
比
較
的
広
い
田
ん
ぼ
を
選
ん
で

50
枚
ほ
ど
。
両
合
棚
田
を
挟
む
滝
貞
地
区
と
小
平
地

区
を
併
せ
て
10
世
帯
、
人
口
は
22
名
だ
。
こ
の
う
ち

両
合
棚
田
で
水
稲
を
作
っ
て
い
る
の
は
滝
貞
地
区
で

１
戸
、
小
平
地
区
で
４
戸
で
あ
る
。

小
平
地
区
の
急
斜
面
に
建
つ
一
男
さ
ん
宅
の
庭
か

ら
、
小
平
川
の
対
岸
に
滝
貞
地
区
と
両
合
棚
田
を
一

望
で
き
る
。

「
今
日
は
久
し
振
り
の
雨
じ
ゃ
。
こ
の
雨
は
私
た

ち
に
と
っ
ち
ゃ
お
金
が
降
り
よ
る
よ
う
な
も
ん
じ

ゃ
」
と
、
今
年
は
雨
が
少
な
く
田
植
え
の
準
備
が
遅

れ
ぎ
み
だ
っ
た
一
男
さ
ん
が
雨
空
を
見
上
げ
る
。

「
こ
こ
ん
川（
小
平
川
）は
山
が
浅
い
ん
で
、
雨
が

降
っ
た
ら
そ
の
日
の
う
ち
に
川
が
溢
れ
る
ご
つ（
ほ

ど
）流
れ
る
け
ど
、
次
の
日
は
、
あ
の
雨
は
ど
こ
行

っ
た
と
い
う
ご
つ
、
も
う
水
は
な
い
ん
じ
ゃ
」

確
か
に
急
な
傾
斜
地
で
は
あ
る
が
、
高
く
深
い
山

は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
ん
な
地
形
で
あ
る
が
故
に
、

水
稲
栽
培
に
は
「
た
め
池
」
が
必
須
の
要
件
に
な
る
。

資
料
に
よ
る
と
国
東
半
島
・
宇
佐
に
は
約
１
２
０
０

カ
所
も
の
た
め
池
が
あ
る
そ
う
だ
が
、
両
合
棚
田
の

灌
漑
用
水
源
と
し
て
は
１
つ
の
た
め
池
が
あ
る
。
し

か
し
、
最
近
は
水
稲
を
作
る
棚
田
が
少
な
く
、
今
年
、

た
め
池
の
水
を
棚
田
に
引
き
入
れ
た
の
は
、
７
月
上

旬
ま
で
で
は
２
回
だ
け
だ
っ
た
そ
う
だ
。

雨
が
小
降
り
に
な
っ
た
の
で
、
集
落
の
南
側
の
山

の
中
腹
に
造
ら
れ
た
た
め
池
へ
行
っ
て
み
た
。
小
平

地
区
か
ら
林
道
を
上
る
と
道
路
の
右
側
に
椎
茸
の
原

木
と
な
る
ク
ヌ
ギ
林
が
続
く
一
画
が
あ
る
。
そ
こ
か

ら
左
へ
折
れ
、
上
流
へ
向
け
て
歩
く
。
途
中
何
度
か

迷
い
な
が
ら
も
た
め
池
に
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。

水
量
は
多
く
な
さ
そ
う
だ
が
、
雑
木
の
森
の
中
で

鏡
の
よ
う
に
静
か
に
水
を
湛
え
て
い
る
。
い
つ
の
時

代
に
造
ら
れ
た
た
め
池
な
の
か
不
明
だ
が
、
両
合
棚

田
１
４
７
枚
の
田
ん
ぼ
全
て
で
稲
を
栽
培
し
て
い
た

時
代
に
は
、
無
く
て
は
な
ら
な
い
貴
重
な
水
源
だ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
た
め
池
の
淵
を
歩
く
と
、
ツ
チ
ガ

エ
ル
が
何
匹
も
驚
い
た
よ
う
に
足
元
か
ら
飛
び
出
し

て
い
く
。た
っ
た
今
、土
の
中
か
ら
傘
を
突
き
出
し
た

キ
ノ
コ
も
発
見
し
た
。
た
め
池
の
恵
み
と
で
も
言
え

る
の
か
、
単
な
る
森
の
中
と
は
異
な
る
生
命
の
営
み

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

「
の
ろ
よ
こ
い
」
に
皆
が
集
合
し
て

た
め
池
探
訪
を
終
え
て
一
男
さ
ん
宅
を
訪
ね
る
と
、

妻
の
康こ
う

美み

さ
ん（
72
）が
「
お
茶
を
食
べ
る
か
え
」
と

労
を
労
っ
て
く
れ
た
。

「
わ
し
ゃ
変
わ
り
者
で
な
、19
歳
の
時
に
農
薬
を
使

わ
ん
椎
茸
農
家
に
世
話
し
て
く
れ
ろ
と
頼
ん
で
、
こ

こ
に
嫁
に
来
た
ん
や
。
滝
貞
、
小
平
へ
は
嫁
に
行
く

な
と
言
わ
れ
よ
っ
た
所
へ
来
た
ん
や
。
そ
の
当
時
は

椎
茸
を
２
ト
ン
し
よ
っ
た
。
牛
も
飼
い
よ
っ
た
。
生

産
牛
を
20
頭
。両
合
棚
田
を
守
る
会
が
で
き
た
ろ
、そ

れ
で
み
ん
な
が
会
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
、
皆
活
き

活
き
し
と
る
で
。
腹
を
立
て
て
、
好
か
ん
こ
つ
言
う

て
も
一
日
、
楽
し
ゅ
う
に
笑
う
て
良
い
こ
つ
し
て
も

一
日
。
そ
う
じ
ゃ
ろ
。
そ
れ
が
人
生
じ
ゃ
ろ
。
こ
こ

が
故
郷
や
。
こ
こ
を
残
し
て
欲
し
い
と
思
う
ち
ょ
る
、

願
う
ち
ょ
る
。そ
れ
が
ず
っ
と
頭
か
ら
離
れ
ん
の
よ
」

そ
ん
な
康
美
さ
ん
の
話
を
傍
ら
で
聞
い
て
い
た
一

男
さ
ん
が
、
棚
田
を
守
る
会
が
行
っ
て
い
る
行
事
を

教
え
て
く
れ
る
。
２
月
か
３
月
に
は
地
元
大
学
生
を

対
象
に
駒
打
ち
体
験
を
行
な
い
、
打
っ
た
ほ
だ
木
に

▼上／ため池の淵にいたツチガエル
下／ため池の近くで土の中から姿を現したキノコ

▶︎上／田植えの準備をする
石井一男さん。下／奥さん
の康美さん。「ここを残して
欲しい」と語る

▲両合棚田と滝貞地区 画面中央の白い
屋根が「むっからや」と呼ばれる集会場
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「
だ
ん
ご
汁
に

入
れ
た
カ
ボ
チ
ャ

は
う
っ
せ
（
美
味

し
く
な
い
）
で
好

か
ん
（
と
夫
が
）

言
う
け
ん
ね
。
昔

は
、
ニ
ガ
ウ
リ（
ゴ
ー
ヤ
）を
入
れ
よ
っ
た
」

と
り
と
め
な
く
賑
や
か
な
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、

食
事
の
準
備
が
整
っ
た
よ
う
だ
。
だ
ん
ご
汁
と
お
に

ぎ
り
の
他
に
も
、
キ
ュ
ウ
リ
と
ワ
カ
メ
の
酢
の
物
、

タ
ケ
ノ
コ
と
油
揚
げ
の
煮
付
け
、
キ
ュ
ウ
リ
の
塩
漬

け
な
ど
が
並
び
、
デ
ザ
ー
ト
の
泡
雪
も
あ
る
。

皆
に
声
を
か
け
、
宇
佐
市
役
所
の
世
界
農
業
遺
産

を
担
当
す
る
椎
野
純
主
幹
と
藤
本
晃
平
さ
ん
、
今
年

６
月
か
ら
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
赴
任
し
た
ば

か
り
の
伊
藤
高
広
さ
ん（
34
）が
家
族
と
一
緒
に
参
加
。

始
め
に
会
長
の
石
井
一
男
さ
ん
が
挨
拶
を
す
る
と
、

賑
や
か
な
「
の
ろ
よ
こ
い
」
が
始
ま
っ
た
。
コ
ロ
ナ

禍
の
昼
食
で
あ
る
た
め
ア
ル
コ
ー
ル
類
は
出
な
い
。

「
久
し
振
り
に
だ
ん
ご
汁
食
べ
た
。
懐
か
し
い
。

自
分
の
名
前
を
入
れ
、
次
回
来
た
時
に
成
長
し
た
ほ

だ
木
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
６
月
に
は

町
か
ら
田
植
え
に
来
て
も
ら
い
、
秋
に
は
刈
り
入
れ

も
体
験
し
て
も
ら
う
の
だ
と
言
う
。

「
大
き
な
行
事
の
合
間
に
も
10
人
位
の
小
さ
な
イ

ベ
ン
ト
は
し
よ
っ
た
よ
。
今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
み
ん

な
中
止
に
な
っ
た
か
ら
会
う
こ
と
も
な
く
、
皆
、
何

し
よ
ん
じ
ゃ
ろ
と
言
う
よ
う
な
も
ん
じ
ゃ
わ
」

そ
ん
な
事
情
も
あ
っ
た
た
め
な
の
か
、
こ
の
地
域

に
昔
か
ら
伝
わ
る
「
の
ろ
よ
こ
い
」
を
し
よ
う
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
久
し
振
り
に
何
年
も
行
わ

れ
な
か
っ
た
田
植
え
の
後
の
「
一
休
み
」
を
し
よ
う

と
い
う
の
で
あ
る
。

「
私
が
小
さ
い
頃
に
は
一
家
に
平
均
で
10
人
は
居

っ
た
。
子
ど
も
は
６
人
も
居
る
し
、
両
親
、
祖
父
母
、

曾
祖
父
母
が
皆
一
緒
に
居
っ
た
か
ら
な
。
勤
め
仕
事

が
な
か
っ
た
も
ん
で
、
田
植
え
の
遅
れ
た
家
は
皆
で

手
伝
っ
て
、
だ
い
た
い
同
じ
頃
に
終
わ
る
ご
と
し
て

な
。
明
日
か
ら
３
日
ぐ
ら
い
『
の
ろ
よ
こ
い
』
を
し

て
く
だ
さ
い
と
、
言
う
て
回
り
よ
っ
た
」

一
男
さ
ん
の
思
い
出
だ
。

「
の
ろ
よ
こ
い
」
の
当
日
、
両
合
棚
田
の
中
ほ
ど

に
建
つ
「
む
っ
か
ら
や
」
と
呼
ば
れ
る
集
会
場
で
は
、

両
合
棚
田
を
守
る
会
の
女
性
た
ち
が
「
だ
ん
ご
汁
」

作
り
に
精
を
出
し
て
い
た
。
ガ
ス
台
に
掛
け
た
大
鍋

に
は
、
地
元
名
産
の
椎
茸
は
も
ち
ろ
ん
、
細
か
く
切

っ
た
大
根
や
ゴ
ボ
ウ
、
人
参
、
カ
ボ
チ
ャ
、
油
揚
げ

な
ど
が
入
っ
た
味
噌
汁
が
煮
上
が
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
大
き
な
ボ
ー
ル
で
捏
ね
た
小
麦
粉
の
一
片
を
引
き

延
ば
し
て
、
女
性
た
ち
が
各
々
投
げ
入
れ
て
い
く
。

「
何
に
も
ね
え
頃
な
『
ま
た
、
こ
れ
か
い
』
と
い

う
く
ら
い
毎
日
の
よ
う
に
食
べ
よ
っ
た
な
。
も
う
食

べ
と
う
ね
え
思
い
よ
っ
た
が
な
」

誰
か
が
口
火
を
切
る
と
、
子
ど
も
の
頃
の
思
い
出

話
に
花
が
咲
く
。「
い
の
こ
」
と
呼
ぶ
調
理
場
外
の

貯
水
槽
に
は
、
洗
い
物
を
す
る
た
め
山
か
ら
の
湧
き

水
が
流
し
っ
放
し
に
し
て
あ
る
。

一
番
の
若
手
は
小
平
地
区
の
石
井
早
千
恵
さ
ん

（
65
）だ
。
小
平
地
区
か
ら
は
石
井
康
美
さ
ん
と
衛
藤

ス
ミ
子
さ
ん（
82
）の
２
人
と
、
滝
貞
地
区
か
ら
は
衛

藤
典
子
さ
ん（
68
）と
川
野
妙
子
さ
ん（
75
）、
衛
藤
政

子
さ
ん（
79
）の
３
人
が
参
加
し
て
い
る
。

だ
ん
ご
を
引
き
延
ば
し
て
汁
に
投
げ
入
れ
、
両
合

棚
田
で
作
っ
た
米
で
お
に
ぎ
り
を
握
り
な
が
ら
、
地

域
の
友
だ
ち
が
入
院
し
て
い
る
話
題
か
ら
今
年
の
行

事
が
皆
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
の
話
へ
、

そ
し
て
再
び
昔
話
へ
と
話
題
は
移
る
。

「
田
舎
に
住
ん
ど
っ
て
良
か
っ
た
な
。マ
ス
ク
せ
ん

で
も
良
い
し
な
。
町
に
買
い
物
に
行
っ
た
ら
全
員
マ

ス
ク
し
と
る
よ
。
私
ら
は
常
識
知
ら
ん
と
思
わ
れ
た

や
ろ
な
」「
昔
は
、
ほ
と
ん
ど
二
毛
作
で
、
稲
を
刈
る

と
す
ぐ
に
小
麦
を
植
え
て
忙
し
か
っ
た
ん
じ
ゃ
け
ど
。

昔
は
麦
飯
を
食
わ
さ
れ
よ
っ
た
か
ら
な
」

▶︎右上／昔話をしながら料理を作る女性たち
中／たけのこの煮付けやだんご汁と棚田米の
おにぎり等
下／「のろよこい」に集まった人々
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て
、
山
ん
中
に
道
を
造
っ
て
金
網
張
っ
て
じ
ゃ
か
ら

な
、
何
ぼ
掛
か
っ
た
か
は
分
か
ら
ん
の
じ
ゃ
け
ど
、

獣
害
対
策
専
門
家
と
い
う
人
が
『
こ
れ
だ
っ
た
ら
私

の
思
っ
て
い
た
よ
う
な
柵
が
出
来
ま
し
た
』
と
言
っ

て
く
れ
た
ん
じ
ゃ
。
農
水
省
の
本
省
か
ら
視
察
に
合

わ
せ
て
21
名
来
た
で
。
サ
ツ
マ
イ
モ
で
イ
モ
餅
を
作

っ
て
棚
田
で
で
き
た
米
で
お
に
ぎ
り
。
出
し
た
物
を

『
美
味
し
い
美
味
し
い
』
と
す
ぐ
食
べ
て
し
も
た
。

あ
あ
い
う
素
朴
な
物
を
食
べ
た
こ
と
な
か
っ
た
ん
や

ろ
か
」

両
合
棚
田
で
秋
の
稲
刈
り
が
終
わ
る
と
、
山
の
仕

事
で
明
け
暮
れ
る
と
い
う
石
井
一
男
さ
ん
。

「
山
仕
事
ば
っ
か
り
。
80
歳
に
も
な
る
の
に
、（
椎

茸
の
）原
木
を
出
し
よ
る
ん
じ
ゃ
。杉
の
植
林
が
３
２

０
０
本
、
２
ha
の
間
伐
。
毎
日
、
山
ん
仕
事
ん
じ
ょ

う
じ
ゃ
か
ら
、
会
う
の
は
鹿
や
猪
ば
か
り
じ
ゃ
か
ら

な
。
そ
れ
で
私
た
ち
ゃ
長
生
き
し
よ
る
ん
じ
ゃ
け
ど
。

こ
こ
は
空
気
と
人
情
だ
け
は
ど
こ
に
も
負
け
ん
。
米

と
椎
茸
は
繁
忙
期
が
ズ
レ
と
る
か
ら
、
一
年
中
仕
事

が
で
き
る
ん
じ
ゃ
き
。
外
か
ら
若
い
人
が
入
っ
て
く

れ
て
、
自
立
し
て
生
計
を
立
て
て

く
れ
る
と
良
い
ん
じ
ゃ
け
ど
」

世
界
農
業
遺
産
と
い
う
大
き
い

看
板
を
背
負
っ
た
両
合
棚
田
の
魅

力
を
訪
ね
て
み
る
と
、
取
り
巻
く

自
然
や
農
業
シ
ス
テ
ム
の
魅
力
は

も
ち
ろ
ん
だ
が
、
印
象
的
だ
っ
た

の
は
、
石
井
一
男
さ
ん
夫
妻
の
地

域
を
思
い
や
る
情
熱
と
、
天
ま
で

届
く
よ
う
に
棚
田
の
石
垣
を
積
み

上
げ
た
先
人
た
ち
の
努
力
の
跡
だ

っ
た
。

�
写
真
・
文
／
芥
川 

仁

何
十
年
ぶ
り
じ
ゃ
ろ
か
」
と
誰
か
が
声
に
出
す
と
、

皆
が
頷
い
て
い
る
。
だ
ん
ご
汁
は
、
近
頃
で
は
ほ
と

ん
ど
家
庭
の
食
卓
に
出
る
機
会
は
な
い
よ
う
だ
。
分

厚
く
大
き
い
だ
ん
ご
、
薄
く
小
さ
く
上
品
な
だ
ん
ご
、

延
ば
し
て
大
鍋
に
投
げ
込
ん
だ
女
性
た
ち
の
個
性
が

だ
ん
ご
の
形
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
少
し
粘
り
気
が

あ
り
、
優
し
い
味
噌
味
で
あ
る
。

世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
て

「
冬
は
炭
焼
き
を
し
て
20
万
円
ほ
ど
の
現
金
収
入

が
あ
れ
ば
、
生
活
は
で
き
よ
っ
た
な
。
生
活
に
ゆ
と

り
が
あ
っ
た
。
で
も
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た

お
陰
で
防
獣
柵
が
で
き
る
ま
で
、
何
十
年
ち
ゅ
う
て

タ
ケ
ノ
コ
を
食
べ
た
こ
と
な
か
っ
た
な
。
鹿
と
猪
に

や
ら
れ
て
し
も
て
な
」「
熊
本
県
の
球
磨
村
か
ら
研
修

に
来
た
農
家
が
『
防
獣
柵
が
な
い
の
に
び
っ
く
り
し

た
』と
言
い
よ
っ
た
。
農
業
遺
産
の
お
陰
で
、集
落
を

取
り
巻
い
て
柵
が
し
て
あ
る
の
は
見
え
ん
け
ん
な
」

と
一
男
さ
ん
は
言
う
。
両
合
棚
田
の
景
観
を
保
全
す

る
た
め
、
通
常
田
ん
ぼ
を
囲
む
よ
う
に
設
置
す
る
獣

害
対
策
の
柵
を
、
大
き
く
集
落
を
囲
む
よ
う
に
山
林

の
中
に
設
置
し
て
あ
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
。

設
置
に
は
、
地
元
滝
貞
地
区
か
ら
衛
藤
政
夫
さ
ん

（
69
）、
小
平
地
区
か
ら
石
井
初
夫
さ
ん（
58
）、
そ
れ

に
石
井
一
男
さ
ん
の
３
人
が
参
加
し
た
。

「
平
野
部
で
作
る
田
ん
ぼ
で
は
人
件
費
が
棚
田
の

10
分
の
１
し
か
掛
か
ら
ん
と
い
う
な
。
そ
れ
で
も
採

れ
る
米
は
棚
田
の
方
が
平
野
の
半
分
。
佐
賀
県
の
棚

田
農
家
が
言
っ
と
っ
た
な
、
１
俵
５
万
円
で
も
採
算

は
と
れ
ん
と
」

「
自
分
と
こ
の
田
ん
ぼ
は
乱
し
た
く
な
い
な
。
そ

こ
が
山
か
田
ん
ぼ
か
分
か
ら
ん
よ
う
に
な
る
の
は
見

て
お
ら
れ
ん
。
５
、
６
年
前
は
全
然
だ
め
だ
っ
た
。

７
ha
の
う
ち
４
ａ
ぐ
ら
い
し
か
米
作
っ
て
な
か
っ
た

も
ん
な
」「
温
暖
化
が
進
み
よ
る
ぞ
。
80
年
こ
こ
に
住

ん
じ
ょ
る
人
生
の
中
で
、
冬
に
氷
が
張
ら
ん
じ
ゃ
っ

た
の
は
今
年
が
初
め
て
」

結
論
を
求
め
る
話
が
あ
る
訳
で
は
な
い
が
、
四
方

山
の
話
を
集
落
の
皆
が
語
り
合
う
こ
と
で
、
繋
が
り

合
う
無
形
の
共
有
財
産
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
こ
で
両
合
棚
田
を
守
る
会
の
石
井
一
男
会
長
に

世
界
農
業
遺
産
に
認
定
と
な
る
経
緯
を
聞
い
た
。

「
若
い
頃
、
こ
こ
ら
は
夏
は
米
作
り
、
冬
は
炭
焼

き
で
生
計
を
立
て
よ
っ
た
け
ど
、
炭
焼
き
じ
ゃ
将
来

性
が
な
い
と
分
か
っ
て
、
椎
茸
作
り
を
始
め
た
ん
。

種
駒
を
年
間
30
万
個
か
ら
40
万
個
入
れ
て
な
。
椎
茸

専
業
農
家
で
や
っ
て
、
棚
田
百
選
に
選
ば
れ
た
頃
ま

で
は
７
０
０
ａ
の
田
ん
ぼ
が
あ
っ
て
格
好
良
か
っ
た

ん
じ
ゃ
。
そ
れ
か
ら
獣
害
が
出
始
め
て
米
作
り
を
止

め
る
よ
う
に
な
っ
て
な
、
50
ａ
ほ
ど
し
か
作
ら
ん
よ

う
に
な
っ
て
し
も
て
…
…
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
国

の
農
林
水
産
省
か
ら
出
向
し
て
来
と
っ
た
山
本
部
長

さ
ん
が
、
宇
佐
市
は
宇
佐
神
宮
が
あ
る
け
ど
、
農
業

遺
産
に
は
関
係
な
い
。
そ
れ
で
『
農
業
遺
産
に
な
る

よ
う
に
ど
げ
か
せ
ん
か
い
』
と
毎
日
の
よ
う
に
訪
ね

て
く
れ
て
、
私
た
ち
の
要
望
を
聞
い
て
く
れ
る
な
ら

と
引
き
受
け
た
ん
じ
ゃ
。
地
元
負
担
は
一
切
な
い
、

人
力
奉
仕
は
す
る
と
い
う
こ
と
で
じ
ゃ
。
18
年
以
上

放
棄
し
ち
ょ
っ
た
田
ん
ぼ
を
ト
ラ
ク
タ
ー
の
小
さ
い

の
を
自
分
で
買
う
て
、
毎
年
拓
い
て
４
年
掛
か
っ
た

で
」
と
一
男
さ
ん
。

「
獣
害
対
策
の
柵
が
一
番
大
変
。田
ん
ぼ
の
脇
に
金

網
が
写
る
と
だ
め
じ
ゃ
。
山
ん
中
に
金
網
を
張
っ
て

く
れ
と
…
…
。
山
ん
中
に
金
網
を
入
れ
た
も
ん
じ
ゃ

か
ら
な
、
助
成
金
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
山

本
部
長
さ
ん
が
な
、
国
の
予
算
を
直
接
取
っ
て
く
れ

●宇佐市観光・ブランド課　☎0978-27-8156

◀︎サツマイモを植えるために畑を耕す
一男さんに近所の夫妻が話しかける
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高
齢
者
で
も
地
域
お
こ
し
が
で
き
る
ん
だ
！
　
聞
い

た
こ
と
も
な
い
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
に
も
挑
戦
す
る
よ
。
母
さ
ん
た
ち
、
父
さ
ん

た
ち
で
頑
張
る
よ
。

　
そ
ん
な
思
い
か
ら
、
水
車
小
屋
を
目
印
に
、
そ
ば
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
奮
闘
し
て
い
る
の
が
山
田
町
白
石
集
落

の
「
ご
っ
と
ん
会
」
で
あ
る
。
種
ま
き
の
日
は
雨
天
で

中
止
、
そ
ば
刈
り
の
日
に
よ
う
や
く
取
材
で
き
た
。

水
車
小
屋
を
拠
点
に 

農
業
生
産
組
合
を
発
足

山
田
町
は
宮
古
市
と
釜
石
市
の
間
に
位
置
し
、
三

陸
海
岸
特
有
の
山
間
部
が
海
岸
に
迫
る
地
形
で
平
野

が
少
な
い
。
人
口
は
１
万
５
０
０
０
人
弱
で
、
高
齢

化
率
は
38
％
を
超
え
る
。
波
の
穏
や
か
な
山
田
湾
で

は
牡
蠣
や
ホ
タ
テ
が
養
殖
さ
れ
、
里
山
で
は
マ
ツ
タ

ケ
が
採
れ
る
。

そ
の
山
田
湾
の
海
岸
か
ら
内
陸
に
織
笠
川
を
５
㎞

ほ
ど
遡
り
、
支
流
の
白
石
川
沿
い
の
中
山
間
地
に
白

石
集
落
が
あ
る
。
川
沿
い
の
平
地
に
田
畑
が
細
長
く

連
な
り
、
森
林
が
迫
る
。
25
世
帯
ほ
ど
の
白
石
集
落

は
、
古
く
か
ら
稲
作
を
中
心
に
畜
産
も
営
ま
れ
て
き

た
。
平
成
23
年
に
人
口
減
少
の
著
し
い
集
落
に
、
人

が
集
ま
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
る
よ
う
に
新
た
に
作

り
直
さ
れ
た
の
が
白
石
集
落
の
水
車
小
屋
だ
。
こ
の

水
車
小
屋
を
中
心
に
地
域
起
こ
し
活
動
を
続
け
て
い

る
の
が
白
石
集
落
農
業
生
産
組
合
の「
ご
っ
と
ん
会
」

だ
。白

石
集
落
農
業
生
産
組
合
は
白
石
集
落
と
そ
の
近

隣
の
住
人
で
組
織
さ
れ
、
組
合
員
は
現
在
13
人
。
平

均
年
齢
は
70
歳
代
。
東
日
本
大
震
災
直
前
の
平
成
23

年
２
月
に
立
ち
上
げ
、
少
子
高
齢
化
で
活
気
が
失
わ

れ
て
い
く
集
落
の
現
状
を
改
善
す
る
た
め
に
、
人
を

呼
び
込
む
活
動
を
目
指
し
た
。
手
始
め
に
、
遊
休
農

ほ
っ
こ
り
の
ど
か
な
そ
ば
の
里

遊
休
地
で
そ
ば
栽
培［
ご
っ
と
ん
会
］

●
岩
手
県
山や

ま

田だ

町ま
ち

風土と食文化
を継承する

▲「ごっとん会」のメンバー。左より中村のり子さん、菊地八代子さん、中村あづ子さん（前列）、
中村光一さん、千葉勝見さん
◀ごっとん茶屋の「そば御膳」

◀左上／水車小屋
左下／白石集落
右／実ったそばの
実と花
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地
を
利
用
し
て
そ
ば
を
育
て
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。

収
穫
し
た
そ
ば
粉
を
町
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
販
売
し
、

次
に
そ
ば
打
ち
を
習
得
、
平
成
26
年
に
は
そ
ば
打
ち

体
験
の
イ
ベ
ン
ト
で
人
を
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。

そ
の
後
２
年
か
け
、
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受

け
な
が
ら
、
農
村
の
高
齢
者
に
と
っ
て
初
め
て
聞
く

「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
な
る
も
の
に
も
挑
戦
。
年
に

何
回
も
開
催
し
、
お
茶
っ
こ
を
飲
み
な
が
ら
今
後
の

方
針
を
検
討
し
た
り
、
メ
ニ
ュ
ー
開
発
を
行
な
っ
た
。

そ
の
中
で
ご
っ
と
ん
会
の
テ
ー
マ
を「
つ
な
が
り
」

と
し
、
①
ほ
っ
こ
り
の
ど
か
に
、
②
自
然
と
共
生
し

な
が
ら
、
③
声
を
か
け
あ
い
協
力
し
て
ゆ
っ
く
り
と
、

④
必
ず
少
し
は
お
金
を
か
せ
ぐ
、
の
４
つ
の
ル
ー
ル

を
定
め
た
。

中
で
も
、
お
金
を
か
せ
ぐ
こ
と
は
、
活
動
を
持
続

化
さ
せ
る
た
め
に
は
重
要
な
要
素
と
の
思
い
が
あ
る
。

そ
の
た
め
自
分
た
ち
で
育
て
た
野
菜
と
手
作
り
郷
土

菓
子
の
販
売
、
そ
ば
茶
屋
を
開
く
こ
と
に
し
た
。

日
曜
日
は
手
打
ち
そ
ば
を 

「
ご
っ
と
ん
茶
屋
」

水
車
小
屋
に
隣
接
し
た
そ
ば
茶
屋
「
ご
っ
と
ん
茶

屋
」
の
開
店
は
令
和
元
年
12
月
。
い
た
だ
き
物
の
約

25
㎡
の
プ
レ
ハ
ブ
を
移
築
し
て
、
内
装
や
風
除
室
の

増
設
な
ど
必
要
な
資
金
を
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン

グ
で
集
め
る
こ
と
に
し
た
。
同
年
３
月
に
募
集
を
開

始
し
、
約
２
カ
月
で
目
標
以
上
の
１
５
５
万
円
が
集

ま
っ
た
。
そ
の
資
金
を
も
と
に
営
業
開
始
と
な
っ
た
。

カ
ウ
ン
タ
ー
席
の
み
の
５
人
も
入
る
と
い
っ
ぱ
い

に
な
る
店
だ
が
、
地
域
に
と
っ
て
は
大
き
な
一
歩
と

な
っ
た
。
営
業
は
毎
週
日
曜
日
の
お
昼
の
み
が
基
本

で
、
限
定
30
食
。
そ
ば
打
ち
を
す
る
の
は
一
人
で
、

打
ち
立
て
を
提
供
す
る
た
め
に
１
日
30
食
が
限
界
だ

そ
う
だ
。
粗
挽
き
の
そ
ば
に
は
、
地
元
特
産
の
海
藻

「
ア
カ
モ
ク
」
が
練
り
こ
ま
れ
、モ
チ
モ
チ
感
が
あ
り
、

の
ど
越
し
が
良
い
と
評
判
だ
。
そ
ば
つ
ゆ
に
は
、
山

田
産
の
上
質
な
椎
茸
と
煮
干
し
、
三
陸
産
の
昆
布
で

出
汁
を
と
っ
て
い
る
。
野
菜
の
天
ぷ
ら
や
小
鉢
が
付

い
た
そ
ば
御
膳（
税
込
み
１
０
０
０
円
）の
み
の
提
供

で
、
他
に
団
子
や
蒸
し
パ
ン
な
ど
、
組
合
員
が
作
っ

た
手
作
り
郷
土
菓
子
な
ど
も
販
売
し
て
い
る
。
開
店

当
初
は
お
客
さ
ん
が
少
な
い
日
も
あ
っ
た
が
、
徐
々

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
３
月
は
完
売
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
も
あ
り
、
４
月
か
ら
営
業
を
休
止
し
て

い
る
。

白
石
集
落
農
業
生
産
組
合
の
組
合
長
で
、
そ
ば
打

ち
を
担
当
す
る
中
村
あ
づ
子
さ
ん（
60
）は
、「
県
外
な

ど
遠
く
か
ら
も
来
て
く
れ
、
と
て
も
や
り
が
い
が
あ

り
ま
す
。
利
益
は
少
な
い
で
す
が
、
こ
う
い
っ
た
場

所
を
作
っ
て
引
退
後
の
生
き
が
い
に
な
れ
ば
と
思
い

ま
す
」
と
語
る
。

組
合
員
で
は
中
村
さ
ん
が
最
年
少
で
、
70
歳
代
の

人
が
多
く
、
今
も
農
林
業
に
従
事
し
て
い
る
。

そ
ば
に
関
し
て
は
、
種
ま
き
か
ら
収
穫
、
そ
ば
打

ち
体
験
な
ど
年
に
数
回
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
交
流

人
口
の
増
加
に
も
貢
献
し
て
い
る
。
外
部
か
ら
人
が

▲水車小屋（右）と作業場。「ごっとん茶屋」は、左へ10mほどの場所にある

▲そば刈りに集ったメンバーの昼食と彼岸用の団子づくり

▲町内からの注文で作っている彼岸用の団
子（中村さん）
◀そば刈り作業は重労働だが、楽しい休憩
時間
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す
。
多
く
の
人
が
来
て
く
れ
る
の
が
、
私
た
ち
の
元

気
の
み
な
も
と
で
す
」
と
希
望
を
込
め
て
語
っ
て
い

た
。�

文
・
写
真
／
村
上
昭
浩

粉
に
す
る
体
験
に
変
更
、
子
ど
も
た
ち
が
挑
戦
し
黒

い
そ
ば
の
種
か
ら
白
い
粉
が
出
て
く
る
様
子
を
面
白

が
っ
て
い
た
。
集
落
外
の
人
が
５
０
０
０
円
の
年
会

費
で
ご
っ
と
ん
会
の
会
員
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
体

験
に
無
料
で
参
加
で
き
る
特
典
が
あ
る
。
ま
た
、
組

合
で
は
毎
週
日
曜
日
に
水
車
小
屋
の
前
で
朝
市
を
開

催
し
、
お
手
製
の
蒸
し
パ
ン
や
団
子
、
せ
ん
べ
い
も

ち
、
野
菜
を
販
売
し
て
い
る
。
近
隣
市
町
か
ら
多
い

日
は
20
人
以
上
が
集
ま
り
、
売
れ
行
き
は
好
調
だ
。

令
和
２
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
岩

手
県
外
か
ら
の
集
客
が
で
き
ず
、
体
験
会
も
大
幅
に

縮
小
し
、
４
月
か
ら
休
止
し
て
い
る
。
ご
っ
と
ん
茶

屋
も
い
つ
か
ら
再
開
す
る
か
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
５
反
歩（
50
ａ
）を
有
す
る
そ
ば
畑
の
収
穫

は
組
合
員
だ
け
で
終
わ
ら
せ
て
、
再
開
後
の
茶
屋
の

準
備
を
し
て
い
る
。

中
村
組
合
長
は
、「
早
く
コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
し
て
、

ま
た
皆
さ
ん
が
来
て
く
れ
る
の
楽
し
み
に
し
て
い
ま

来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
平
成
14
年
に
そ
ば
打
ち

体
験
を
開
催
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
だ
。
令
和
元

年
は
４
月
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
種
ま

き
、
５
月
に
サ
ツ
マ
イ
モ
の
植
え
付
け
、
６
月
に
芽

キ
ャ
ベ
ツ
の
植
え
つ
け
、
８
月
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
収
穫
と
ダ
イ
コ
ン
の
種
ま
き
、
11
月

に
ダ
イ
コ
ン
の
収
穫
な
ど
年
間
10
回
の
そ
ば
と
野
菜

づ
く
り
体
験
会
を
開
催
し
た
。

海
の
体
験
、
食
の
体
験 

「
や
ま
だ
ワ
ン
ダ
フ
ル
体
験
」

山
田
町
で
は
、
体
験
型
観
光
を
推
進
す
る
た
め
、

「
や
ま
だ
ワ
ン
ダ
フ
ル
体
験
ビ
ュ
ー
ロ
ー
」
を
立
ち

上
げ
、
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
づ
く
り
や
来
客
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
、
情
報
発
信
な
ど
を
し
て
い
る
。

穏
や
か
で
美
し
い
海
岸
に
は
海
水
浴
場
も
あ
り
、

カ
キ
、
ウ
ニ
、
ホ
タ
テ
、
ア
ワ
ビ
等
の
海
産
物
も
豊

富
。
こ
れ
ら
の
恵
ま
れ
た
自
然
を
生
か
し
て
実
施
さ

れ
て
い
る
。
代
表
的
な
も
の
は
、
漁
船
に
乗
っ
て
養

殖
漁
業
を
見
学
し
た
り
、
三
陸
の
海
を
体
験
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
。
山
田
町
な
ら
で
は
の
食
を
学
ぶ
「
食
体

験
」、
そ
し
て
里
山
を
訪
ね
、
農
家
の
人
と
交
流
し

た
り
暮
ら
し
や
食
文
化
を
知
る
「
里
・
暮
ら
し
体
験
」

な
ど
が
あ
る
。
他
に
、
住
民
の
ガ
イ
ド
で
街
を
散
策
、

東
日
本
災
害
時
の
様
子
や
復
興
の
状
況
を
学
ぶ
プ
ロ

グ
ラ
ム
も
随
時
行
わ
れ
て
い
る
。

町
外
の
人
の
参
加
や
体
験
が
多
く
な
り
、
交
流
人

口
の
増
加
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
白
石
集
落

の
そ
ば
打
ち
体
験
も
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

で
集
客
し
て
い
る
。

令
和
２
年
７
月
12
日
に
白
石
集
落
で
行
わ
れ
た
そ

ば
の
種
ま
き
体
験
日
は
雨
の
た
め
、
種
ま
き
は
中
止

と
な
っ
た
が
、
水
車
小
屋
で
石
う
す
を
挽
い
て
そ
ば

●山田町「やまだワンダフル体験ビューロー」
　☎0193-82-3111（内線227）

▲刈り取ったそばは天日干しをする
▼そば刈りをする中村あづ子さん

▲養殖いかだを見学する漁船クルーズ

▲そば刈り作業でひと休み
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北
海
道
漁
業
生
産
者
の
奥
様
方
、
い
わ
ゆ
る
「
浜
の

母
さ
ん
」
を
中
心
に
全
道
一
丸
と
な
っ
て
始
め
た
「
お

魚さ
か
な

殖ふ

や
す
植
樹
運
動
」は
、
昭
和
63
年
の
活
動
開
始
か
ら

32
年
を
数
え
る
。
脈
々
と
受
け
継
が
れ
る
「
魚う
お

付つ
き

林り
ん

」

へ
の
思
い
は
、
木
を
植
え
る
活
動
を
通
し
て
、
地
域
に
、

人
々
に
広
が
り
続
け
て
い
る
。森
と
海
と
の
繋
が
り
か
ら
、

延
べ
１
２
０
万
本
も
の
苗
木
を
植
え
た
大
き
な
運
動
の

始
ま
り
、
活
動
の
今
の
姿
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
に
つ
い

て
ご
紹
介
し
た
い
。（
北
海
道
ぎ
ょ
れ
ん
・
杉
嶋 

純
）

森
と
海
と
の
つ
な
が
り 

魚
付
林
と
は

海
の
そ
ば
に
あ
る
森
や
海
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う

な
林
は
「
魚
付
林
」
と
呼
ば
れ
、
昔
か
ら
保
護
さ
れ

て
き
た
。
沿
岸
で
漁
業
を
営
む
人
々
は
み
な
、
海
岸

林
や
河
畔
林
を
は
じ
め
と
し
た
豊
か
な
森
が
魚
の
住

処
を
作
り
、
そ
の
栄
養
が
海
の
魚
を
養
う
こ
と
を
経

験
か
ら
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
魚
は
森
の
あ
る

所
に
つ
く
」
と
い
う
考
え
方
は
、
先
祖
代
々
漁
民
の

間
で
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
諸
藩

で
保
護
制
度
を
作
る
な
ど
地
域
一
体
と
な
っ
て
魚
付

林
を
守
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。

現
在
行
わ
れ
て
い
る
「
お
魚
殖
や
す
植
樹
運
動
」

も
古
く
か
ら
あ
る
こ
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
が
、

こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
魚
付
林
の
教
え
が
守
ら
れ

ず
、
魚
付
林
を
失
っ
て
豊
か
な
海
が
消
え
よ
う
と
し

た
苦
い
経
験
が
あ
っ
た
。

植
樹
運
動
の
先
駆
け 

え
り
も
地
域
の
事
例

北
海
道
の
中
心
を
南
北
に
走
る
日
高
山
脈
の
南
端

に
位
置
す
る
え
り
も
地
域
は
、
特
産
の
日
高
昆
布
の

ほ
か
、
秋
鮭
や
ツ
ブ
貝
が
と
れ
る
、
道
内
で
も
有
数

の
豊
か
な
漁
場
を
有
し
て
い
る
。

明
治
以
降
、
入
植
・
開
拓
に
よ
る
森
林
伐
採
が
進

み
、
緑
で
お
お
わ
れ
て
い
た
台
地
が
一
時
「
え
り
も

砂
漠
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
荒
野
と
な
っ
た
こ
と
が

あ
る
。
風
に
さ
ら
さ
れ
た
む
き
出
し
の
赤
土
が
海
を

沖
合
10
㎞
ま
で
濁
ら
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
森
を
失

っ
て
海
が
や
せ
、
流
れ
込
む
濁
っ
た
水
に
よ
っ
て
、

豊
か
だ
っ
た
昆
布
や
魚
の
水
揚
げ
は
み
る
み
る
減
少

し
て
い
っ
た
。

▶上／赤土に覆われたえりも砂漠（昭和30年代）
下／苗木は数年間育成してから植樹する

■
郷
土
を
未
来
へ
つ
な
げ
る
地
域
活
動

│
１

北
の
森
よ
育
て
、北
の
海
よ
育
て

浜
の
母
さ
ん
た
ち
の［
お
魚さ

か
な

殖ふ

や
す
植
樹
運
動
］

▲再び緑で覆われたえりも岬（えりも町産業振興課提供）
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海
の
変
化
を
目
の
当
た
り
に
し
た
地
元
の
漁
民
は
、

国
（
営
林
署
）
に
そ
の
有
様
を
訴
え
、
昭
和
29
年
に

荒
れ
た
大
地
に
草
を
生
や
す
草
本
緑
化
事
業
の
着
手

に
こ
ぎ
つ
け
た
。
し
か
し
、
立
ち
並
ぶ
風
車
で
有
名

で
あ
る
よ
う
に
、
え
り
も
岬
周
辺
に
は
絶
え
ず
強
烈

な
局
地
風
が
吹
い
て
お
り
、
せ
っ
か
く
植
え
ら
れ
た

草
の
種
も
悉
く
風
に
飛
ば
さ
れ
、
事
業
は
早
々
か
ら

困
難
に
見
舞
わ
れ
た
。

そ
れ
か
ら
試
行
錯
誤
を
重
ね
る
こ
と
お
よ
そ
20
年
。

時し

化け

後
に
海
岸
へ
と
打
ち
寄
せ
ら
れ
る
雑ゴ

ダ
海
藻
を
表

土
に
混
ぜ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
荒
地
に
草
を
根
付

か
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
続
い
て
樹
木
に
よ
る
緑

化
（
木
本
緑
化
）
事
業
に
着
手
し
、
荒
地
の
ほ
と
ん

ど
を
再
び
緑
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
強
風
の
課
題

を
解
決
し
た
。

土
地
が
緑
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
海
へ
と
流
れ

込
む
土
や
泥
が
な
く
な
り
、
海
の
色
が
青
に
戻
っ
て

い
っ
た
。
ま
た
、
魚
付
林
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
森
の
養
分
が
海
へ
と
注
ぎ
、
漁
獲
量
も
右
肩

上
が
り
で
増
加
し
て
い
っ
た
。
森
づ
く
り
に
よ
っ
て

漁
民
自
ら
海
を
取
り
戻
し
た
こ
の
偉
業
は
漁
業
、
林

業
の
他
、
広
い
分
野
で
今
も
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

百
年
か
け
て
百
年
前
の
自
然
の
浜
を

北
海
道
漁
協
婦
人
部
連
絡
協
議
会
（
漁
婦
連
：
現

在
の
北
海
道
漁
協
女
性
部
連
絡
協
議
会
）
は
、
そ
れ

ま
で
行
っ
て
い
た
「
海
を
き
れ
い
に
す
る
活
動
」
の

一
環
と
し
て
海
と
森
林
の
関
係
に
着
目
し
、
昭
和
63

年
に
植
樹
運
動
を
始
め
た
。
先
に
挙
げ
た
え
り
も
地

域
で
の
環
境
改
善
の
事
例
は
あ
っ
た
も
の
の
、
当
時

漁
業
者
が
海
の
た
め
に
木
を
植
え
る
と
い
う
発
想
は

世
間
一
般
に
は
ま
だ
な
じ
み
が
な
く
、
全
道
挙
げ
て

の
活
動
は
初
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。「
百
年
か
け
て

百
年
前
の
自
然
の
浜
を
」

│
日
々
漁
場
と
い
う
自

然
環
境
に
向
き
合
う
浜
の
人
々
が
植
樹
運
動
に
こ
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
た
の
は
、
今
な
お
続
く
森
林
開

発
に
よ
る
自
然
環
境
の
喪
失
が
、
や
が
て
漁
業
資
源

の
先
細
り
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を
肌
で
感
じ
取

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

漁
婦
連
は
創
立
30
周
年
に
合
わ
せ
て
札
幌
市
内
で

記
念
植
樹
を
実
施
し
た
後
、
全
道
95
婦
人
部
に
て
一

斉
植
樹
を
行
い
、
お
よ
そ
７
万
３
０
０
０
本
の
苗
木

が
北
海
道
の
大
地
に
植
え
ら
れ
た
。
以
後
毎
年
、
各

組
合
挙
げ
て
の
植
樹
事
業
が
続
け
ら
れ
、
近
年
で
は

年
間
３
万
本
ほ
ど
が
植
え
ら
れ
て
き
た
。
運
動
を
始

め
て
か
ら
30
余
年
、
漁
協
系
統
と
し
て
植
え
た
苗
木

は
延
べ
１
２
０
万
本
を
超
え
、
広
大
な
北
の
大
地
の

緑
と
豊
か
な
海
を
守
っ
て
い
る
。

地
域
と
と
も
に

お
魚
殖
や
す
植
樹
運
動
は
浜
の
母
さ
ん
を
中
心
と

し
て
始
動
し
、
そ
の
姿
を
今
も
変
え
て
い
な
い
が
、

直
接
関
係
の
あ
る
漁
業
関
係
者
が
活
動
に
参
加
す
る

だ
け
で
な
く
、
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
広
い
世
代

が
参
加
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
な
っ
た
。

道
東
の
根
室
管
内
中
部
に
位
置
す
る
野
付
漁
協
は

昭
和
63
年
か
ら
植
樹
の
取
組
を
開
始
し
、
平
成
12
年

か
ら
首
都
圏
の
生
協
会
員
を
産
地
に
招
い
て
植
樹
ツ

ア
ー
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
始
し
た
。
植
樹
を
通
し
て
産

地
と
消
費
者
と
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
産
物
流

通
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
あ
る
森
づ
く
り
・
海
づ

く
り
へ
の
浜
の
思
い
を
多
く
の
人
々
に
伝
え
て
い
る
。

ツ
ア
ー
に
は
植
樹
体
験
の
ほ
か
、
木
工
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
や
特
産
の
ホ
タ
テ
を
剥
い
て
味
わ
う
体
験
等
イ

ベ
ン
ト
が
盛
り
沢
山
で
、
本
州
か
ら
の
参
加
者
か
ら

毎
年
好
評
を
博
す
人
気
の
植
樹
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
定

▲植樹した苗木は支柱で固定する ▲漁協女性部による草刈り作業（浜中町） ▲すぐ脇を川が流れる大自然の中で木を植える

▲親子参加で植樹 ▲広大な植樹地の整備も参加者総出であっという間 ▲幼い子供も植樹作業を見守る
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着
し
て
い
る
。

道
南
の
日
本
海
側
、
ひ
や
ま
漁
協
で
は
地
元
の
小

学
生
や
幼
稚
園
児
を
招
待
し
て
一
緒
に
森
づ
く
り
を

行
っ
た
。
苗
木
の
根
を
覆
う
紙
製
容
器
に
は
、
園
児

ら
思
い
思
い
の
絵
を
書
き
、
そ
の
苗
木
を
自
ら
の
手

で
大
地
に
植
え
る
。
木
に
触
れ
る
機
会
が
失
わ
れ
つ

つ
あ
る
現
代
に
お
い
て
、
実
際
に
触
れ
て
感
じ
る
貴

重
な
環
境
教
育
の
場
と
も
な
っ
て
い
る
。
植
樹
イ
ベ

ン
ト
当
日
に
は
近
隣
河
川
に
遡
上
す
る
サ
ク
ラ
マ
ス

の
稚
魚
も
放
流
し
た
。
大
き
な
成
魚
の
実
物
を
見
な

が
ら
、
手
元
の
小
さ
な
容
器

で
泳
ぐ
稚
魚
た
ち
の
こ
れ
か

ら
の
成
長
に
、
子
ら
は
思
い

を
は
せ
て
く
れ
た
だ
ろ
う
か
。

植
樹
、
さ
ら
に
は
稚
魚
の
放

流
の
実
体
験
を
通
し
て
、
森

と
海
と
の
大
き
な
関
わ
り
を

知
る
次
の
世
代
が
少
し
ず
つ
、

し
か
し
着
実
に
増
え
つ
づ
け

て
い
る
。

  

植
樹
運
動
の
こ
れ
か
ら 

  

～
木
を
植
え
、 

 

育
て
る
取
り
組
み
へ
～

こ
れ
ま
で
の
植
樹
運
動
で

は
、
運
動
の
拡
大
を
図
る
た

め
植
樹
本
数
の
増
大
を
一
つ

の
目
標
と
し
て
取
り
組
ん
で

き
た
。
活
動
は
順
調
に
根
付

き
、
植
樹
は
全
道
各
地
で
盛

ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
が
、
た
だ
木
を
植
え
る
だ

け
で
は
豊
か
な
森
づ
く
り
は

達
成
で
き
な
い
。

苗
木
が
小
さ
な
う
ち
は
、
周
囲
の
雑
草
と
の
日
光

獲
得
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
か
ら
定
期
的
に
下
草

刈
り
を
し
、
一
定
の
大
き
さ
に
育
っ
た
後
に
は
枝
打

ち
を
す
る
等
、
長
い
年
月
を
か
け
て
世
話
を
す
る
必

要
が
あ
る
。

ま
た
、
地
域
・
樹
種
に
よ
っ
て
は
エ
ゾ
シ
カ
や
ウ

サ
ギ
、
ネ
ズ
ミ
に
よ
る
樹
皮
や
若
芽
の
食
害
が
確
認

さ
れ
て
お
り
、
苗
木
を
ネ
ッ
ト
で
覆
う
、
周
囲
に
防

護
柵
を
設
置
す
る
等
の
必
要
が
生
じ
て
い
る
。

今
後
は
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る
植
樹
運
動
と
し
て

い
く
た
め
に
、
植
え
た
苗
木
を
守
り
育
て
る
育
樹
の

取
り
組
み
を
強
化
し
、
森
づ
く
り
全
体
の
機
運
を
高

め
て
活
動
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

お
魚
殖
や
す
植
樹
運
動
を
始
め
て
32
年
。
北
海
道

の
大
地
に
根
を
張
る
か
つ
て
の
苗
木
達
は
、
長
い
年

月
を
経
て
立
派
な
木
へ
と
成
長
し
、
森
を
形
作
っ
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

全
世
界
に
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
に
よ
る
影
響
は
、
我
々
の
植
樹
運
動
に
お

い
て
も
例
外
で
な
く
、
令
和
２
年
度
は
多
く
の
漁
協

が
人
の
集
ま
る
植
樹
の
実
施
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
植
樹
運
動
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
に
は
い
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
強
風
に

見
舞
わ
れ
た
か
つ
て
の
え
り
も
地
域
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
こ
の
困
難
も
い
つ
か
乗
り
越
え
、
植
樹

そ
し
て
育
樹
の
取
り
組
み
が
さ
ら
に
大
き
く
、
強
い

活
動
に
な
る
べ
く
、
日
々
邁
進
し
た
い
。
１
０
０
年

前
の
浜
を
取
り
戻
す
ま
で
あ
と
お
よ
そ
70
年
。
我
々

の
歩
み
は
ま
だ
終
わ
ら
な
い
。

杉
嶋 

純（
北
海
道
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
環
境
部
）

▲毎年全道から関係者が集って実施する当別町「道民の森」植樹イベント

▲サクラマスの稚魚とその成魚に見入る子供ら ▲急斜面での作業はまず土壌作りから▲和気あいあいとした雰囲気で作業は進む

▲運動の中心である女性連の役員らも自ら木を
植える（当別町）

●北海道ぎょれん　☎011-805-1010
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東
日
本
大
震
災
の
大
津
波
で
多
く
の
人
命
や
家
屋
を
失
っ
た
大

槌
町
だ
が
、
避
難
し
た
人
々
に
、
町
中
を
埋
め
尽
く
し
て
い
た
廃

材
を
集
め
て
焚
火
を
提
供
し
た
の
が
芳
賀
さ
ん
た
ち
だ
っ
た
。
不

安
と
寒
さ
の
中
で
皆
で
集
っ
て
焚
火
で
暖
を
と
っ
た
こ
と
が
い
か

に
有
難
か
っ
た
か
、
吉き

里り

吉き

里り

地
区
の
住
民
は
忘
れ
な
い
。
森
を

保
全
し
、
間
伐
し
た
薪
を
活
用
し
よ
う
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
吉
里
吉
里

国
」が
設
立
さ
れ
、
薪
は
「
復
活
の
薪
」
と
し
て
販
売
さ
れ
、
災
害

以
来
秋
に
は
全
町
あ
げ
て
「
薪
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

秋
の
イ
ベ
ン
ト「
薪
ま
つ
り
」

狭
い
入
り
江
や
湾
が
入
り
組
ん
だ
リ
ア
ス
式
海
岸

が
続
く
三
陸
海
岸
。
そ
の
ほ
ぼ
中
間
点
に
位
置
す
る

岩
手
県
上
閉
伊
郡
大
槌
町
。
１
８
８
９（
明
治
22
）年

に
大
槌
村
と
小
槌
村
、
吉
里
吉
里
村
が
合
併
し
て
大

槌
町
が
成
立
し
た
。
大
槌
湾
に
面
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
放

送
さ
れ
た
人
形
劇
「
ひ
ょ
っ
こ
り
ひ
ょ
う
た
ん
島
」

（
昭
和
39
年
放
送
開
始
）
の
モ
デ
ル
と
も
い
わ
れ
る

蓬
莱
島
が
湾
に
浮
か
ぶ
。

平
成
23
年
３
月
の
東
日
本
大
震
災
で
は
町
を
大
津

波
が
襲
い
、
死
者
・
行
方
不
明
者
１
２
３
３
人
の
人

的
被
害
、
全
壊
家
屋
約
３
０
０
０
棟
、
半
壊
家
屋
約

６
０
０
棟
の
甚
大
な
被
害
を
被
っ
た
。
現
在
の
人
口

は
約
１
万
８
０
０
人
で
、
震
災
前
の
約
１
万
６
０
０

０
人
か
ら
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

東
日
本
大
震
災
の
翌
平
成
24
年
か
ら
、
吉
里
吉
里

地
区
で
毎
年
秋
に
薪
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。

２
日
間
の
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
例
年
延
べ
５
０
０
人
以

上
が
訪
れ
、
薪
割
り
や
ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
体
験
、

ピ
ザ
や
肉
汁
の
振
舞
い
な
ど
を
楽
し
ん
で
い
る
。
令

和
２
年
10
月
31
日
、
11
月
１
日
に
開
催
さ
れ
た
９
回

目
の
薪
ま
つ
り
で
は
、
木
工
教
室
や
地
元
で
狩
猟
さ

れ
た
鹿
肉
の
提
供
、
大
槌
ウ
ィ
ン
ド
・
オ
ー
ケ
ス
ト

ラ
の
演
奏
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
あ
り
、
子
ど
も
か

ら
お
年
寄
り
ま
で
、
地
域
の
人
を
中
心
に
大
勢
の
参

加
者
が
楽
し
ん
だ
。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
主
催
し
て
る
の
は
、
特
定
非
営

利
活
動
法
人（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）吉
里
吉
里
国
だ
。
東
日

本
大
震
災
を
契
機
に
組
織
さ
れ
た
同
法
人
は
、「
森
を

■
郷
土
を
未
来
へ
つ
な
げ
る
地
域
活
動

│
２

「
復
活
の
薪
」で
森
と
地
域
に〝
暖
〟を

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人［
吉
里
吉
里
国
］●
岩
手
県
大お

お

槌つ
ち

町ち
ょ
う

吉き

里り

吉き

里り

▲森に入って間伐作業をする「吉里吉里国」メンバーたち（以下、当頁写真は吉里吉里国提供）

▲東日本大震災で、津波に襲われた街の風景

▲廃材や間伐材を切断、カットして薪に整備する

▲山仕事で間伐した材木を運び出すトラック
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育
て
、
薪
を
売
り
、
地
域
を
造
る
」
こ
と
を
使
命
に

活
動
を
続
け
て
い
る
。

廃
材
で
薪
を
作
っ
て
暖
を
取
ろ
う

吉
里
吉
里
国
を
立
ち
上
げ
、
同
法
人
の
理
事
長
を

務
め
る
芳
賀
正
彦
さ
ん（
72
）は
「
津
波
で
な
ん
も
か

ん
も
流
さ
れ
、
避
難
所
に
な
っ
た
学
校
で
、
た
だ
じ

っ
と
し
て
い
る
の
は
辛
い
こ
と
だ
っ
た
。
何
か
せ
に

ゃ
な
ら
ん
と
思
っ
た
と
き
に
目
に
付
い
た
の
が
、
街

中
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
が
れ
き
で
す
。
流
木
や
家
の

梁
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
よ
し
、
こ
の
廃
材
で

薪
を
作
ろ
う
と
考
え
、
避
難
所
で
声
を
か
け
た
ら
30

人
く
ら
い
が
賛
同
し
て
く
れ
た
ん
で
す
」
と
振
り
返

る
。
大
津
波
の
夜
、
寒
さ
の
中
で
唯
一
の
暖
は
焚
火

だ
っ
た
。
薪
を
燃
や
し
た
火
の
暖
か
さ
は
傷
つ
い
た

人
た
ち
の
心
に
染
み
入
っ
た
。
そ
う
し
た
薪
が
与
え

て
く
れ
る
力
を
皆
が
感
じ
た
。

芳
賀
理
事
長
は
、
元
は
自
動
車
整
備
工
で
大
槌
町

で
車
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
た
が
、
退
職
後
に
山
仕

事
の
経
験
も
多
少
あ
り
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
扱
え
た

の
が
幸
い
し
た
。
他
の
メ
ン
バ
ー
は
ま
っ
た
く
の
初

心
者
だ
っ
た
が
、
機
械
の
扱
い
を
覚
え
な
が
ら
薪
つ

く
り
に
精
を
出
し
た
。
こ
の
活

動
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
報

じ
ら
れ
る
と
、
全
国
か
ら
注
文

が
入
る
よ
う
に
な
り
、
約
５
カ

月
で
街
の
が
れ
き
廃
材
は
な
く

な
っ
た
。
50
ト
ン
以
上
の
薪
を

販
売
し
多
少
の
収
益
も
上
が
り
、

手
間
賃
を
分
配
す
る
こ
と
も
で

き
た
。
だ
が
、
ほ
ぼ
無
償
で
入

手
し
て
い
た
原
材
料
が
無
く
な

り
、
次
に
ど
う
し
よ
う
か
と
思

案
し
た
と
い
う
。

「
こ
こ
ま
で
の
活
動
を
我
々
は
『
復
活
の
薪
、
第

一
章
』
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
し
て
次
に
山
に
入
ろ

う
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。
津
波
で
海
水
を
被
っ
た
塩

害
林
を
伐
採
し
て
薪
に
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
」

枝
打
ち
や
間
伐
な
ど
で
森
を
保
全
し
て
い
く
「
復

活
の
森
」
を
目
指
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

震
災
９
カ
月
後
の
平
成
23
年
12
月
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

と
し
て
吉
里
吉
里
国
を
設
立
。
本
格
的
に
森
の
保
全

活
動
に
邁
進
し
て
い
く
。「
こ
の
あ
た
り
の
山
の
８

割
は
漁
師
さ
ん
が
所
有
す
る
民
有
林
で
す
。
で
も
、

木
材
価
格
の
低
迷
な
ど
も
あ
り
、
多
く
は
手
入
れ
も

さ
れ
ず
放
っ
て
お
か
れ
た
状
態
で
し
た
。
本
当
は
間

伐
や
枝
打
ち
を
す
れ
ば
良
い
木
が
育
つ
の
で
す
が
、

木
が
安
い
の
で
手
入
れ
の
費
用
が
出
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
、
我
々
は
一
軒
一
軒
山
主
の
漁
師
さ
ん
と
交

渉
し
ま
し
た
。
タ
ダ
で
良
い
か
ら
間
伐
さ
せ
て
く
れ

と
。そ
の
代
わ
り
間
伐
で
出
た
木
材
は
く
だ
さ
い
と
」。

こ
う
し
て
間
伐
し
て
出
た
材
木
を
薪
に
し
て
販
売
し

た
。
こ
れ
が
「
復
活
の
薪
、
第
二
章
」
だ
。

民
有
林
を
手
入
れ
し
間
伐
材
を
活
用
す
る

現
在
吉
里
吉
里
国
は
、
①
復
活
の
薪
販
売 

②
森

林
保
全
整
備 

③
地
域
人
材
育
成 

④
内
外
交
流
促
進

の
４
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
中
心
に
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
ス
タ
ー
ト
は
街
中
の
が
れ
き
を
薪
に
す

る
こ
と
だ
っ
た
が
、
次
に
森
を
生
か
す
活
動
に
軸
足

を
移
し
た
。
そ
れ
は
、
震
災
時
に
見
た
光
景
が
契
機

に
な
っ
て
い
る
。
津
波
で
街
は
消
え
た
が
、
そ
の
周

り
の
山
は
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
集
落
の
森

は
、
震
災
前
と
同
じ
姿
で
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
見

た
と
き
を
思
い
出
し
、芳
賀
理
事
長
は「
森
と
共
存
し
、

そ
の
恵
み
を
受
容
し
て
生
き
て
い
こ
う
。せ
っ
か
く

◀「薪まつり」会場には薪も沢山用意される
▼上／女子高校生たちのオーケストラ演奏
下／薪釜でピザを焼いて参加者に提供

◀「薪まつり」で挨拶する
芳賀正彦理事長
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も
支
え
ら
れ
て
い
る
。

子
ど
も
た
ち
に
山
の
大
切
さ
を
教
え
た
い

「
昔
の
人
は
子
ど
も
の
た
め
、
ま
た
そ
の
子
ど
も

の
た
め
に
山
に
入
っ
て
木
を
植
え
て
、
良
い
木
は
次

世
代
に
残
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
今
は
自
分
の
山
が

ど
こ
に
あ
る
の
か
。
隣
と
の
境
界
は
ど
こ
な
の
か
。

よ
く
分
か
ら
な
い
山
主
さ
ん
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

価
格
が
下
が
っ
た
こ
と
で
興
味
を
持
つ
人
が
少
な
く

な
り
、
山
が
荒
れ
て
い
る
」
と
芳
賀
理
事
長
は
嘆
く
。

「
だ
か
ら
子
ど
も
た
ち
に
山
の
大
切
さ
を
教
え
て
い

き
た
い
。
子
ど
も
の
う
ち
か
ら
森
に
親
し
ん
で
欲
し

い
」
と
。

福
岡
県
出
身
な
が
ら
、
妻
の
実
家
が
あ
る
大
槌
町

で
40
年
以
上
暮
ら
す
芳
賀
理
事
長
。
青
年
海
外
協
力

隊
で
エ
チ
オ
ピ
ア
に
駐
在
し
た
経
験
も
あ
る
。
第
二

の
故
郷
で
今
も
木
こ
り
の
仕
事
に
も
精
を
出
す
。

「
山
仕
事
は
危
険
と
隣
合
わ
せ
で
す
。漆
か
ぶ
れ
や

梅
雨
明
け
か
ら
は
ま
む
し
、
夏
は
ス
ズ
メ
バ
チ
、
冬

以
外
は
熊
の
気
配
を
い
つ
も
感
じ
ま
す
。
あ
っ
と
気

が
つ
け
ば
重
大
事
故
で
す
。
斜
面
を
昇
り
降
り
し
て

い
る
と
、
１
時
間
で
足
腰
が
動
か
な
く
な
る
。
そ
れ

で
も
、
11
月
に
入
り
、
１
年
の
仕
事
が
終
わ
ろ
う
と

す
る
と
き
、
自
分
を
心
の
底
か
ら
褒
め
る
ん
で
す
。

『
オ
ラ
あ
、え
ら
い
え
ら
い
。
よ
う
一
年
が
ん
ば
っ
た

と
』。金
に
は
代
え
ら
れ
な
い
う
れ
し
さ
が
あ
る
ん
よ
。

そ
の
思
い
が
あ
る
か
ら
続
け
ら
れ
る
」
と
福
岡
弁
な

ま
り
が
少
し
残
り
な
が
ら
飾
り
気
な
し
に
語
る
。

震
災
か
ら
10
年
が
経
過
す
る
。
大
幅
に
人
口
が
減

少
し
て
い
る
大
槌
町
で
、
地
域
を
大
切
に
と
様
々
な

活
動
で
情
報
発
信
を
続
け
る
吉
里
吉
里
国
。

今
後
も
そ
の
活
動
が
長
く
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
願

い
た
い
。 

文
・
写
真
／
村
上
昭
宏

助
か
っ
た
命
を
森
で
活
か
そ
う
」
と
決
め
た
と
い
う
。

①
の
復
活
の
薪
販
売
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
こ
れ

ま
で
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
低
質
間
伐
材（
林
内

放
置
材
）を
薪
と
し
て
活
用
し
、
そ
の
販
路
を
開
拓

す
る
こ
と
で
自
伐
型
林
業
に
よ
る
地
域
の
活
性
化
を

目
指
す
。
薪
の
販
売
は
副
業
の
確
保
に
も
な
り
、
地

域
の
雇
用
に
も
貢
献
で
き
る
。

②
森
林
保
全
整
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
手
入
れ
が

さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
た
状
態
の
荒
廃
し
た
森
を
再
生

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
美
化
や
、
海
を
育
み
生
態

系
の
自
然
環
境
作
り
に
も
貢
献
す
る
の
で
、
積
極
的

に
山
主
で
あ
る
漁
師
さ
ん
に
理
解
を
求
め
て
山
の
手

入
れ
を
行
っ
て
い
く
。

③
地
域
人
材
育
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
子
ど
も
た

ち
に
森
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
森
林
教

室
で
地
元
の
幼
稚
園
や
児
童
生
徒
に
実
地
で
林
業
の

体
験
学
習
を
提
供
す
る
な
ど
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に

森
や
木
の
大
切
さ
を
伝
え
る
活
動
。
そ
の
活
動
で
は
、

薪
を
燃
料
と
し
た
ピ
ザ
窯
で
手
作
り
ピ
ザ
を
食
べ
る

な
ど
、
楽
し
み
な
が
ら
体
験
で
き
る
工
夫
も
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
大
人
の
世
代
に
は
林
業
学
校
を
定
期

的
に
開
催
し
、
山
仕
事
の
技
術
伝
承
を
行
う
こ
と
で
、

人
材
を
次
代
に
継
承
し
た
い
考
え
だ
。

④
内
外
交
流
促
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
薪
ま
つ

り
の
開
催
や
企
業
研
修
の
受
け
入
れ
を
行
い
、
研
修

に
は
年
間
約
８
０
０
人
ほ
ど
が
参
加
す
る
。
Ｃ
Ｓ
Ｒ

（
企
業
の
社
会
的
責
任
）へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
追
い

風
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
吉
里
吉
里
国
の
ス
タ
ッ
フ
は
４
人
ほ
ど
だ

が
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
は
大
勢
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

加
勢
を
得
て
運
営
し
て
い
る
。
自
伐
林
業
は
、
先
進

的
に
活
動
す
る
四
国
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
土
佐
の
森
・

救
援
隊
」
に
学
ぶ
な
ど
、
多
く
の
支
援
者
や
団
体
に

●NPO法人「吉里吉里国」　☎・FAX 0193-43-1018

▲子供から大人まで、薪割大会
◀上／子供用の木工教室　下／ツリークライミング体験
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［
し
き
し
ま
・
と
き
め
き
プ
ラ
ン
］
は
、
空
き
家
の
活

用
、
都
市
と
の
交
流
で
確
実
な
成
果
を
あ
げ
、
令
和
２

年
度
過
疎
地
域
自
立
活
性
化
優
良
事
例
と
し
て
総
務
大

臣
賞
を
受
賞
。
先
進
モ
デ
ル
と
し
て
周
辺
都
市
か
ら
も

熱
い
注
目
を
集
め
る
中
長
期
的
な
視
点
と
は

│
。

愛
知
県
豊
田
市
「
敷
島
自
治
区
」。
大
都
市
名
古

屋
か
ら
東
へ
、
自
動
車
産
業
で
知
ら
れ
る
豊
田
市
街

か
ら
さ
ら
に
東
の
山
中
へ
入
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す

る
過
疎
地
域
だ
。
令
和
２
年
度
、
過
疎
対
策
の
先
進

的
事
例
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
、
過
疎
地
域
自
立
活

性
化
優
良
事
例
表
彰
に
お
け
る
「
総

務
大
臣
賞
」
を
受
賞
し
た
。

そ
の
取
り
組
み
の
発
端
は
平
成
22

年
、
深
刻
化
す
る
高
齢
化
に
危
機
感

を
も
っ
た
住
民
が
自
発
的
に
「
し
き

し
ま
・
と
き
め
き
プ
ラ
ン
」
な
る
将

来
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
し
た
こ
と
。
都

市
と
の
交
流
、
徹
底
し
た
空
き
家
活

用
に
よ
る
移
住
者
の
受
け
入
れ
な
ど
、

地
域
課
題
の
解
決
に
真
剣
に
取
り
組

ん
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
目
標
の
２

倍
に
あ
た
る
40
世
帯
98
人
の
移
住
者

の
受
け
入
れ
を
達
成
。
受
賞
に
結
び

つ
い
た
と
い
う
。

Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
が
相
次
ぐ
人
気
の

過
疎
地
域
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な

と
こ
ろ
な
の
か
。
車
窓
を
紅
葉
が
彩

る
季
節
、
目
的
地
を
目
指
す
。
名
古

屋
市
内
か
ら
車
で
約
１
時
間
20
分
、

き
ち
ん
と
整
備
さ
れ
た
田
畑
が
印
象

的
な
里
山
の
集
落
が
現
れ
た
。

住
民
全
員
で
取
り
組
む
空
き
家
対
策

「
敷
島
に
は
、
移
住
し
て
き
た
人
が
失
敗
し
て
出

て
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
地

域
の
名
折
れ
だ
と
い
う
感
覚
が
あ
る
ん
で
す
」
と
話

す
の
は
、「
し
き
し
ま
・
と
き
め
き
プ
ラ
ン
」
策
定
委

員
会
委
員
長
、
鈴
木
辰
吉
さ
ん（
67
）。

同
プ
ラ
ン
は
、
平
成
21
年
に
行
わ
れ
た
「
若
者
よ

田
舎
を
目
指
そ
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
き
っ
か
け
で

生
ま
れ
た
。
こ
れ
は
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
10
人
の

若
者
が
、
寺
院
と
空
き
家
で
共
同
生
活
を
し
、
有
機

農
業
に
取
り
組
む
と
い
う
試
み
。
最
初
こ
そ
遠
巻
き

に
眺
め
て
い
た
村
人
た
ち
だ
っ
た
が
、
若
者
が
地
域

行
事
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
す
る
の
に
対
し
、
移
住

者
を
放
っ
て
お
け
な
い
と
い
う
空
気
が
醸
成
さ
れ
は

じ
め
た
。
ま
た
、
10
年
後
に
は
約
５
軒
に
１
軒
が
空

き
家
に
な
る
と
い
う
調
査
結
果
も
、
住
民
の
意
識
を

変
え
た
。

■
郷
土
を
未
来
へ
つ
な
げ
る
地
域
活
動

│
３

空
き
家
の
活
用
と
自
然
で
、魅
力
発
信

［
し
き
し
ま
・
と
き
め
き
プ
ラ
ン
］●
愛
知
県
豊と

よ

田た

市し

敷し
き

島し
ま

自じ

治ち

区く

▲空き家を活用した「すぎん工房」でお菓子を製造・販売する移住者の皆さん

▶︎上／「しきしま暮らしの作法」看板
下／「しきしま・ときめきプラン」策
定委員会委員長の鈴木辰吉さん
都市と山村の交流をコーディネート
する「おいでん・さんそんセンター」
のセンター長も務める
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そ
し
て
住
民
の
総
意
と
し
て
で
き
た
の
が
「
し
き

し
ま
・
と
き
め
き
プ
ラ
ン
」。
地
区
の
各
家
や
集
会

所
な
ど
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
「
し
き
し
ま
暮
ら
し
の

作
法
」
は
こ
の
プ
ラ
ン
の
内
容
を
受
け
て
作
ら
れ
て

い
る
。
第
３
条
に
曰
く
「
空
き
家
を
放
置
す
る
の
は

や
め
よ
う
」。

鈴
木
さ
ん
は
続
け
る
。「
住
民
の
高
齢
化
で
出
て

く
る
空
き
家
を
使
っ
て
移
住
者
を
受
け
入
れ
る
。
空

き
家
オ
ー
ナ
ー
へ
の
説
得
は
、
す
か
し
た
り
脅
し
た

り
、
も
う
試
行
錯
誤
で
し
た
よ（
笑
）。
今
で
は
豊
田

市
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
な
る
く
ら
い
上
手
く
な
り
ま
し

た
。
空
き
家
が
出
れ
ば
、
１
軒
に
３
件
は
応
募
が
あ

る
ほ
ど
で
す
」。

な
ぜ
そ
こ
ま
で
人
気
な
の
か
。「
ア
ン
ケ
ー
ト
で

移
住
理
由
を
尋
ね
る
と
、
１
位
は
自
然
の
な
か
で
の

暮
ら
し
、
２
位
は
温
か
く
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
結
果
で
し
た
。
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ

う
な
自
然
の
な
か
で
暮
ら
し
た
い
わ
け
で
は
な
く
、

山
村
の
自
然
と
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
求
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
荒
れ
放
題
の
耕
作
放
棄

地
や
蔓
に
お
お
わ
れ
た
空
き
家
だ
ら
け
の
と
こ
ろ
に
、

移
住
者
は
来
な
い
と
私
た
ち
は
考
え
ま
し
た
」。

農
地
を
荒
ら
さ
な
い
試
み「
自
給
家
族
」

移
住
者
を
温
か
く
迎
え
る
共
通
意
識
を
も
ち
、
住

民
一
丸
と
な
っ
て
空
き
家
や
農
地
を
整
え
た
敷
島
自

治
区
。
満
を
持
し
て
令
和
元
年
か
ら
始
ま
っ
た
の
が

「
自
給
家
族
」
と
い
う
取
り
組
み
だ
。

「
10
年
後
に
田
畑
を
管
理
で
き
な
い
と
答
え
た
住

民
は
55
％
に
の
ぼ
り
ま
す
。
農
家
が
管
理
で
き
な
く

な
っ
た
田
ん
ぼ
で
米
を
自
給
す
る
家
族
を
募
り
、
大

方
の
農
作
業
は
地
域
で
請
け
負
う
長
期
栽
培
契
約
を
、

参
加
優
先
権
、
お
米
を
返
礼
品
と
し
た
ク
ラ
ウ
ド
フ

ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
立
ち
ど
こ
ろ

に
50
家
族
が
集
ま
り
、
目
標
額
の
２
０
０
万
円
も
達

成
し
ま
し
た
。
農
作
業
を
手
伝
い
た
い
家
族
も
多
く

あ
り
が
た
い
。
今
後
管
理
で
き
な
く
な
る
田
ん
ぼ
も

『
自
給
家
族
』
を
増
や
す
こ
と
で
守
っ
て
行
け
る
と

思
い
ま
す
」
と
鈴
木
さ
ん
は
言
う
。

オ
フ
ィ
ス
を
お
く
企
業
も

企
業
と
し
て
敷
島
自
治
区
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
、

ト
ヨ
タ
自
動
車
の
制
御
シ
ス
テ
ム
開
発
を
委
託
さ
れ

て
い
る
ス
マ
ー
ト
イ
ン
プ
リ
メ
ン
ト
株
式
会
社
だ
。

同
地
区
に
あ
る
築
60
年
の
古
民
家
を
サ
テ
ラ
イ
ト
オ

フ
ィ
ス
と
し
、
研
修
の
場
と
し
て
、
ま
た
芋
掘
り
や

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど
の
地
域
と
の
交
流
の
場
と
し
て

も
活
用
し
て
い
る
。

代
表
取
締
役
社
長
の
井
上
義
昭
さ
ん（
63
）は
「
地

域
の
方
も
企
業
が
来
る
と
い
う
の
で
、
当
初
は
不
安

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
実
際

に
お
話
し
た
ら
距
離
が
ぐ
っ
と
縮
ま
り
ま
し
た
」
と

語
る
。
今
で
は
地
元
の
人
が
気
軽
に
立
ち
寄
っ
て
く

れ
る
ほ
ど
に
。「
鈴
木
さ
ん
に
は
企
業
と
し
て
地
元

を
巻
き
込
ん
だ
面
白
い
試
み
を
し
て
ほ
し
い
と
言
わ

れ
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
が
落
ち
着
い
た
暁
に
は
、
新

規
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
と
し
て
、
も
の
づ
く
り
を

し
た
い
。
い
ず
れ
は
こ
こ
に
囲
炉
裏
を
作
っ
て
、
地

域
の
方
と
宴
会
し
た
い
で
す
ね
」
と
笑
っ
た
。

移
住
促
進
活
動
を
移
住
者
が
受
け
継
ぐ

実
際
に
移
住
者
は
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

旧
保
育
園
の
一
部
を
改
装
し
た
菓
子
工
房
「
す
ぎ

ん
工
房
」
で
は
、
毎
週
木
曜
日
に
移
住
者
の
女
性
た

ち
が
集
ま
っ
て
ク
ッ
キ
ー
な
ど
を
製
造
・
販
売
し
、

ス
モ
ー
ル
ビ
ジ
ネ
ス
を
営
ん
で
い
る
。
小
学
校
や
こ

ど
も
園
の
近
く
に
あ
る
た
め
、
開
店
日
に
は
子
ど
も

を
迎
え
に
来
る
親
た
ち
で
賑
わ
い
、
移
住
者
の
情
報

交
換
の
場
に
も
な
っ
て
い
る
そ
う
。

空
き
家
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
行
わ
れ
て
い
る
。

◀左上／山村部ならではの薪ストーブ
右上／「山村地域移住情報バンク」で見
つけたお気に入りの古民家
下／ Iターン移住者の深谷暢樹さん一家

▶︎古民家を改修したサテライトオフィス
「SMART VILLAGE」

▲左／スマートインプリメント㈱井上社長　右／古民家を活かした内装
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だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
四
季
を
通
じ
て
し
っ
か
り

自
然
を
味
わ
い
体
験
し
た
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な

る
、
そ
の
未
来
は
ど
ん
な
だ
ろ
う
と
考
え
た
。

す
で
に
参
加
者
の
中
か
ら
2
組
の
移
住
者
が
生
ま

れ
、
さ
ら
に
2
組
が
移
住
を
希
望
し
て
い
る
と
い
う
。

安
藤
さ
ん
は
「
こ
の
講
座
が
街
の
人
か
ら
人
気
な
の

は
、
課
題
を
も
っ
て
い
る
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
。
自
然
っ
て
理
論
じ
ゃ
わ
か
ら
な
い
、
体
験

し
て
も
ら
わ
な
い
と
ね
。
地
道
に
背
伸
び
せ
ず
に
継

続
し
て
い
き
た
い
」
と
未
来
を
見
据
え
た
。

綾
織
り
の
よ
う
に
「
地
域
を
守
る
た
め
に
一
定
の

人
口
を
保
つ
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
目
標
を
編
み
上
げ

て
い
る
敷
島
自
治
区
。
住
民
が
一
体
と
な
っ
て
本
気

で
取
り
組
み
、
確
か
な
成
果
が
出
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス

と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て

い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

�
文
／
二
階
堂
ね
こ
　
写
真
／
高
良
真
秀
・
嶋
香
織

恩
返
し
で
き
る
こ
と
っ
て
、
次
の
移
住
者
を
呼
べ
る

環
境
を
作
り
、
活
動
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
だ
と

思
う
ん
で
す
」、深
谷
さ
ん
は
静
か
な
決
意
を
み
せ
た
。

都
市
の
子
ど
も
た
ち
に
自
然
体
験
を

「
安
藤
さ
ー
ん
！　

火
を
お
こ
せ
た
よ
！
」。
敷
島

自
治
区
内
の
山
の
秘
密
基
地
に
響
く
声
。
子
ど
も
た

ち
か
ら
引
っ
張
り
だ
こ
の
男
性
は
、「
ガ
キ
大
将
養
成

講
座
」
を
主
宰
す
る
安
藤
征
夫
さ
ん（
67
）だ
。
ヤ
マ

ザ
ク
ラ
の
大
木
を
基
幹
と
し
た
高
さ
10
ｍ
以
上
の
ツ

リ
ー
ハ
ウ
ス
や
木
製
の
遊
具
な
ど
、
す
べ
て
子
ど
も

た
ち
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
手
作
り
し
て
き
た
。
平
成

26
年
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
講
座
は
、
定
員
40
家
族
の

会
員
を
募
集
す
る
と
、
日
進
市
や
豊
田
市
な
ど
都
市

部
か
ら
の
応
募
が
相
次
ぎ
１
時
間
で
枠
が
埋
ま
る
。

安
藤
さ
ん
は
「
自
然
の
な
か
で
自
ら
の
課

題
を
解
決
し
て
い
く
力
、
生
き
て
い
く
力
を

身
に
着
け
る
。
あ
え
て『
講
座
』と
し
て
い
る

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
課
題
解
決
の
目
的
を
も
っ

て
行
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
う
し
て
自
然

を
体
感
し
て
生
き
る
力
を
育
ん
だ
子
ど
も
た

ち
が
、
20
年
後
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
田
舎

に
住
み
た
い
と
思
っ
て
く
れ
た
ら
」
と
話
す
。

記
者
も
取
材
中
、
活
動
に
参
加
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。
東
京
暮
ら
し
、
完
全
イ
ン
ド
ア
派

の
記
者
が
タ
ー
ザ
ン
ロ
ー
プ
で
斜
面
を
駆
け
、

ぐ
ら
ぐ
ら
し
た
梯
子
で
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
の
頂

上
に
登
る
。
カ
メ
ラ
と
ノ
ー
ト
を
置
き
、
ご

わ
ご
わ
し
た
ロ
ー
プ
を
掴
ん
だ
。
足
で
地
面

を
蹴
る
と
立
ち
の
ぼ
る
落
ち
葉
の
香
り
、
頬

を
な
ぶ
る
山
の
風
。
た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
体

験
な
の
に
こ
の
達
成
感
。
体
験
と
は
こ
う
い

う
こ
と
か
。
こ
れ
は
聞
く
だ
け
で
は
、
見
る

平
成
31
年
３
月
に
引
っ
越
し
て
き
た
深
谷
暢
樹
さ
ん

（
40
）宅
は
、
古
民
家
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
中
央
に

薪
ス
ト
ー
ブ
が
据
え
ら
れ
、
室
内
は
木
の
香
り
に
満

ち
て
い
る
。
家
や
庭
を
全
力
で
走
り
回
る
８
歳
と
５

歳
の
男
の
子
た
ち
。
そ
の
様
子
を
お
お
ら
か
な
笑
顔

で
見
守
る
深
谷
さ
ん
は
、
車
で
50
分
の
市
街
地
へ
通

勤
す
る
会
社
員
だ
。

「
中
山
間
部
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
こ
か
ら
40
分
も

あ
れ
ば
豊
田
市
街
へ
出
ら
れ
る
。
街
と
の
距
離
の
近

さ
は
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
で
す
」。
移
住
者
た
ち
の
仕

事
の
ス
タ
イ
ル
は
、
農
業
や
林
業
を
す
る
人
、
テ
レ

ワ
ー
ク
す
る
人
、
街
へ
出
る
人
と
さ
ま
ざ
ま
だ
。

「
地
域
の
さ
ら
な
る
定
住
促
進
に
は
子
育
て
環
境
の

充
実
が
重
要
。
僕
も
そ
の
実
現
に
関
わ
っ
て
い
き
た

い
で
す
ね
。
地
域
に
受
け
入
れ
て
も
ら
っ
た
僕
ら
が

●おいでん・さんそんセンター　☎0565-62-0610
　https://www.oiden-sanson.com

▲秘密基地「さくら村」のシンボルのツリーハウス
▼ツリーハウスの頂上からの景色

◀安藤さん（右から一番目）と「ガキ
大将養成講座」参加者の皆さん
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令
和
２
年
度

　

過
疎
地
域
自
立
活
性
化
優
良
事
例 

連
盟
会
長
賞
受
賞
団
体

豊
か
な
暮
ら
し
の
創
出
に
向
け
て 

（
福
島
県
石
川
町
）

町
指
定
文
化
財
で
あ
る「
鈴
木
重
謙
屋
敷
」

及
び
旧
石
川
小
学
校
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し

整
備
し
た
「
モ
ト
ガ
ッ
コ
」
の
２
つ
の
拠
点

を
核
に
し
て
、
２
つ
の
高
校
の
生
徒
や
地
域

住
民
と
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
事
業
。

モ
ト
ガ
ッ
コ
は
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
「
集

い
」「
遊
び
」「
学
ぶ
」
こ
と
を
コ
ン
セ
プ
ト
に

し
た
複
合
施
設
で
、
１
階
に
は
図
書
室
、
キ

ッ
チ
ン
付
き
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
、
赤
ち

ゃ
ん
広
場
・
室
内
遊
び
場
、
児
童
ク
ラ
ブ
が

あ
り
、
２
階
に
は
洋
ル
ー
ム
５
室
、
和
室
２

室
の
ほ
か
に
新
た
に
整
備
し
た
音
楽
室
が
あ

る
。
音
楽
室
は
コ
ー
ラ
ス
、
楽
器
演
奏
、
ダ

ン
ス
教
室
等
に
幅
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
ち
な
か
の
賑
わ
い
や
活
力
を
創
出
す
る
と

共
に
、
多
世
代
の
交
流
を
通
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
再
生
「
暮
ら
し
た
い
町
」
の
実
現
に

向
け
た
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
る
。

モ
ト
ガ
ッ
コ
☎
０
２
４
７（
26
）２
５
６
６

ス
マ
ホ
の
配
車
ア
プ
リ
で 

「
支
え
あ
い
交
通
」（
京
都
府
京
丹
後
市
）

京
丹
後
町
は
６
町
が
合
併
し
て
誕
生
、
京

都
府
の
北
部
に
あ
る
観
光
名
所
と
し
て
も
人

気
の
あ
る
地
区
だ
が
、
公
共
交
通
面
で
は
不

便
な
集
落
も
多
い
。Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人「
気
張
る
！

ふ
る
さ
と
丹
後
町
」
は
平
成
21
年
に
設
立
さ

れ
、
地
域
お
こ
し
や
交
流
事
業
を
数
々
手
が

け
て
き
た
が
、
小
売
店
等
の
撤
去
が
続
く
地

区
で
は
、
自
動
車
の
運
転
が
で
き
な
い
高
齢

者
に
と
っ
て
買
い
物
や
通
院
の
た
め
の
交
通

が
課
題
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
平
成
29
年
よ
り

「
気
張
る
！
ふ
る
さ
と
丹
後
町
」
の
運
営
で
、

公
共
交
通
空
白
地
有
償
運
送
の
制
度
を
利
用

し
て
、
登
録
し
た
住
民
が
ド
ラ
イ
バ
ー
と
し

て
マ
イ
カ
ー
で
希
望
者
を
送
迎
す
る
「
支
え

あ
い
交
通
」
の
運
行
を
実
施
し
て
い
る
。
申

し
込
み
は
ス
マ
ー
ト
ホ
ン
を
活
用
す
る
た
め

手
際
が
よ
く
、
観
光
客
か
ら
も
人
気
と
な
っ

て
い
る
。

「
地
域
と
畑
は
自
分
た
ち
で
守
る
」 

農
家
ハ
ン
タ
ー
★
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

（
熊
本
県
宇
城
市
）

名
産
の
柑
橘
類
が
イ
ノ
シ
シ
の
被
害
に
あ

う
機
会
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
宮
川
将
人

（
花
卉
栽
培
）さ
ん
、
稲
葉
達
也（
柑
橘
栽
培
）

さ
ん
が
中
心
に
な
り
、
農
産
物
を
食
べ
に
来

た
イ
ノ
シ
シ
を
捕
獲
す
る
た
め
の
獣
害
対
策

に
取
り
組
ん
で
き
た
。
現
在
で
は
１
０
０
名

を
超
え
る
若
手
農
家
が
ハ
ン
タ
ー
に
登
録
、

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
導
入
し
た
効
率
的
な
防
護
と
捕
獲

を
実
現
、
ジ
ビ
エ
料
理
に
も
取
り
組
む
よ
う

に
な
っ
た
。
ジ
ビ
エ
調
理
施
設
の
設
置
で
、

高
級
肉
と
し
て
の
需
要
が
高
ま
り
、
イ
ノ
シ

シ
を
プ
ラ
ス
に
変
え
る
機
運
が
高
ま
っ
て
い

る
。
グ
ル
ー
プ
で
は
、
耕
作
放
棄
地
の
再
生

利
用
に
も
取
り
組
み
、
農
林
水
産
大
臣
賞
等

を
受
賞
し
て
い
る
。

地
域
の
発
見
と
交
流
に
、 

美
里
フ
ッ
ト
パ
ス
（
熊
本
県
美
里
町
）

フ
ッ
ト
パ
ス
と
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
風
景

を
楽
し
み
な
が
ら
歩
く
こ
と
。
何
時
ま
で
も

元
気
に
、
町
を
も
っ
と
発
見
し
、
交
流
を
深

め
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
設
立
し
た
美
里
フ
ッ

ト
パ
ス
協
会
。
現
在
町
内
15
ヵ
所
に
フ
ッ
ト

パ
ス
コ
ー
ス
を
設
け
、
定
期
的
に
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
し
て
い
る
。
里
山
、
田
園
、
街
中
な

ど
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
「
ラ
ン
プ
リ
ン
グ
」
で
、

ガ
イ
ド
を
養
成
し
た
り
、
地
元
野
菜
を
た
っ

ぷ
り
使
っ
た
フ
ッ
ト
パ
ス
弁
当
も
あ
る
。
ラ

ン
プ
リ
ン
グ
の
ほ
か
に
、
山
野
草
ク
ッ
キ
ン

グ
、
縁
側
カ
フ
ェ
、
野
菜
の
収
穫
、
農
業
等

の
体
験
も
実
施
し
て
い
る
。
町
外
か
ら
の
セ

ル
フ
歩
き
も
増
え
て
お
り
、
関
係
・
交
流
人

口
の
増
加
と
と
も
に
、
地
域
の
活
性
化
に
も

効
果
を
上
げ
て
い
る
。（
写
真
）

美
里
フ
ッ
ト
パ
ス
協
会

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
９
６
４（
53
）９
６
６
２

世
界
農
業
遺
産
と
は
、「
社
会
や
環
境
に
適

応
し
な
が
ら
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
継
承
さ

れ
て
き
た
、
独
自
性
の
あ
る
伝
統
的
な
農
林

水
産
業
と
、
そ
こ
に
育
ま
れ
て
き
た
文
化
、

ラ
ン
ド
ケ
ー
プ
及
び
シ
ー
ス
ケ
ー
プ
、
農
業

生
産
多
様
性
な
ど
が
相
互
に
関
連
し
て
一
体

と
な
っ
た
、
世
界
的
に
重
要
な
伝
統
的
地
域

（
農
林
水
産
業
シ
ス
テ
ム
）を
、
国
際
連
合
食

料
農
業
機
関（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）が
認
定
す
る
制
度
」。

国
内
で
は
、
平
成
23
年
に
ト
キ
と
共
生
す
る

新
潟
県
佐
渡
市
と
石
川
県
能
登
の
里
山
里
海

が
認
定
さ
れ
、
以
来
９
地
区
が
認
定
さ
れ
て

い
る
。
本
誌
で
は
今
回
、
大
分
県
国
東
半
島
、

徳
島
県
に
し
阿
波
地
域
を
取
材
し
た
。

ト
キ
と
共
生
す
る
佐
渡
の
里
山（
Ｈ
23
） 

（
新
潟
県
佐
渡
市
）

ト
キ
と
の
共
生
を
め
ざ
し
て
、
生
き
物
が

生
息
で
き
る
環
境
を
整
備
し
、
主
な
餌
と
な

る
ド
ジ
ョ
ウ
が
棲
め
る
水
田
農
法
の
推
進
、

水
田
の
水
を
抜
く
中
干
期
に
「
江
」
と
呼
ば

れ
る
深
み
を
作
る
、
休
耕
地
を
活
用
し
て
ビ

オ
ト
ー
プ
を
設
置
す
る
等
、
一
年
を
通
じ
て

生
き
物
が
生
息
で
き
る
環
境
を
作
っ
て
い
る
。

環
境
に
配
慮
し
て
育
て
た
米
は
「
朱
鷺
と
暮

ら
す
郷
米
」
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
さ
れ
、
収

国
内
の
世
界
農
業
遺
産
認
定
地
域

「モトガッコ」（福島県石川町）の室内遊び場

フットパスコースを歩く参加者たち（熊本県美里町）
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益
の
一
部
が
ト
キ
の
保
護
活
動
に
充
て
ら
れ

て
い
る
。

能
登
の
里
山
里
海（
Ｈ
23
） 

（
石
川
県
能
登
地
域
）

日
本
海
に
面
し
た
急
峻
な
山
地
に
広
が
る

「
白
米
千
枚
田
」
を
は
じ
め
と
す
る
棚
田
や
、

海
の
強
い
潮
風
か
ら
家
屋
を
守
る
た
め
に
設

置
す
る
竹
で
束
ね
て
囲
っ
た
「
間
垣
」。「
揚

げ
浜
式
」
と
い
う
能
登
特
有
の
製
塩
法
、
女

性
が
海
に
素
潜
り
す
る
「
海
女
漁
」
や
山
の

保
全
を
兼
ね
た
炭
焼
き
等
が
認
定
さ
れ
、
こ

の
ほ
か
に
豊
作
祈
願
の
「
キ
リ
コ
祭
り
」「
あ

え
の
こ
と
」
等
の
例
祭
も
対
象
に
な
っ
て
い

る
。

静
岡
の
茶
草
場
農
法（
Ｈ
25
） 

（
静
岡
県
掛
川
周
辺
地
域
）

静
岡
県
の
茶
栽
培
地
４
市
１
町
で
は
「
茶

草
場
農
法
」
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
伝
統
農
法

で
栽
培
し
て
い
る
。
茶
畑
の
周
り
に
点
在
す

る
草
地
か
ら
ス
ス
キ
等
を
刈
り
取
っ
て
秋
か

ら
冬
に
か
け
て
茶
畑
に
敷
く
こ
と
で
、
茶
樹

が
良
好
に
育
ち
美
味
し
い
お
茶
が
で
き
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
草
地
が
あ
り
茶
畑
が
あ
り

手
入
れ
を
す
る
こ
と
で
生
物
も
数
多
く
生
息

す
る
自
然
環
境
を
形
成
し
て
い
る
。

阿
蘇
草
原
の
維
持
と
持
続
的
農
業（
Ｈ
25
）

（
熊
本
県
阿
蘇
地
域
）

草
原
は
放
っ
て
お
く
と
森
林
へ
変
わ
っ
て

い
く
た
め
、
人
が
管
理
し
続
け
る
こ
と
が
大

切
。
日
本
最
大
級
の
草
原
を
有
す
る
阿
蘇
地

域
で
は
、
春
先
に
は
草
を
焼
く
「
野
焼
き
」

を
行
っ
て
、
新
芽
の
出
た
草
原
に
牛
や
馬
を

放
牧
し
、
季
節
ご
と
に
草
を
刈
る
「
栽
草
」

を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
人
が
管
理
す
る
こ

と
で
、
養
分
が
少
な
い
火
山
性
土
壌
が
、
家

畜
の
放
牧
や
米
や
野
菜
作
り
に
適
し
た
大
地

に
な
っ
て
い
る
。

ク
ヌ
ギ
林
と
た
め
池
が
つ
な
ぐ 

国
東
半
島
・
宇
佐
の
農
林
水
産
循
環（
Ｈ
25
） 

（
大
分
県
国
東
半
島
宇
佐
地
域
）

降
水
の
少
な
い
国
東
半
島
で
は
、
灌
漑
用

の
た
め
池
や
ク
ヌ
ギ
林
を
造
成
し
、
原
木
し

い
た
け
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
農
業
地
に

し
て
き
た
。（
本
誌
22
頁
紹
介
）

清
流
長
良
川
の
鮎

│
 

里
山
に
お
け
る
人
と
鮎
の
つ
な
が
り（
Ｈ
27
） 

（
岐
阜
県
長
良
川
上
中
流
域
）

長
良
川
は
漁
業
者
や
市
民
団
体
が
河
川
の

清
掃
や
管
理
で
良
好
な
環
境
を
作
り
、
漁
業
、

農
業
、
林
業
な
ど
の
産
業
が
発
達
し
て
い
る
。

中
で
も
鮎
を
メ
イ
ン
に
し
た
内
水
漁
業
が
盛

ん
で
、
鵜
飼
や
伝
統
的
な
漁
法
が
数
多
く
継

承
さ
れ
、
食
文
化
も
育
ま
れ
て
い
る
。
清
流

が
生
み
育
て
た
美
濃
和
紙
や
郡
上
本
染
等
の

伝
統
工
芸
も
遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

み
な
べ
・
田
辺
の
梅
シ
ス
テ
ム（
Ｈ
27
） 

（
和
歌
山
県
み
な
べ
・
田
辺
地
域
）

養
分
の
乏
し
い
礫
質
の
斜
面
を
整
備
・
開

拓
し
て
、
高
品
質
な
梅
産
地
と
し
て
発
展
し

て
き
た
。
山
林
に
自
生
し
て
き
た
ウ
バ
メ
ガ

シ
は
「
紀
州
備
長
炭
」
と
し
て
活
用
さ
れ
、

現
在
は
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
梅
の
生

産
で
は
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
に
受
粉
さ
せ
栽
培

す
る
方
法
が
取
ら
れ
、
梅
食
品
も
多
様
化
し

て
食
の
提
案
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

高
千
穂
郷
・
椎
葉
山
の
山
間
地 

農
林
業
複
合
シ
ス
テ
ム（
Ｈ
27
） 

（
宮
崎
県
高
千
穂
・
椎
葉
山
地
域
）

平
地
の
少
な
い
山
間
地
で
、
針
葉
樹
に
よ

る
木
材
生
産
と
広
葉
樹
を
活
用
し
た
し
い
た

け
栽
培
、
和
牛
や
茶
葉
の
栽
培
な
ど
を
行
っ

て
き
た
。
傾
斜
地
に
農
業
用
水
を
確
保
す
る

た
め
山
腹
用
水
路
が
総
延
長
５
０
０
㎞
も
設

置
さ
れ
、
棚
田
で
の
米
生
産
や
焼
き
畑
に
よ

る
穀
物
栽
培
等
が
持
続
さ
れ
て
い
る
。

五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
「
楽
神
」
が
地
区

ご
と
に
盛
ん
で
、
国
の
重
要
文
化
材
に
指
定

さ
れ
て
い
る
。

持
続
可
能
な
水
田
農
業
を
支
え
る 

「
大
崎
耕
土
」（
Ｈ
29
）（
宮
城
県
大
崎
地
域
）

伝
統
的
な
稲
作
地
帯
だ
が
、
東
北
太
平
洋

側
特
有
の
冷
た
く
湿
っ
た
「
や
ま
せ
」
の
被

害
や
洪
水
・
渇
水
に
も
長
年
悩
ま
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
た
め
、
取
水
堤
、
隧
道
、
用
配
水

ト
ン
ネ
ル
、
た
め
池
等
を
設
け
る
と
共
に
、

管
理
運
営
す
る
た
め
に
「
契
約
講
」
を
組
織

化
す
る
等
し
て
、
地
域
の
活
性
化
を
は
か
っ

て
き
た
。
人
と
動
植
物
が
共
生
す
る
屋
敷
林

「
居い

久ぐ

根ね

」
地
区
と
し
て
知
ら
れ
る
。

わ
さ
び
の
伝
統
栽
培

│ 

人
と
わ
さ
び
の
発
祥
の
歴
史（
Ｈ
29
） 

（
静
岡
県
わ
さ
び
栽
培
地
域
）

約
４
０
０
年
前
の
江
戸
時
代
初
期
に
、
世

界
で
初
め
て
わ
さ
び
栽
培
を
手
が
け
は
じ
め
、

長
い
歴
史
の
中
で
多
様
な
栽
培
技
術
と
品
種

を
生
み
出
し
て
き
た
。
山
の
斜
面
に
合
わ
せ

て
沢
を
開
墾
し
て
栽
培
す
る
「
畳
石
式
」
わ

さ
び
田
、
山
の
斜
面
に
カ
ヤ
等
を
入
れ
て
栽

培
す
る
農
法
な
ど
が
あ
る
。
美
し
い
景
観
と

日
本
の
保
存
食
文
化
、
農
耕
に
ま
つ
わ
る
伝

統
行
事
等
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。

に
し
阿
波
の
斜
頸
地
農
耕
シ
ス
テ
ム（
Ｈ
29
）

（
徳
島
県
に
し
阿
波
地
域
）

四
国
中
央
部
の
山
間
地
で
急
斜
面
が
多
い

地
域
だ
が
、
段
々
畑
に
せ
ず
斜
面
を
そ
の
ま

ま
生
か
し
た
農
法
で
蕎
麦
等
の
雑
穀
や
伝
統

野
菜
を
栽
培
し
て
い
る
。（
本
誌
18
頁
紹
介
）
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No.50
過疎への挑戦
農山漁村50年の歩み
■あの村は、あの人は――島根県津
和野町日原滝谷、増田市匹見町芋原、
阿南町瑞穂　■出稼ぎを辞めて地場
産業を興す――秋田県湯沢市、大館
市比内町の青年たち　■出稼ぎで町
を支えてきた男たちは今――鹿児島
県大崎町、新潟県出雲崎町　■地域
産業確立50年の歩み――熊本県上
天草市、北海道猿払村・共和町、岡山県
西粟倉村 他

No.52
住民と移住者が協働して
ふるさとを未来へ
■U・Ⅰターンして地域を元気に――
NPO法人・地域おこし（新潟県十日町
市）、日本上流文化圏研究所（山梨県
早川町）、いちまいのおさら（鳥取県三
朝町）　■Ⅰターン女子、地域からの報
告――ペンターン女子（宮城県気仙沼
市唐桑町）、みらいのしかけ（福岡県上
毛町）　■ふるさとをリノベーション
――奥大和の里オフィスキャンプ（奈
良県吉野村）、あきた森の宅配便（秋
田県小坂町）、農業支援センター・お助
けマン部隊（宮崎県綾町）、田んぼde
ミュージカル（北海道むかわ町）、藤里
町社協の自立支援策（秋田県藤里町）

No.51
人々が集い、新しいこと始める
田舎で起業・夢の実現
■故郷でベンチャー企業――アキ工
芸社（大分県国東市）、菊池製作所（福
島県飯館村他）、㈱サフォーク（北海道
士別市）　■起業して地域を元気に―
―シェアビレッジ町村（秋田県五城目
町）、漁業生産組合「浜人」（宮城県石
巻市）、健一自然農園（奈良県山添村
他）、源流どぶろく上代（鳥取県伯耆
町）、くめなんガールスファーム（岡山
県久米南町）、農業法人賀茂プロジェク
ト（広島県東広島市）、喜界島特産品
（鹿児島県喜界町） 他

No.53
オンリーワンをめざして
わが地区自慢
■命育む自然郷――はたやま夢楽（高知
県安芸市畑山）、三良坂フロマージュ（広
島県三次市三良坂町）、ジオファーム八幡
平/MOVIMAS（岩手県八幡平市）　■
移住して田舎で起業――住みたい田舎
No 1の町（鳥取県岩美町）、ワイナリーが
人を呼ぶ（北海道余市町）、波乗りオフィ
スへようこそ&あわえ（徳島県美波町）　
■知恵を重ねて地域の再生・発展へ――
地域活動支援センターUNEHAUS（新
潟県長岡市一之貝）、わきのさわ温泉湯
好会（青森県むつ市脇野沢）、百姓七人
衆（長野県小谷村）、子育てふれあいグ
ループ自然花（鹿児島県枕崎市）

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2017年

農
山
漁
村
50
年
の
歩
み

過
疎
へ
の
挑
戦

│

特 集

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

ふ
る
さ
と
を
未
来
へ

2018年

ふ
る
さ
と
を
未
来
へ

住
民
と
移
住
者
が
協
働
し
て

特 集

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2018年

田
舎
で
起
業・夢
の
実
現

▼
人
々
が
集
い
、新
し
い
こ
と
始
め
る

特 集

地方と都市を結ぶホットライン・マガジン

2019年

特  集

わ
が
地
区
自
慢

オ
ン
リ
ー
ワ
ン
を
め
ざ
し
て

●都市と農業をつなぐぶどう畑「ぶどうの丘 田
畑の楽校」（山梨県山梨市牧丘）
耕作放棄地も引き継いで地域のぶどうを守る活動を
している澤登農園。首都圏から援農ボランティアが
年間を通じて作業にやってきて、共に学びあいなが
ら多種・高品質のぶどう栽培に取り組んでいる。
●空き家の活用と自然で魅力発信、移住者を受け
入れてよみがえる「しきしま」(愛知県豊田市敷島)
徹底した空き家の活用で移住者を受け入れ、40世
帯98人が移住。暖かく迎える住民と、自然の中で暮
らす素晴らしさを再発見した移住者たちが協力して
数々のイベントや講座を開催する。令和2年度過疎
地域自立活性化優良事例として総務大臣賞を受賞。
●山村に生きる人々の知恵を継承 にし阿波「傾
斜地農耕システム」
(徳島県美馬市・三好市・つるぎ町・東みよし町)
標高100～900mの山斜面に200の集落が点在す
る世界農業遺産に認定された地域。独自の農耕方法
と山村ならではの農産物を栽培。地元の女性たちが
営む農産加工所、里山を一望する景観と山野菜の魅
力にひかれて東京から移住しレストランを営む一家
などを紹介する。

持続可能な未来へ ふるさと交流活動
「でぽら」54号「持続可能な未来へ―耕そう! ふるさとの森と大地」
特集の中から、都市や地域住民の交流活動に力を入れている地域を
中心に動画を作成しました。ぜひご鑑賞ください。

企画/全国過疎地域自立促進連盟　制作/（同）編集工房アド・エー、㈱ヤン

new

動画で観る過疎地域 で配信!




