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産
直
物
語

大
阪
府
八
尾
市

八
尾
若
ご
ぼ
う

長
野
県
北
安
曇
郡
の
豪
雪
地
帯
で

あ
る
小
谷
村
で
収
穫
さ
れ
る
、
特

産
品
の
雪
中
キ
ャ
ベ
ツ
。
雪
の
中

で
2
週
間
以
上
熟
成
さ
せ
る
こ
と

で
、
凍し

み
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
糖

度
が
増
し
、
そ
の
糖
度
は
さ
つ
ま

い
も
な
ど
と
同
等
の
甘
さ
で
あ
る

10
度
ほ
ど
ま
で
高
く
な
る
と
い
い

ま
す
。
み
ず
み
ず
し
く
シ
ャ
キ
シ
ャ

キ
な
肉
厚
の
葉
を
生
で
味
わ
う
の

が
お
す
す
め
で
す
が
、
芯
の
部
分

ま
で
使
っ
た
天
ぷ
ら
や
ミ
ル
フ
ィ

ー
ユ
鍋
に
す
る
の
も
、
キ
ャ
ベ
ツ

の
甘
味
を
ふ
ん
だ
ん
に
味
わ
え
ま

す
。

長
野
県
小
谷
村

雪
中
キ
ャ
ベ
ツ

せ
っ

　 

ち
ゅ
う

お
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た
し
の
楽
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長
野
県
松
本
市

南 

大
和
さ
ん・麻
里
子
さ
ん

伝
統
を
未
来
へ
結
ぶ

新
潟
県
佐
渡
市

ト
キ
と
共
生
す
る

佐
渡
の
里
山

産
直
物
語

大
阪
府
八
尾
市

八
尾
若
ご
ぼ
う
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農山漁村Biz

長崎県壱岐市
壱岐東部
漁業協同組合

08
産直物語

大阪府八尾市
八尾若ごぼう

11
わたしの楽園

長野県松本市
南 大和さん・麻里子さん

14
伝統を未来へ結ぶ

新潟県佐渡市
トキと共生する佐渡の里山

2025年 冬号

20

ふるさと倶楽部
岡山県奈義町
横仙歌舞伎のふるさと“奈義町”で

『横仙歌舞伎秋の大公演会』鑑賞と
黒ぼこで作られた旬のお野菜収穫体験

23 ふれあい掲示板

18
農業女子つ・な・ぐPJ
もんしーファーム
津田彩子さん

PB 02

壱
岐
の
海
産
物
や

暮
ら
し
の
価
値
を
高
め
︑

漁
業
や
地
域
の
に
ぎ
わ
い
へ

農
山
漁
村
を
舞
台
に
行
わ
れ
る

新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
紹
介
す
る
こ
の
企
画
。

今
回
は
長
崎
県
の
離
島
、壱
岐
島
で
漁
業
を
軸
に
、

地
域
お
こ
し
に
取
り
組
む「
壱
岐
東
部
漁
業
協
同
組
合
」を
ご
紹
介
し
ま
す
。

漁 村農 山 Biz

＃移住　＃ブランド化　＃海女　＃海業

壱岐東部漁業協同組合離島の地域
課題解決

壱
岐
の
海
産
物
や

暮
ら
し
の
価
値
を
高
め
︑

漁
業
や
地
域
の
に
ぎ
わ
い
へ
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神
奈
川
県
横
浜
市
で
暮
ら
し
た
の
ち

に
U
タ
ー
ン
し
て
、
再
び
漁
師
生

活
を
経
て
組
合
長
と
な
り
ま
し
た
。

　
組
合
長
の
右
腕
的
存
在
で
あ
る
、

平
田
博
昭
参
事（
54
）は
　「
組
合
長

は
、
地
元
漁
業
者
の
事
情
も
酌
み
つ

つ
、
島
外
の
目
線
も
持
っ
て
い
ま
す
。

バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
新
し
い

も
の
を
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
、
舵
を

取
っ
て
く
れ
る
存
在
で
す
」と
、
そ

の
敏
腕
さ
を
話
し
ま
す
。

　「
壱
岐
に
帰
っ
て
き
た
と
き
に
は
、

す
で
に
少
子
高
齢
化
が
始
ま
っ
て
い

ま
し
た
。
若
い
頃
に
は
漁
師
の
担
い

手
が
1
0
0
人
く
ら
い
、
つ
ま
り

余
る
ほ
ど
い
た
の
で
、
私
は
漁
師
で

は
な
く
都
会
へ
の
憧
れ
を
追
っ
て
横

浜
に
出
た
ん
で
す
。
で
も
、
そ
れ
か

ら
30
年
ほ
ど
経
っ
て
、
島
の
状
況
は

ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
」

　
漁
師
を
継
い
だ
浦
田
組
合
長
が
目

の
当
た
り
に
し
た
の
は
、
漁
師
た
ち

が
自
分
の
子
ど
も
を
漁
師
に
さ
せ
た

ま
す
。

　
2
0
2
4
年
10
月
末
に
埼
玉
県

か
ら
移
住
し
た
福
田
直
矢
さ
ん（
34
）

は
、
現
在
、
研
修
生
と
し
て
ベ
テ
ラ

ン
漁
師
の
出
口
兼
治
さ
ん（
62
）の
も

と
で
修
業
中
で
す
。
こ
の
日
も
出
口

さ
ん
の
船
に
乗
り
、
延は
え
縄な
わ
漁
に
出
て

い
ま
し
た
。

　「
コ
ロ
ナ
禍
で
自
宅
で
の
時
間
が

増
え
る
な
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

動
画
で
漁
師
の
配
信
を
見
る
よ
う
に

な
っ
て
、
自
分
も
漁
師
に
な
り
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
漁
業

就
業
支
援
フ
ェ
ア
で
浦
田
組
合
長
の

話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
漁
師
に

な
る
こ
と
と
移
住
を
決
め
ま
し
た
」

島外へ出荷される大物のアラ（クエ）

浦田和男組合長

　
九
州
の
玄
界
灘
に
浮
か
ぶ
、
長
崎

県
の
壱
岐
島
。
日
本
の
神
話
や「
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

」な
ど
に
も
登
場
す
る
島

で
す
。
そ
ん
な
壱
岐
島
の
東
部
域
、

博
多
か
ら
高
速
船
で
1
時
間
ほ
ど
の

芦あ
し

辺べ

地
区
に
あ
る
八
幡
浦
漁
港
で
は
、

海
や
漁
村
の
地
域
資
源
を
活
か
し
た

取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
キ
ー
マ
ン
が
、
壱
岐
東
部
漁

業
協
同
組
合
の
浦
田
和
男
組
合
長

（
75
）で
す
。「
壱
岐
市
は
、
島
内
の

4
つ
の
町
が
2
0
0
4
年
に
合
併

し
て
誕
生
し
ま
し
た
。
私
た
ち
が
管

轄
す
る
地
域
、
芦
辺
は
そ
の
ひ
と
つ

で
し
た
。
玄
界
灘
の
好
漁
場
に
恵
ま

れ
た
地
域
で
す
」と
、
地
域
を
紹
介

し
て
く
れ
ま
し
た
。
浦
田
組
合
長
は
、

八
幡
浦
漁
港
の
漁
師
で
、
30
年
ほ
ど

漁
師
や
海
女
が

安
心
で
き
る
環
境
へ

漁
師
研
修
制
度
を
つ
く
り

移
住
者
を
ス
カ
ウ
ト

が
ら
ず
、
成
人
し
た
子
ど
も
た
ち
を

島
外
に
出
し
て
し
ま
う
現
実
で
し
た
。

あ
わ
せ
て
、
人
々
の
暮
ら
し
だ
け
で

は
な
く
、
海
も
様
変
わ
り
し
て
い
た

の
で
す
。

　
同
漁
協
で
36
年
勤
務
す
る
平
田
参

事
は
、「
私
が
高
校
を
卒
業
し
て
漁

協
に
就
職
し
た
頃
は
、
1
年
中
魚
が

た
く
さ
ん
獲
れ
て
、
そ
れ
だ
け
で
仕

事
が
い
っ
ぱ
い
で
し
た
。
で
も
、
そ

れ
は
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」と
、

続
け
ま
す
。
漁
獲
資
源
の
減
少
、
魚

価
の
低
迷
、
少
子
高
齢
化
、
過
疎
化
、

後
継
者
不
足
、
燃
油
高
騰
な
ど
、
課

題
は
山
積
み
で
す
。
浦
田
組
合
長
を

は
じ
め
地
域
の
人
た
ち
は
、
危
機
感

を
抱
き
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
、
漁

師
や
海
女
た
ち
が
安
心
し
て
仕
事
が

続
け
ら
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
作
り
、

安
定
し
た
収
入
や
、
漁
業
の
仲
間
・

後
継
者
を
増
や
し
て
い
く
ビ
ジ
ョ
ン

を
掲
げ
、
取
り
組
み
始
め
た
そ
う
で

す
。

　
同
漁
協
で
は
、
漁
業
者
の
担
い
手

募
集
と
し
て
2
0
1
5
年
か
ら
定

期
的
に
全
国
規
模
の「
漁
業
就
業
支

援
フ
ェ
ア
」に
参
加
し
、
新
規
漁
業

就
業
希
望
者
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。

漁
師
や
海
女
に
な
る
た
め
に
は
修
業

が
必
要
で
す
が
、
漁
協
が
研
修
制
度

を
定
め
、
一
人
前
の
漁
師
や
海
女
に

な
る
ま
で
、
ま
た
、
そ
れ
以
降
の
暮

ら
し
も
、
丁
寧
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

　
師
匠
の
出
口
さ
ん
は
、「
漁
師
と

し
て
覚
え
る
こ
と
は
4
年
、
5
年
か

け
て
も
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
。
直
矢

く
ん
は
お
っ
と
り
し
た
性
格
で
、
ち

ょ
っ
と
心
配
な
と
こ
ろ
も
あ
る
け
ど
、

壱
岐
を
選
ん
で
来
て
く
れ
た
か
ら
、

し
っ
か
り
育
っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
」

と
、
に
こ
や
か
に
話
し
ま
す
。
水
揚

げ
し
た
ば
か
り
の
立
派
な
ク
エ
を
ふ

た
り
で
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
宮
崎
県
か
ら
移
住
し
て

4
年
目
の
佐
野
静
希
さ
ん（
31
）は
、

「
壱
岐
は
離
島
の
な
か
で
も
医
療
や

教
育
の
環
境
が
整
っ
て
い
る
か
ら
、

家
族
も
安
心
し
て
生
活
で
き
ま
す
。

い
よ
い
よ
独
立
し
て
自
分
の
船
を
購

「
壱
岐
さ
わ
ら『
極
』」と
し
て
品
質

向
上
や
単
価
向
上
を
め
ざ
す
取
り
組

み
が
2
0
1
3
年
か
ら
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
中
堅
の
漁
業
者
た
ち
が
中
心
と
な

っ
た「
壱
岐
さ
わ
ら『
極
』部
会
」が
、

釣
り
上
げ
て
か
ら
出
荷
ま
で
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
厳
し
い
基
準

を
ク
リ
ア
し
た
も
の
だ
け
に「
極
」の

称
号
を
つ
け
て
出
荷
。
魚
市
場
や
仲

卸
業
者
か
ら
の
評
価
や
指
導
を
受
け

な
が
ら
、「
極
」の
厳
選
と
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
見
直
し
を
絶
え
ず
続
け
て
い

ま
す
。
こ
う
し
て
、
鮮
度
が
落
ち
や

す
く
、
身
割
れ
な
ど
の
品
質
劣
化
も

し
や
す
い
サ
ワ
ラ
を
高
付
加
価
値
化

す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。

　「『
極
』を
し
っ
か
り
評
価
し
て
も

ら
っ
て
、
い
い
魚
を
い
い
値
段
で
買

っ
て
も
ら
う
。
そ
の
た
め
に
、
と
き

に
は
魚
市
場
に
出
向
い
て
議
論
す

る
こ
と
も
あ
る
」と
、
浦
田
組
合
長
。

漁
師
た
ち
自
ら
が
九
州
や
中
国
地
域

な
ど
の
流
通
先
ま
で
出
向
き
P
R

活
動
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
彼

ら
の
苦
労
や
努
力
を
背
負
い
、
組
合

長
が
漁
師
た
ち
の
代
弁
者
と
な
っ
て
、

05 04

入
予
定
で
、
八
幡
の
漁
師
に
な
る
こ

と
を
決
め
ま
し
た
」と
、
力
強
く
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
彼
ら
の
よ
う
な
新
規
漁
業
就
業
希

望
者
を
こ
れ
ま
で
に
7
人
ス
カ
ウ
ト

し
、
移
住
・
定
住
に
つ
な
げ
て
い
ま

す
。

　
壱
岐
東
部
の
海
は
魚
の
隠
れ
家

や
餌
場
に
な
る
海
中
の
岩
場「
天
然

礁
」が
多
く
、
ブ
リ
や
イ
カ
、
マ
グ

ロ
な
ど
の
一
本
釣
り
が
さ
か
ん
に
行

わ
れ
ま
す
。
な
か
で
も
サ
ワ
ラ
は
地

区
の
漁
業
生
産
量
の
約
4
割
を
占
め

る
重
要
な
魚
種
。
そ
れ
を
活
か
し
て
、

良
質
な
サ
ワ
ラ
を
ブ
ラ
ン
ド
化
し
、

神
奈
川
県
横
浜
市
で
暮
ら
し
た
の
ち

に
U
タ
ー
ン
し
て
、
再
び
漁
師
生

活
を
経
て
組
合
長
と
な
り
ま
し
た
。

　
組
合
長
の
右
腕
的
存
在
で
あ
る
、

平
田
博
昭
参
事（
54
）は
　「
組
合
長

は
、
地
元
漁
業
者
の
事
情
も
酌
み
つ

つ
、
島
外
の
目
線
も
持
っ
て
い
ま
す
。

バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
新
し
い

も
の
を
ど
ん
ど
ん
取
り
入
れ
、
舵
を

取
っ
て
く
れ
る
存
在
で
す
」と
、
そ

の
敏
腕
さ
を
話
し
ま
す
。

　「
壱
岐
に
帰
っ
て
き
た
と
き
に
は
、

す
で
に
少
子
高
齢
化
が
始
ま
っ
て
い

ま
し
た
。
若
い
頃
に
は
漁
師
の
担
い

手
が
1
0
0
人
く
ら
い
、
つ
ま
り

余
る
ほ
ど
い
た
の
で
、
私
は
漁
師
で

は
な
く
都
会
へ
の
憧
れ
を
追
っ
て
横

浜
に
出
た
ん
で
す
。
で
も
、
そ
れ
か

ら
30
年
ほ
ど
経
っ
て
、
島
の
状
況
は

ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
」

　
漁
師
を
継
い
だ
浦
田
組
合
長
が
目

の
当
た
り
に
し
た
の
は
、
漁
師
た
ち

が
自
分
の
子
ど
も
を
漁
師
に
さ
せ
た

ま
す
。

　
2
0
2
4
年
10
月
末
に
埼
玉
県

か
ら
移
住
し
た
福
田
直
矢
さ
ん（
34
）

は
、
現
在
、
研
修
生
と
し
て
ベ
テ
ラ

ン
漁
師
の
出
口
兼
治
さ
ん（
62
）の
も

と
で
修
業
中
で
す
。
こ
の
日
も
出
口

さ
ん
の
船
に
乗
り
、
延は
え

縄な
わ

漁
に
出
て

い
ま
し
た
。

　「
コ
ロ
ナ
禍
で
自
宅
で
の
時
間
が

増
え
る
な
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

動
画
で
漁
師
の
配
信
を
見
る
よ
う
に

な
っ
て
、
自
分
も
漁
師
に
な
り
た
い

と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
漁
業

就
業
支
援
フ
ェ
ア
で
浦
田
組
合
長
の

話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
漁
師
に

な
る
こ
と
と
移
住
を
決
め
ま
し
た
」

水揚げされたヒラス（ヒラマサ）を急ピッチで出荷準備

島外へ出荷される大物のアラ（クエ）

特
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化

壱
岐
さ
わ
ら﹁
極き

わ
み

﹂

を
抱
き
、
そ
の
打
開
策
と
し
て
、
漁

師
や
海
女
た
ち
が
安
心
し
て
仕
事
が

続
け
ら
れ
る
よ
う
な
仕
組
み
を
作
り
、

安
定
し
た
収
入
や
、
漁
業
の
仲
間
・

後
継
者
を
増
や
し
て
い
く
ビ
ジ
ョ
ン

を
掲
げ
、
取
り
組
み
始
め
た
そ
う
で

す
。

　
同
漁
協
で
は
、
漁
業
者
の
担
い
手

募
集
と
し
て
2
0
1
5
年
か
ら
定

期
的
に
全
国
規
模
の「
漁
業
就
業
支

援
フ
ェ
ア
」に
参
加
し
、
新
規
漁
業

就
業
希
望
者
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。

漁
師
や
海
女
に
な
る
た
め
に
は
修
業

が
必
要
で
す
が
、
漁
協
が
研
修
制
度

を
定
め
、
一
人
前
の
漁
師
や
海
女
に

な
る
ま
で
、
ま
た
、
そ
れ
以
降
の
暮

ら
し
も
、
丁
寧
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い

　
師
匠
の
出
口
さ
ん
は
、「
漁
師
と

し
て
覚
え
る
こ
と
は
4
年
、
5
年
か

け
て
も
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
。
直
矢

く
ん
は
お
っ
と
り
し
た
性
格
で
、
ち

ょ
っ
と
心
配
な
と
こ
ろ
も
あ
る
け
ど
、

壱
岐
を
選
ん
で
来
て
く
れ
た
か
ら
、

し
っ
か
り
育
っ
て
も
ら
わ
な
き
ゃ
」

と
、
に
こ
や
か
に
話
し
ま
す
。
水
揚

げ
し
た
ば
か
り
の
立
派
な
ク
エ
を
ふ

た
り
で
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
宮
崎
県
か
ら
移
住
し
て

4
年
目
の
佐
野
静
希
さ
ん（
31
）は
、

「
壱
岐
は
離
島
の
な
か
で
も
医
療
や

教
育
の
環
境
が
整
っ
て
い
る
か
ら
、

家
族
も
安
心
し
て
生
活
で
き
ま
す
。

い
よ
い
よ
独
立
し
て
自
分
の
船
を
購

「
壱
岐
さ
わ
ら『
極
』」と
し
て
品
質

向
上
や
単
価
向
上
を
め
ざ
す
取
り
組

み
が
2
0
1
3
年
か
ら
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　
中
堅
の
漁
業
者
た
ち
が
中
心
と
な

っ
た「
壱
岐
さ
わ
ら『
極
』部
会
」が
、

釣
り
上
げ
て
か
ら
出
荷
ま
で
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
、
厳
し
い
基
準

を
ク
リ
ア
し
た
も
の
だ
け
に「
極
」の

称
号
を
つ
け
て
出
荷
。
魚
市
場
や
仲

卸
業
者
か
ら
の
評
価
や
指
導
を
受
け

な
が
ら
、「
極
」の
厳
選
と
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
見
直
し
を
絶
え
ず
続
け
て
い

ま
す
。
こ
う
し
て
、
鮮
度
が
落
ち
や

す
く
、
身
割
れ
な
ど
の
品
質
劣
化
も

し
や
す
い
サ
ワ
ラ
を
高
付
加
価
値
化

す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。

　「『
極
』を
し
っ
か
り
評
価
し
て
も

ら
っ
て
、
い
い
魚
を
い
い
値
段
で
買

っ
て
も
ら
う
。
そ
の
た
め
に
、
と
き

に
は
魚
市
場
に
出
向
い
て
議
論
す

る
こ
と
も
あ
る
」と
、
浦
田
組
合
長
。

漁
師
た
ち
自
ら
が
九
州
や
中
国
地
域

な
ど
の
流
通
先
ま
で
出
向
き
P
R

活
動
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
彼

ら
の
苦
労
や
努
力
を
背
負
い
、
組
合

長
が
漁
師
た
ち
の
代
弁
者
と
な
っ
て
、

壱岐島産の牡蠣はこちらで販売しています
通販サイト「あじたび」 壱岐島産牡蠣
＊時期や状況により、品切れの場合がございます

ホームページ
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し
っ
か
り
評
価
し
て
も
ら
え
る
よ
う

に
売
り
込
み
を
今
も
続
け
て
い
ま
す
。

　
壱
岐
東
部
漁
協
の
も
う
ひ
と
つ
の

特
徴
と
な
っ
て
い
る
海
女
漁
は
、
5

月
か
ら
9
月
末
ま
で
行
わ
れ
、
彼
女

た
ち
が
収
穫
す
る
ウ
ニ
や
サ
ザ
エ
、

ア
ワ
ビ
は
特
産
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
壱
岐
に
生
ま
れ
、
海
女
歴
60
年
の

高
田
洋
子
さ
ん（
76
）は
、「
海
女
は

チ
ー
ム
戦
。
み
ん
な
で
頑
張
っ
て
、

い
っ
し
ょ
に
休
憩
し
て
、
ま
た
潜
る
。

潜
る
ポ
イ
ン
ト
は
み
ん
な
で
話
し
合

っ
て
決
め
る
し
、
獲
物
を
見
つ
け
る

の
が
う
ま
い
人
と
、
獲
る
の
が
う
ま

い
人
が
い
る
か
ら
、
お
互
い
に
協
力

す
る
の
」と
、
海
女
漁
に
つ
い
て
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
高
田
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
海
女
漁

を
行
う
浦
田
悦
子
さ
ん（
70
）は
、
シ

ー
ズ
ン
中
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ

「
6
〜
7
㍍
潜
っ
て
、
海
藻
の
な
か

を
か
き
わ
け
て
獲
り
に
い
く
か
ら
、

こ
の
あ
た
り
の
海
女
は
レ
オ
タ
ー
ド

を
着
て
潜
る
の
。
メ
ン
バ
ー
カ
ラ
ー

み
た
い
に
、
獲
っ
た
物
を
入
れ
る
桶

も
そ
れ
ぞ
れ
の
色
。
磯
に
カ
ラ
フ
ル

な
海
女
が
い
る
の
も
夏
の
風
物
詩
み

た
い
な
も
の
な
の
」と
、
楽
し
そ
う

に
話
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
限
ら
れ
た
季
節
に
大
切

な
生
活
費
を
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
楽
し
い
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
子
ど
も
が
幼
か
っ
た
頃
は
、

後
ろ
髪
引
か
れ
る
思
い
で
我
が
子
の

授
業
参
観
に
行
け
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。「
1
日
休
ん

だ
ら
何
万
円
も
損
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
生
活
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い

か
ら
、
仕
方
な
か
っ
た
の
。
だ
か
ら

ね
、
自
分
の
娘
に
は
海
女
の
仕
事

を
勧
め
な
い
人
も
結
構
い
た
の
」と
、

川
端
み
ど
り
さ
ん（
73
）。
昔
は
海
女

さ
ん
が
50
〜
60
人
い
た
そ
う
で
す
が
、

い
ま
は
30
人
ほ
ど
に
ま
で
減
っ
て
し

ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、
そ
の
課
題
を
解
決
し
よ

う
と
、
漁
の
な
い
秋
冬
期
の
海
女
の

仕
事
と
し
て
牡
蠣
の
養
殖
が
始
ま
り

ま
し
た
。
重
井
美
恵
子
さ
ん（
73
）は

「
私
た
ち
が
若
い
頃
は
、
海
女
漁
が

で
き
な
い
時
期
に
は
、
島
外
に
出
稼

ぎ
に
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
で

も
通
年
の
仕
事
が
壱
岐
に
あ
っ
て
、

新
人
の
海
女
た
ち
が
、
安
心
し
て
生

活
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
す

ご
く
い
い
こ
と
よ
」と
、
そ
の
メ
リ

ッ
ト
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
海
女
た
ち
の
安
定
し
た
収
入
確
保

や
、
地
域
の
雇
用
創
出
と
し
て
始
ま

っ
た
牡
蠣
の
養
殖
で
す
が
、
そ
の
ス

タ
ー
ト
に
は
紆
余
曲
折
が
あ
り
ま
し

た
。
過
去
に
は
ア
ワ
ビ
や
ウ
ニ
類
の

養
殖
な
ど
に
も
挑
戦
し
ま
し
た
が
、

海
藻
な
ど
の
給
餌
作
業
が
人
手
や
コ

ス
ト
を
要
す
る
た
め
採
算
が
合
わ
ず

頓
挫
。
そ
こ
で
、
こ
の
海
域
で
自
然

に
育
つ
も
の
の
養
殖
を
検
討
し
た
そ

う
で
す
。

　「
コ
ン
ブ
、
ワ
カ
メ
、
ヒ
ジ
キ
な

ど
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
が
、
年
々

食
害
が
拡
大
。
な
ら
ば
と
、
着
手
し

た
の
が
中
国
で
高
値
取
引
さ
れ
る
ナ

マ
コ
の
養
殖
で
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍

以
降
は
、
中
国
が
日
本
水
産
物
の
全

禁
輸
と
し
た
た
め
、
あ
え
な
く
断
念
。

い
ろ
い
ろ
や
っ
て

き
た
ん
で
す
よ
」

と
、
浦
田
組
合
長

は
思
わ
ず
苦
笑
い

を
浮
か
べ
ま
す
。

　
現
在
、
柱
と
す

べ
く
取
り
組
ん
で

い
る
牡
蠣
養
殖
は

2
0
1
5
年
に
始

ま
り
ま
し
た
。
牡

蠣
は
イ
カ
ダ
に
吊
る
さ
れ
た
状
態
で

海
水
を
取
り
込
ん
で
生
息
す
る
た
め
、

肥
沃
な
土
壌
の
平
野
か
ら
川
を
通
じ

て
ミ
ネ
ラ
ル
分
が
流
れ
込
む
壱
岐
の

海
が
、
牡
蠣
を
お
い
し
く
育
み
ま
す
。

徹
底
し
た
衛
生
管
理
設
備
を
導
入
し
、

さ
ら
に
、
海
女
た
ち
が
ひ
と
つ
ひ
と

つ
丁
寧
に
磨
き
上
げ
て
出
荷
す
る
お

か
げ
で
、
良
質
な
牡
蠣
の
ブ
ラ
ン
ド

「
粋
」が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
商
談
会
を
通
じ
て
台
湾
の
取
引
先

が
で
き
、
漁
協
は
牡
蠣
を
ど
の
よ
う

に
空
輸
す
る
か
な
ど
、
流
通
の
確
保

因
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
な
ん
で
す
。

で
も
、
足
踏
み
を
続
け
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
か
ら
、
今
年
は
丈
夫
な
性

質
の
牡
蠣
を
試
験
的
に
育
て
、
新
し

い
ブ
ラ
ン
ド
を
育
成
中
で
す
」

　
度
重
な
る
困
難
に
も
負
け
ず
、
熱

心
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
特
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
や
、
移
住

の
受
け
入
れ
、
漁
業
者
の
収
入
確
保

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
展

開
す
る
壱
岐
東
部
地
域
。
浦
田
組
合

海の守り神として親しまれる
「はらほげ地蔵」

佐野静希さん

現役海女の（右から）高田洋子さん、浦田悦子さん、
川端みどりさん、重井美恵子さん

潜水して獲物をとる海女漁の様子

壱
岐
の
伝
統

海
女
漁
を
守
る

収
入
源
と
地
域
雇
用
に

生
牡
蠣﹁
粋い

き

﹂の
養
殖
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の
が
う
ま
い
人
と
、
獲
る
の
が
う
ま

い
人
が
い
る
か
ら
、
お
互
い
に
協
力

す
る
の
」と
、
海
女
漁
に
つ
い
て
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
高
田
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
海
女
漁

を
行
う
浦
田
悦
子
さ
ん（
70
）は
、
シ

ー
ズ
ン
中
の
情
景
を
思
い
浮
か
べ

「
6
〜
7
㍍
潜
っ
て
、
海
藻
の
な
か

を
か
き
わ
け
て
獲
り
に
い
く
か
ら
、

こ
の
あ
た
り
の
海
女
は
レ
オ
タ
ー
ド

を
着
て
潜
る
の
。
メ
ン
バ
ー
カ
ラ
ー

み
た
い
に
、
獲
っ
た
物
を
入
れ
る
桶

も
そ
れ
ぞ
れ
の
色
。
磯
に
カ
ラ
フ
ル

な
海
女
が
い
る
の
も
夏
の
風
物
詩
み

た
い
な
も
の
な
の
」と
、
楽
し
そ
う

に
話
し
ま
す
。

　
し
か
し
、
限
ら
れ
た
季
節
に
大
切

な
生
活
費
を
稼
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
楽
し
い
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
子
ど
も
が
幼
か
っ
た
頃
は
、

後
ろ
髪
引
か
れ
る
思
い
で
我
が
子
の

授
業
参
観
に
行
け
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。「
1
日
休
ん

だ
ら
何
万
円
も
損
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
生
活
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い

か
ら
、
仕
方
な
か
っ
た
の
。
だ
か
ら

ね
、
自
分
の
娘
に
は
海
女
の
仕
事

を
勧
め
な
い
人
も
結
構
い
た
の
」と
、

川
端
み
ど
り
さ
ん（
73
）。
昔
は
海
女

さ
ん
が
50
〜
60
人
い
た
そ
う
で
す
が
、

い
ま
は
30
人
ほ
ど
に
ま
で
減
っ
て
し

ま
っ
た
そ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、
そ
の
課
題
を
解
決
し
よ

う
と
、
漁
の
な
い
秋
冬
期
の
海
女
の

仕
事
と
し
て
牡
蠣
の
養
殖
が
始
ま
り

ま
し
た
。
重
井
美
恵
子
さ
ん（
73
）は

「
私
た
ち
が
若
い
頃
は
、
海
女
漁
が

で
き
な
い
時
期
に
は
、
島
外
に
出
稼

ぎ
に
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
で

も
通
年
の
仕
事
が
壱
岐
に
あ
っ
て
、

新
人
の
海
女
た
ち
が
、
安
心
し
て
生

活
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
す

ご
く
い
い
こ
と
よ
」と
、
そ
の
メ
リ

ッ
ト
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　
海
女
た
ち
の
安
定
し
た
収
入
確
保

い
ろ
い
ろ
や
っ
て

き
た
ん
で
す
よ
」

と
、
浦
田
組
合
長

は
思
わ
ず
苦
笑
い

を
浮
か
べ
ま
す
。

　
現
在
、
柱
と
す

べ
く
取
り
組
ん
で

い
る
牡
蠣
養
殖
は

2
0
1
5
年
に
始

ま
り
ま
し
た
。
牡

蠣
は
イ
カ
ダ
に
吊
る
さ
れ
た
状
態
で

海
水
を
取
り
込
ん
で
生
息
す
る
た
め
、

肥
沃
な
土
壌
の
平
野
か
ら
川
を
通
じ

て
ミ
ネ
ラ
ル
分
が
流
れ
込
む
壱
岐
の

海
が
、
牡
蠣
を
お
い
し
く
育
み
ま
す
。

徹
底
し
た
衛
生
管
理
設
備
を
導
入
し
、

さ
ら
に
、
海
女
た
ち
が
ひ
と
つ
ひ
と

つ
丁
寧
に
磨
き
上
げ
て
出
荷
す
る
お

か
げ
で
、
良
質
な
牡
蠣
の
ブ
ラ
ン
ド

「
粋
」が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
商
談
会
を
通
じ
て
台
湾
の
取
引
先

が
で
き
、
漁
協
は
牡
蠣
を
ど
の
よ
う

に
空
輸
す
る
か
な
ど
、
流
通
の
確
保

に
奔
走
し
ま
し
た
。
平
田
参
事
に
よ

る
と「
壱
岐
か
ら
福
岡
、
福
岡
か
ら

国
際
線
で
台
北
、
台
北
か
ら
業
者
の

と
こ
ろ
ま
で
、
県
庁
の
各
種
証
明
書

の
発
行
や
通
関
等
へ
の
手
続
き
や
調

整
に
3
年
近
く
か
か
り
ま
し
た
。
や

っ
と
輸
出
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、

1
シ
ー
ズ
ン
で
2
送
っ
た
ん
で
す
。

『
よ
し
、
こ
れ
か
ら
だ
ゾ
！
』
っ
て

思
い
ま
し
た
」。
し
か
し
、
念
願
の

輸
出
開
始
か
ら
わ
ず
か
2
年
、
コ
ロ

ナ
禍
に
な
り
、
飛
行
機
な
ど
物
流
が

断
た
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
さ
ら

に
、
コ
ロ
ナ
が
明
け
て
輸
出
を
再
開

で
き
る
は
ず
が
、
今
度
は
原
因
不
明

の
不
漁
が
続
き
ま
し
た
。

　「
国
内
で
は
ふ
る
さ
と
納
税
の

返
礼
品
と
し
て
人
気
と
な
り
、
す

ご
く
い
い
流
れ
が
来
て
い
た
の
に
、

2
0
2
1
年
か
ら
3
年
連
続
で
不

漁
と
な
り
、
専
門
家
に
聞
い
て
も
原

因
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
な
ん
で
す
。

で
も
、
足
踏
み
を
続
け
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
か
ら
、
今
年
は
丈
夫
な
性

質
の
牡
蠣
を
試
験
的
に
育
て
、
新
し

い
ブ
ラ
ン
ド
を
育
成
中
で
す
」

　
度
重
な
る
困
難
に
も
負
け
ず
、
熱

心
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
特
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
や
、
移
住

の
受
け
入
れ
、
漁
業
者
の
収
入
確
保

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
展

開
す
る
壱
岐
東
部
地
域
。
浦
田
組
合

長
は
今
後
に
つ
い
て「『
壱
岐
東
部
』

と
い
う
こ
の
地
域
自
体
が
ブ
ラ
ン
ド

に
な
れ
ば
」と
、
夢
を
語
り
ま
し
た
。

ま
だ
ま
だ
や
り
た
い
こ
と
が
た
く
さ

ん
あ
る
そ
う
で
、
低
利
用
漁
港
施
設

を
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
の
受
け
入
れ

港
に
す
る
こ
と
や
、
釣
り
堀
な
ど
の

観
光
事
業
開
始
な
ど
、
海
や
漁
村
の

地
域
資
源
を
活
用
し
た「
海
業
」の
ビ

ジ
ョ
ン
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

　「
い
ま
は
未
来
へ
の
レ
ー
ル
を
敷

い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
だ
ま
だ

頑
張
ら
な
く
ち
ゃ
」

　
海
と
と
も
に
生
き
る
漁
業
者
た
ち

を
中
心
に
、
壱
岐
東
部
漁
協
の
あ
く

な
き
挑
戦
は
続
き
ま
す
。

師弟コンビの出口兼治さん（右）と福田直矢さん（左）

佐野静希さん

浦田組合長と平田参事

現役海女の（右から）高田洋子さん、浦田悦子さん、
川端みどりさん、重井美恵子さん

壱
岐
の﹁
海う

み

業ぎ
ょ
う

﹂を
推
進
し

未
来
へ
の
レ
ー
ル
を
敷
く

壱岐の島で牡蠣の殻洗いのお手伝いと壱岐の漁業を知ろう！
2025年2月26日 （水）～3月1日（土）
詳細はP22または本会ホームページの企画案内をご覧ください。

快汗！ 猫の手援農隊 企画

ホームページ ホームページ

壱岐東部 ITで
海女の伝統をつなぐ会
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若
ご
ぼ
う
﹂は
︑
根
も
軸
も
葉
も
食
べ
る
︑
捨
て

る
と
こ
ろ
な
し
の
野
菜
で
す
︒
し
か
も
︑
食
物
繊

維
や
鉄
分
︑
カ
ル
シ
ウ
ム
︑
ル
チ
ン
な
ど
栄
養
も

豊
富
︒
15
㌢
ほ
ど
の
短
い
根
は
や
わ
ら
か
く
︑
し

っ
か
り
と
ご
ぼ
う
の
風
味
が
あ
り
ま
す
︒
軸
は
ふ

き
に
似
た
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
し
た
食
感
が
楽
し
く
︑

葉
は
苦
味
の
あ
る
滋
味
深
い
味
︒﹁
若
ご
ぼ
う
の

ご
ぼ
う
と
い
え
ば
一
般
的
に
は
根
を
食
す
野
菜

で
す
が
︑
奈
良
県
と
の
県
境
に
あ
る
八
尾
市
で
1

月
下
旬
か
ら
4
月
に
か
け
て
出
荷
さ
れ
る﹁
八
尾

春
野
菜
ら
し
い
苦
味
に
︑“
今
年
も
こ
の
季
節
が

来
た
な
”と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
﹂︒そ
う
話
す

の
は
︑
八
尾
で
1
0
0
年
以
上
続
く
農
家
に
生
ま

れ
︑
25
歳
で
就
農
し
た
結
城
拓
也
さ
ん︵
51
︶で
す
︒

奈
良
県
か
ら
大
阪
湾
へ
と
流
れ
る
大
和
川
は
︑

1
7
0
4
年
の
付
け
替
え
に︵
※
2
︶よ
っ
て
八
尾

市
を
そ
れ
る
よ
う
に
形
を
変
え
ま
し
た
が
︑﹁
大

昔
は
こ
こ
に
川
が
流
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
︒
だ
か

ら
︑
土
も
砂
質
で
サ
ラ
サ
ラ
し
て
い
る
で
し
ょ

う
﹂と
結
城
さ
ん
が
話
す
よ
う
に
︑
か
つ
て
八
尾

市
を
縦
断
し
て
い
た
大
和
川
の
水
を
利
用
し
︑
農

業
が
発
達
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑

川
砂
を
含
む
水
は
け
の
良
い
土
壌
が
若
ご
ぼ
う
栽

培
に
適
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
八
尾
の
食
文
化
と

し
て
定
着
し
た
の
で
す
︒
結
城
さ
ん
の
圃
場
は
住

宅
に
囲
ま
れ
た
場
所
に
あ
り
ま
す
が
︑
か
つ
て
は

あ
た
り
一
帯
が
田
畑
だ
っ
た
そ
う
で
す
︒

八
尾
若
ご
ぼ
う
は
見
た
目
だ
け
で
な
く
︑
育
て

方
も
個
性
的
で
す
︒
秋
口
に
ま
い
た
種
は
︑
３
ヵ

月
ほ
ど
で
葉
が
圃
場
を
覆
い
尽
く
す
ほ
ど
に
成
長

し
ま
す
が
︑
最
初
に
生
え
た
葉
茎
は
筋
ば
っ
て
い

る
た
め
︑
根
本
か
ら
カ
ッ
ト
し
︑
切
り
口
か
ら
再

生
し
た
芽
を
育
て
直
し
ま
す
︒
こ
の
手
間
に
よ
っ

※1「地域名」と「商品（サービス）名」からなる地域ブランドを保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度

春
の
訪
れ
を
告
げ
る
野
菜

﹁
八
尾
若
ご
ぼ
う
﹂

大
阪
府
八
尾
市
周
辺
で
、江
戸
時
代
か
ら
食
べ
ら

れ
て
い
る
若
ご
ぼ
う
。春
を
告
げ
る
野
菜
と
し
て
愛

さ
れ
て
き
た
若
ご
ぼ
う
の
価
値
を
高
め
、伝
統
を

守
る
べ
く
、2
0
1
3
年
8
月
に
は「
八
尾
若
ご
ぼ

う
」と
し
て
地
域
団
体
商
標（
※
1
）を
取
得
し
ま

し
た
。八
尾
で
は
、地
域
一
丸
と
な
っ
て
食
文
化
を

継
承
す
る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

大
阪
府
八
尾
市
【
や
お
わ
か
ご
ぼ
う
】

八
尾
若
ご
ぼ
う
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若
ご
ぼ
う
﹂は
︑
根
も
軸
も
葉
も
食
べ
る
︑
捨
て

る
と
こ
ろ
な
し
の
野
菜
で
す
︒
し
か
も
︑
食
物
繊

維
や
鉄
分
︑
カ
ル
シ
ウ
ム
︑
ル
チ
ン
な
ど
栄
養
も

豊
富
︒
15
㌢
ほ
ど
の
短
い
根
は
や
わ
ら
か
く
︑
し

っ
か
り
と
ご
ぼ
う
の
風
味
が
あ
り
ま
す
︒
軸
は
ふ

き
に
似
た
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
と
し
た
食
感
が
楽
し
く
︑

葉
は
苦
味
の
あ
る
滋
味
深
い
味
︒﹁
若
ご
ぼ
う
の

ご
ぼ
う
と
い
え
ば
一
般
的
に
は
根
を
食
す
野
菜

で
す
が
︑
奈
良
県
と
の
県
境
に
あ
る
八
尾
市
で
1

月
下
旬
か
ら
4
月
に
か
け
て
出
荷
さ
れ
る﹁
八
尾

春
野
菜
ら
し
い
苦
味
に
︑“
今
年
も
こ
の
季
節
が

来
た
な
”と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
﹂︒そ
う
話
す

の
は
︑
八
尾
で
1
0
0
年
以
上
続
く
農
家
に
生
ま

れ
︑
25
歳
で
就
農
し
た
結
城
拓
也
さ
ん︵
51
︶で
す
︒

奈
良
県
か
ら
大
阪
湾
へ
と
流
れ
る
大
和
川
は
︑

1
7
0
4
年
の
付
け
替
え
に︵
※
2
︶よ
っ
て
八
尾

市
を
そ
れ
る
よ
う
に
形
を
変
え
ま
し
た
が
︑﹁
大

昔
は
こ
こ
に
川
が
流
れ
て
い
た
ん
で
す
よ
︒
だ
か

ら
︑
土
も
砂
質
で
サ
ラ
サ
ラ
し
て
い
る
で
し
ょ

う
﹂と
結
城
さ
ん
が
話
す
よ
う
に
︑
か
つ
て
八
尾

市
を
縦
断
し
て
い
た
大
和
川
の
水
を
利
用
し
︑
農

業
が
発
達
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑

川
砂
を
含
む
水
は
け
の
良
い
土
壌
が
若
ご
ぼ
う
栽

培
に
適
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
八
尾
の
食
文
化
と

し
て
定
着
し
た
の
で
す
︒
結
城
さ
ん
の
圃
場
は
住

宅
に
囲
ま
れ
た
場
所
に
あ
り
ま
す
が
︑
か
つ
て
は

あ
た
り
一
帯
が
田
畑
だ
っ
た
そ
う
で
す
︒

八
尾
若
ご
ぼ
う
は
見
た
目
だ
け
で
な
く
︑
育
て

方
も
個
性
的
で
す
︒
秋
口
に
ま
い
た
種
は
︑
３
ヵ

月
ほ
ど
で
葉
が
圃
場
を
覆
い
尽
く
す
ほ
ど
に
成
長

し
ま
す
が
︑
最
初
に
生
え
た
葉
茎
は
筋
ば
っ
て
い

る
た
め
︑
根
本
か
ら
カ
ッ
ト
し
︑
切
り
口
か
ら
再

生
し
た
芽
を
育
て
直
し
ま
す
︒
こ
の
手
間
に
よ
っ

※2  河川の流路を大幅に変える改修工事

春
の
訪
れ
を
告
げ
る
野
菜

﹁
八
尾
若
ご
ぼ
う
﹂

良
い
食
感
の
た
め
に

軸
を
切
っ
て
新
芽
を
再
生

1

2

34

1﹁
9
月
下
旬
に
種
を
ま
い
て
︑
3
カ
月
く
ら
い
の
若
ご
ぼ
う
で
す
︒

こ
の
葉
を
一
度
刈
っ
て
︑
収
穫
は
来
年
の
1
月
下
旬
く
ら
い
で
す

ね
﹂と
結
城
さ
ん
　
2
3
八
尾
市
農
業
啓
発
推
進
協
議
会
が
レ
シ
ピ

を
公
開
し
て
い
る﹁
八
尾
若
ご
ぼ
う
の
和
風
パ
ス
タ
﹂と﹁
炊
き
込
み

ご
は
ん
﹂　
4
束
ね
た
八
尾
若
ご
ぼ
う
は
︑
そ
の
見
た
目
か
ら﹁
や
ー

ご
ん
ぼ︵
矢
の
よ
う
な
ご
ぼ
う
︶﹂と
も
呼
ば
れ
て
い
る

09



て
、
や
わ
ら
か
く
食
感
の
良
い
若
ご
ぼ
う
が
育
つ

の
で
す
。
ま
た
、
収
穫
は
機
械
で
土
を
掘
り
起
こ

し
た
あ
と
、
手
作
業
で
行
い
ま
す
。

「
土
を
落
と
し
て
作
業
場
へ
運
び
、
結
束
テ
ー

プ
で
8
株
ほ
ど
を
1
束
に
ま
と
め
ま
す
。
葉
が
濡

れ
て
い
た
ら
、
傷
ま
な
い
よ
う
に
乾
く
の
を
待
っ

て
収
穫
し
ま
す
し
、
結
束
も
意
外
と
技
術
が
い
る

ん
で
す
。
手
間
が
か
か
っ
て
大
変
で
す
が
、
こ
の

地
で
江
戸
時
代
か
ら
続
く
農
家
と
し
て
、
自
分
が

引
き
継
い
で
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う
宿
命
の
よ
う

な
も
の
を
感
じ
て
栽
培
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
」

収
穫
体
験
の
受
け
入
れ
や
、
若
手
生
産
者
を
集

め
た
堆
肥
研
究
会
を
立
ち
上
げ
る
な
ど
、
八
尾
の

農
業
を
牽
引
す
る
結
城
さ
ん
。
そ
の
背
中
を
見
て

育
っ
た
息
子
さ
ん
も
3
年
前
に
就
農
し
、
ゆ
う
き

農
園
を
支
え
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

季
節
の
風
物
詩
と
し
て
食
卓
に
並
ん
で
き
た
若

ご
ぼ
う
は
、
炒
め
煮
や
み
そ
汁
な
ど
定
番
料
理
で

親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
が
、
一
方
で
若
い
世
代
で

は
調
理
の
仕
方
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
人
も
い
る

そ
う
で
す
。
Ｊ
Ａ
大
阪
中
河
内
、
Ｊ
Ａ
グ
リ
ー
ン

大
阪
、
八
尾
市
、
大
阪
府
か
ら
な
る
八
尾
市
農
業

啓
発
推
進
協
議
会
で
は
、
買
い
物
客
が
気
軽
に
参

加
で
き
る
よ
う
に
商
業
施
設
で「
八
尾
若
ご
ぼ
う

品
評
会
＆
野
菜
即
売
会
」を
開
催
し
た
り
、
公
認

レ
シ
ピ
を
開
発
し
た
り
と
い
っ
た
取
り
組
み
を
実

施
。
学
校
給
食
に
八
尾
若
ご
ぼ
う
を
取
り
入
れ
る

な
ど
、
食
育
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

結
城
さ
ん
を
は
じ
め
、
八
尾
若
ご
ぼ
う
農
家
の

多
く
が
二
毛
作
、
三
毛
作
で
枝
豆
も
栽
培
し
て
い

ま
す
。
こ
の
枝
豆
は「
八
尾
え
だ
ま
め
」と
し
て
評

判
と
な
り
、
ブ
ラ
ン
ド
を
確
立
し
ま
し
た
。
協
議

会
は
、
そ
の
成
功
例
を
八
尾
若
ご
ぼ
う
の
普
及
に

も
生
か
し
た
い
と
考
え
て
い
る
そ
う
で
す
。

八尾市農業啓発推進協議会
公式Instagram

八
尾
市
農
業
啓
発
推
進
協
議
会
が
八

尾
若
ご
ぼ
う
の
P
R
の
た
め
に
作

成
し
た
ポ
ス
タ
ー

5
14
棟
の
ハ
ウ
ス
で
若

ご
ぼ
う
の
栽
培
を
行
う

結
城
さ
ん
。
ハ
ウ
ス
に

は
雪
が
降
る
前
に
ビ
ニ

ー
ル
が
張
ら
れ
る
　
6

八
尾
若
ご
ぼ
う
は
生
産

者
そ
れ
ぞ
れ
が
自
家
採

種
し
た
種
か
ら
育
て
る
　

7
日
差
し
を
浴
び
て

青
々
と
育
っ
た
葉

5

6

7

若
い
世
代
に
食
文
化
を

伝
え
る
取
り
組
み
も

PB 10

自然ゆたかな
奈川地域で
思い描く暮らしを

生まれ育った長野県松本市の奈川
地区で就農した南大和さん・麻里
子さん夫妻。東京などでの生活を
経て、現在は飲食店の経営などに
取り組んでいます。思いをもって、
豊かな暮らしを紡ぐふたりに、話を
伺いました。

楽園

みなみ・まりこ
長野県飯綱町出身。幼少期から別荘地
区の森で過ごす。大学進学で上京し、
長野の暮らしの尊さに気づき、卒業後
は長野市内で教員となり8年教壇に立
つ。夫の故郷である奈川へ移住し、農
業や農家レストランを家族で営む。

みなみ・やまと
長野県松本市奈川出身。学生時代はアルペ
ンスキー競技に打ち込む。東京で飲食業な
どを経て、長野県内でグランピング施設の
経営や、カヌー、サイクリングのガイドな
どに従事。生まれ育った奈川にUターン
し就農し、祖父母から農業を学ぶ。

南 大和さん南 麻里子さん

長野県松本市

長
野
県
の
松
本
市
街
か
ら
車
で
1
時

間
ほ
ど
の
奈
川
地
区
は
︑
乗
鞍
岳
を
は

じ
め
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
の
ど
か
な

集
落
で
す
︒
キ
ャ
ン
プ
場
や
ス
キ
ー
場

な
ど
の
レ
ジ
ャ
ー
ス
ポ
ッ
ト
や
︑
郷
土

料
理
の﹁
と
う
じ
そ
ば
﹂発
祥
の
地
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
︒

山
間
の
川
沿
い
に
車
を
走
ら
せ
て
い

る
と
︑
赤
い
屋
根
と
大
き
な
看
板
の
建

物
が
見
え
て
き
ま
し
た
︒﹁
農
家
レ
ス

ト
ラ
ン
&
カ
フ
ェ 

O
l
u 

O
l
u
﹂は
︑

南 

大
和
さ
ん
・
麻
里
子
さ
ん
夫
妻
が
︑

空
き
家
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
開
業

し
た
お
店
で
す
︒

南
さ
ん
夫
妻
は
︑
奈
川
で
少
量
多
品

目
の
野
菜
農
家
と
そ
こ
で
採
れ
た
野
菜

な
ど
を
提
供
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
を
営
ん

で
い
ま
す
︒
ふ
た
り
が
こ
こ
に
居
を
移

し
た
の
は
2
0
2
3
年
4
月
の
こ
と

で
し
た
︒
そ
の
き
っ
か
け
に
つ
い
て
︑

大
和
さ
ん
は
こ
う
振
り
返
り
ま
す
︒

﹁
奈
川
の
生
ま
れ
で
︑
学
生
時
代
は

競
技
ス
キ
ー
に
打
ち
込
み
︑
そ
の
後
も

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
や
サ
ー
フ
ィ
ン
な

オ
ル

オ
ル

求
め
る
暮
ら
し
は

生
ま
れ
故
郷
に
あ
っ
た
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統
野
菜
な
ど
を
栽
培
し
て
お
り
︑
奈
川

の
在
来
種
の
赤
か
ぶ﹁
保
平
か
ぶ
﹂の
生

産
に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
︒
こ
の
か

ぶ
は
地
区
外
不
出
の
︑
奈
川
な
ら
で
は

の
伝
統
野
菜
︒
11
月
に
は
初
の
収
穫
体

験
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
︑
奈
川
の
気
候

風
土
や
ふ
た
り
が
残
し
た
い
伝
統
食
の

発
信
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
︒

﹁
奈
川
は
北
海
道
の
よ
う
な
気
候
で
︑

農
作
物
は
甘
味
や
旨
味
が
ぎ
ゅ
っ
と
濃

縮
さ
れ
て
お
い
し
く
育
ち
ま
す
﹂と
︑

ふ
た
り
は
口
を
揃
え
ま
す
︒

麻
里
子
さ
ん
が
︑
奈
川
の
特
色
に
つ

い
て
教
え
て
く
れ
ま
し
た
︒

﹁
農
家
じ
ゃ
な
く
て
も
み
ん
な
畑
を

も
っ
て
い
ま
す
︒
家
庭
菜
園
の
よ
う
で

す
が
︑
地
区
ご
と
に
共
同
の
広
い
段
々

畑
を
保
有
し
て
い
て
規
模
は
ず
っ
と
大

き
い
︒﹃
副
業
﹄と
か﹃
半
農
半
X
﹄み

た
い
な
こ
と
が
︑
こ
の
地
域
で
は
ず
っ

と
行
な
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
﹂

し
か
し
︑
栽
培
方
法
が
各
家
で
自
己

流
の
た
め
︑
野
菜
を﹁
お
い
し
い
﹂と
は

思
っ
て
い
て
も
︑
売
る
ほ
ど
の
自
信
を

も
て
な
い
方
が
地
域
に
多
い
と
い
い
ま

す
︒
そ
こ
で
移
住
1
年
目
の
ふ
た
り
は
︑

﹁
こ
こ
の
野
菜
は
す
ご
く
お
い
し
い
か

ら
︑
私
た
ち
が
売
っ
て
き
ま
す
！
﹂と
︑

マ
ル
シ
ェ
な
ど
に
出
て
発
信
活
動
を
始

め
ま
し
た
︒

販
売
し
て
み
る
と﹁
食
べ
て
も
ら
わ

な
い
と
味
の
違
い
が
伝
わ
ら
な
い
﹂と

い
う
課
題
が
浮
上
︒
忙
し
い
日
々
の
中

で﹁
落
ち
着
い
た
ら
古
民
家
カ
フ
ェ
で

も
︙
﹂と
話
し
て
い
た
矢
先
︑
現
在
の

﹁
O
lu 

O
l
u
﹂の
建
物
譲
渡
の
話
が

舞
い
込
ん
だ
の
で
し
た
︒

大
和
さ
ん
は
内
見
し
︑﹁
閉
店
し
た

ば
か
り
の
蕎
麦
屋
の
建
物
で
︑
す
ぐ
に

飲
食
店
と
し
て
使
え
る
︒
そ
れ
に
こ
こ

は
松
本
か
ら
奈
川
に
入
っ
て
す
ぐ
の
い

い
場
所
︒
空
き
家
に
し
て
は
い
け
な

い
﹂と
︑
思
っ
た
そ
う
で
す
︒
麻
里
子

﹁
O
l
u 

O
l
u
﹂は
ハ
ワ
イ
の
言
葉

で﹁
心
地
よ
い
﹂を
意
味
し
︑
釣
り
や
キ

ャ
ン
プ
な
ど
に
訪
れ
る
観
光
客
だ
け
で

な
く
︑
地
域
の
人
た
ち
の
憩
い
の
場
と

な
っ
て
い
ま
す
︒
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
の
冬

も
︑
地
域
の
人
た
ち
に
む
け
て
お
店
は

休
業
す
る
こ
と
な
く
開
い
て
い
る
そ
う

で
す
︒

移
住
か
ら
2
年
︑
目
ま
ぐ
る
し
く
奔

走
す
る
ふ
た
り
で
す
が
︑
今
後
の
こ
と

を
た
ず
ね
る
と﹁
宿
泊
の
で
き
る
ワ
ー

ケ
ー
シ
ョ
ン
施
設
に
し
た
り
︑
移
住
の

窓
口
に
な
れ
る
よ
う
な
場
に
し
た
り
︑

ま
だ
ま
だ
や
り
た
い
こ
と
は
た
く
さ
ん

あ
る
ん
で
す
﹂と
︑
目
を
輝
か
せ
ま
す
︒

同
じ
方
向
を
む
い
て
︑
奈
川
の
自
然
や

お
い
し
い
野
菜
を
守
り
︑
つ
な
い
で
い

く
た
め
に
︑
若
い
夫
婦
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

が
こ
れ
か
ら
も
続
き
ま
す
︒

と
思
い
ま
し
た
︒
コ
ロ
ナ
禍
で
︑﹃
そ

の
う
ち
に
や
り
た
い
﹄が
で
き
な
く
な

る
こ
と
を
経
験
し
︑
で
き
る
う
ち
に
や

っ
て
み
な
く
ち
ゃ
と
思
っ
た
ん
で
す
﹂

と
話
し
ま
す
︒

奈
川
は
標
高
1
2
0
0
㍍
～
1
4
0
0

㍍
に
位
置
し
︑
昼
夜
の
寒
暖
差
が
か
な

り
あ
る
そ
う
で
す
︒
ふ
た
り
が
立
ち
上

げ
た
農
園﹁
N

ヌ
ー
ス

u
u
S 

fフ
ァ
ー
ム

a
rm
﹂で
は
︑

昔
か
ら
紡
い
で
き
た
暮
ら
し
を
次
世
代

に
残
そ
う
と
し
て
お
り
︑
米
ぬ
か
や
食

物
残ざ

ん
渣さ

︑
除
草
し
た
草
を
堆
肥
に
す
る

﹁
積
み
肥
﹂で
︑
循
環
型
農
業
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
方
法
も
奈
川

に
代
々
伝
わ
る
農
法
で
︑
大
和
さ
ん
の

祖
母
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
︒

土
地
の
気
候
を
生
か
し
た
野
菜
や
伝

ど
︑
自
然
遊
び
が
ず
っ
と
好
き
で
し
た
︒

そ
う
し
て
い
る
と
︑
お
の
ず
と
環
境
の

こ
と
が
気
に
な
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
行

き
つ
い
た
先
が
奈
川
で
し
た
︒
奈
川
の

自
然
や
︑
お
い
し
い
野
菜
は
絶
対
に
未

来
に
残
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
た

ん
で
す
﹂

そ
れ
ぞ
れ
東
京
で
の
生
活
を
経
て
︑

長
野
県
茅
野
市
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
い

た
ふ
た
り
は
︑
今
後
の
生
き
方
に
つ
い

て
話
し
合
い
︑
自
分
た
ち
は
ど
う
し
て

い
き
た
い
か
を
考
え
る
な
か
で
︑﹁
自

然
の
な
か
で
の
び
の
び
し
て
い
た
い
﹂

と
い
う
思
い
︑
そ
し
て
︑
ふ
た
り
の
も

と
に
や
っ
て
き
た
息
子
の
湊そ

う
 と登

く
ん
の

存
在
が
︑
背
中
を
押
し
て
く
れ
た
そ
う

で
す
︒

﹁
当
初
は
︑
40
歳
と
か
50
歳
と
か
︑

も
っ
と
年
齢
を
重
ね
て
か
ら
こ
ん
な
暮

ら
し
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒

で
も
祖
父
が
元
気
な
う
ち
に
農
業
な
ど

奈
川
の
こ
と
を
教
わ
り
た
か
っ
た
し
︑

子
育
て
を
す
る
な
ら
奈
川
が
良
い
︑
そ

れ
な
ら
今
だ
と
思
っ
た
﹂と
︑
大
和
さ

ん
︒
麻
里
子
さ
ん
も
そ
の
思
い
は
同
じ

で
︑﹁
い
ろ
ん
な
選
択
肢
が
あ
る
け
れ

ど
︑
い
ち
ば
ん
頑
張
れ
る
の
が
奈
川
だ

南 大和さん

奈川の伝統野菜「保平かぶ」
の甘酢漬け。皮の色素で赤
色に染まる

伝
え
た
い

奈
川
の
食
の
魅
力
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菜
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︑
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を
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ま
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︒
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か
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は
地
区
外
不
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野
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︒
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の
収
穫
体
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を
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し
︑
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の
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り
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︒
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︑
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お
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︑
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を
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︒
家
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う
で

す
が
︑
地
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ご
と
に
共
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の
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い
段
々

畑
を
保
有
し
て
い
て
規
模
は
ず
っ
と
大

き
い
︒﹃
副
業
﹄と
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半
農
半
X
﹄み

た
い
な
こ
と
が
︑
こ
の
地
域
で
は
ず
っ

と
行
な
わ
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て
い
る
ん
で
す
﹂
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し
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法
が
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で
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己

流
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︑
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お
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し
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﹂と
は

思
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て
い
て
も
︑
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る
ほ
ど
の
自
信
を

も
て
な
い
方
が
地
域
に
多
い
と
い
い
ま

す
︒
そ
こ
で
移
住
1
年
目
の
ふ
た
り
は
︑

﹁
こ
こ
の
野
菜
は
す
ご
く
お
い
し
い
か

ら
︑
私
た
ち
が
売
っ
て
き
ま
す
！
﹂と
︑

マ
ル
シ
ェ
な
ど
に
出
て
発
信
活
動
を
始

め
ま
し
た
︒

販
売
し
て
み
る
と﹁
食
べ
て
も
ら
わ

な
い
と
味
の
違
い
が
伝
わ
ら
な
い
﹂と

い
う
課
題
が
浮
上
︒
忙
し
い
日
々
の
中

で﹁
落
ち
着
い
た
ら
古
民
家
カ
フ
ェ
で

も
︙
﹂と
話
し
て
い
た
矢
先
︑
現
在
の

﹁
O
lu 

O
l
u
﹂の
建
物
譲
渡
の
話
が

舞
い
込
ん
だ
の
で
し
た
︒

大
和
さ
ん
は
内
見
し
︑﹁
閉
店
し
た

ば
か
り
の
蕎
麦
屋
の
建
物
で
︑
す
ぐ
に

飲
食
店
と
し
て
使
え
る
︒
そ
れ
に
こ
こ

は
松
本
か
ら
奈
川
に
入
っ
て
す
ぐ
の
い

い
場
所
︒
空
き
家
に
し
て
は
い
け
な

い
﹂と
︑
思
っ
た
そ
う
で
す
︒
麻
里
子

さ
ん
は﹁
建
物
は
元
宿
泊
施
設
で
も
あ

っ
た
の
で
︑
想
定
よ
り
だ
い
ぶ
大
き
い

と
思
っ
た
け
れ
ど
︑
も
う
大
和
さ
ん
の

気
持
ち
が
決
ま
っ
て
い
た
か
ら︵
笑
︶﹂

と
︑
楽
し
そ
う
に
振
返
り
ま
し
た
︒

奈
川
の
人
は
︑
欲
し
い
も
の
は
つ
く

り
︑
何
か
が
壊
れ
た
ら
で
き
る
限
り
自

分
た
ち
で
直
し
ま
す
︒
譲
渡
さ
れ
た
食

堂
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
︑
家
族
総
出

で
急
ピ
ッ
チ
で
進
み
︑
レ
ス
ト
ラ
ン
は

2
0
2
4
年
7
月
に
オ
ー
プ
ン
し
ま

し
た
︒
メ
ニ
ュ
ー
は
自
家
製
野
菜
を
中

心
に
︑
名
物
の
そ
ば
粉
を
使
っ
た
ガ
レ

ッ
ト
な
ど
︑
地
元
の
食
材
が
主
役
に
な

っ
て
い
ま
す
︒

﹁
釣
り
の
お
じ
ち
ゃ
ん
が
一
人
で
も

頼
み
や
す
い
よ
う
に
︑
定
食
や
カ
レ
ー

な
ど
も
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
﹂

と
︑
麻
里
子
さ
ん
︒

﹁
O
l
u 

O
l
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の
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で﹁
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﹂を
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︑
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︑
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憩
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︒
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︑
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︒
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︑
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︑
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っ
た
﹂と
︑
大
和
さ

ん
︒
麻
里
子
さ
ん
も
そ
の
思
い
は
同
じ

で
︑﹁
い
ろ
ん
な
選
択
肢
が
あ
る
け
れ

ど
︑
い
ち
ば
ん
頑
張
れ
る
の
が
奈
川
だ

南 大和さん

奈川の伝統野菜「保平かぶ」
の甘酢漬け。皮の色素で赤
色に染まる

農
園
の
思
い
を
記
し
た
黒
板
と

南 

麻
里
子
さ
ん︵
上
︶ 

農
家
レ

ス
ト
ラ
ン
&
カ
フ
ェ
O
l
u 

O
l
u︵
下
︶ 

Instagram
＠nuus__ecology

NuuS farm
農家レストラン＆カフェ 
Olu Olu
〒390-1611 
松本市奈川3740

奈
川
の
玄
関
口

チ
ャ
ン
ス
を
形
に

地
域
の
内
外
の
人
た
ち
の

交
流
の
場
に

今後下記の企画を予定しています

 5月 田舎暮らし体験
10月 保平かぶ

    援農隊
最新情報は本会
HPをチェック！

奈川を訪れてみませんか？
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1
9
5
2
年
に
特
別
天
然
記
念
物
に
指
定
さ

れ
た
ト
キ
。
2
0
0
3
年
に
絶
滅
し
て
し
ま
っ

た
日
本
産
の
ト
キ
が
最
後
に
生
息
し
て
い
た
場
所

が
新
潟
県
の
沖
合
に
あ
る
佐
渡
島
で
す
。
こ
の
地

で
は
、
ト
キ
野
生
絶
滅
後
に
取
り
組
ん
だ
、
生
き

も
の
と
共
生
す
る
環
境
に
配
慮
し
た
農
業
に
よ
っ

て
、
中
国
か
ら
提
供
さ
れ
た
ト
キ
の
子
孫
を
定
着

さ
せ
、
野
生
復
帰
を
成
功
さ
せ
ま
し
た
。
伝
統
的

な
棚
田
を
生
か
し
、
再
び
ト
キ
が
羽
ば
た
く
島
を

め
ざ
し
て
推
進
さ
れ
た「
生
き
も
の
を
育
む
農
法
」

は
、
持
続
可
能
な
農
業
シ
ス
テ
ム
と
し
て
評
価
さ

れ
、「
ト
キ
と
共
生
す
る
佐
渡
の
里
山
」と
し
て

2
0
1
1
年
に
国
内
で
初
め
て
世
界
農
業
遺
産
に

認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
北
部
に
あ
る
大
佐
渡
山
地
と
南
部
に
あ
る
小
佐

渡
山
地
を
国
中
平
野
が
つ
な
ぐ
、
佐
渡
島
。
稲
作

の
歴
史
は
2
0
0
0
年
ほ
ど
前
に
さ
か
の
ぼ
り
、

中
央
部
の
湿
地
帯
で
米
の
生
産
が
始
ま
り
ま
し
た
。

17
世
紀
に
は
金
銀
山
の
開
発
が
進
み
、
人
口
が
急

未
来
へ

結

　ぶ

伝
統
を

新
潟
県
の
佐
渡
島
は
、
日
本
産
の
ト
キ
が
最
後

に
生
息
し
て
い
た
場
所
。
野
生
絶
滅
後
は
国
を

挙
げ
て
、
ト
キ
の
復
活
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

そ
こ
で
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、
父
の
志
を

継
い
で
生は

え

椿つ
ば
き

の
自
然
を
守
り
続
け
る
髙
野
毅
さ

ん
で
す
。
髙
野
さ
ん
ら
の
取
り
組
み
は「
ト
キ

と
共
生
す
る
佐
渡
の
里
山
」と
し
て
、
日
本
初

の
世
界
農
業
遺
産
と
な
り
ま
し
た
。

C
onnecting tradition to the future

  

新
潟
県
佐
渡
市  

ト
キ
と
共
生
す
る

佐
渡
の
里
山

15 14

1  田んぼの畦に集まるトキ　 2  「父の作っ
た餌場に27羽のトキが来たときは、あたり
一面に牡丹の花が咲いたような美しさだった
そうです」と髙野さん　 3 左端の空間が“江”
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た
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の
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に
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で
は
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野
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滅
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に
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し
た
農
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に
よ
っ

て
、
中
国
か
ら
提
供
さ
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た
ト
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の
子
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を
定
着
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せ
、
野
生
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を
成
功
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せ
ま
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。
伝
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的
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を
生
か
し
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再
び
ト
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が
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た
く
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を
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持
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可
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テ
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共
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里
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に
国
内
で
初
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て
世
界
農
業
遺
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に

認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
北
部
に
あ
る
大
佐
渡
山
地
と
南
部
に
あ
る
小
佐

渡
山
地
を
国
中
平
野
が
つ
な
ぐ
、
佐
渡
島
。
稲
作

の
歴
史
は
2
0
0
0
年
ほ
ど
前
に
さ
か
の
ぼ
り
、

中
央
部
の
湿
地
帯
で
米
の
生
産
が
始
ま
り
ま
し
た
。

17
世
紀
に
は
金
銀
山
の
開
発
が
進
み
、
人
口
が
急

新
潟
県
の
佐
渡
島
は
、
日
本
産
の
ト
キ
が
最
後

に
生
息
し
て
い
た
場
所
。
野
生
絶
滅
後
は
国
を

挙
げ
て
、
ト
キ
の
復
活
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

そ
こ
で
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
の
が
、
父
の
志
を

継
い
で
生は

え

椿つ
ば
き

の
自
然
を
守
り
続
け
る
髙
野
毅
さ

ん
で
す
。
髙
野
さ
ん
ら
の
取
り
組
み
は「
ト
キ

と
共
生
す
る
佐
渡
の
里
山
」と
し
て
、
日
本
初

の
世
界
農
業
遺
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と
な
り
ま
し
た
。

生
き
も
の
と
の
共
生
を
実
現

ト
キ
が
再
び
羽
ば
た
く
島
に

住
む
場
所
を
追
わ
れ
た
ト
キ

志
を
継
ぎ
野
生
復
帰
に
尽
力

1

2

3
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※野生の生物が生息できる環境を人工的に作った空間

4  さまざまな生きものが暮らす、髙野さん自慢のビオトープ　 5  6  目を
こらして見るとクモやメダカの姿が　 7  ビオトープの周辺にあったカマキリ
の卵　 8  「鴨がこれを食べにくるんだよ」と髙野さんが見せてくれたのは、
きれいなセリの根　 9  幻想的な水面

髙野さんは代々稲作をしていた棚田をビオトープとして活用

増
し
、
食
糧
需
要
が
増
し
た
こ
と
で
海
岸
段
丘
や

山
間
部
も
拓
か
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、

特
徴
的
な
棚
田
の
風
景
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
ト
キ
は
明
治
期
の
ら
ん
獲
で
数
を
減

ら
し
、
農
薬
な
ど
の
影
響
で
餌
場
も
減
っ
て
い
き

ま
し
た
。
ま
た
、
ト
キ
は
稲
の
苗
を
踏
み
荒
ら
す

た
め
、
か
つ
て
佐
渡
で
は
害
鳥
と
さ
れ
て
き
た
の

で
す
。
佐
渡
東
部
の
山
中
に
あ
る
生
椿
で
生
ま
れ

育
っ
た
、「
生
椿
の
自
然
を
守
る
会
」会
長
の
髙
野

毅
さ
ん（
81
）は
こ
う
語
り
ま
す
。

　「
私
が
子
ど
も
の
頃
は
戦
後
の
食
糧
増
産
の
時

代
で
し
た
か
ら
、
３
枚
も
の
棚
田
を
ト
キ
の
餌
場

に
し
た
父
は
大
変
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
、
幼
い
頃
か
ら
共
に
過
ご
し
て

き
た
ト
キ
を
支
え
な
け
れ
ば
、
と
。
ま
た
、
私
た

ち
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
、
農
薬
や
化
学
肥

料
が
少
な
い
農
業
を
理
想
と
す
る
理
由
で
し
た
。

ト
キ
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
場
所
で
作
ら
れ
た
も

の
は
、
人
間
に
と
っ
て
も
い
い
も
の
で
す
か
ら
」

　
就
職
と
と
も
に
生
椿
を
出
た
髙
野
さ
ん
で
す
が
、

24
歳
の
と
き
に
佐
渡
へ
戻
り
、
農
協
職
員
と
な
り

ま
す
。
そ
し
て
、
髙
野
さ
ん
の
父
が
亡
く
な
っ
た

3
年
後
の
2
0
0
0
年
に
佐
渡
地
域
環
境
再
生

ビ
ジ
ョ
ン
の
要
請
を
受
け
た
こ
と
で
、
父
の
志
を

継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
休
耕
地
を
ビ
オ
ト

ー
プ（
※
）に
し
た
り
、
減
農
薬
や
先
人
の
知
恵
を

用
い
た
生
物
多
様
性
の
あ
る
田
ん
ぼ
作
り
を
し
た

り
と
、「
ト
キ
と
の
共
生
検
討
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」の

旗
振
り
役
を
務
め
ま
し
た
。

　「
田
ん
ぼ
へ
水
を
流
し
こ
む
場
所
に
土
手
を
作

る
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
、
土
手
の
中
で
水
が

温
ま
っ
て
か
ら
流
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
も
さ
ま
ざ

ま
な
生
き
も
の
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
」

　
髙
野
さ
ん
が
そ
う
教
え
て
く
れ
た〝
江え

〞の
ほ
か
、

冬
場
も
水
を
張
り
餌
場
に
す
る〝
ふ
ゆ
み
ず
田
ん

ぼ
〞や
田
ん
ぼ
と
水
路
を
行
き
来
で
き
る
魚
道
の

設
置
、
無
農
薬
・
無
化
学
肥
料
栽
培
と
い
っ
た

「
生
き
も
の
を
育
む
農
法
」の
取
り
組
み
を
、
佐
渡

市
は
独
自
農
法
と
し
て
制
度
化
。
2
0
0
7
年

に「
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
づ
く
り
認
証
制
度
」が
誕
生

し
、「
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
」と
し
て
佐
渡
産
米
ブ
ラ

ン
ド
の
立
ち
上
げ
も
行
い
ま
し
た
。
認
証
制
度
に

よ
っ
て
環
境
を
重
視
す
る
農
業
が
広
が
り
、
世
界

農
業
遺
産
と
し
て
取
り
組
み
が
評
価
さ
れ
た
こ
と

が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
に
も
な
っ
て
い
る
そ
う

で
す
。
ま
た
、「
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
」は
売
上
の
一

部
が「
佐
渡
市
ト
キ
環
境
整
備
基
金
」に
寄
付
さ
れ

ま
す
。
消
費
者
も
含
め
、
地
域
が
一
丸
と
な
っ
て

ト
キ
の
暮
ら
す
里
山
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
佐
渡
に
は
現
在
、
当
初
の
目
標
を
越
え
る

5
0
0
羽
ほ
ど
の
野
生
の
ト
キ
が
い
ま
す
。
し

か
し
、
髙
野
さ
ん
は「
自
分
た
ち
の
世
代
で
こ
の

取
り
組
み
を
終
わ
ら
せ
て
は
い
け
な
い
」と
、
子

供
た
ち
へ
の
体
験
学
習
な
ど
も
積
極
的
に
行
っ
て

い
ま
す
。

　「
生
椿
で
の
楽
し
い
思
い
出
に
よ
っ
て
、
彼
ら

が
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
分
な
り
の
自
然
と

の
か
か
わ
り
方
を
考
え
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
思

う
わ
け
で
す
。
無
理
を
し
て
電
気
や
ガ
ス
、
車
の

な
い
生
活
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自

然
を
一
気
に
破
壊
し
な
い
よ
う
に
、
自
然
が
再
生

す
る
余
地
の
あ
る
生
活
を
考
え
る
こ
と
。
そ
れ
が

共
生
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」と
、

次
世
代
へ
の
期
待
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
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5
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証
制
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地
域
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丸
に

ト
キ
の
暮
ら
す
里
山
を
支
え
る

16
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顔に　11「トキとの共生検討プロジェク
ト」から生まれた佐渡市認証米「朱鷺と暮
らす郷」　12 髙野さんが守り続ける生椿
の自然
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で
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。
こ
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特
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の
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農
業
が
広
が
り
、
世
界

農
業
遺
産
と
し
て
取
り
組
み
が
評
価
さ
れ
た
こ
と

が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
に
も
な
っ
て
い
る
そ
う

で
す
。
ま
た
、「
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
」は
売
上
の
一

部
が「
佐
渡
市
ト
キ
環
境
整
備
基
金
」に
寄
付
さ
れ

ま
す
。
消
費
者
も
含
め
、
地
域
が
一
丸
と
な
っ
て

ト
キ
の
暮
ら
す
里
山
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
佐
渡
に
は
現
在
、
当
初
の
目
標
を
越
え
る

5
0
0
羽
ほ
ど
の
野
生
の
ト
キ
が
い
ま
す
。
し

か
し
、
髙
野
さ
ん
は「
自
分
た
ち
の
世
代
で
こ
の

取
り
組
み
を
終
わ
ら
せ
て
は
い
け
な
い
」と
、
子

供
た
ち
へ
の
体
験
学
習
な
ど
も
積
極
的
に
行
っ
て

い
ま
す
。

　「
生
椿
で
の
楽
し
い
思
い
出
に
よ
っ
て
、
彼
ら

が
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
分
な
り
の
自
然
と

の
か
か
わ
り
方
を
考
え
て
く
れ
た
ら
い
い
な
と
思

う
わ
け
で
す
。
無
理
を
し
て
電
気
や
ガ
ス
、
車
の

な
い
生
活
を
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
自

然
を
一
気
に
破
壊
し
な
い
よ
う
に
、
自
然
が
再
生

す
る
余
地
の
あ
る
生
活
を
考
え
る
こ
と
。
そ
れ
が

共
生
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」と
、

次
世
代
へ
の
期
待
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

世界農業遺産
「トキと共生する
佐渡の里山」公式サイト
https://sado-giahs.jp/

10

11

12

子
供
た
ち
の
未
来
へ
つ
な
ぐ

自
然
と
共
生
す
る
考
え
方
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みかん農家を志す夫とともに岡山県
玉野市に移住し、就農。大藪みかん
(温州みかん)などの柑橘類を中心
にハーブや野菜の栽培も行う。のぼ
りや出荷箱などを自身でデザインし
たり、イラストの依頼を受けたりす
るなど、アーティストとしても活動
している。

●もんしーファーム
津田 彩子さん

か
ん
を
収
穫
で
き
る
ま
で
５
年
は
か
か

る
の
で
、
イ
チ
か
ら
畑
を
作
る
の
は
途

方
も
な
い
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
中
、
引

退
さ
れ
る
農
家
さ
ん
か
ら
農
園
を
引
き

継
が
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、

農
機
具
が
置
け
る
物
件
を
紹
介
し
て
も

ら
っ
た
り
と
地
域
に
支
え
て
も
ら
い
、

2
0
2
2
年
か
ら
大お
お
や
ぶ藪

み
か
ん
の
生
産

を
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
最
初
の
年
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら

け
で
、
実
る
み
か
ん
に
追
い
立
て
ら
れ

る
よ
う
に
収
穫
や
出
荷
を
し
て
い
ま
し

た（
笑
）。
収
穫
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
の

力
も
借
り
つ
つ
、
２
年
目
か
ら
は
ペ
ー

ス
を
つ
か
め
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
一

番
苦
労
し
て
い
る
の
は
、
猛
暑
の
中
で

の
草
刈
り
。
安
全
な
農
業
を
め
ざ
し
て
、

除
草
剤
を
使
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
も

ん
し
ー
フ
ァ
ー
ム
と
い
う
名
前
も
、
飼

い
う
さ
ぎ
の
も
も
ち
ゃ
ん
が
安
心
し
て

食
べ
ら
れ
る
も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と

が
由
来
で
、
岡
山
の
方
言「
も
ん
げ
ー

（
と
て
も
）」お
い
し
い
と
い
う
言
葉
に

も
か
け
て
い
ま
す
。

　
大
正
時
代
か
ら
1
0
0
年
以
上
の
歴

史
が
あ
る
大
藪
み
か
ん
は
、
味
が
濃
く
、

酸
味
が
し
っ
か
り
あ
る
昔
な
が
ら
の
味

わ
い
が
魅
力
。
お
い
し
さ
に
自
信
を
持

っ
て
生
産
し
て
い
ま
す
が
、
今
の
世
の

中
は
果
物
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
い
い
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
品
質
が
良
け

れ
ば
売
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
差
別
化

が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
が
描

く
ア
ー
ト
を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
も
特

色
の
ひ
と
つ
で
、
販
売
時
に
つ
け
る
タ

グ
を
見
て「
知
っ
て
る
！
」と
手
に
取
っ

　
み
か
ん
農
家
を
志
す
夫
と
と
も
に
脱

サ
ラ
し
て
、
2
0
1
9
年
に
玉
野
市
に

移
住
し
ま
し
た
。
岡
山
県
出
身
な
の
で

す
が
、
嫁
ぎ
先
の
福
井
で
ず
っ
と
暮
ら

す
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
岡
山
に
戻
る

こ
と
に
な
っ
た
の
は
驚
き
で
し
た（
笑
）。

　
と
は
い
え
、
地
元
か
ら
離
れ
た
土
地

で
、
農
業
の
経
験
も
な
く
、
初
め
て
の

こ
と
ば
か
り
で
最
初
は
不
安
し
か
な
く

て
。
小
さ
な
畑
で
作
っ
た
野
菜
を
直
売

所
な
ど
に
卸
し
な
が
ら
、
み
か
ん
の
勉

強
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
農
業

と
向
き
合
う
う
ち
に
、
私
た
ち
の
本
気

が
周
囲
に
伝
わ
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。

　
玉
野
市
は
特
に
、
人
の
結
び
つ
き
が

密
だ
と
感
じ
ま
す
。
木
を
植
え
て
、
み

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
化
の
影
響
も
あ
り
、
大
藪
み
か

ん
の
生
産
者
は
５
戸
ほ
ど
に
減
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
す
ば
ら
し
い
特
産
品
な

の
に
、
中
高
生
以
下
の
知
名
度
は
と
て

も
低
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
ー

農業女子つ・な・ぐPJ
本会は、農林水産省が進める「農業女子プロジェクト」に参画し、
「農業女子つ・な・ぐプロジェクト」に取り組んでいます。

プロジェクトメンバーである農業女子に、想いを語っていただきました。

夫
婦
で
脱
サ
ラ
し
て
移
住

農
業
未
経
験
で
み
か
ん
農
家
に

安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る

も
ん
げ
ー
お
い
し
い
み
か
ん
を

ア
ー
ト
も
農
業
も
！

や
り
た
い
こ
と
の
相
互
作
用

夫で代表の貴史さんと二人三脚で農園を営む
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みかん農家を志す夫とともに岡山県
玉野市に移住し、就農。大藪みかん
(温州みかん)などの柑橘類を中心
にハーブや野菜の栽培も行う。のぼ
りや出荷箱などを自身でデザインし
たり、イラストの依頼を受けたりす
るなど、アーティストとしても活動
している。

●もんしーファーム
津田 彩子さん

もんしーファーム
岡山県玉野市八浜町
大崎534-2
※収穫ボランティア
は不定期でインスタ
グラムにて募集

か
ん
を
収
穫
で
き
る
ま
で
５
年
は
か
か

る
の
で
、
イ
チ
か
ら
畑
を
作
る
の
は
途

方
も
な
い
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
中
、
引

退
さ
れ
る
農
家
さ
ん
か
ら
農
園
を
引
き

継
が
せ
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
り
、

農
機
具
が
置
け
る
物
件
を
紹
介
し
て
も

ら
っ
た
り
と
地
域
に
支
え
て
も
ら
い
、

2
0
2
2
年
か
ら
大お
お
や
ぶ藪

み
か
ん
の
生
産

を
始
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
最
初
の
年
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら

け
で
、
実
る
み
か
ん
に
追
い
立
て
ら
れ

る
よ
う
に
収
穫
や
出
荷
を
し
て
い
ま
し

た（
笑
）。
収
穫
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
の

力
も
借
り
つ
つ
、
２
年
目
か
ら
は
ペ
ー

ス
を
つ
か
め
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
一

番
苦
労
し
て
い
る
の
は
、
猛
暑
の
中
で

の
草
刈
り
。
安
全
な
農
業
を
め
ざ
し
て
、

除
草
剤
を
使
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
も

ん
し
ー
フ
ァ
ー
ム
と
い
う
名
前
も
、
飼

い
う
さ
ぎ
の
も
も
ち
ゃ
ん
が
安
心
し
て

食
べ
ら
れ
る
も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と

が
由
来
で
、
岡
山
の
方
言「
も
ん
げ
ー

（
と
て
も
）」お
い
し
い
と
い
う
言
葉
に

も
か
け
て
い
ま
す
。

　
大
正
時
代
か
ら
1
0
0
年
以
上
の
歴

史
が
あ
る
大
藪
み
か
ん
は
、
味
が
濃
く
、

酸
味
が
し
っ
か
り
あ
る
昔
な
が
ら
の
味

わ
い
が
魅
力
。
お
い
し
さ
に
自
信
を
持

っ
て
生
産
し
て
い
ま
す
が
、
今
の
世
の

中
は
果
物
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
い
い
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
品
質
が
良
け

れ
ば
売
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
差
別
化

が
必
要
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
が
描

く
ア
ー
ト
を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
も
特

色
の
ひ
と
つ
で
、
販
売
時
に
つ
け
る
タ

グ
を
見
て「
知
っ
て
る
！
」と
手
に
取
っ

て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
親
し

み
や
す
い
ア
ー
ト
で
、
農
業
っ
て
キ
ツ

く
て
大
変
そ
う
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も

変
え
て
い
き
た
い
で
す
。

　
ま
た
、
近
隣
の
胸
上
漁
協
の
事
務
所

に
壁
画
を
描
く
機
会
を
い
た
だ
い
た
り
、

絵
を
見
た
と
い
う
方
か
ら
お
仕
事
を
い

た
だ
い
た
り
。
学
生
と
の
コ
ラ
ボ
商
品

開
発
で
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
を
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
受
け
手
が
い
る

こ
と
が
前
提
の
絵
と
、
好
き
に
描
い
て

発
信
す
る
ア
ー
ト
で
は
考
え
る
こ
と
も

違
っ
て
、
表
現
の
幅
が
広
が
っ
た
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
繁
忙
期
に
は
絵
を
描
く

余
裕
が
ど
う
し
て
も
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
時
期
に
う
ま

く
時
間
を
使
っ
て
両
立
し
て
い
き
た
い

農業女子つ・な・ぐP J
公式インスタグラムの

フォローお願いします！

詳細・最新情報はInstagram 
@nougyoujoshitsunagu_pjをご覧ください。

収穫体験やインスタライブなど、農業女子と交流でき
るイベントを随時開催中です！ 最新情報はインスタ
グラムからチェックすることができます。プレゼント
キャンペーンを実施することも♪農業女子とつながり
たい方は、ぜひフォローお願いします。
投稿の際は　#つなぐpj　を忘れずに。

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
高
齢
化
の
影
響
も
あ
り
、
大
藪
み
か

ん
の
生
産
者
は
５
戸
ほ
ど
に
減
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
す
ば
ら
し
い
特
産
品
な

の
に
、
中
高
生
以
下
の
知
名
度
は
と
て

も
低
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
ー

ト
や
収
穫
体
験
な
ど
で
若
い
世

代
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
き

た
い
で
す
。

　
消
え
ゆ
く
特
産
品
を
な
ん
と

か
残
し
た
い
と
い
う
思
い
を
、

地
域
の
方
か
ら
応
援
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
の
も
心
強
い
で
す

し
、
若
い
生
産
者
と
し
て
第
一

線
に
い
る
こ
と
も
や
り
が
い
で

す
。
ま
ず
は
玉
野
市
か
ら
岡
山

県
、
そ
し
て
日
本
中
で
大
藪
み

か
ん
が
有
名
に
な
る
よ
う
に
頑

張
っ
て
い
き
ま
す
。

彩子さんが描いた
胸上漁業協同組合事務所の壁画

収
穫
ま
で
の
ス
ト
ー
リ
ー
が

描
か
れ
た
出
荷
箱

大
藪
の
特
産
品
を
広
め
る

第
一
線
に
い
る
こ
と
が
や
り
が
い

ア
ー
ト
も
農
業
も
！

や
り
た
い
こ
と
の
相
互
作
用

休憩時間のおしゃ
べりも

収穫ボランティア
の楽しみ！

日当たりのよい急斜面
にある

農園からは瀬戸内海を
望む絶景が
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の
事
情
で
若
手
の
継
続
が
難
し
い
」、

「
特
産
品
を
詰
め
た
幕
の
内
弁
当
な
ど
、

奈
義
町
ご
と
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
も
ら
う

努
力
も
重
要
」な
ど
、
貴
重
な
お
話
を

聞
け
ま
し
た
。

　
旅
の
終
わ
り
に
、
参
加
者
の
吉
野
千

栄
子
さ
ん
は「
子
ど
も
歌
舞
伎
も
見
た

い
の
で
、
ま
た
ぜ
ひ
見
に
来
た
い
で
す

！
」と
、
充
実
の
表
情
で
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

別
出
演
し
、
本
格
的
な
歌
舞
伎
に
魅
了

さ
れ
ま
し
た
。

　
公
演
後
に
は
、
横
仙
歌
舞
伎
の
三
味

線
奏
者
を
務
め
る
二
宮
直
基
さ
ん
と
交

流
の
場
が
設
け
ら
れ
、
横
仙
歌
舞
伎
の

歴
史
や
衣
装
・
化
粧
に
込
め
ら
れ
た
意

味
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。「
修
業
が
不

可
欠
な
三
味
線
奏
者
を
公
務
員
と
し
て

守
る
こ
と
で
継
続
で
き
る
」、「
団
員
は

子
ど
も
と
高
齢
者
が
多
く
、
進
学
な
ど

か
、
ま
ず
訪
れ
た
の
は
特
産
品
の
里
芋

畑
で
し
た
。
奈
義
町
は
多
量
の
火
山
灰

が
長
い
年
月
を
か
け
て
風
化
し
た『
黒

ぼ
こ
』と
い
う
土
で
育
っ
た
里
芋
が
有

名
で
、
ね
っ
と
り
し
た
食
感
と
、
風
味

豊
か
で
ほ
の
か
な
甘
味
が
特
長
で
す
。

美
し
い
山
々
を
指
さ
し
な
が
ら「
奈
義

町
は
日
本
三
大
局
地
風
の
ひ
と
つ『
広ひ
ろ

戸ど

風か
ぜ

』が
発
生
し
ま
す
。
自
然
と
共
生

す
る
な
か
で
、
土
の
中
で
育
ち
風
の
影

響
を
受
け
に
く
い
里
芋
が
特
産
品
と
な

り
ま
し
た
」と
、
小
阪
四
郎
さ
ん
が
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
奈
義
町
に
は
、
そ

の
昔
、
那
岐
山
と
京
の
都
を
三
歩
で
往

き
来
し
た『
三さ
ん

穂ぶ

太た

郎ろ
う

』の
伝
説
が
あ

り
、
そ
の
な
き
が
ら
が『
黒
ぼ
こ
』に
な

っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　「
今
年
は
里
芋
の
出
来
が
良
い
か
ら
、

歌
舞
伎
公
演
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
ど
ん

ど
ん
収
穫
し
て
く
だ
さ
い
！
」と
小
阪

さ
ん
。
さ
ら
に「
黒
ぼ
こ
」で
育
っ
た
白

ね
ぎ
も
お
土
産
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
者
の
み
な
さ
ん
は「
こ
ん
な
に
た

く
さ
ん
‼
」「
持
ち
き
れ
な
い
ほ
ど
の
嬉

し
い
悲
鳴
！
」と
、
小
阪
さ
ん
の
お
も

て
な
し
に
感
激
の
様
子
で
し
た
。

　
横
仙
と
は
、
奈
義
町
の
辺
り
を
指
す

古
い
地
名
で
、
横
仙
歌
舞
伎
は
、
か
つ

て
興
行
す
る
役
者
た
ち
の
芝
居
を
真
似

た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
農
民
た
ち
の
娯

楽
で
し
た
。
奈
義
町
で
は
そ
れ
が
今
も

大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
日
は
奈
義
町
の
特
産
品
を
ふ
ん

だ
ん
に
使
っ
た
特
製
幕
の
内
弁
当
を
手

に
、
二
演
目
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
歌
舞

伎
脚
本
家
の
戸
部
和
久
さ
ん
が
三
穂
太

郎
伝
説
に
着
想
し
書
き
下
ろ
し
た
新
作

歌
舞
伎
で
は
、
石
見
神
楽
の
大
蛇
も
特

横仙歌舞伎のふるさと“奈義町”で
『横仙歌舞伎秋の大公演会』鑑賞と

黒ぼこで作られた旬のお野菜収穫体験

　
岡
山
県
の
北
東
部
に
位
置
す
る
奈
義

町
は
、
中
国
山
地
の
秀
峰『
那な

岐ぎ

山さ
ん

』の

麓
の
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
た
地
域
で

す
。
奈
義
町
現
代
美
術
館
や
江
戸
時
代

か
ら
継
承
さ
れ
る『
横よ
こ

仙ぜ
ん

歌か

舞ぶ

伎き

』な
ど
、

芸
術
の
ま
ち
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
回
は『
第
34
回
民
俗
芸
能
と
農

村
生
活
を
考
え
る
会
』で
公
演
い
た
だ

い
た『
横
仙
歌
舞
伎
保
存
会
』に
よ
る
秋

の
大
公
演
を
地
元
で
鑑
賞
す
る
と
と
も

に
横
仙
歌
舞
伎
保
存
会
の
方
か
ら
お
話

を
聞
き
、
さ
ら
に
、
町
の
特
産
品
で
あ

る
里
芋
の
収
穫
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
青
空
に
虹
の
架
か
る
行
楽
日
和
の
な

奈義町

岡山県

今回訪れた場所

岡山県  『 奈 義 町』
な   ぎ    ちょう

横仙歌舞伎
保存会の
小阪四郎さん

（左・里芋生産者）
と二宮直基さん
（右・三味線奏者）

役者のみなさん

岡
山
県
山
間
の

自
然
と
芸
術
の
ま
ち

﹃
黒
ぼ
こ
﹄で
育
て
た

特
産
の
里
芋
を
収
穫

11
月
24
日（
日
）に
行
わ
れ
た
本
会
の
企
画「
横
仙
歌
舞
伎
の
ふ
る
さ

と〝
奈
義
町
〞で『
横
仙
歌
舞
伎
秋
の
大
公
演
会
』
鑑
賞
と
黒
ぼ
こ
で

作
ら
れ
た
旬
の
お
野
菜
収
穫
体
験
」の
様
子
を
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
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の
事
情
で
若
手
の
継
続
が
難
し
い
」、

「
特
産
品
を
詰
め
た
幕
の
内
弁
当
な
ど
、

奈
義
町
ご
と
フ
ァ
ン
に
な
っ
て
も
ら
う

努
力
も
重
要
」な
ど
、
貴
重
な
お
話
を

聞
け
ま
し
た
。

　
旅
の
終
わ
り
に
、
参
加
者
の
吉
野
千

栄
子
さ
ん
は「
子
ど
も
歌
舞
伎
も
見
た

い
の
で
、
ま
た
ぜ
ひ
見
に
来
た
い
で
す

！
」と
、
充
実
の
表
情
で
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

別
出
演
し
、
本
格
的
な
歌
舞
伎
に
魅
了

さ
れ
ま
し
た
。

　
公
演
後
に
は
、
横
仙
歌
舞
伎
の
三
味

線
奏
者
を
務
め
る
二
宮
直
基
さ
ん
と
交

流
の
場
が
設
け
ら
れ
、
横
仙
歌
舞
伎
の

歴
史
や
衣
装
・
化
粧
に
込
め
ら
れ
た
意

味
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。「
修
業
が
不

可
欠
な
三
味
線
奏
者
を
公
務
員
と
し
て

守
る
こ
と
で
継
続
で
き
る
」、「
団
員
は

子
ど
も
と
高
齢
者
が
多
く
、
進
学
な
ど

さ
ん
。
さ
ら
に「
黒
ぼ
こ
」で
育
っ
た
白

ね
ぎ
も
お
土
産
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。

参
加
者
の
み
な
さ
ん
は「
こ
ん
な
に
た

く
さ
ん
‼
」「
持
ち
き
れ
な
い
ほ
ど
の
嬉

し
い
悲
鳴
！
」と
、
小
阪
さ
ん
の
お
も

て
な
し
に
感
激
の
様
子
で
し
た
。

　
横
仙
と
は
、
奈
義
町
の
辺
り
を
指
す

古
い
地
名
で
、
横
仙
歌
舞
伎
は
、
か
つ

て
興
行
す
る
役
者
た
ち
の
芝
居
を
真
似

た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
農
民
た
ち
の
娯

楽
で
し
た
。
奈
義
町
で
は
そ
れ
が
今
も

大
切
に
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
日
は
奈
義
町
の
特
産
品
を
ふ
ん

だ
ん
に
使
っ
た
特
製
幕
の
内
弁
当
を
手

に
、
二
演
目
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
歌
舞

伎
脚
本
家
の
戸
部
和
久
さ
ん
が
三
穂
太

郎
伝
説
に
着
想
し
書
き
下
ろ
し
た
新
作

歌
舞
伎
で
は
、
石
見
神
楽
の
大
蛇
も
特

横仙歌舞伎のふるさと“奈義町”で
『横仙歌舞伎秋の大公演会』鑑賞と

黒ぼこで作られた旬のお野菜収穫体験

　本会は日本の農業を守り、豊かな食文化をつなぐために、全国
で都市と農村の交流事業を行っています。地域農業を応援する「快
汗！ 猫の手援農隊」や移住・就農のきっかけをつくる「田舎暮ら
し体験」、食文化を学ぶ「田舎でいいね！ 食育探訪」など、季節に
合わせて多彩な企画を実施。農山漁村が持つ魅力を味わっていた
だいています。

（一社）全国農協観光協会ホームページ

次ページにて、オススメ企画をご紹介！

　
岡
山
県
の
北
東
部
に
位
置
す
る
奈
義

町
は
、
中
国
山
地
の
秀
峰『
那な

岐ぎ

山さ
ん
』の

麓
の
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
た
地
域
で

す
。
奈
義
町
現
代
美
術
館
や
江
戸
時
代

か
ら
継
承
さ
れ
る『
横よ
こ

仙ぜ
ん

歌か

舞ぶ

伎き

』な
ど
、

芸
術
の
ま
ち
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
今
回
は『
第
34
回
民
俗
芸
能
と
農

村
生
活
を
考
え
る
会
』で
公
演
い
た
だ

い
た『
横
仙
歌
舞
伎
保
存
会
』に
よ
る
秋

の
大
公
演
を
地
元
で
鑑
賞
す
る
と
と
も

に
横
仙
歌
舞
伎
保
存
会
の
方
か
ら
お
話

を
聞
き
、
さ
ら
に
、
町
の
特
産
品
で
あ

る
里
芋
の
収
穫
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
青
空
に
虹
の
架
か
る
行
楽
日
和
の
な

1 今回の公演には特別に大蛇
も登場し、華やかな演出に　
2 青空の下「黒ぼこ」から里芋
を収穫　 3 豊作の里芋収穫に
思わず夢中に　 4 公演後に交
流タイム　 5 特別に衣装を着
させてもらいニッコリ　6 豚
肉や野菜、米など奈義町産の食
材がふんだんに使われた特製幕
の内弁当

学生時代の親友3人で初めて参加しました。
収穫をしたり、歌舞伎を観たり、1日とっても楽
しかったです。お土産もたくさんいただいて、
大満足です！

滋賀県から参加

吉野 千栄子さん
長尾 良子さん
桑原 ひさ子さん

大阪公演のときに町長さんから奈義の魅力を
聞いて、実際に訪れるのを楽しみにしていま
した。山々の美しい風景に、親子でとっても
癒やされました！

大 阪 府・兵庫県
から参加

野村 恭子さん
朝日 彩子さん

参加者の声

役者のみなさん

本
格
的
な
歌
舞
伎
を
堪
能

保
存
会
の
方
と
交
流
も

1

2

35

4

6
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　本会は日本の農業を守り、豊かな食文
化をつなぐために、全国で都市と農村の
交流事業を行っています。地域農業を応
援する「快汗！ 猫の手援農隊」 や移住・
就農のきっかけをつくる「田舎暮らし体
験」、食文化を学ぶ「田舎でいいね！ 食
育探訪」など、季節に合わせて多彩な企
画を実施。日本の農業を応援する最新企
画をご紹介します。

このページの企画募集は、広報誌『ふれあい』同封チラシ、
または全国農協観光協会ホームページをご参照ください。

（一社）全国農協観光協会援農・体験交流ページ
https://www.znk.or.jp/service/travel

3月30日（日）

地域の方からのメッセージ
川島町・吉見町の魅力が詰まった体験交流企画になっております。
皆さんの参加をお待ちしております。

地域からのメッセージ
皆さんに来ていただくことは、とても貴重な交流の機会となって
います。ぜひお越しいただけることをお待ちしております。

2月26日（水）～ 3月1日（土）

　自然がいっぱい！長崎県壱岐島で海女さんの冬のお仕
事をお手伝いします。
　海から水揚げしたばかりの牡蠣は、固まりになってお
り手作業でばらしていきます。ばらした牡蠣の殻には海
藻や貝などの付着物がついているため、この付着物を1
つずつとっていくのが今回の作業です。冬の壱岐の海の
恵みを感じながら、お手伝いしてみませんか？

長崎県壱岐島

壱岐の島で牡蠣の殻洗い隊

\埼玉いちご食べ比べ！/
桜の季節に和船体験と郷土料理を味わう

　いちごの里・吉見町でいちご食べ比べ！ 昼食は、川島
町の郷土料理“すったて”（冷や汁）。
　桜の季節に安藤川で和船体験（雨天の場合は、レタス工
場見学になります）。

埼玉県川島町・吉見町

農村を訪問し、体験を通じて、農と食に興味関心を持っても
らうための企画です。野菜や地域の豆知識、新鮮な野菜を得
て、食の大切さを実感できます。 大人はもとより、ご家族
や小学生の体験学習、初めての農業体験におすすめです。

農業の現場では高齢化・過疎化が進み、担い手不足が深刻な
状況です。そこで、豊かな自然の中で、魅力あふれる地域農
業をお手伝いしませんか?  日本の農業に役立ちたい、土に
触れて健康的な生活をしたい方におすすめの企画です。
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表紙／タケイエミコ
制作／一般社団法人 家の光協会
年４回発行 

（４月、７月、10月、2月）

公式ホームページ・
各SNSもぜひご覧ください。

X（旧Twitter）
＠fureai_znk

Facebook公式
ホームページ

YouTube Instagram

・本誌掲載の記事、写真、イラスト等を無断で転載、複写、複製することは固くお断りします。
・本誌で取り上げた情報は、取材時のものとなります。
・本誌で取り上げた商品等の価格は販売先・時期等によって異なることがあります。

【 締め切り 】
今号の応募締切は、2月14日（金）必着でお願いします。

【 宛先 】
〒101-0021　東京都千代田区外神田1-16-8　GEEKS AKIHABARA 4階
一般社団法人　全国農協観光協会 ふれあい 係
☎03-5297-0321　FAX 03-5297-0260
E-mail:zennoukan@i-znk.jp

冬号

【 応募方法 】
住所・電話番号・氏名・年齢・性別をお書き添えのうえご応募ください。
基本的に原文のまま掲載しますが、割愛・補足させていただくことや掲載
されない場合もございます。また、お送りいただいたものは、掲載の有無
にかかわらず返却いたしませんのでご了承ください。個人情報は本会のプ
ライバシーポリシーに基づき、適正に取り扱います。

おたより募集のお知らせ
読者の皆さまからのおたよりを募集して
います。テーマや形式（はがき・イラス
ト・写真など）は自由で、企画・イベン
トに参加しての感想や本誌への要望、農
業・農村と関わりのある身の回りの出来
事、最近思うことなどを右記の「ふれあ
い」係までお送りください。投稿文は
250文字程度におまとめください。掲載
させていただいた方には、 農山漁村地域
に関係した品をプレゼントいたします。

プレゼントがもらえる！

ふれあい掲示板Winter2025

“「ふるさと倶楽部」会員会則”の一部改訂について 今後の
「ふるさと倶楽部」会員の
更新につきましてこの度、「ふるさと倶楽部」会則の一部を、令和７年１月１日をもって改訂いたしま

したのでご案内いたします。会員の皆様にご迷惑・ご不便をお掛けする改訂で
はございません。今までどおり入会・退会は自由で会費等も不要です。引き続き
よろしくお願い申し上げます。なお、詳細は当協会ホームページをご覧ください。

ふるさと倶楽部会員の更新につ
きましては、毎年３月末日を起
点として自動更新とさせていた
だいております。なお、「登録情
報の変更」や「広報誌ふれあいの
郵送停止」もしくは「退会」をご希
望される場合は、お手数ではご
ざいますが、当協会までご連絡
をお願いいたします。ふるさと
倶楽部の円滑運営に会員皆様の
ご協力をお願い申し上げます。

一般社団法人 全国農協観光協会　
●体験交流事業　
☎03-5297-0323（東京）
●西日本事務所　
☎06-6195-3960（大阪）

【 会員資格 】
当協会が募集した企画に参加した者、或いは企画趣旨に賛同し、地域を応援した
いという意思のあるものとする。

【 加入・退会 】
倶楽部への加入希望者は（一部割愛）必要事項を申込書に記載の上、事務局に提出
又はWEB上で登録することで会員となることができる。

【 活動 】
会員は当協会が企画募集する以下の交流活動に参加することができる。
④農山漁村における伝統文化・民俗芸能の理解を深める機会
⑤当協会が案内する各種イベント他

以上

（下線太文字を追加しました）会則の主な変更点
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