
そ
の
名
は

箱
根
西
麓

三
島
野
菜

あ
ぐ
り
な
で
し
こ

高 

博
子
さ
ん

ふ
る
さ
と
食
紀
行

菜
豆
腐

匠
を
継
ぐ
も
の

大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ 

仲
澤
恵
梨
さ
ん

ふ
れ
あ
い
探
訪

な

ど
う

ふ

二
〇
一
七
年 

六
月
号

は
こ
ね
せ
い
ろ
く

（ 

表
紙
の
絵 

）

熊
本
県
阿
蘇
市

阿
蘇
神
社

火
振
り
神
事

２
０
１
７
年 

６
月
号

　
阿
蘇
神
社
の
火
振
り
神
事
を
訪
ね
ま
し
た
。
昨
年
の
熊
本
地
震
の
影

響
で
、電
車
や
道
路
は
ま
だ
復
旧
し
て
い
な
い
区
間
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

阿
蘇
神
社
も
ま
た
、
楼
門
と
拝
殿
が
倒
壊
し
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し

た
。
町
の
シ
ン
ボ
ル
を
復
旧
さ
せ
よ
う
と
、
全
国
か
ら
支
援
や
熱
い
思

い
が
届
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
日
が
暮
れ
る
頃
、
神
社
に
は
続
々
と
人
が
集
ま
り
ま
す
。
神
様
の
婚

礼
の
祝
い
や
五
穀
豊
穣
の
儀
式
で
あ
る
、
と
い
う
地
元
中
学
生
た
ち
に

よ
る
神
事
の
説
明
や
、
和
太
鼓
の
演
奏
が
場
の
空
気
を
高
め
ま
す
。
や

が
て
、
参
道
に
は
氏
子
た
ち
が
姿
を
現
し
、
茅
を
束
ね
た
物
に
火
を
点

け
、
大
き
く
振
り
回
し
ま
す
。
ぱ
ち
ぱ
ち
と
音
を
た
て
、
火
が
辺
り
を

照
ら
し
ま
す
。
何
を
思
い
、
見
つ
め
る
の
か
。
赤
く
照
ら
さ
れ
た
人
々

の
姿
が
印
象
的
で
し
た
。

　
翌
日
、
阿
蘇
市
の
内
牧
を
訪
ね
ま
し
た
。
ひ
な
び
た
温
泉
街
で
は
と

こ
ろ
ど
こ
ろ
う
っ
す
ら
と
湯
気
が
上
り
、
雨
上
が
り
の
空
に
は
阿
蘇
の

外
輪
山
が
顔
を
出
し
ま
す
。

　
野
焼
き
を
終
え
た
阿
蘇
は
緑
の
季
節
を
迎
え
ま
す
。

五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
「
田
作

祭
」
の
行
事
の
ひ
と
つ
。
３
月

の
申
の
日
に
行
わ
れ
、
茅
の
束

に
火
を
点
け
て
振
り
、
農
耕
神

の
結
婚
を
祝
う
。

平
成
29
年
６
月
１
日
発
行
　
通
巻
４
４
６
号

発
行
／
一
般
社
団
法
人 

全
国
農
協
観
光
協
会
　
〒
１
０
１
︲
０
０
２
１ 
東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
１
︲
16
︲
８
　

N
ツ
ア
ー
ビ
ル
４
階
　
☎
０
３
︲
５
２
９
７
︲
０
３
２
１



03 02

三
島
野
菜

箱
根
西
麓

そ
の
名
は

前
島
弘
和

は
こ
ね
せ
い
ろ
く

文
／
常
瀬
村
泰
（
農
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）　

写
真
／
青
木 

衛

箱
根
の
山
は
天
下
の
険
、
と
歌
に
も
唄
わ
れ
た

箱
根
山
麓
の
険
峻
な
地
形
は
、
実
は
東
側
の
こ
と
。

西
側
一
帯
は
、
時
に
な
だ
ら
か
に
、
時
に
急
勾
配
の

傾
斜
地
が
広
が
る
、
野
菜
産
地
で
す
。

今
回
は
、
そ
こ
に
育
つ
極
上
の
作
物
と
、

そ
れ
を
生
み
出
す
人
々
の
物
語
。

静
岡
県 

三
島
市
（
Ｊ
Ａ
三
島
函か

ん

南な
み

管
内
）

HIROKAZU M
AEJIM

A

KOHEI KAW
ASAKI

HIROTOSHI KOBAYASHI

SHOTA TAKANASHI

KAZUYA NAITO

RYUJI M
IYAZAW

A

宮
澤
竜
司

高
梨
翔
太

内
藤
和
也

小
林
宏
敏

川
崎
耕
平
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富
士
山
を
望
む
丘
陵
地
の
斜
面
に
点
在

す
る
、
小
さ
な
畑
。
四
季
に
応
じ
て
様
々

な
作
物
が
植
え
替
わ
る
そ
の
美
し
い
景
観

は
、
大
地
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
縫
い
上
げ
た

パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
で
す
。

 

「
箱
根
山
の
西
麓
に
広
が
る
農
業
地
帯

は
、
海
抜
１
０
０
～
５
０
０
ｍ
の
標
高
差

が
あ
る
斜
面
で
す
。
こ
の
地
形
と
気
候
、

そ
し
て
き
れ
い
な
水
が
、
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ

美
味
し
い
野
菜
を
育
て
る
ん
で
す
よ
」

　

熱
っ
ぽ
く
そ
う
語
る
の
は
、
Ｊ
Ａ
三
島

函
南
販
売
課
の
外と

の

岡お
か

賢ま
さ

大ひ
ろ

さ
ん
。
こ
の
地

域
の
畑
は
富
士
山
の
火
山
灰
土
と
関
東

ロ
ー
ム
層
の
赤
土
か
ら
な
り
、
10
度
前
後

の
傾
斜
地
が
多
い
そ
う
で
す
。

 

「
平
坦
地
の
畑
で
は
雨
が
降
る
と
水
が
た

ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
こ
こ
は
斜
面
な

の
で
、
水
は
け
が
い
い
ん
で
す
」

　

な
る
ほ
ど
。
で
も
、
土
の
養
分
が
水
と

一
緒
に
流
れ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
も
あ
る
の

で
は
？

 

「
そ
こ
が
不
思
議
な
ん
で
す
が
、
箱
根
西

麓
の
土
壌
は
、
栄
養
分
を
保
持
す
る
力
が

す
ご
く
あ
る
ん
で
す
。
水
は
け
が
良
く
て

保
肥
力
も
高
い
と
い
う
、
相
反
す
る
特
徴

を
も
つ
土
壌
な
ん
で
す
よ
」

　

そ
う
説
明
す
る
外
岡
さ
ん
で
す
が
、
自

身
は
農
業
と
無
縁
の
環
境
で
生
ま
れ
育

ち
、
Ｊ
Ａ
に
就
職
す
る
ま
で
は
「
野
菜
も

ほ
と
ん
ど
食
べ
な
か
っ
た
」
の
だ
と
か
。

そ
れ
が
今
や
大
の
野
菜
好
き
、
地
元
野
菜

の
熱
烈
な
フ
ァ
ン
と
し
て
、
１
年
３
６
５

日
、
昼
夜
を
問
わ
ず
Ｐ
Ｒ
と
販
売
促
進
に

奔
走
す
る
毎
日
で
す
。

　

こ
の
地
の
野
菜
を
特
別
な
も
の
に
し
て

い
る
の
は
、
土
壌
だ
け
で
な
く
気
候
も
大

き
く
関
係
し
ま
す
。
小
松
菜
や
ほ
う
れ
ん

草
を
栽
培
す
る
前
島
弘
和
さ
ん（
34
）に
よ

る
と
、

「
静
岡
は
温
暖
な
気
候
で
知
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
は
標
高
が
高
い
の
で
昼
夜
の

気
温
差
が
大
き
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
野

菜
に
甘
さ
と
う
ま
み
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
ん
で
す
」

　

そ
の
特
質
は
、
味
だ
け
で
な
く
美
し
さ

に
も
。
ニ
ン
ジ
ン
や
馬ば

鈴れ
い

薯し
ょ

を
栽
培
す
る

宮
澤
竜
司
さ
ん（
32
）は
、
次
の
よ
う
に
説

明
し
ま
す
。

 

「
粒
子
の
細
か
い
火
山
灰
土
で
、
小
石
な

ど
の
障
害
物
も
少
な
い
の
で
、
ニ
ン
ジ
ン

な
ん
か
土
中
深
く
ま
っ
す
ぐ
伸
び
て
い
く

ん
で
す
よ
。
特
産
の
馬
鈴
薯
は
肌
つ
や
も

す
ご
く
き
れ
い
で
、
他
産
地
の
人
が
び
っ

く
り
す
る
く
ら
い
」

　

風
土
が
育
む
極
上
の
野
菜
。
で
も
、
も

ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。

　

何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
そ
れ
を
作
る

「
人
」
で
す
。

 「
の
う
み
ん
ず
」
は
、前
出
の
前
島
さ
ん
・

宮
澤
さ
ん
が
所
属
す
る
生
産
者
グ
ル
ー

と
言
い
ま
す
。

 

「
三
島
が
全
国
屈
指
の
野
菜
を
作
れ
る
環

境
に
あ
る
と
知
っ
た
時
、
考
え
方
が
ガ

ラ
ッ
と
変
わ
り
ま
し
た
」（
宮
澤
さ
ん
）

　

標
高
や
日
当
た
り
が
異
な
る
場
所
に
い

く
つ
も
の
畑
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

環
境
に
合
っ
た
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
豊
か
な

野
菜
を
作
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
標
高
が
高

い
畑
は
、
他
と
比
べ
て
気
温
差
が
５
度
以

上
に
な
る
こ
と
も
。
こ
の
地
形
と
気
候
な

ら
で
は
の
野
菜
の
生
産
力
。
そ
れ
を
知
る

こ
と
は
宮
澤
さ
ん
に
と
っ
て
、
生
ま
れ

育
っ
た
ふ
る
さ
と
の
力
を
再
認
識
す
る
こ

と
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ロ
ン
毛
が
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
の
高
梨
翔

太
さ
ん（
30
）も
、
自
動
車
整
備
士
と
い
う

異
業
種
を
経
て
就
農
し
た
一
人
。

 

「
ま
あ
、
30
歳
に
な
っ
た
ら
継
ぐ
つ
も
り

だ
っ
た
か
ら
…
…
長
男
な
ん
で
」

　

口
数
少
な
く
そ
う
話
す
の
は
、
メ
ン

バ
ー
の
中
で
も
い
っ
と
う
シ
ャ
イ
な
性
格

の
表
れ
。
就
農
し
た
の
は
24
歳
の
時
。
予

　

箱
根
山
の
西
側
に
位
置
す
る
三
島
市
内
の

畑
で
栽
培
さ
れ
る
野
菜
を
ブ
ラ
ン
ド
化
し
た

も
の
。
日
当
た
り
の
よ
い
南
向
き
の
斜
面

で
、
排
水
性
と
保
肥
力
に
優
れ
た
ミ
ネ
ラ
ル

分
豊
か
な
土
壌
と
、
標
高
50
ｍ
以
上
の
澄
ん

だ
冷
涼
な
気
候
、
富
士
と
箱
根
の
伏
流
水
か

ら
な
る
き
れ
い
な
水
に
よ
っ
て
、
古
く
か
ら

高
品
質
な
作
物
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
品
目
は
、
三
島
馬
鈴
薯
、
三
島
甘か
ん

藷し
ょ

、
三
島
大
根
、
三

島
人
参
な
ど
を
始
め
、

キ
ャ
ベ
ツ
、
レ
タ
ス
、

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
、
セ

ル
リ
ー
、
白
菜
、
里

芋
、
ト
マ
ト
な
ど
多

数
。「
み
し
ま
コ
ロ
ッ

ケ
」
や
「
み
し
ま
甘

藷
ス
イ
ー
ツ
」と
い
っ

た
、
ご
当
地
グ
ル
メ

に
も
広
が
り
を
見
せ

て
い
ま
す
。

箱
根
西
麓

三
島
野
菜

よ
い
土
、

よ
い
人
、

よ
い
野
菜

プ
。
28
歳
か
ら
34
歳
ま
で
の
個
性
豊
か
な

６
人
の
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
り
、
２
０
１
５

年
に
結
成
し
ま
し
た
。

 

「
世
代
が
近
く
て
、
就
農
し
た
時
期
も
ほ

と
ん
ど
同
じ
な
の
で
、
同
期
生
み
た
い
な

感
覚
」と
話
す
リ
ー
ダ
ー
の
前
島
さ
ん
は
、

東
京
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
出
版
社
に
勤

務
し
、
広
告
営
業
の
仕
事
を
し
て
い
た
と

い
う
経
歴
の
持
ち
主
。

 

「
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
だ
っ
た
け
ど
、

自
分
の
力
で
、
自
分
の
足
で
立
ち
た
か
っ

た
か
ら
、農
業
を
継
ご
う
と
決
め
ま
し
た
」

　

一
方
、
前
出
の
宮
澤
さ
ん
は
、「
農
業

な
ん
か
絶
対
に
や
り
た
く
な
か
っ
た
」
と

笑
い
ま
す
。

 

「
小
さ
い
頃
か
ら
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
か

ら
ね
。
汚
い
、
泥
臭
い
、
格
好
悪
い
…
…
。

ス
ー
ツ
着
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
り
た
い
っ

て
思
っ
て
ま
し
た
よ
（
笑
）」

　

転
機
は
、
オ
ー
ト
バ
イ
の
販
売
店
に
勤

務
し
て
い
た
時
。
事
故
で
大
き
な
怪
我
を

し
、
実
家
で
１
年
間
に
及
ぶ
リ
ハ
ビ
リ
生

活
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。そ
の
時
に
、

農
業
の
面
白
さ
、
や
り
が
い
に
目
覚
め
た

定
よ
り
６
年
も
早

ま
っ
た
の
は
、
気

の
合
う
仲
間
た
ち

と
出
会
え
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
高
梨
家
の
経
営
は
、
篤と

く

農の
う

家か

と
し

て
地
域
の
信
望
を
集
め
て
い
た
父
か
ら
、

す
で
に
翔
太
さ
ん
へ
と
委
譲
さ
れ
て
お

り
、
一
家
の
大
黒
柱
と
し
て
家
業
を
切
り

盛
り
し
て
い
ま
す
。

　

同
い
年
の
川
崎
耕
平
さ
ん（
30
）は
、
農

業
高
校
を
卒
業
後
、
大
学
の
園
芸
科
で
学

び
、
就
農
し
ま
し
た
。
父
は
会
社
勤
め
を

し
て
お
り
、
祖
父
母
が
営
ん
で
き
た
農
業

を
、
隔
世
で
継
い
だ
形
で
す
。

 

「
祖
父
は
７
人
兄
弟
な
ん
で
す
が
、
ひ
い

じ
い
さ
ん
が
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
か
ら
、

親
代
わ
り
と
し
て
、
農
業
一
筋
で
兄
弟
を

育
て
上
げ
た
そ
う
で
す
」

　

小
さ
い
頃
か
ら
そ
ん
な
祖
父
の
生
き

様
を
見
聞
き
し
て
き
た
た
め
、
そ
の
血
脈

を
継
ぐ
こ
と
に
疑
問
は
一
切
な
か
っ
た
、

と
言
い
ま
す
。

　

内
藤
和
也
さ
ん（
29
）が
栽
培
し
て
い

る
の
は
「
春
の
七
草
」。
セ
リ
、
ナ
ズ
ナ
、

ゴ
ギ
ョ
ウ
、
ハ
コ

ベ
ラ
、
ホ
ト
ケ
ノ

ザ
、
ス
ズ
ナ
、
ス

ズ
シ
ロ
の
７
品
目

を
、
年
末
年
始
の

ニ
ュ
ー
エ
イ
ジ
・
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
！

甘みがギュギュッと詰まってます

はじめました！

のうみんずサイコー！

もぎたてのトマトはいかが？稼げる農業めざします！

私ごとですが

パパになりました（笑）

HIROKAZU MAEJIMA

RYU
JI M

IYA
ZAW

A

M
ASAH

IRO
 TO

N
O

O
KA

KA
ZU

YA N
AITO

KOHEI K
AWASAKI

H
IRO

TO
SH

I KO
BAYASH

I

SHOTA TAKANASHI
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イ
ケ
メ
ン
農
業
者
ポ
ス
タ
ー
に
、
Ｊ
Ａ
三

島
函
南
代
表
と
し
て
選
出
さ
れ
た
こ
と

も
。
残
念
な
が
ら
セ
ン
タ
ー
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
は
次
点
で
逃
し
ま
し
た
が
、三
島
に「
の

う
み
ん
ず
」
あ
り
！　
を
県
内
外
に
広
く

知
ら
し
め
ま
し
た
。

　

ち
な
み
に
、「
の
う
み
ん
ず
」
と
い
う

グ
ル
ー
プ
名
は
、
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や

す
い
も
の
を
、
と
の
理
由
か
ら
。
ミ
ニ
白

「全国に発信できる野菜を作りたい」と宮澤さん

「消費者の声に耳を傾け、経営
に生かしたい」と語る小林さ
ん（左）は、気概に満ちた若き
経営者

内藤さんの目標は農業所得を上げること

農業大ベテランの祖父母の技
を受け継ぎ、さらに進化させて
いきたいと語る川崎さん（中央）

「尊敬する両親をいつか越えたい」と高梨さん（左）のうみんずのリーダーの前島さん（右）と JA の外岡さん

グルッペ
静岡県三島市本町 2-27
TEL055-973-1153

短
期
間
に
集
中
し
て
出
荷

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

難
し
い
作
目
で
、「
と
に
か

く
人
集
め
が
大
変
！
」。
毎

年
１
０
０
人
以
上
の
ア
ル
バ
イ
ト
や
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
を
雇
用
し
て
や
り
く
り
し
て

い
る
そ
う
で
す
。「
農
業
は
や
り
よ
う
に

よ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
可
能
性
が
あ
る
と

思
う
」
と
語
る
そ
の
横
顔
は
、
未
来
を
見

据
え
た
若
き
経
営
者
そ
の
も
の
で
す
。

　

メ
ン
バ
ー
最
年
少
の
小
林
宏
敏
さ
ん

（
28
）も
、
友
人
ら
を
雇
用
し
な
が
ら
家
業

の
ミ
ニ
ト
マ
ト
栽
培
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
新
た
な
作
目
と
し
て
地
域
で
は
珍
し

い
梨
の
生
産
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
な

ど
、
早
く
も
独
自
の
経
営
手
腕
を
発
揮
し

て
い
ま
す
。

 

「
農
業
は
ち
ゃ
ん
と
も
う
か
る
仕
事
だ

し
、
格
好
い
い
仕
事
な
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
、
自
分
な
り
に
表
現
し
て
い
き
た
い
」

と
語
る
小
林
さ
ん
。
実
は
Ｊ
Ａ
静
岡
青
壮

年
連
盟
が
創
立
65
周
年
記
念
で
作
成
し
た

関東・関西地方の中間地域に属
し、東西文化の交流地点ともい
われる静岡県の中で、東部に位
置する三島市は、生活圏として
は関東に含まれるが、野菜の出
荷などは市況によって東西いず
れも選ぶことができる、いわゆ
る「地理的優位性」のメリットを持つ産地。
市では「３つの三島づくり」と称して、「美
しいみ（美）しま」「魅力あるみ（魅）しま」

「味わいあるみ（味）しま」づくりを推進し
ており、箱根西麓三島野菜は「味わいあ
るみしま」の中核を担う存在。

三島市

例
え
ば
馬
鈴
薯
な
ど
典
型
で
す
が
、
て
い

ね
い
な
手
掘
り
だ
か
ら
こ
そ
傷
の
少
な
い

美
し
い
状
態
で
出
荷
で
き
る
の
で
す
。
た

だ
、
短
期
間
に
集
中
し
て
収
穫
作
業
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、「『
快か

い

汗か
ん

！ 

猫
の
手
援
農
隊
』
の
よ
う
な
助
っ
人
は
大

い
に
助
か
り
ま
す
！
」（
外
岡
さ
ん
）。

　

ま
た
、
小
規
模
の
畑
が
飛
び
地
で
点
在

す
る
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
状
の
景
観
は
、
見
方

を
変
え
れ
ば
農
地
が
集
約
さ
れ
て
い
な
い

非
効
率
さ
の
表
れ
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
一

つ
の
作
物
に
偏
ら
ず
、
標
高
差
を
利
用
し

て
様
々
な
野
菜
に
挑
戦
で
き
る
」（
宮
澤

さ
ん
）
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
、「
三

島
の
野
菜
は
地
元
消
費
が
多
い
」（
外
岡

さ
ん
）
と
い
う
特
徴
。
従
来
の
発
想
で
は

デ
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
産
地
の
条
件
が
、
こ

菜
や
ロ
メ
イ
ン
レ
タ
ス
と
い
っ
た
新
し
い

作
目
に
も
、
メ
ン
バ
ー
全
員
で
挑
戦
し
て

い
ま
す
。

 

「
ス
ー
パ
ー
な
ど
に
販
促
に
出
向
く
と
、

お
客
さ
ん
に
農
家
だ
と
思
っ
て
も
ら
え
な

い
ん
で
す
よ
ね
」
と
、
リ
ー
ダ
ー
の
前
島

さ
ん
は
苦
笑
し
ま
す
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は

良
い
こ
と
か
も
。
消
費
者
が
イ
メ
ー
ジ
す

る
既
存
の
「
農
家
」と
い
う
固
定
観
念
を
、

彼
ら
は
や
す
や
す
と
超
え
る
ニ
ュ
ー
エ
イ

ジ
・
フ
ァ
ー
マ
ー
な
の
で
す
か
ら
。

　

一
方
で
、農
業
生
産
地
と
し
て
見
る
と
、

実
は
こ
の
地
は
き
わ
め
て
不
利
な
条
件
下 

に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
例
え
ば
傾
斜
地
。

　三島市本町にカフェスペースを備えた
店舗を構える「グルッペ」は、地元企業
の石渡食品が経営する、地場産食材に
こだわったパン店。三島馬鈴薯を使った
ご当地グルメ・みしまコロッケを、三島
産のごはん入りパンで挟んだ「みしまコ
ロッケぱん」は、第 3 回日本全国ご当地
パン祭りでグランプリを獲得。翌年の第
4 回では、三島人参をペーストにしてパ
ン生地に練り込んだ「みしまフルーティキ
ャロット」で連続優勝を果たしました。

「三島の野菜は本当においしいので、そ
れを最大限生かせる地産地消のパン作り
に励んでいきます」と、石渡麗子常務取
締役は意気込みを語ります。

こ
で
は
「
地
産
地
消
」「
少
量
多
品
目
」

と
い
う
メ
リ
ッ
ト
に
転
換
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

そ
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
逆
転
の
発
想
の
原

動
力
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
や
り
が
い
？　

う
ー
ん
、
仲
間
と
飲
ん

だ
り
遊
び
に
行
っ
た
り
す
る
こ
と
か
な
」

（
高
梨
さ
ん
）、「
ぶ
っ
ち
ゃ
け
ラ
ク
し
て

稼
ぎ
た
い
（
笑
）。
で
も
こ
れ
悪
い
意
味

じ
ゃ
な
く
て
、
収
益
率
を
上
げ
た
い
っ
て

こ
と
で
す
か
ら
！
」（
内
藤
さ
ん
）、「
農

業
所
得
で
い
つ
か
ラ
ン
ボ
ル
ギ
ー
ニ
を
買

い
た
い
っ
す
ね
」（
小
林
さ
ん
）

　

―
―
な
る
ほ
ど
、
義
務
感
や
使
命
感
で

は
な
く
、
楽
し
み
な
が
ら
農
業
と
向
き
合

う
彼
ら
の
姿
に
、
答
え
は
自
ず
と
見
え
て

く
る
よ
う
で
す
。

 「
夢
で
す
か
？　

う
ー
ん
…
…
」

　

川
崎
さ
ん
に
質
問
す
る
と
、
し
ば
し
考

え
た
あ
と
、
こ
ん
な
答
え
が
返
っ
て
き
ま

し
た
。「
や
っ
ぱ
、
こ
の
産
地
を
日
本
一

に
し
た
い
っ
て
こ
と
か
な
」

　

前
島
さ
ん
も
言
い
ま
す
、「
こ
こ
の
野

菜
を
日
本
で
一
番
稼
げ
る
ブ
ラ
ン
ド
に
し

た
い
」
と
。

　

宮
澤
さ
ん
は
、「
ぜ
ひ
三
島
に
来
て
野

菜
を
食
べ
て
ほ
し
い
！
」
と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

 

「
オ
レ
た
ち
が
自
信
を
持
っ
て
作
る
こ
の

野
菜
を
―
―
」

　

そ
の
名
は
、「
箱
根
西
麓
三
島
野
菜
」

と
い
い
ま
す
。

ご当地パン祭り
連続制覇の
野菜力

こ
れ
は
水
は
け
が
よ
い
反
面
、
大
型
機
械

を
導
入
で
き
な
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト

に
。
だ
か
ら
こ
そ
、
昔
な
が
ら
の
手
作
業

に
頼
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

 

「
で
も
、
そ
れ
が
逆
に
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ

る
ん
で
す
」
と
は
、
Ｊ
Ａ
の
外
岡
さ
ん
。

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
シ
ン
キ
ン
グ
！

愛知県

長野県

静岡県

山梨県
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３００島で作る
の
野
菜

文／鈴木智也　写真／ Kay N

能登半島の東岸に位置する能登島で、
夫婦で農園を営む高博子さん。2000 年に脱サラ・移住して
農業の世界に飛び込みました。ゼロからスタートし、
今では東京ドーム 4 個分の広大な土地で多彩な野菜を
育てる注目のニューファーマーです。

いつも二人三脚で歩んでき
た高さん夫妻。研究者肌の
利充さんが土作りを支える

粘り気が強い赤土で育った
大根「能登むすめ」。能登島
の土は、粒子の間に水や養
分をたっぷりと蓄える

穏やかな海に囲まれた能登
島。なだらかな丘陵地が広
がり、畑作が盛んに行われ
ている。高さんはこの地で
こだわりの有機野菜を作る

 

「
収
穫
す
る
と
き
、
つ
い
つ
い
出
荷
先
の
シ
ェ
フ

の
顔
を
思
い
浮
か
べ
ち
ゃ
う
ん
で
す
」

　
土
か
ら
掘
り
出
し
た
野
菜
を
わ
が
子
の
よ
う
に

抱
え
、
白
い
歯
が
こ
ぼ
れ
る
高
博
子
さ
ん（
47
）。

20 

ha
の
畑
で
は
、
美
し
い
赤
紫
色
の
大
根
「
能
登

む
す
め
」
や
西
洋
野
菜
な
ど
３
０
０
種
類
を
超
え

る
野
菜
を
作
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
ハ
ウ
ス
で

は
数
十
種
類
の
ハ
ー
ブ
も
。
ミ
ネ
ラ
ル
た
っ
ぷ
り

の
赤
土
で
育
て
た
、
色
と
り
ど
り
で
お
い
し
い
野

菜
が
反
響
を
呼
び
、
出
荷
先
は
首
都
圏
や
地
元
の

レ
ス
ト
ラ
ン
を
中
心
に
１
０
０
店
舗
以
上
を
数

え
、
全
国
の
シ
ェ
フ
を
魅
了
し
て
い
ま
す
。

 「
で
も
、経
営
が
軌
道
に
の
っ
た
の
は
ご
く
最
近
。

10
年
以
上
は
か
か
っ
た
か
な
」

　
も
と
も
と
は
福
岡
県
で
広
告
営
業
を
し
て
い

た
高
さ
ん
。
あ
る
日
、
夫
の
利
充
さ
ん（
45
）か
ら

「
脱
サ
ラ
し
て
農
業
を
し
た
い
」
と
相
談
を
受
け

ま
し
た
。

 

「
そ
の
時
、
直
感
で
『
や
る
べ
き
だ
』
っ
て
感

じ
た
ん
で
す
よ
ね
。
昔
か
ら
そ
う
な
ん
で
す
が
、

決
め
た
ら
即
実
行
で
す
（
笑
）」

　
島
に
来
た
き
っ
か
け
は
農
業
体
験
で
し
た
。

「
た
ま
た
ま
能
登
島
で
自
然
農
法
を
し
て
い
た
知

人
が
い
て
、
野
菜
の
収
穫
体
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ

た
ん
で
す
。
島
で
過
ご
し
て
、『
こ
ん
な
人
生
も

す
て
き
か
な
』
っ
て
移
住
を
決
め
ま
し
た
」

　
は
じ
め
は
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
５
品
目
ほ
ど
の
野

菜
を
作
っ
て
い
た
高
さ
ん
。
栽
培
に
も
販
売
に
も

ノ
ウ
ハ
ウ
が
な
く
、
出
荷
基
準
に
満
た
な
い
野
菜

を
廃
棄
す
る
こ
と
が
続
い
た
そ
う
。

 

「
貯
金
を
切
り
崩
し
な
が
ら
の
生
活
は
厳
し
か
っ

た
け
ど
、
野
菜
作
り
は
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。
農

業
を
続
け
た
か
っ
た
か
ら
、
農
作
業
と
並
行
し
て

ア
ル
バ
イ
ト
に
も
励
み
ま
し
た
」

　
そ
ん
な
日
々
に
転
機
が
訪
れ
た
の
は
、
２
０
０
６

年
に
参
加
し
た
食
育
イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。

 

「
出
会
っ
た
シ
ェ
フ
か
ら
『
ふ
つ
う
の
野
菜
し
か

な
い
の
？
』っ
て
言
わ
れ
た
ん
で
す
。そ
れ
で
色
々

と
話
を
聞
い
た
ら
、
珍
し
い
西
洋
野
菜
や
そ
の
土

地
な
ら
で
は
の
野
菜
に
ニ
ー
ズ
が
あ
る
っ
て
わ

か
っ
た
ん
で
す
。
一
気
に
視
野
が
広
が
っ
た
瞬

間
で
し
た
ね
」

　
こ
の
体
験
を
機
に
高
さ
ん
は
多
品
目
の
野
菜

作
り
に
挑
戦
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

「
大
切
な
の
は
『
シ
ェ
フ
と
の
対
話
』。
そ
れ
か

ら
は
料
理
人
に
畑
を
見
学
し
て
も
ら
っ
た
り
、

出
荷
先
の
レ
ス
ト
ラ
ン
を
訪
ね
て
野
菜
が
ど
う

や
っ
て
使
わ
れ
る
か
確
か
め
た
り
…
…
。
そ
れ

を
ま
た
野
菜
作
り
に
反
映
さ
せ
て
い
ま
す
」

　
さ
ら
に
最
近
は
〝
提
案
型
農
業
〟
も
展
開
中
。

 

「
新
し
い
野
菜
を
育
て
た
ら
、
ど
ん
ど
ん
サ
ン
プ

ル
を
送
り
つ
け
ち
ゃ
い
ま
す
（
笑
）」

　
今
で
は
年
間
３
０
０
人
ほ
ど
の
料
理
関
係
者

が
、高
さ
ん
の
畑
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 「
畑
を
見
て
、『
料
理
の
ア
イ
デ
ア
が
浮
か
ぶ
』
っ

て
言
わ
れ
る
の
が
嬉
し
い
で
す
。
目
標
で
す
か
？
　

い
ろ
ん
な
野
菜
が
あ
っ
て
気
軽
に
話
が
弾
む

〝
八
百
屋
さ
ん
〟
み
た
い
な
農
家
で
す
ね
」

高博子 さん

あぐりなでしこ

TEL: 0767-58-3001 
FAX: 0767-58-3003
HP: http://villadellapace-nanao.com

石
川
県
七
尾
市

たか ひろこ

ヴ
ィ
ラ
・
デ
ラ
・
パ
ー
チ
ェ

高さんの野菜を使う
ヴィラ・デラ・パーチェ
のシェフ・平田さん

ような農家をめざし

八
百
屋
さ
ん 

の
NOTO高農園の出荷先レストラン
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四
季
折
々
の

風
情
を
い
た
だ
く

な

ど
う

ふ

菜
豆
腐

ふ
る
さ
と

食
紀
行

取
材
・
文
　
山
本
ゆ
り
こ
（
菓
子
・
料
理
研
究
家
）

日
本
三
大
秘
境
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら

れ
る
宮
崎
県
椎し
い

葉ば

村
。
今
も
な
お
、
日

本
古
来
の
文
化
や
伝
統
が
色
濃
く
残

る
こ
の
地
に
、「
花
と
野
菜
の
宝
石
箱
」

と
た
と
え
た
く
な
る
豆
腐
が
あ
る
と

聞
き
つ
け
、
村
の
豆
腐
店
を
訪
れ
た
。

宮
崎
県
椎
葉
村　

尾お

前ま
え

豆
腐
店

森を焼き、その灰を養分
にして農作物を育てる焼
畑農業。無農薬・無肥料
でヒエやソバが作られる

地域に伝わる椎葉神楽。
毎年冬、村内各集落の
神社で夜を徹して舞が奉
納される

蒸し上げた大豆を圧搾し
て豆乳を作り、そこにニ
ガリをうつ。適度にとろ
みが出た頃合いを見て、
酢水で洗った色とりどり
の野菜や花を混ぜ込んで
いく

（右）豆 腐に菜の花や藤
の花をちりばめる義弘さ
ん。「簡単そうに見えてコ
ツがいるんだ」と笑顔を
見せる　（下）清らか な
湧き水を使って、あら熱
をとり豆腐を引き締める

豊富に湧き出る山の水を
使い、夫婦で豆腐作りを
する。菜豆腐に用いる菜
の花や野菜は自家栽培し、
大豆は契約栽培の国産大
豆を使っている。

菜豆腐（1丁約1kg）：450円
☎・FAX: 0982-67-5316

尾
前
豆
腐
店

の
せ
せ
ら
ぎ
を
聞
き
な
が
ら
、
山
道

の
カ
ー
ブ
を
何
度
も
折
り
返
し
、
村

の
中
心
部
、
上か

み

椎し
い

葉ば

に
到
着
。
椎
葉
村
は
東

京
23
区
に
匹
敵
す
る
広
大
な
面
積
を
有
す
る

も
、そ
の
96
％
は
森
林
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

平
家
の
落お

ち
ゅ
う
ど人

が
隠
れ
住
ん
だ
と
い
う
伝
説
が

残
る
こ
の
村
に
は
、
民
俗
芸
能
・
椎
葉
神
楽

を
は
じ
め
、
古

い
に
し
えの

習
俗
が
伝
わ
り
「
民
俗
学

の
聖
地
」
と
も
謳
わ
れ
る
と
か
。
こ
の
地
の

険
し
さ
が
、
そ
う
し
た
文
化
・
風
習
を
守
っ

て
き
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
た
。

　
上
椎
葉
か
ら
さ
ら
に
車
で
１
時
間
、
標
高

６
０
０
m
、
椎
葉
村
の
奥
座
敷
と
も
呼
ば
れ

る
尾
前
地
区
に
そ
の
豆
腐
店
は
あ
る
。
道
す

が
ら
、
深
い
緑
に
包
ま
れ
た
山
々
、
斜
面
に

連
な
る
美
し
い
棚
田
や
、
寄
り
添
う
よ
う
に

集
ま
る
民
家
と
い
っ
た
山

里
の
風
景
が
目
を
楽
し
ま

せ
て
く
れ
た
。

　
谷
あ
い
の
里
が
ま
だ
朝
も
や
に
包
ま
れ
て

い
る
頃
、
工
房
で
は
、
尾
前
義
弘
さ
ん
・
チ

エ
カ
さ
ん
夫
妻
が
菜
豆
腐
作
り
に
と
り
か
か 

っ
て
い
た
。
菜
豆
腐
は
、
豆
腐
を
作
る
工
程

で
、
こ
の
地
に
古
く
か
ら
自
生
す
る
平
家
か

ぶ
の
葉
を
た
っ
ぷ
り
と
刻
ん
で
加
え
る
。
こ

の
村
の
郷
土
料
理
で
あ
る
が
、
そ
の
発
祥
は

定
か
で
は
な
い
。

は
大
豆
で
味
噌
や
醤
油
を
つ
く
ら

な
い
か
ん
か
っ
た
か
ら
、
大
豆
だ

け
で
豆
腐
を
作
る
こ
と
が
贅
沢
や
っ
た
よ
う

で
す
」
と
語
る
、
義
弘
さ
ん
。
　

　
菜
豆
腐
は
、
か
さ
増
し
の
た
め
に
平
家
か

ぶ
の
葉
を
加
え
る
と
い
う
、
先
人
の
知
恵
か

ら
生
ま
れ
た
産
物
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
大

豆
も
そ
の
昔
は
、
椎
葉
村
に
今
も
受
け
継
が

れ
て
い
る
伝
統
農
法
「
焼
畑
」
で
作
ら
れ
た

も
の
を
使
う
の
が
通
例
だ
っ
た
と
か
。

　
こ
の
昔
な
が
ら
の
素
朴
な
菜
豆
腐
に
、
季

節
を
感
じ
る
花
々
や
色
が
映
え
る
野
菜
を
あ

し
ら
い
、
見
た
目
に
も
美
し
い
菜
豆
腐
と
し

て
仕
立
て
た
の
は
、
尾
前
さ
ん
夫
妻
だ
。

 

「
祝
い
事
や
神
楽
が
あ
る
時
に
は
決
ま
っ
て

菜
豆
腐
が
食
卓
に
並
び
ま
す
。
ハ
レ
の
日
の

も
の
だ
か
ら
も
っ
と
華
や
か
に
飾
り
た
い
と

思
っ
て
、
椎
葉
に
咲
く
花
を
あ
し
ら
う
よ
う

に
し
た
ん
で
す
」
と
チ
エ
カ
さ
ん
。

　
尾
前
豆
腐
店
の
菜
豆
腐
に
は
、
平
家
か
ぶ

の
葉
の
他
に
、
細
く
切
っ
た
オ
レ
ン
ジ
色
と

黄
色
の
人
参
、
紅
く
る
り
と
い
う
ワ
イ
ン
色

が
か
っ
た
大
根
を
加
え
る
。
春
に
は
、
一
面

に
咲
き
乱
れ
る
愛
ら
し
い
平
家
か
ぶ
の
黄
色

い
花
を
、
初
夏
、
薄
紫
色
の
藤
の
花
が
山
を

覆
う
頃
に
は
そ
の
花
を
添
え
る
。
そ
し
て
、

10
月
の
終
わ
り
頃
か
ら
は
、
柚
子
の
皮
を

…
…
。
藤
と
柚
子
の
間
の
時
期
は
、
色
鮮
や

か
な
パ
プ
リ
カ
が
使
わ
れ
る
。

 

「
白
い
豆
腐
と
は
、
口
当
た
り
が
違
う
で
し 

ょ
う
」
と
、
笑
み
を
こ
ぼ
す
チ
エ
カ
さ
ん
。
　

　
確
か
に
、
豆
腐
の
中
に
、
生
の
花
や
野
菜

の
食
感
が
し
っ
か
り
残
っ
て
い
る
。
そ
の
野

性
的
な
香
り
と
共
に
、
サ
ラ
ダ
を
一
緒
に
含

ん
だ
よ
う
な
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
感
と
豆
腐
の
ほ

ろ
ほ
ろ
と
し
た
食
感
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、

実
に
心
地
よ
い
。
豆
腐
に
椎
葉
の
四
季
を
封

じ
込
め
た
た
た
ず
ま
い
は
、
ま
さ
に
「
花
と

野
菜
の
宝
石
箱
」。
目
と
舌
、
い
や
五
感
の

全
て
が
喜
ぶ
、
極
上
の
豆
腐
で
は
な
い
か
。

川

「
昔
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イ
ラ
ス
ト
／
内
田
有
美

　
味あ

じ
へ
い平

か
ぼ
ち
ゃ
や
ブ
ロ
ッ
コ

リ
ー
な
ど
、
地
元
特
産
の
加か

賀が

九く

谷た
に

野
菜
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
ご

当
地
ス
イ
ー
ツ
・
加
賀
パ
フ
ェ
。

そ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
〝
加
賀
市
の

お
も
て
な
し
喫
茶
メ
ニ
ュ
ー
〟。
全

国
有
数
の
温
泉
地
・
加
賀
市
を
訪

れ
る
観
光
客
を
、
お
や
つ
で
お
迎

え
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
市

内
の
飲
食
店
や
加
賀
市
、
Ｊ
Ａ
加

賀
な
ど
が
力
を
合
わ
せ
て
商
品
開

発
し
ま
し
た
。

「
加
賀
九
谷
野
菜
を
使
う
」「
郷
土

　
瀬
戸
内
の
特
産
品
マ
ス
カ
ッ
ト
・

オ
ブ
・
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
。「
ブ

ド
ウ
の
女
王
」
と
も
呼
ば
れ
る
そ

の
大
粒
果
実
を
、
や
わ
ら
か
い
求
ぎ
ゅ
う

肥ひ

で
一
つ
一
つ
丁
寧
に
包
ん
だ
銘

菓
で
す
。
ほ
ど
よ
く
酸
味
が
残
る

　
創
業
87
年

の
老
舗
菓
子

店
が
作
る
色
彩
豊
か
な
ゆ
べ
し
。

も
っ
ち
り
し
た
生
地
の
中
か
ら
は
、

岩
手
県
産
の
野
菜
や
果
実
の
ピ
ュ

ー
レ
が
あ
ふ
れ
出
し
ま
す
。
生
地

に
使
う
米
は
、
地
元
の
エ
コ
フ
ァ

　
小
松
菜
の
ピ
ュ
ー
レ
を
練
り
込

ん
だ
薄
緑
色
の
ス
ポ
ン
ジ
と
、
真 

っ
赤
な
プ
チ
ト
マ
ト
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
が
か
わ
い
ら
し
い
シ
ョ
ー
ト

ケ
ー
キ
。
Ｊ
Ａ
仙
台
が
運
営
す
る
、

地
元
産
の
野
菜
と
果
物
に
こ
だ

わ
っ
た
菓
子
工
房
「
Ｔ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｂ

Ａ
Ｔ
Ａ
」
の
看
板
商
品
で
す
。
野

菜
や
果
実
が
持
つ
優
し
い
甘
み
を

生
か
し
た
味
わ
い
が
特
徴
で
、
女

性
客
を
中
心
に
人
気
を
呼
ん
で
い

ま
す
。

加賀パフェが食べられるお店 ▶ 地元のカフェなど 6 店舗がメ
ニューにラインナップ！ それぞれ個性的な加賀パフェを楽しめます。
まちカフェ（片山津温泉）、加賀フルーツランド（橋立）、カフ
ェ・ランチ加佐ノ岬（橋立）、くいもん家ふるさと（加賀温泉
駅前）、べんがらや（山代温泉）、はづちを茶店（山代温泉）
／全店 880 円（税込）
加賀ご当地グルメ推進協議会　☎ 0761-72-7900
※イラストは「くいもん家ふるさと」の加賀パフェ

スイーツ作り体験 1,500 円（税込）から
マルサマルシェクッキングスタジオ
☎ 0553-47-4447

「古代米 & カシス」
「桑茶 & ほうれん草」
「人参 &トマト」
1 種類 6 個入り700 円（税込）
千秋堂
☎ 019-613-4070 

4 個入り
1,080 円（税込）から
※夏季限定

（5 月中旬～ 9 月上旬頃）
旬果瞬菓　共楽堂
☎ 0120-62-4097

加
賀
の
湯
の
郷
の

お
も
て
な
し

瀬
戸
内
の
女
王

珠
玉
の
ひ
と
粒果

実
王
国
・
山
梨
を
堪
能

地
場
食
材
で
彩
ら
れ
た

み
ち
の
く
郷
土
菓
子

仙
台
産
の
野
菜
の
甘
み

旬
の
野
菜
や
果
実
が
持
つ
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
甘
み
や
酸
味
を
生
か

し
た
ス
イ
ー
ツ
。
太
陽
と
大
地
の
恵
み
を
凝
縮
し
た
そ
の
味
わ

い
は
、
贅
沢
で
特
別
な
ひ
と
と
き
を
生
み
出
し
ま
す
。
現
地
に

行
か
な
け
れ
ば
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
、
お
取
り
寄
せ
で
き
る
も

の
な
ど
、
素
材
に
こ
だ
わ
っ
た
厳
選
ス
イ
ー
ツ
を
ご
紹
介
。

菓
子
の
『
吸す

い

坂さ
か

飴あ
め

』
を
ソ
ー

ス
に
用
い
る
」「
加か

賀が

棒ぼ
う

茶ち
ゃ

を
添
え
る
」
と
い
っ
た
、
地

元
な
ら
で
は
の
統
一
ル
ー
ル

を
作
り
、
地
域
を
あ
げ
て
ブ

ラ
ン
ド
化
。
ス
イ
ー
ツ
な
の
に

温
泉
卵
を
使
う
な
ど
、
湯
ど
こ
ろ

ら
し
い
ユ
ニ
ー
ク
な
一
面
も
あ
り
、

話
題
を
集
め
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
九
谷
焼
の
皿
、
山
中

漆
器
の
盆
と
い
っ
た
伝
統
工
芸
の

器
が
彩
り
を
添
え
、
舌
だ
け
で
な

く
目
も
楽
し
め
ま
す
。
２
０
１
６

時
期
に
収
穫
し
た
マ
ス

カ
ッ
ト
と
、
上
品
な
甘
さ
の

求
肥
が
ベ
ス
ト
マ
ッ
チ
。
一
粒
ほ

お
ば
れ
ば
、
マ
ス
カ
ッ
ト
の
豊
か

な
香
り
と
ジ
ュ
ー
シ
ー
な
果
汁
が

口
い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
ま
す
。

　
春
は
イ
チ
ゴ
、
夏
は
モ
モ
、
秋

は
カ
キ
や
ブ
ド
ウ
…
…
。
旬
の
採

れ
た
て
果
実
を
使
っ
た
フ
ル
ー
ツ

サ
ン
ド
。
果
樹
園
直
営
の
カ
フ
ェ

「
マ
ル
サ
マ
ル
シ
ェ
ク
ッ
キ
ン
グ

ス
タ
ジ
オ
」
で
は
、
農
業
体
験
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
自
分
で
収
穫

し
た
果
実
を
使
っ
た
フ
ル
ー

ツ
サ
ン
ド
作
り
に
挑
戦
で
き

ま
す
。
も
ぎ
た
て
果
実
の
フ
レ
ッ

シ
ュ
な
甘
み
と
酸
味
が
濃
厚
な
生

ク
リ
ー
ム
と
相
性
抜
群
で
す
。

ー
マ
ー
「
フ
ァ
ー
ム
菅
久
」
が
作

る
こ
だ
わ
り
の
ひ
と
め
ぼ
れ
。
生

地
や
ピ
ュ
ー
レ
に
練
り
込
む
カ
シ

ス
や
ほ
う
れ
ん
草
も
、
県
内
産
で

有
機
栽
培
な
ど
に
こ
だ
わ
っ
た
も

の
。
一
口
食
べ
れ
ば
、
ふ
く
よ
か

な
岩
手
の
恵
み
を
味
わ
え
ま
す
。

ご
当
地

美
味

だ
よ
り

お
や
つ
の
時
間

旬
を
味
わ
う

広
島
県  

◎

山
梨
県  

◎

岩
手
県  

◎

石
川
県  

◎

宮
城
県  

◎

年
に
販
売
を
ス
タ
ー
ト
し
、
累
計

１
万
食
を
超
え
る
ヒ
ッ
ト
作
に
。

加
賀
の
食
材
・
伝
統
が
詰
ま
っ
た

新
た
な
逸
品
で
す
。

430 円（税込）
メゾン・ド・ガトーＴＡＮＡＢＡＴＡ
エスパル仙台店
☎ 022-352-1281
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豊
か
な
森
に
囲
ま
れ
る
大
館
市
で
は
、
江
戸
時
代

か
ら
曲
げ
わ
っ
ぱ
作
り
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
。

一
時
期
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
に
追
い
や
ら
れ
衰

退
の
危
機
に
瀕
し
た
産
地
。
だ
が
近
年
、
シ
ン
プ

ル
で
美
し
い
曲
げ
わ
っ
ぱ
の
デ
ザ
イ
ン
が
女
性
を

中
心
に
支
持
を
得
て
、
追
い
風
が
吹
い
て
い
る
。

地
元
・
大
館
市
出
身
の
気
鋭
の
職
人
を
訪
ね
た
。

半世紀以上の職人歴を持
つ柴田慶信さんが創業。
曲げわっぱの製造・販売
のほか、国内外の展示会
などで伝統工芸の魅力を
積極的に発信している。

（上）くるいを正しながら
曲げた板を接 合していく 

（下）仲澤さんのお弁当。
器は職人の道に入り、初め
て作った曲げわっぱの弁当
箱で、14 年間使っている

1. 杉板の合わせ目を山桜
の皮で縫い留める／ 2. 山
桜の皮は乾くと収縮し、板
と板を頑丈に結びつける／
3. 乾燥室にはわっぱの弁
当箱がずらりと並ぶ／4. 師
匠の柴田さん（右）／ 5. 木
目が詰まった樹齢 150 年
程度の秋田杉を使う／ 6. 
熱湯で柔らかくした板を丸
太に巻きつけて曲げる

上から時計回りに「飯器」「バターケース」「小
判弁当箱」。無塗装の白木仕上げが特徴

電話 0186-42-6123

の
香
り
が
ご
は
ん
を
ぐ
っ
と
お
い

し
く
さ
せ
る
ん
で
す
。
わ
っ
ぱ
の
蓋

を
開
け
た
瞬
間
が
た
ま
ら
な
い
ん
で
す
よ
～
」

　
豊
か
な
木
の
香
り
と
光
に
満
ち
た
工
房
で
、

仲
澤
恵
梨
さ
ん（
34
）は
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ

た
。
キ
ャ
リ
ア
12
年
で
伝
統
工
芸
士
に
認
定

さ
れ
た
曲
げ
わ
っ
ぱ
職
人
だ
。

　
曲
げ
わ
っ
ぱ
は
、
杉
の
板
を
熱
湯
に
浸
し

て
柔
ら
か
く
し
、
自
在
に
曲
げ
て
い
く
手
仕

事
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
、
山
に
暮
ら
す
マ
タ
ギ

が
杉
の
木
を
曲
げ
、
山
桜
の
皮
で
縫
い
留
め

て
作
っ
た
弁
当
箱
だ
と
さ
れ
る
。
江
戸
時
代

に
下
級
武
士
の
内
職
と
し
て
広
ま
り
、
大
館

の
暮
ら
し
の
道
具
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。

「
子
ど
も
の
頃
か
ら
物
作
り
と
な
る
と
夢
中

に
な
っ
ち
ゃ
う
」
と
言
う
仲
澤
さ
ん
。
高
校

で
は
服
飾
と
調
理
を
学
び
、
職
業
能
力
開
発

短
期
学
校
に
入
学
し
建
築
学
を
修
め
た
。

「
衣
食
住
、
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
を
作
り

た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
ん
で
す
。
木
造

の
組
み
方
を
勉
強
し
て
い
る
時
に
、
木
の
温

か
み
が
性
に
合
う
と
感
じ
ま
し
た
」

　

身
の
大
館
市
で
両
親
と
一
緒
に
暮
ら

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
た
20
歳

の
頃
、
ふ
と
、
地
元
で
使
わ
れ
て
い
る
曲
げ

わ
っ
ぱ
の
存
在
を
見
つ
め
直
し
た
と
い
う
。

 

「
木
と
い
え
ば
、
小
さ
い
頃
か
ら
わ
っ
ぱ
の

お
盆
が
家
に
あ
っ
た
な
っ
て
。
地
元
の
杉
を

使
い
、
地
元
の
人
が
作
り
、
地
元
の
人
が
使

う
。自
分
に
ぴ
っ
た
り
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
」

　
一
念
発
起
し
、
曲
げ
わ
っ
ぱ
の
第
一
人
者
・

柴
田
慶
信
さ
ん（
76
）の
門
を
叩
い
た
仲
澤
さ
ん
。

「
勢
い
だ
け
で『
一
流
の
職
人
を
め
ざ
し
ま
す
。

目
標
は
伝
統
工
芸
士
で
す
』
っ
て
押
し
か
け

て
、
弟
子
入
り
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た（
笑
）」

　
言
葉
通
り
め
き
め
き
と
腕
を
上
げ
て
い

き
、
32
歳
で
伝
統
工
芸
士
と
な
り
、
今
で
は

後
進
の
指
導
も
行
う
ほ
ど
に
。
上
達
の
秘
訣

し
な
や
か
に
凜
と

秋
田
県
大
館
市

大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ
　
仲
澤
恵
梨

は
〝
目
標
を
周
囲
に
示
す
こ
と
〟
だ
と
い
う
。

「
内
に
秘
め
て
る
だ
け
じ
ゃ
だ
め
。
し
ゃ
べ

る
こ
と
で
『
目
標
の
た
め
に
こ
れ
を
や
ら
せ

な
き
ゃ
』っ
て
周
り
も
応
援
し
て
く
れ
る
し
、

自
分
も
や
る
気
が
湧
い
て
く
る
ん
で
す
」

　
師
匠
の
柴
田
さ
ん
は
、
そ
ん
な
仲
澤
さ
ん

を
頼
も
し
く
思
う
。

「
作
品
に
も
人
当
た
り
に
も
、
し
な
や
か
さ

の
中
に
凜
と
し
た
芯
の
強
さ
を
感
じ
る
ん
で

す
よ
。
強
い
ん
だ
け
ど
柔
ら
か
い
。
男
の
職

人
に
は
ま
ね
で
き
な
い
極
意
が
そ
こ
に
あ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」（
柴
田
さ
ん
）

「
今
の
目
標
は
新
し
い
商
品
作
り
。
ブ
レ
ス

レ
ッ
ト
の
よ
う
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
作
り
、

わ
っ
ぱ
を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
ほ
し
い
で

す
。
そ
れ
と
、
曲
面
加
工
が
難
し
い
と
さ
れ

る
お
椀
作
り
。
作
り
方
で
す
か
？ 

ま
だ
秘
密

で
す（
笑
）。
楽
し
み
に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
」

柴田慶信商店

出

16

23

45

匠を継ぐもの

「
杉
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ワカメ

  長〜い！

海の幸いっぱい！

浜ゆでワカメ

歯ごたえプリップリ!

ゆでたて !

「寝
ね

屋
や

子
こ

制度」をはじめ、昔
ながらの風習が残る答志島。
島の文化を学び、そうした風
習が育む人々の強い絆を感じ
て新鮮な海の幸を味わう 2
泊 3 日の島暮らしを企画しま
した。（全国農協観光協会　太田）

援農や田舎暮らし、食育
探訪など、企画に参加し
たみなさんの活動の様子
をリポート！

メカブの収穫をお手伝い。
心地よい春の潮風を全身
に受けながら、漁村の暮
らしを満喫したみなさん

潮風を感じながら島の入り江でハイ、チーズ！

浜ゆでしたメカブを試食。
「海の香りが口いっぱいに
広がる」「味が濃くていい
塩加減」と大好評

答志島の島暮らし体験

全国農協観光協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。全国農協観光協会の会員組織「ふるさと
倶楽部」の会員のみなさんを中心に農山漁村が持つ魅力を味わっていただいています。

春
め
く
漁
村
で

日
本
の
原
風
景
を
満
喫

　

春
が
訪
れ
、
に
わ
か
に
活
気
づ
く
島

の
漁
港
。
旬
の
ワ
カ
メ
を
浜
ゆ
で
す
る

漁
師
で
に
ぎ
わ
い
、
島
中
に
潮
の
香
り

が
広
が
り
ま
す
。
こ
こ
は
伊
勢
湾
の
入

り
口
に
位
置
す
る
答
志
島
。
島
民
の
多

く
が
漁
業
を
営
み
、
日
本
の
漁
村
の
原

風
景
が
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
島
に
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
る

風
習
が
「
寝
屋
子
制
度
」
で
す
。
15
歳

に
な
る
と
島
の
男
子
は
自
宅
以
外
の
家

に
集
ま
っ
て
雑ざ

魚こ

寝ね

を
し
、
約
10
年
間

生
活
の
一
部
を
と
も
に
す
る
と
い
う
な

ら
わ
し
で
す
。
ひ
と
つ
屋
根
の
下
で
眠

る
子
ど
も
た
ち
は
さ
な
が
ら
〝
義
兄

弟
〟。
部
屋
を
貸
す
家
主
も
、
血
が
つ

な
が
っ
た
親
の
よ
う
に
生
涯
に
わ
た
っ

て
関
係
が
続
き
ま
す
。
島
に
息
づ
く
こ

う
し
た
伝
統
が
、
人
々
の
強
い
絆
を
育

ん
で
い
る
の
で
す
。

　

今
回
の
島
暮
ら
し
体
験
は
、
島
の
自

然
の
恵
み
を
味
わ
い
、
強

い
絆
を
育
む
島
の
人
た
ち

の
生
活
に
触
れ
て
も
ら
お

う
と
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

寝
屋
子
制
度
を
学
び
、
ワ

カ
メ
の
収
穫
を
お
手
伝
い
し
、
郷
土
料

理
作
り
を
教
わ
る
な
ど
、
島
の
人
々
と

存
分
に
ふ
れ
あ
い
ま
す
。

　

３
月
中
旬
、
関
東
圏
を
中
心
に
９
人

の
参
加
者
が
集
い
ま
し
た
。
与
論
島
を

は
じ
め
、
様
々
な
島
を
訪
れ
て
い
る
頼

政
さ
ん
は
、「
島
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の

文
化
が
あ
っ
て
、
そ

れ
を
楽
し
み
に
島
暮

ら
し
や
援
農
企
画
に

参
加
し
て
い
ま
す
」

と
言
っ
て
白
い
歯
を

見
せ
ま
し
た
。

　

一
行
が
島
に
上
陸

す
る
と
、
さ
っ
そ
く

ワ
カ
メ
を
浜
ゆ
で
す

る
光
景
が
広
が
り
ま

す
。「
さ
す
が
ワ
カ

メ
の
島
ね
」
と
、
み

な
さ
ん
感
心
し
た
様

子
。
島
を
散
策
し
、

ア
ジ
の
干
物
作
り
を

体
験
し
た
後
は
、
寝
屋
子
制
度
の
お
話

を
島
の
浜
崎
さ
ん
か
ら
聞
き
ま
し
た
。

「
漁
師
の
島
だ
か
ら
、
力
を
合
わ
せ
て

漁
を
し
た
り
ワ
カ
メ
を
い
っ
せ
い
に
ゆ

で
た
り
―
―
。
寝
屋
子
が
あ
る
か
ら
で

き
る
ん
で
す
」（
浜
崎
さ
ん
）

　

今
も
受
け
継
が
れ
る
風
習
を
聞
い
て
、

「
自
然
が
厳
し
い
か
ら
こ
そ
、
助
け
合
っ

て
生
き
る
た
め
の
知
恵
な
の
で
し
ょ
う

ね
」
と
、
参
加
者
の
牛
嶋
さ
ん
は
感
心

し
た
様
子
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

２
日
目
は
、
漁
港
で
メ
カ
ブ
の
収
穫

体
験
に
挑
戦
。
ワ
カ
メ
の
根
元
に
あ
た

る
メ
カ
ブ
を
包
丁
で
切
り
離
し
て
い
き

ま
す
。
島
の
漁
師
が
和
や
か
な
雰
囲
気

で
協
力
し
、
手
際
よ
く
作
業
を
進
め
る

様
子
を
見
て
、

「
気
持
ち
の
い
い
光
景
で
す
よ
ね
。
都

会
で
は
ご
近
所
さ
ん

で
一
緒
に
何
か
を
す

る
機
会
も
減
っ
て
き

て
い
ま
す
が
、
こ
の

島
で
は
み
ん
な
が
自

然
と
力
を
合
わ
せ
て

い
ま
す
ね
」
と
、
参

加
者
の
大
山
さ
ん
は

感
慨
深
げ
。

　

み
な
さ
ん
ワ
カ
メ

の
収
穫
に
も
大
奮
闘

で
、
す
ぐ
に
コ
ツ
を

掴
み
、
山
盛
り
の
メ

カ
ブ
が
何
ケ
ー
ス

も
。
漁
師
さ
ん
か
ら

「
島
で
働
い
た
ら
？
」
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
の
腕
前
で
し
た
。
収
穫
の
あ
と
は
浜

ゆ
で
の
メ
カ
ブ
を
試
食
。「
ザ
ク
ザ
ク

プ
リ
ッ
プ
リ
！　

歯
ご
た
え
が
最
高
」

と
、
野
趣
あ
ふ
れ
る
答
志
島
の
春
の
味

覚
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

３
日
間
に
わ
た
っ
て
海
の
幸
を
堪
能

し
、
島
に
息
づ
く
絆
を
感
じ
た
み
な
さ

ん
は
、「
い
つ
か
ま
た
同
じ
メ
ン
バ
ー

に
会
え
た
ら
い
い
ね
」
と
言
葉
を
交
わ

し
、
帰
路
に
つ
き
ま
し
た
。

次ページでは、
日本の農業を応援する
最新企画をご紹介しています。

イラスト／佐々木一澄（P16 〜 18）
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高齢化・過疎化が進み、全国で農業の担い手不足が深刻な
状況です。豊かな自然の中で、魅力あふれる地域農業をお
手伝いしてみませんか？ 日本の農業に役立ちたい、土にふれ
て健康的な生活をしたい、といった方におすすめの企画です。

　東に八甲田連峰、西に津軽富士「岩木山」を望む
津軽平野では昭和32年からにんにくの栽培が始まり
ました。大粒で雪のように白いにんにくは全国でも高
い評価を受けています。収穫はよく晴れた日に一気に
行うので、人手が不足しがち……。農家さんの津軽
弁を聞きながら収穫を応援しましょう！

　ささげ豆は機械を使った収穫が難しく、ひとつず
つ手作業で収穫します。草丈が低く、腰をかがめて
の作業はひと苦労。枝から収穫したあとはサヤから
豆を取り出し、ひと粒ずつ選別するという手間のかか
る作業です。栽培しているのは地域のお母さんたち。
みなさんで収穫・選別のお手伝いをお願いします。

　長岡市の越
こし

路
じ

地区では、にんにくを特産品にしよ
うと地域をあげて奮闘中です。しかし、人手不足も
あり、農家さんの負担は年々増えています。そこで、
にんにくの出荷調整をお手伝いし、農家さんを応援
します。地元の方 も々援農隊のみなさんが訪れるのを
心待ちにしています。

ときわにんにく収穫隊

ささげ豆収穫選別隊

にんにく出荷調整隊

7 月 3 日（月）～ 5 日（水）

8 月 25 日（金）～ 26 日（土）

7 月15 日（土）～16 日（日）

青森県 南津軽郡

新潟県 小千谷市

新潟県 長岡市

（おぢやし）

全国農協観光協会は、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』4 月号同封チラシ、
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。

https://www.znk.or.jp/
全国農協観光協会ホームページ

2017. June

今年から援農隊のみなさ
んを迎えることになりまし
た。高品質なときわにんに
くがどのように作られてい
るか、畑での収穫を通して
体験してみてください。参
加をお待ちしています。

ひと粒ひと粒手作業で選別
をするため、細かい作業が
必要なささげ豆。手間のか
かる作業を毎年手伝ってい
ただいて、本当に助かって
います。今年もみなさんと
お会いできることを楽しみ
にしています。

収穫後、乾燥させたにん
にくの出荷調整作業を行
います。にんにくの根切
り、皮むき、ネット袋詰作
業など、どなたでも参加し
やすい作業を予定していま
す。みなさんのお越しをお
待ちしています。

ときわにんにく部会
部会長・古川正衛さん

ささげ豆生産者の
みなさん

にんにく農家
青柳利一さん

message

message

message

新企画

新企画

　
読
者
の
み
な
さ
ま
か
ら
の
ご
意
見
を
う
か
が
う
機
会
と
し
て
読
者

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。
１
５
０
通
に
お
よ
ぶ
貴
重
な
ご
意

見
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
当
誌
に
対

す
る
意
見
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

表
紙
の
絵
が
い
つ
も
素
敵
で
感
動
し
て
い
ま
す
。
厚
紙
を
貼
り
、

絵
葉
書
に
仕
立
て
て
使
っ
て
い
ま
す
。

広
報
誌
『
ふ
れ
あ
い
』
が
届
く
と
、
記
事
や
写
真
を
見
て
、
ほ
っ

と
し
て
い
や
さ
れ
ま
す
。

全
国
の
農
業
、
民
俗
芸
能
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
自
身
の
知
識
が

増
え
、
楽
し
ま
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

ふ
れ
あ
い
編
集
部
か
ら
の
声

『
ふ
れ
あ
い
』2 

月
号
読
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
報
告

　
4
月
号
か
ら
誌
面
を
大
幅
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
み
な
さ
ま
か
ら

様
々
な
声
を
頂
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。「
か
っ
こ
い

い
誌
面
構
成
で
、
読
ん
で
い
て
楽
し
い
！
」
と
い
う
お
褒
め
の
言
葉
、

「
よ
り
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
を
出
し
て
ほ
し
い
！
」
と
い
う
ご
要
望
の

言
葉
…
…
、
ま
だ
ま
だ
試
行
錯
誤
は
続
き
ま
す
。

　
6
月
号
の
お
す
す
め
は
、
女
性
農
業
者
の
姿
を
取
材
し
た
「
あ
ぐ

り
な
で
し
こ
」（
Ｐ
８
〜
９
）
で
す
。
新
規
就
農
し
、
お
客
様
の
ニ
ー

ズ
に
合
わ
せ
る
農
業
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
た
高
さ
ん
。
素
敵
な
笑
顔

と
い
き
い
き
と
農
業
に
取
り
組
む
姿
に
グ
ッ
と
き
ま
し
た
。
能
登
島

を
一
度
訪
れ
て
み
た
い
、
そ
う
い
う
気
持
ち
に
な
れ
る
は
ず
で
す
。

　
今
月
号
の
活
動
報
告
（
Ｐ
16
〜
17
）
は
田
舎
暮
ら
し
体
験
企
画
「
答

志
島
の
島
暮
ら
し
」
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ふ
る
さ
と
倶

楽
部
通
信
（
Ｐ
18
）
で
は
、
快
汗
！ 

猫
の
手
援
農
隊
の
企
画
を
掲
載

し
て
お
り
ま
す
。
新
企
画
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。

一般社団法人全国農協観光協会は、JA グループ
の都市農村交流を担う一般社団法人です。「ふる
さと倶楽部」は全国に会員を持つ、元気な農村づ
くりをめざした農村の応援団的組織です。入会金・
年会費は無料で、いつでもご自由に入退会いただ
けます。会員のみなさまには、魅力あるふるさと
情報、農山村での体験・援農企画をご案内する広
報誌『ふれあい』を、隔月（偶数月）で無料にて
お送りいたします。「ふるさと倶楽部」への入会は、
ホームページ・電話・FAX にてお申し込み下さい。

※現在、本誌がご自宅に届いている方は、「ふるさと倶
楽部」会員としてすでにご登録いただいておりますので、
お申し込みは不要です。

読者のみなさまからのお便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・イベントに参加されての感想や本誌への要望、
農業・農村とかかわりのある身の回りの出来事、最近思うことなど、下記の要
領にて「ふれあい係」までお送り下さい。「投稿文」の場合は、250字程度で
まとめて下さい。掲載させていただいた方には、記念品をプレゼントいたします。

〈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下
さい。匿名希望の方はその旨を明記して下さい。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があります。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、ご了承下さい。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。
〈締め切り〉2017 年 8 月号掲載分は、6 月 30 日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　N ツアービル４階
一般社団法人　全国農協観光協会　ふれあい係
TEL：03-5297-0321　FAX：03-5297-0260
E-mail：zennoukan@i-znk.jp

ふれあい 6 月号

年 6 回発行（ 4 月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月）
公式ホームページ・Facebook もぜひご覧ください。

表紙／須飼秀和
アートディレクション／野本奈保子
デザイン／ノモグラム
印刷／共同印刷株式会社

Facebook

公式ホームページ

● 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。

一般社団法人全国農協観光協会は、2017年に設
立 50 周年を迎えました。都市と農村の架け橋とし
ての役割をさらに発揮し、会員・地域の期待に応え、
農山漁村を活性化する取り組みの輪を全国に広げ
ていきます。

お便り募集のお知らせ「ふるさと倶楽部」と
『ふれあい』のご案内

▶https://www.znk.or.jp

▶ https://www.facebook.com/fureai.n
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