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司
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五
穀
豊
穣
を
願
う
、
壬み

生ぶ

の
花
田
植
を
訪
ね
ま
し
た
。

　
会
場
近
く
の
壬
生
商
店
街
に
は
露
天
が
並
び
、
多
く
の
人
で
賑
わ
っ

て
い
ま
す
。
花
田
植
の
会
場
へ
向
け
て
、
田
楽
団
や
色
き
ら
び
や
か
な

飾
り
牛
が
練
り
歩
き
ま
す
。
花
笠
踊
り
な
ど
も
列
を
な
し
、
沿
道
の
人

達
に
く
る
く
る
と
華
麗
な
舞
を
披
露
し
て
い
ま
し
た
。

　
花
田
植
が
始
ま
る
と
、
幾
頭
も
の
飾
り
牛
が
追
い
手
と
と
も
に
何
往

復
も
代
か
き
を
行
い
ま
す
。
や
が
て
代
か
き
が
終
わ
り
、
御
囃
子
と
田

植
え
唄
が
響
き
わ
た
る
と
会
場
の
盛
り
上
が
り
は
最
高
潮
に
。
こ
こ
に

し
か
な
い
光
景
に
、
古
か
ら
残
る
日
本
の
情
景
を
感
じ
ま
す
。

　
花
田
植
の
余
韻
を
残
し
つ
つ
、
豊
か
な
田
園
風
景
が
広
が
る
辺
り
を

訪
れ
ま
し
た
。
暑
い
日
で
し
た
の
で
、
透
き
通
っ
た
水
が
流
れ
る
用
水

路
に
足
を
浸
し
、
涼
を
と
り
一
息
。
少
し
小
高
い
所
か
ら
は
、
赤
い
石

州
瓦
と
金
色
に
輝
く
麦
畑
が
広
が
り
、
こ
れ
も
ま
た
、
こ
の
地
な
ら
で

は
の
姿
な
の
か
と
心
に
刻
み
ま
し
た
。

華
や
か
に
飾
ら
れ
た
「
飾
り

牛
」
に
よ
る
代
か
き
や
、
早さ

乙お
と

女め

や
囃
し
が
織
り
な
す
田
植
え

の
様
子
は
、
広
島
の
初
夏
の
風

物
詩
。
豊
穣
を
願
う
農
耕
祭
事

で
あ
る
と
と
も
に
、
農
作
業
を

楽
し
く
こ
な
す
た
め
の
工
夫
で

も
あ
る
。
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阿
蘇
山
の
ふ
も
と
、
日
本

最
大
級
の
草
原
と
豊
富
な

降
水
量
に
よ
り
、
米
や
畜

産
、
野
菜
、
花
な
ど
多
彩

な
農
業
が
営
ま
れ
て
い
る
。

03 02

阿
蘇

か
ら
の

招
待
状

文
／
常
瀬
村
泰　

写
真
／
青
木 

衛

木
々
を
揺
ら
す
風
、

野
鳥
の
さ
え
ず
り
、
虫
の
羽
音
。

の
ん
び
り
と
し
た
牛
の
い
な
な
き
が
、

空
へ
と
溶
け
て
ゆ
き
ま
す
。

２
０
１
３
年
、

世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
阿
蘇
。

千
年
の
時
を
刻
む
草
原
か
ら
、

初
夏
の
風
の
よ
う
な
招
待
状
が
届
き
ま
し
た
。

熊
本
県 

阿
蘇
市
・
南
阿
蘇
村
（
Ｊ
Ａ
阿
蘇
管
内
）

阿蘇の草原で放牧されるあか
牛
うし

。「農家はコストと労力の削
減に、牛は健康に、山はきれ
いになる」と中村和章さん

熊
本
県
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し
か
で
き
な
い
農
業
体
験
の
場
を
提
供
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

「
み
ん
な
で
草
原
の
維
持
に
つ
な
が
る
よ
う
な
仕

組
み
を
つ
く
り
た
い
ん
で
す
」

　
例
え
ば
放
牧
場
の
管
理
。
牧
野
を
ぐ
る
り
と
囲

む
鉄
線
を
張
り
巡
ら
す
だ
け
で
も
、
そ
の
距
離
は

何
10

km
に
も
及
び
ま
す
。
と
て
も
農
家
だ
け
の
手

に
負
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
、
都
会
か
ら
来
る
人
た

ち
と
一
緒
に
作
業
す
る
。
夜
は
あ
か
牛
の
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
を
食
べ
、
飲
み
、
語
ら
っ
て
、
阿
蘇
の
温

泉
で
疲
れ
を
癒
や
す
。
そ
ん
な
プ
ラ
ン
で
す
。

「
名
づ
け
て
、
草
原
親
衛
隊
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
！
　

い
い
で
し
ょ（
笑
）」

「
口
の
奥
か
ら
鼻び

腔く
う

に
抜
け
る
か
す
か
な
風
味
の

痕こ
ん

跡せ
き

を
、
注
意
深
く
た
ぐ
る
。
不
意
に
気
づ
く
。

あ
あ
、
こ
れ
は
高
菜
だ
、
と
。
や
が
て
ゆ
っ
く
り

咀そ

嚼し
ゃ
くす

れ
ば
、
歯
の
裏
で
ぷ
ち
ぷ
ち
と
弾
け
る
小

さ
な
種
の
食
感
が
、
何
と
も
心
地
よ
い
」

　
―
―
と
、
食
通
で
知
ら
れ
た
昭
和
の
文
豪
・
池

波
正
太
郎
氏
が
、
も
し
も
こ
の
マ
ス
タ
ー
ド
を
食

し
た
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
評
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
阿
蘇
高
菜
。
高
冷
地
の
気
候
と
火
山
性
土
壌
と

い
う
阿
蘇
の
風
土
が
生
み
出
し
た
、
こ
の
地
な
ら

で
は
の
在
来
種
で
す
。
地
元
で
漬
物
用
と
し
て
広

く
栽
培
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
作
物
の
種
か
ら
生
ま

れ
た
ヒ
ッ
ト
商
品
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
阿

　
ぶ
ち
、
ぶ
ち
、
ぶ
ち
…
…
と
間
断
な
く
聞
こ
え

る
の
は
、
牛
た
ち
が
草
を
ち
ぎ
り
、
食は

む
音
。
春

か
ら
秋
に
か
け
て
、
阿
蘇
の
草
原
に
響
き
ま
す
。

　
遠
く
偉
容
を
誇
る
山
並
み
。
丸
み
を
帯
び
た
も

の
か
ら
、
の
こ
ぎ
り
歯
の
よ
う
に
ぎ
ざ
ぎ
ざ
し
た

形
、
あ
る
い
は
鋭
く
と
が
っ
た
山
頂
な
ど
、
見
る

者
を
圧
倒
し
ま
す
。
こ
れ
が
む
き
出
し
の
岩
肌
な

ら
、
あ
る
い
は
木
々
生
い
茂
る
山
並
み
な
ら
、
他

で
も
見
ら
れ
る
光
景
で
す
が
、
阿
蘇
を
阿
蘇
た
ら

し
め
て
い
る
唯
一
無
二
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
、
草
。
丈
の
低
い
草
が
山
肌
を
覆
っ
て

お
り
、
遠
目
に
は
そ
れ
が
柔
ら
か
な
苔
で
も
生
え

て
い
る
か
の
よ
う
。
こ
れ
が
、
阿
蘇
な
ら
で
は
の

景
観
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
の
草
を
一
心
に
食
べ
て
い
る
の
が
、「
あ
か

牛う
し

」
と
呼
ば
れ
る
褐
毛
和
種
の
牛
た
ち
。

「
優
し
い
目
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
か
牛
は

性
格
が
穏
や
か
で
人
な
つ
こ
い
ん
で
す
」

　
そ
う
話
す
中
村
和
章
さ
ん（
37
）は
、
こ
の
地
で

代
々
畜
産
を
営
む
農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま

し
た
。
現
在
70
頭
の
牛
を
飼
育
し
て
い
ま
す
。

　
４
月
か
ら
10
月
の
間
、
牛
た
ち
は
阿
蘇
山
の
ふ

も
と
の
「
牧ぼ

く

野や

」
と
呼
ば
れ
る
共
同
放
牧
場
で
、

の
び
の
び
と
過
ご
し
ま
す
。

「
人
間
の
手
だ
と
刈
り
取
る
の
に
何
週
間
も
か
か

る
草
が
、
10
頭
く
ら
い
の
牛
な
ら
３
日
で
食
べ
尽

く
し
ま
す
よ
」（
中
村
さ
ん
）

に
発
生
し
た
の
が
、
昨
年
４
月
の
熊
本
地
震
で
し

た
。
放
牧
場
で
も
土
砂
崩
れ
が
発
生
し
、
牛
た
ち

の
飲
み
水
を
引
い
て
い
た
水
槽
が
埋
ま
っ
て
し
ま

う
事
態
に
。
農
家
が
交
代
で
た
め
池
か
ら
水
を
く

み
、
牛
に
与
え
て
と
り
あ
え
ず
の
急
場
は
し
の
ぎ

ま
し
た
が
、
一
刻
も
早
く
新
た
な
水
を
引
い
て
く

る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
当
時
、
Ｊ
Ａ
阿
蘇
の
青

壮
年
部
長
を
務
め
て
い
た
中
村
さ
ん
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

を
通
じ
て
県
内
の
仲
間
た
ち
に
声
を
か
け
ま
す
。

「
被
災
し
て
大
変
な
状
況
は
み
な
同
じ
だ
っ
た
か

ら
、
だ
め
元
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
…
…
」

　
し
か
し
作
業
当
日
、
放
牧
場
に
は
県
内
各
地
か

ら
20
人
以
上
が
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
協
力
要
請
が

前
日
の
夕
方
だ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
で
す
。

「
み
ん
な
自
宅
の
片
づ
け
や
農
作
業
で
大
忙
し

だ
っ
た
は
ず
な
の
に
…
…
人
の
温
か
さ
、
仲
間
の

大
切
さ
を
痛
感
し
ま
し
た
」

　
そ
う
語
る
中
村
さ
ん
は
今
、
支
え
て
く
れ
た
人

た
ち
へ
の
恩
返
し
の
意
も
込
め
て
、
こ
の
阿
蘇
で

千
年
の
草
原

伝
統
の
未
来
図

蘇
タ
カ
ナ
ー
ド
」。
生
み
の
親
の
佐
藤
智
香
さ
ん

（
29
）は
、
発
案
の
き
っ
か
け
を
こ
う
語
り
ま
す
。

「
テ
レ
ビ
で
カ
ラ
シ
菜
の
種
か
ら
マ
ス
タ
ー
ド
を

作
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
見
て
ふ
と
思
っ
た

ん
で
す
よ
ね
」

（
…
…
高
菜
っ
て
、カ
ラ
シ
菜
の
変
種
じ
ゃ
な
か
っ

た
っ
け
？
）

　
答
え
は
、
正
解
。
高
菜
は
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
越
年

草
で
、ま
ぎ
れ
も
な
い
カ
ラ
シ
菜
の
仲
間
で
し
た
。

「
だ
っ
た
ら
、
阿
蘇
高
菜
の
種
で
マ
ス
タ
ー
ド
が

作
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
思
っ
た
ん
で
す
！
」

　
実
は
マ
ス
タ
ー
ド
の
作
り
方
は
い
た
っ
て
シ
ン

プ
ル
。
種
を
酢
に
入
れ
て
ふ
や
か
し
、
フ
ー
ド
プ

ロ
セ
ッ
サ
ー
で
粗
く
つ
ぶ
せ
ば
で
き
あ
が
り
…
…

と
、
原
理
は
そ
う
な
の
で
す
が
、

「
粘
り
気
が
出
な
い
、
水
っ
ぽ
い
、
苦
い
ば
か
り

で
辛
く
な
ら
な
い
…
…
も
ー
う
、
ひ
た
す
ら
試
行

錯
誤
の
繰
り
返
し
で
し
た（
笑
）」（
佐
藤
さ
ん
）

　
よ
う
や
く
安
定
し
た
レ
シ
ピ
に
た
ど
り
着
い
た

頃
に
は
、
発
案
か
ら
３
年
が
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。

　
原
料
の
種
集
め
が
ま
た
大
変
で
す
。
地
元
の
人

た
ち
は
漬
物
用
に
栽
培
し
ま
す
が
、
背
丈
が
20

cm

く
ら
い
の
頃
に
葉
を
収
穫
し
た
後
は
残
り
を
畑
に

す
き
込
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
佐
藤
さ
ん
は
そ
れ
を

活
用
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
で
も
―
―
。

「
そ
ん
な
に
よ
う
け
高
菜
の
種
な
ん
か
取
っ
て
ど

う
す
ん
の
じ
ゃ
？
」

「
マ
ス
タ
ー
ド
を
作
る
ん
で
す
！
」

「
マ
ス
…
…
？
　
何
じ
ゃ
そ
り
ゃ
？
」

「あか牛がきっかけになって、阿蘇の草原に関心を持ってもらえたら」と中村さん

大阪で自動車デザインの仕事を
していた佐藤さんは、24 歳の
時に阿蘇に戻り就農した

妻の圭奈さん（右）は非農家出身で、大の動物
好き。「農家暮らしは大変だけど、楽しいです」

　
実
は
こ
れ
こ
そ
が
、
阿
蘇
の
景
観
を
生
み
だ
す

最
大
の
理
由
。
春
に
な
れ
ば
野
原
を
焼
い
て
草
の

芽
吹
き
を
う
な
が
し
、
夏
に
は
牛
や
馬
を
放
牧
し

て
食
べ
さ
せ
、
秋
に
は
牧
草
と
し
て
刈
り
取
る
。

阿
蘇
の
人
々
は
、
長
い
間
こ
の
サ
イ
ク
ル
を
繰

り
返
し
、
草
原
を
守
っ
て
き
ま
し
た
。
阿
蘇

が
「
千
年
の
草
原
」
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。

２
０
１
３
年
に
は
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
、

海
外
か
ら
の
注
目
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
あ
こ
れ
か
ら
―
―
。
し
か
し
、
そ
ん
な
矢
先
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「
え
っ
と
…
…
カ
ラ
シ

み
た
い
な
も
の
、か
な
」

「
は
あ
？
…
…
」

　
と
、
万
事
が
こ
ん
な

具
合
。
理
解
し
て
も
ら

う
の
も
ひ
と
苦
労
で
し

た
。
種
を
採
る
た
め
に

伸
び
放
題
に
な
っ
て
い

る
佐
藤
さ
ん
の
畑
を
見

て
、「
何
や
っ
て
ん
だ
、

早
く
刈
り
取
れ
！
」
と

親
切
心
か
ら
駆
け
込
ん

で
く
る
人
も
後
を
絶
た

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　
そ
れ
で
も
、
彼
女
は

揺
ら
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。な
ぜ
な
ら
そ
の
目
に
は
、

こ
ん
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
映
っ
て
い
た
か
ら
。

「
阿
蘇
高
菜
は
栽
培
に
あ
ま
り
手
が
か
か
ら
な
い

の
で
、
高
齢
者
や
定
年
退
職
し
た
人
で
も
作
れ
ま

す
。
休
ん
で
い
る
畑
を
使
っ
て
育
て
た
ら
、
み
ん

な
で
地
域
お
こ
し
が
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
」

　
そ
の
畑
は
、
春
に
な
る
と
黄
色
い
可
憐
な
花
を

咲
か
せ
、
一
面
じ
ゅ
う
た
ん
を
敷
き
つ
め
た
よ
う

に
な
る
そ
う
で
す
。

「
そ
う
し
た
ら
ハ
チ
ミ
ツ
も
採
れ
る
し
、
油
だ
っ

て
搾
れ
ま
す
よ
ね
！
」

　
伝
統
の
在
来
種
が
も
つ
限
り
な
い
可
能
性
。
そ

の
未
来
図
が
、
佐
藤
さ
ん
に
は
く
っ
き
り
と
見
え

て
い
る
よ
う
で
す
。

　阿蘇には他にも希少な在来種がありま
す。「みさを大豆」もその一つ。タンパク
質が豊富で栗のような甘みがあり、大正
時代から幅広く栽培されてきました。し
かし時代とともに姿を消し、いつしか「幻
の大豆」と呼ばれるまでに……。
　JA 阿蘇・高森支部では、女性部や青
壮年部が中心となって、みさを大豆の保
存と継承に取り組んでいます。地元の小
学校で食農教育を行い、栽培から収穫、
豆腐作りをしているのです。また、地元
の農業高校では、みさを大豆を使ったア
イスクリームやホットケーキミックス、お
にぎりなどの商品を開発し、話題を呼ん
でいます。
　こうした貴重な在来種が地元で大切に
守られ、次世代に継承されていることも、
阿蘇が世界農業遺産に認定された大き
な理由の一つです。

　

昨
年
４
月
、
阿
蘇
郡
西
原
村
で
は
特
産

の
甘
藷
（
さ
つ
ま
い
も
）
の
植
え
付
け
期

に
、
地
震
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
倉
庫
が

壊
れ
た
り
畑
に
亀
裂
が
入
る
な
ど
、
深

刻
な
被
災
状
況
で
し
た

が
、
生
産
者
は
懸
命
に

栽
培
を
続
け
ま
し
た
。

　

昨
年
10
月
、
本
会
で

は
被
災
地
で
が
ん
ば
る

農
家
の
方
々
を
応
援
す

る
た
め
に
「
阿
蘇
甘
藷

援
農
隊
」
を
実
施
。
収

穫
、調
整
、洗
浄
、選
別
、

箱
詰
め
な
ど
の
農
作
業

を
お
手
伝
い
し
、
地
元

の
方
々
に
喜
ん
で
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

今
年
も
10
月
下
旬
に

開
催
予
定
で
す
。
み
な

さ
ま
の
参
加
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
！

　
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
阿
蘇
タ
カ
ナ
ー
ド
。
優
し

い
辛
さ
と
酸
味
が
、
肉
の
旨
味
と
甘
さ
を
引
き
立

て
ま
す
。ま
さ
に
阿
蘇
の
大
地
の
マ
リ
ア
ー
ジ
ュ
。

　
中
村
和
章
さ
ん
は
、
こ
う
語
り
ま
す
。

「
自
分
た
ち
は
、
阿
蘇
の
大
地
に
生
か
さ
れ
て
い

る
ん
だ
な
あ
と
、
つ
く
づ
く
思
う
ん
で
す
よ
ね
」

　
佐
藤
智
香
さ
ん
は
、
こ
ん
な
話
を
し
て
く
れ
ま

し
た
。

「
阿
蘇
高
菜
は
、
こ
の
土
と
こ
の
気
候
じ
ゃ
な
い

と
育
た
な
い
ん
で
す
。
き
っ
と
こ
の
場
所
で
そ
う

生
ま
れ
つ
い
た
役
割
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
」

　
自
分
が
作
る
阿
蘇
タ
カ
ナ
ー
ド
は
、
そ
の
力
を

発
現
さ
せ
る
き
っ
か
け
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
―
―

佐
藤
さ
ん
は
、
そ
う
感
じ
て
い
ま
す
。

　
今
日
も
、
阿
蘇
の
草
原
に
は
爽
や
か
な
風
が
吹

い
て
い
ま
す
。

幻の大豆、
次世代へ

農
作
業
で
復
興
支
援

阿
蘇
甘か

ん

藷し
ょ

援
農
隊
！

　
阿
蘇
の
大
地
が
育
ん
だ
あ
か
牛
、
そ
し
て
阿
蘇

高
菜
。
こ
の
二
つ
の
逸
品
が
出
会
っ
た
ら
―
―
？
　

そ
ん
な
思
い
か
ら
、
あ
か
牛
の
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ

と
阿
蘇
タ
カ
ナ
ー
ド
を
今
回
、
誌
面
で
コ
ラ
ボ
し

て
み
ま
し
た
（
左
ペ
ー
ジ
写
真
）。

「
あ
か
牛
は
柔
ら
か
く
て
ジ
ュ
ー
シ
ー
で
、
赤
身

が
本
当
に
お
い
し
い
ん
で
す
よ
！
」と
話
す
の
は
、

ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
を
焼
い
て
く
れ
た
中
村
圭
奈
さ

ん
。
阿
蘇
山
麓
の
牧
草
を
食
べ
て
育
つ
あ
か
牛
の

肉
質
は
、
余
分
な
脂
肪
が
少
な
い
の
が
特
徴
で
、

赤
身
に
は
ア
ミ
ノ
酸
の
一
種
・
タ
ウ
リ
ン
が
多
く

含
ま
れ
て
い
ま
す
。

阿
蘇
の
恵
み
、

大
地
の
力

赤身の旨味と肉質の柔らかさが
両立するあか牛は、近年の健
康志向にもマッチ。阿蘇タカナー
ドは通常のマスタードよりも粒
が小さく、原材料は阿蘇高菜
の種、天草産の釜炊き塩、福
岡産の静置発酵米酢のみ

加工担当の園田さん（写真左）
は元美容師。石垣さん（右）は、
震災復興のボランティアがきっ
かけで阿蘇に移住した



「芸熱心な山里の人々が代々
よく習い伝えたものと感心す
る」。著名な人形師である故・
大江巳之助氏は、清和文楽
を評してそう語ったという

12309 08

江戸時 代末期、淡路島からやってきた人形芝居の一座から、
浄瑠璃好きの村人が人形を買い求め、技術を習った――

それが清和文楽の始まりとされる。
以来１７０年余、伝統の灯は九州の山里で脈 と々受け継がれてきた。

5. 若手の後継者も育って
おり、本場の淡路島で２
年間の修業を経たのち舞
台に上がる／6. 首

かしら

と右手
を操る「主

おも

遣
づか

い」、左手を
操る「左遣い」、足を操る

「足遣い」の３人で、一体
の人形を演じる

「
ほ
か
に
娯
楽
が
な
か
っ
た
か
ら
、
残
っ
た

ん
で
し
ょ
う
な
あ
」

　
清
和
文
楽
人
形
芝
居
保
存
会
の
片
山
勇
次

会
長
は
、
そ
う
言
っ
て
苦
笑
す
る
。

　
が
、
こ
の
地
で
文
楽
が
継
承
さ
れ
て
き
た

理
由
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

人
形
を
操
る
遣つ

か

い
手
た
ち
が
、
み
な
農
家
で

あ
る
こ
と
。
そ
れ
も
大
き
い
。

　
人
形
芝
居
だ
け
を
生な

り

業わ
い

と
し
て
い
た
一
座

が
、
時
代
の
流
れ
で
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
な
か
、
こ
こ
山
都
町
（
旧
・
清
和
村
）
で

は
、
座
員
が
み
な
農
業
を
営
ん
で
い
た
た
め

に
、
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
る
。

　
今
で
も
毎
秋
、
地
元
の
お
宮
の
特
設
舞
台

で
上
演
さ
れ
る
薪

た
き
ぎ

文
楽
は
、
地
域
の
人
々
に

1.2. 「清和文楽館」は、
九州唯一の人形浄瑠璃専
用劇場。6 月には開館 25
周年記念公演も行われた
／3.4. かつて村人たちが
お金を出し合い、廃業し
た一座から買い集めたた
め、人形の種類も多い

と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
楽
し
み
だ
。

「
昔
は
野
良
帰
り
に
、
浄
瑠
璃
を
朗
々
と
詠う

た

い
な
が
ら
、
あ
ぜ
道
を
歩
く
人
も
お
っ
た
そ

う
で
す
」（
片
山
さ
ん
）

　
か
つ
て
稽
古
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
、
農
作

業
が
で
き
な
い
雨
の
日
や
夜
半
に
行
わ
れ
た
。

子
ど
も
た
ち
は
座
敷
の
隅
や
隣
室
で
、
そ
の

様
子
を
見
聞
き
し
て
育
っ
た
。
一
家
の
団
ら

ん
に
、
古
典
浄
瑠
璃
の
話
題
が
の
ぼ
る
こ
と

も
、
し
ば
し
ば
だ
っ
た
と
い
う
。

　
今
で
は
常
設
の
劇
場
で
年
間
約
２
０
０
回

の
定
期
公
演
が
行
わ
れ
る
ほ
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
や
ア
ジ
ア
で
の
海
外
公
演
も
成
功
さ
せ
た
。

　
こ
の
国
の
隅
々
に
は
、
か
く
も
豊
か
な
伝

統
文
化
が
、
た
し
か
に
息
づ
い
て
い
る
。

456

民俗芸能NOW

 清
せ い

和
わ

文楽（熊本県山
やま

都
と

町）
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も
て
な
し
の

心
が
織
り
な
す

こ
け
ら
寿
司

ふ
る
さ
と

食
紀
行

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

敷
き
詰
め
た
具
材
や
そ
の
姿
を
こ
け

ら
（
木
片
）
に
見
立
て
た
と
さ
れ
る

「
こ
け
ら
寿
司
」。
１
５
０
年
ほ
ど
昔

か
ら
こ
の
地
に
伝
わ
る
と
い
う
。
地

産
の
ユ
ズ
や
サ
バ
を
使
い
、
食
材
を

幾
重
に
も
重
ね
る
見み

目め

よ
い
押
し
寿

司
を
求
め
東
洋
町
・
野
根
を
訪
れ
た
。

高
知
県
東
洋
町　

野
根
キ
ッ
チ
ン

こけら
寿司モ

ーニン
グ！

名前の由来は「こけら（木片）」から。

ほぐしたサバを
柚子酢につける。

野根キッチンのこけら寿
司作りは 2 日間に及ぶ。
前日に下ごしらえをして、
朝市当日の深夜 2 時に再
集合。夜通し作業を続け、
できたてを朝市に並べる

朝市での販 売の他にも、
「こけら寿司体験教室」を
開くなど、東洋町に伝わ
る郷土料理の魅力を精力
的に発信している。

こけら寿司（1 パック）：350 円
※全国発送可
☎：090-7542-4435
Mail: nonekitchen@triton.ocn.ne.jp

野
根
キ
ッ
チ
ン

の
昔
、こ
の
辺
り
で
は
「
う
ち
で
〝
よ

ば
れ
〟
す
る
き
、
来
て
く
れ
よ
」
と

い
う
言
葉
が
頻
繁
に
飛
び
交
っ
て
い
た
と
い

う
。「
よ
ば
れ
」
と
は
宴
会
の
こ
と
。
高
知

の
人
は
大
の
も
て
な
し
好
き
。よ
ば
れ
の
時
、

女
性
も
台
所
に
立
つ
こ
と
な
く
一
緒
に
宴
を

楽
し
め
る
よ
う
に
と
考
案
さ
れ
た
の
が
皿さ

鉢わ
ち

料
理
だ
。
寿
司
桶
サ
イ
ズ
の
大
皿
に
料
理
や

デ
ザ
ー
ト
が
豪
勢
に
盛
り
つ
け
ら
れ
、
一
皿

で
フ
ル
コ
ー
ス
を
楽
し
め
る
。

　
そ
し
て
、
こ
け
ら
寿
司
は
こ
の
地
域
の
皿

鉢
料
理
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
縁
起

物
。
喜
び
を
幾
重
に
も
重
ね
ら
れ
る
よ
う
に

と
い
う
願
い
を
込
め
て
、
各
家
庭
の
味
で
作

ら
れ
て
き
た
と
か
。

　
し
か
し
、
時
代
と
共
に
過
疎
化
・
高
齢
化

が
進
み
、
よ
ば
れ
を
す
る
家
も
減
る
。
こ
け

ら
寿
司
を
知
ら
な
い
世
代
が
出
て
き
た
こ
と

を
案
じ
、
地
域
の
食
文
化
を
継
承
し
て
い
き

た
い
と
２
０
０
４
年
に
結
成
さ
れ
た
の
が
、

東
洋
町
野
根
地
区
の
主
婦
グ
ル
ー
プ
「
野
根

キ
ッ
チ
ン
」
だ
。
活
動
の
柱
は
地
元
で
開
か

れ
る
土
曜
朝
市
で
の
こ
け
ら
寿
司
販
売
。
単

品
販
売
だ
け
で
な
く
、
手
製
の
惣
菜
と
こ
け

ら
寿
司
を
セ
ッ
ト
に
し
た
朝
定
食
「
こ
け
ら

寿
司
モ
ー
ニ
ン
グ
」
が
地
域
住
民
や
観
光
客

の
間
で
人
気
と
な
っ
て
い
る
。

ば
れ
の
光
景
を
見
て
育
っ
て
、
家

庭
で
こ
け
ら
を
作
り
続
け
て
き
た

人
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
が
ん
ば
っ
て
い
ま

す
」
と
野
根
キ
ッ
チ
ン
の
小
林
さ
ん
。
そ
う

語
る
様
子
か
ら
は
、
こ
け
ら
寿
司
へ
の
、
ひ

と
し
お
の
愛
着
が
感
じ
ら
れ
た
。

　
こ
け
ら
寿
司
の
味
の
決
め
手
は
、
高
知
特

産
の
ユ
ズ
を
搾
っ
た
も
の
に
塩
を
合
わ
せ
た

柚ゆ

の

す
子
酢
だ
。
こ
の
地
の
酢
飯
に
は
米
酢
で
は

な
く
、
こ
の
酢
が
使
わ
れ
て
き
た
そ
う
。
新

鮮
な
サ
バ
を
焼
い
て
粗
め
に
ほ
ぐ
し
、
た
っ

ぷ
り
の
柚
子
酢
に
つ
け
た
も
の
を
炊
き
た
て

ご
は
ん
に
混
ぜ
込
ん
で
い
く
。
巨
大
な
檜ひ

の
きの

桶
に
そ
の
酢
飯
を
敷
き
、
ニ
ン
ジ
ン
や
シ
イ
タ

ケ
、
薄
焼
き
玉
子
、
ニ
ン
ジ
ン
の
葉
を
色
鮮

や
か
に
重
ね
て
い
く
。
1
段
あ
た
り
米
が
1

升
必
要
で
、
最
大
で
5
段
、
米
５
升
を
使
う
。

「〝
投
げ
て
も
壊
れ
な
い
固
さ
〟
が
特
徴
！
　

何
度
も
し
っ
か
り
押
す
の
は
た
い
へ
ん
よ
」

　
そ
う
言
っ
て
、
一
生
懸
命
食
材
を
押
し
込

む
メ
ン
バ
ー
の
井
上
さ
ん
。
深
夜
か
ら
始

ま
っ
た
作
業
が
終
わ
る
頃
に
は
、
空
が
白
み

始
め
る
。
で
き
あ
が
っ
た
約
80
人
分
の
寿
司

を
車
に
積
み
、７
時
半
オ
ー
プ
ン
の
朝
市
へ
。

　
太
平
洋
の
潮
風
に
吹
か
れ
な
が
ら
、
で
き

た
て
の
こ
け
ら
寿
司
を
口
に
運
ん
だ
。
柚
子

酢
の
キ
リ
ッ
と
し
た
酸
味
と
爽
や
か
な
香
り

が
焼
き
サ
バ
の
ふ
く
よ
か
な
旨
味
と
よ
く
合

う
。
そ
し
て
時
折
感
じ
る
ニ
ン
ジ
ン
や
シ
イ

タ
ケ
、玉
子
の
甘
味
が
よ
い
ア
ク
セ
ン
ト
に
。

「
昔
は
う
ん
と
酢
の
効
い
た
酸
っ
ぱ
い
お
寿

司
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
を
万
人
の
口
に
合

う
よ
う
に
試
作
を
重
ね
た
ん
で
す
よ
」

　
そ
う
話
す
メ
ン
バ
ー
の
松
本
さ
ん
。

　
さ
ら
に
、昔
は
酢
飯
が
も
っ
と
厚
く
、カ
ッ

ト
も
大
き
か
っ
た
そ
う
。
対
し
、
野
根
キ
ッ

チ
ン
の
こ
け
ら
寿
司
は
一
回
り
コ
ン
パ
ク

ト
。
親
指
と
人
差
し
指
で
つ
ま
ん
で
食
べ
ら

れ
る
手
軽
さ
が
い
い
。
翌
日
は
オ
ー
ブ
ン

ト
ー
ス
タ
ー
で
焼
い
て
「
焼
き
こ
け
ら
」
に

す
る
の
も
野
根
キ
ッ
チ
ン
の
お
す
す
め
だ
。

今
で
は
こ
け
ら
寿
司
フ
ァ
ン
の
輪
は
町
内
に

と
ど
ま
ら
ず
県
外
に
ま
で
及
ぶ
と
か
。

「
こ
け
ら
が
結
び
つ
け
て
く
れ
た
縁
だ
わ
ね
」　

と
言
っ
た
メ
ン
バ
ー
の
原
田
さ
ん
の
言
葉

に
、み
な
さ
ん
の
笑
顔
が
爽
や
か
に
弾
け
た
。

そ

「
よ
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写
真
／
栗
林
成
城
　
ス
タ
イ
リ
ン
グ
／
大
星
道
代

　
県
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ブ
ド
ウ
品
種

『
甲
斐
ノ
ワ
ー
ル
』
を
ブ
レ
ン
ド

し
て
作
る
バ
ル
サ
ミ
コ
酢
。
ブ
ド

ウ
と
い
え
ば
棚
で
の
栽
培
が
一
般

的
で
す
が
、
こ
ち
ら
の
農
園
で
は

「
垣
根
仕
立
て
」
を
採
用
。
収
量
は

『
べ
に
ほ
ま
れ
』
は
、
１
５
０
年

ほ
ど
昔
、
遠
く
イ
ン
ド
か
ら
も
た

ら
さ
れ
、
選
抜
さ
れ
た
日
本
初
の

紅
茶
品
種
で
す
。
か
つ
て
は
イ
ギ

リ
ス
の
品
評
会
で
受
賞
し
た
こ
と

も
。
し
か
し
紅
茶
の
輸
入
自
由
化

を
契
機
に
生
産
量
が
減
り〝
幻
〟に
。

２
０
１
２
年
、
一
大
産
地
で
あ
っ

た
三
重
県
亀
山
市
の
茶
農
家
ら
が

　
リ
ン
ゴ
を
発
酵
さ
せ
て
作
る
果

実
酒
・
シ
ー
ド
ル
。
雨
の
少
な
い

長
野
県
東と
う

御み

市
で
は
、
リ
ン
ゴ
が

水
分
と
栄
養
を
た
っ
ぷ
り
と
蓄
え

ジ
ュ
ー
シ
ー
に
な
る
そ
う
で
す
。

そ
の
も
ぎ
た
て
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
リ

ン
ゴ
を
す
ぐ
に
搾
っ
て
醸
造
す
る

こ
と
で
、
新
鮮
で
香
り
豊
か
な
シ
ー

　
Ｐ
５
で
も
ご
紹
介
し
た
「
阿
蘇

タ
カ
ナ
ー
ド
」。
一
般
的
に
、
マ
ス

タ
ー
ド
は
カ
ラ
シ
菜
の
種
で
作
り

ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
も
っ
と
小
粒

の
阿
蘇
高
菜
の
種
を
使
い
ま
す
。

ぷ
ち
ぷ
ち
と
心
地
よ
く
弾
け
る
食

感
と
す
っ
き
り
し
た
辛
味
、
そ
し

て
ほ
の
か
に
立
ち
上
が
る
高
菜
の

風
味
…
…
。
和
ガ
ラ
シ
と
も
海
外

の
マ
ス
タ
ー
ド
と
も
違
う
、
阿
蘇

の
大
地
な
ら
で
は
の
味
わ
い
で
す
。

シードル 750ml　
1,600 円（税込）、
ポム・ドール 750ml　
2,600 円（税込）
リュードヴァン
☎ 0268-71-5973

スライスパック 100g 1,944 円（税込）
ブロック 100g 1,620 円（税込）
グランビア
☎ 03-6277-8621

kiseki 40g リーフ 2,160 円（税込）
亀山 kiseki の会（代表：伊達）
☎・FAX0595-85-0524

3,024 円（税込）
なでしこ農園
☎ 0553-26-3520 

70g  1,260 円（税込）
阿蘇さとう農園
FAX0967-34-1076

モッツァレッラ 125g 702 円（税込）、
リコッタ 250g 1,296 円（税込）、
カチョカヴァロ 500g 2,970 円（税込）
ファットリアビオ北海道
☎ 011-376-5260

２
つ
の
風
が

織
り
な
す
滋
味

北
の
大
地
と

イ
タ
リ
ア
の
出
会
い

垣
根
で
紡
が
れ
る

豊
穣
の
し
ず
く
　

世
界
を
魅
了
し
た
、
幻
の
味

果
実
味
あ
ふ
れ
る

産
地
搾
り

伝
統
野
菜
の

新
た
な
か
た
ち

生
ハ
ム
や
チ
ー
ズ
と
い
え
ば
輸
入
品
、
と
い
う
の
は
昔
の
話
。
日
本
各
地

で
そ
の
土
地
の
風
土
と
食
材
を
生
か
し
て
、
海
外
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
取
り

入
れ
た
農
産
加
工
品
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。「
日
本
な
ら
で
は
の
味

を
楽
し
む
」、
そ
ん
な
逸
品
の
数
々
を
ご
紹
介
。

　
山
に
囲
ま
れ
昼
夜
の
寒
暖
差
が

大
き
い
田
沢
湖
高
原
は
、
生
ハ
ム

の
本
場
ス
ペ
イ
ン
の
山
岳
地
帯
と

気
候
条
件
が
似
て
い
る
そ
う
。
こ

の
ハ
ム
を
特
別
な
味
に
仕
上
げ
て

い
る
の
は
〝
風
〟。
工
房
に
は
一
日

の
う
ち
に
異
な
る
方
向
か
ら
風
が

吹
き
込
み
ま
す
。
日
中
に
は
田
沢

湖
か
ら
暖
か
い
風
が
、
夜
間
は
駒

ケ
岳
か
ら
冷
た
い
風
が
―
―
。
昼

の
風
が
肉
を
温
め
て
脂
を
溶

か
し
、
夜
の
風
が
そ
の
脂

を
肉
全
体
に
染
み
込
ま
せ

ま
す
。
さ
ら
に
湖
と
山
、

そ
れ
ぞ
れ
の
風
に
乗
っ

て
く
る
自
然
の
酵
母
が

複
雑
な
味
わ
い
を
つ
く

り
あ
げ
る
と
か
。
こ
う

し
て
長
期
熟
成
さ
せ
る

こ
と
で
、
芳
醇
な
香
り

と
う
ま
み
が
引
き
出
さ

れ
ま
す
。

減
り
ま
す
が
、
良
質
な
甘
味
と
酸

味
、
そ
し
て
ラ
ズ
ベ
リ
ー
な
ど
を

思
わ
せ
る
野
性
味
あ
ふ
れ
る
香
り

が
ぐ
っ
と
増
す
そ
う
。
サ
ラ
ダ
の

他
に
も
バ
ニ
ラ
ア
イ
ス
に
か
け
て

デ
ザ
ー
ト
感
覚
で
も
楽
し
め
ま
す
。

復
活
を
め
ざ
し
生
産
を
再
開
。
世

界
の
紅
茶
愛
好
家
が
珍
重
し
た
バ

ラ
の
よ
う
な
香
り
を
楽
し
め
ま
す
。

ド
ル
が
で
き
あ
が

り
ま
す
。
通
常
品

は
ド
ラ
イ
で
き
り

り
と
し
た
味
わ
い
で
、
喉
越
し
さ
っ

ぱ
り
。
そ
し
て
「
ポ
ム
・
ド
ー
ル
」

は
、
シ
ー
ド
ル
を
さ
ら
に
瓶
内
２

次
発
酵
さ
せ
た
も
の
で
、
華
や
か

な
ア
ロ
マ
と
甘
み
を
味
わ
え
ま
す
。

ご
当
地

美
味

だ
よ
り

山
梨
県  

◎

長
野
県  

◎

熊
本
県  

◎

秋
田
県  

◎

北
海
道 

◎

三
重
県  

◎

　
日
本
の
牛
乳

作
り
を
支
え
る

北
海
道
。
こ
の

地
の
牛
乳
に
ほ
れ
込

ん
だ
イ
タ
リ
ア
の
職
人
が
手
が
け

る
チ
ー
ズ
で
す
。
脂
肪
分
が
豊
富

で
濃
厚
な
北
海
道
の
牛
乳
。フ
レ
ッ

シ
ュ
で
も
っ
ち
り
し
た
食
感
の

モ
ッ
ツ
ァ
レ
ッ
ラ
や
な
め
ら
か
な

口
ど
け
の
リ
コ
ッ
タ
、
焼
く
と
と

ろ
り
と
お
い
し
い
カ
チ
ョ
カ
ヴ
ァ

ロ
…
…
。
ど
の
チ
ー
ズ
も
北
の
大

地
の
牛
乳
が
持
つ
甘
味
と
コ
ク
を

楽
し
め
ま
す
。
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上
質
な
美
濃
和
紙
や
し
な
や
か
な
竹
…
…
、

和
傘
に
必
要
な
材
料
が
揃
い
、
古
く
か
ら
日

本
有
数
の
産
地
と
し
て
栄
え
た
岐
阜
県
。
和

傘
作
り
の
歴
史
は
３
５
０
年
を
優
に
超
え

る
。
こ
の
地
で
作
ら
れ
る
和
傘
は
端
正
で
い

て
優
美
。
傘
を
開
く
、
差
す
、
閉
じ
る
―
―
、

一
連
の
所
作
も
使
い
手
を
美
し
く
演
出
す

る
。
地
元
出
身
で
、
こ
の
地
に
伝
わ
る
和
傘

に
〝
一
目
ぼ
れ
〟
し
た
職
人
を
訪
ね
た
。

2014 年に独立し、工房を設立。骨の組み立て、
紙張り、仕上げといった工程を髙橋さん 1 人で
行う。現在、和傘は注文から数か月待ちが目安。
TEL 090-4233-5881

和 傘 作りの道 具の一 部。
100 工程あるとされる和傘
作りは用いる道具も多い

息子の稜一郎くん（1）も、
和傘が奏でる雨音が大のお
気に入り

1. 部材の要となる「ろくろ」
に竹骨を縫い留める。細か
い加工が必要なろくろはエ
ゴノキという粘り気の強い
木で作られる。現在、ろく
ろ工房は日本に一軒のみ

2. 水が漏れないよう頂部
に和紙を幾重にも巻きつけ
る／ 3. 飾り糸には骨同士
をつなぎ留めて強度を増す
意味も／4. 江戸時代の傘
職人が描かれた『職

しょく

人
にん

尽
づくし

 
絵
え

傘屋』（岐阜市歴史博
物館蔵）／ 5. 装飾的な蛇
の目傘（右）と端正な番傘。
蛇の目傘は 18000 円～、
番傘は 16000 円～

が
透
け
て
素
敵
で
し
ょ
う
。
雨
の

日
に
こ
れ
を
差
す
だ
け
で
気
分
が

高
ま
る
ん
で
す
」

　
蛇
の
目
傘
を
ふ
わ
り
と
開
き
、
和
傘
職
人

の
髙
橋
美
紀
さ
ん（
37
）は
言
う
。
和
紙
を
通

し
て
や
わ
ら
か
な
光
が
広
が
り
、
そ
の
中
心

か
ら
放
射
状
に
整
然
と
竹
の
骨
が
並
ぶ
。
骨

に
あ
し
ら
わ
れ
た
彩
り
豊
か
な
飾
り
糸
が
一

層
華
や
か
さ
を
増
し
て
い
る
。

 

「
色
や
形
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
。
雨
粒

を
受
け
る
と
、
パ
ラ
パ
ラ
と
太
鼓
の
よ
う
に

心
地
よ
い
音
が
響
く
ん
で
す
。
傘
を
開
け
ば

そ
の
下
が
特
別
な
場
所
に
な
る
ん
で
す
」

　
岐
阜
県
出
身
の
髙
橋
さ
ん
。
大
学
で
は
ス

ペ
イ
ン
語
を
専
攻
し
、海
外
を
訪
ね
歩
い
た
。

 

「
驚
い
た
の
は
、
み
ん
な
自
分
の
国
の
伝
統

文
化
を
誇
ら
し
げ
に
話
す
ん
で
す
よ
。
そ
の

時
感
じ
た
ん
で
す
。『
あ
れ
っ
、
わ
た
し
に

は
な
に
が
あ
る
の
か
な
』
っ
て
」

　
帰
国
後
も
ず
っ
と
こ
の
こ
と
が
頭
に
残
っ

た
。
４
年
生
に
な
り
、
い
よ
い
よ
進
路
を
決

め
る
時
、
記
憶
を
辿
り
、
よ
み
が
え
っ
た
の

は
高
校
時
代
に
出
会
っ
た
光
景
だ
っ
た
。

 

「
江
戸
時
代
の
面
影
が
残
る
美
濃
市
で
、
美

濃
和
紙
を
使
っ
た
明
か
り
の
ア
ー
ト
を
飾
る

展
示
を
見
た
ん
で
す
」。〝
き
れ
い
…
…
〟、
素

朴
に
そ
う
感
じ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

 

「
私
の
地
元
に
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
」
と
、

胸
を
張
れ
る
よ
う
な
仕
事
に
携
わ
り
た
い
。

そ
れ
も
美
濃
和
紙
に
関
わ
る
仕
事
だ
っ
た
ら

い
い
な
―
―
、
そ
う
思
い
立
っ
て
門
を
叩
い

た
の
が
地
域
屈
指
の
老
舗
和
傘
工
房
だ
っ
た
。

 「
和
傘
に
触
る
の
は
そ
れ
が
初
め
て
。
で
も
、

傘
を
開
い
た
瞬
間
も
う
一
目
ぼ
れ
で
し
た
」。

大
学
卒
業
後
す
ぐ
に
職
人
の
道
に
入
っ
た
髙

橋
さ
ん
。
１
０
０
あ
る
工
程
を
少
し
ず
つ
習

得
し
、
８
年
目
か
ら
よ
う
や
く
花
形
の
張
り

作
業
を
任
さ
れ
る
よ
う
に
。納
得
で
き
る〝
張

り
〟
が
で
き
、
光
に
か
ざ
し
た
時
に
心
が
固

ま
っ
た
―
―
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
な
っ
て
も

一
生
こ
の
仕
事
を
し
て
い
き
た
い
」、
と
。

人
と
し
て
14
年
目
を
迎
え
、
独
立
し

工
房
を
構
え
た
髙
橋
さ
ん
。
和
装
の

機
会
が
減
り
、
和
傘
の
需
要
が
少
な
く
な
る

中
に
も
、
新
た
な
可
能
性
が
見
え
て
き
て
い

る
と
い
う
。

 

「
ワ
ン
ピ
ー
ス
や
デ
ニ
ム
に
和
傘
を
合
わ
せ

る
自
由
な
発
想
の
人
が
増
え
て
い
ま
す
。ス
ー

ツ
に
和
傘
、
と
い
う
人
も
い
る
ん
で
す
よ
。

和
傘
を
き
っ
か
け
に
話
が
弾
ん
で
、
商
談
が

う
ま
く
い
っ
た
と
い
う
う
れ
し
い
話
も
！
」

傘
を
開
け
ば

岐
阜
県
北
方
町

和
傘　

髙
橋
美
紀

　
そ
う
し
た
変
化
に
合
わ
せ
、
モ
ダ
ン
な
柄

の
和
傘
や
日
常
で
も
使
い
や
す
い
日
傘
作
り

に
挑
戦
す
る
。
１
年
前
に
は
子
ど
も
が
生
ま

れ
、
新
た
な
目
標
も
で
き
た
。

 

「
以
前
は
た
だ
作
る
こ
と
に
夢
中
で
し
た
。

で
も
、
今
は
『
ど
う
伝
え
て
い
く
か
』
を
模

索
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も

が
大
き
く
な
っ
た
時
に
も

和
傘
が
身
近
な
存
在
で

あ
っ
て
ほ
し
い
。
地
域
の

子
ど
も
た
ち
が
職
人
の
仕

事
に
ふ
れ
あ
え
る
体
験
工

房
を
作
り
た
い
で
す
ね
」

髙橋和傘店

「
光職

1

23

4

5

匠
を
継
ぐ
も
の
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2017. August

甘くて

　おいし〜い！

ここにも、あそこにも

こんなにたくさん !

宝石みた〜い

果樹栽培の盛んな山梨
県で、収穫時期を迎える
サクランボの収穫・選果
をお手伝いする２泊３日
の企画です。

（全国農協観光協会／青木）

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！

初夏の日ざしを浴びて、
たわわに実るサクランボ
を収穫。気持ちのいい汗
を流し気分もリフレッシュ

パック詰めもすべて手作
業でていねいに。収穫か
ら出荷まで、人の手が欠
かせません

穴の開いたスケール（計
測器）を使って、大きさ
ごとに果実を選び分けて
いきます

サクランボの木の下で、はいチーズ！

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。

　

北
岳
や
間あ

い

ノの

岳だ
け

な
ど
、
美
し
い
山
々

に
囲
ま
れ
る
山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
。

日
当
た
り
の
よ
い
傾
斜
地
が
広
が
り
、

昼
夜
の
寒
暖
差
を
生
か
し
た
果
樹
栽
培

が
盛
ん
で
す
。

　

６
月
中
旬
の
３
日
間
、
こ
の
地
で
サ

ク
ラ
ン
ボ
の
収
穫
を
お
手
伝
い
す
る
援

農
企
画
「
南
ア
ル
プ
ス
市
さ
く
ら
ん
ぼ

援
農
隊
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
参
加
者

は
総
勢
12
人
。
関
東
圏
を
中
心
に
、
40

代
か
ら
70
代
ま
で
の
幅
広
い
世
代
の

方
々
が
集
結
。

 

「〝
フ
ル
ー
ツ
王
国
〟
と
も
呼
ば
れ
る

山
梨
県
で
は
６
月
の
半
ば
か
ら
、
果
物

の
収
穫
が
い
っ
せ
い
に
最
盛
期
を
迎
え

ま
す
。
繁
忙
期
の
農
家
さ
ん
を
お
手
伝

い
し
、
少
し
で
も
産
地
を
応
援
し
よ
う

と
い
う
こ
と
で
昨
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
企
画
で
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
全
国
農
協
観
光
協
会

の
青
木
さ
ん
。

　

受
け
入
れ
農
家
代
表
の
中
澤
さ
ん
は
、

 

「
南
ア
ル
プ
ス
市
は
日
本
で
一
番
南
の

サ
ク
ラ
ン
ボ
産
地
。
全
国
に
先
駆
け
て

出
荷
が
始
ま
る
ん
で
す
。
６
月
も
下
旬

　

大
切
な
商
品
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
最

初
は
慎
重
に
、
で
も
す
ぐ
に
コ
ツ
を
つ

か
み
、
肩
か
ら
ぶ
ら
下
げ
た
収
穫
か
ご

は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
い
っ
ぱ
い
に
な

り
ま
し
た
。

　

収
穫
が
一
段
落
す
る
と
、
休
む
間
も

な
く
選
果
と
パ
ッ
ク
詰
め
に
取
り
か
か

り
ま
す
。
少
し
で
も
傷
が
あ
る
も
の
や

色
む
ら
が
あ
る
も
の
を
取
り
除
き
な
が

ら
、
決
め
ら
れ
た
規
格
ご
と
に
選
別
し

て
い
き
ま
す
。
一
粒
一
粒
箱
に
並
べ
て

い
く
作
業
を
し
な
が
ら
、
参
加
者
の
齊

田
さ
ん
は
、

 

「
収
穫
す
る
時
は
き
れ
い
に
見
え
て

も
、
選
果
す
る
と
、
出
荷
基
準
に
満
た

な
い
サ
ク
ラ
ン
ボ
が
た
く
さ
ん
出
て
き

ま
す
ね
。
箱
詰
め
も
気
が
遠
く
な
る
作

業
。
農
業
っ
て
や
っ
ぱ
り
た
い
へ
ん
」

　

と
、
話
し
て
い
ま
し
た
。
受
け
入
れ

農
家
の
秋
山
さ
ん
は
、

 

「
繊
細
な
果
物
な
の
で
少
し
心
配
で
し

た
が
、
参
加
さ
れ
た
み
な
さ
ん
は
ま
じ

め
な
人
ば
か
り
。
愛
情
を
込
め
て
一
つ

一
つ
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
れ
る
の
で
本
当

に
助
か
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
笑
顔
を

見
せ
ま
す
。

　

東
京
か
ら
参
加
し
た
志
村
さ
ん
は
、

汗
を
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
、

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。

南
ア
ル
プ
ス
に
抱
か
れ
た

果
物
の
宝
石

 

「
果
物
が
食
卓
に
並
ぶ
ま
で
に
、
多
く

の
人
の
努
力
と
汗
が
あ
る
こ
と
を
実
感

し
ま
す
。
そ
の
過
程
を
知
る
こ
と
が
で

き
て
貴
重
な
経
験
で
す
ね
」
と
、
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。

　

最
終
日
、
お
土
産
の
サ
ク
ラ
ン
ボ
を

プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
参
加
者
の
み
な
さ

ん
。「
自
分
の
手
で
収
穫
し
た
サ
ク
ラ

ン
ボ
は
い
つ
も
よ
り
な
ん
だ
か
き
れ

い
」
と
目
を
輝
か
せ
、
宝
石
の
よ
う
な

真
っ
赤
な
サ
ク
ラ
ン
ボ
を
大
切
に
持
ち

帰
り
ま
し
た
。

に
な
る
と
山
形
産
が
出
回
り
始
め
る
の

で
、
そ
の
前
に
一
気
に
収
穫
し
な
い
と

い
け
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
こ
の
あ
と
、

ブ
ド
ウ
や
モ
モ
な
ど
の
果
物
が
ピ
ー
ク

を
迎
え
る
の
で
農
家
は
大
忙
し
。
だ
か

ら
こ
そ
援
農
隊
の
み
な
さ
ん
に
手
伝
っ

て
も
ら
っ
て
、
と
て

も
助
か
り
ま
す
！
」

　

と
、
援
農
隊
を
大

歓
迎
。

　

リ
ピ
ー
タ
ー
参
加

者
の
九
鬼
さ
ん
は
、

 

「
受
け
入
れ
農
家
さ

ん
は
優
し
い
人
ば
か

り
。
ま
た
み
な
さ
ん

に
会
い
た
い
と
思
い

参
加
し
ま
し
た
」
と

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

今
年
は
７
戸
の
農

家
で
収
穫
を
お
手
伝

い
。
受
け
入
れ
農
家

の
清
水
さ
ん
か
ら
、

「
実
の
近
く
に
は
、
次

の
年
に
実
を
結
ぶ
花

芽
が
あ
り
ま
す
。
花
芽
を
傷
つ
け
な
い

よ
う
注
意
し
な
が
ら
収
穫
し
て
く
だ
さ

い
ね
」
と
、
て
い
ね
い
な
レ
ク
チ
ャ
ー

を
受
け
て
、
参
加
者
は
収
穫
作
業
へ
。

イラスト／佐々木一澄（P16 〜 18）

南アルプス市
さくらんぼ援農隊

（JA こま野管内）
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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。

　日本一のりんご生産地である青森県。県西部に広
がる津軽平野では、肥

ひ

沃
よく

な土壌と昼夜の寒暖差が織
りなす恵まれた気候条件のもと、色づき良く果肉が
締まった甘味の深いりんごが栽培されています。
　今回は、早生ふじを中心とした収穫時期が早いり
んごを収穫します。高品質なりんごを出荷するために
は、適切な時期に収穫することが不可欠。しかし人
手不足が毎年の悩みの種……。農家さんと一緒にた
わわに実ったりんごを収穫しましょう！

　中央アルプスの美しい山々の麓に広がる恵那市は、
本州のほぼ中央部に位置することから、“ 日本の真ん
中 ”とも呼ばれています。この地域では、古くから栗
の栽培が盛んで、良質な栗の産地として知られていま
す。そして、その栗を使った栗きんとんも郷土の味と
して親しまれています。
　今回の企画では収穫ボランティアコースと恵那の
暮らしを体感できる田舎暮らしコースを用意しました。
日本の真ん中の魅力をたっぷりと味わってください。

津軽りんご収穫隊

日本の真ん中 恵
え

那
な

暮らし

9 月 27 日（水）～ 29 日（金）

9 月19 日（火）～ 21日（木）

青森県 黒石市

岐阜県 恵那市

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』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. August

栗は一粒一粒手作業で収
穫し、良質のものを選別
して出荷します。味の決め
手は新鮮さ。なので時間
との闘いです。お手伝い
いただけるみなさんの力を
お待ちしております。何も
ない山の上ですが、自然
がいっぱい、空気もよい。
何もないのが売りです。

えな笠置山栗園
代表・鈴村 猛さん

message

全国の農山漁村で農林漁業や伝統文化、地域行事などの体
験を行う企画です。地域の人 と々の交流を通じて、その土地
に愛着を持ってもらい、移住や定住のきっかけとなることをめ
ざします。子育て世代や就農を考えている方におすすめです。

今回初めて援農隊のみな
さまを迎えることになりま
した。日本一のりんごの
生産地でみなさまのお越し
をお待ちしています！

JA 津軽みらい 
営農部営農課
寺山 寿さん

message
2017 年 8 月1日、一般社団法人全国農協観光協会は創立 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。次なる100 年に向けて、職員ひとりひとりが「自
分ビジョン」を宣言し、みなさまのお役に立てるよう業務にまい進し
てまいります。これからもなにとぞよろしくお願いいたします！

次なる100 年に向けて

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 にてお申し込みください。

※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 10 月号掲載分は、8 月 31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 8 月号

年 6 回発行（ 4 月、6 月、8 月、10 月、12 月、2 月）
公式ウェブサイト・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

公式ウェブサイト

● 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。

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

▶http://www.znk.or.jp

▶ https://www.facebook.com/fureai.n

ふ
れ あ

い 広 場

Towards the Next 100 years
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