
二
〇
一
八
年 

十
二
月
号

ふ
れ
あ
い
探
訪

美
し
き
村

ご
当
地
美
味
だ
よ
り

ハ
レ
の
日
を
飾
る
味

ふ
る
さ
と
食
紀
行

ナ
ス
の
花
ず
し

民
俗
芸
能
Ｎ
Ｏ
Ｗ

歌
舞
伎
の
あ
る
故
郷
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美
し
き
村
京
都
府 

亀
岡
市　
／　

徳
島
県 

三み

好よ

し

市

自身の住居も矢
や

田
た

天
てん

満
まん

宮
ぐう

内
の古民家を改修したもの

 「
試
し
に
探
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」

　

ア
レ
ッ
ク
ス
さ
ん
は
言
い
ま
す
。電
線
も
ガ
ー
ド
レ
ー

ル
も
、
鉄
塔
も
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
な
い
風
景
が
、

い
ま
日
本
に
ど
れ
だ
け
残
っ
て
い
ま
す
か
？ 

と
。

　

言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
の
通
り
。
農
泊
・
民
泊
ブ
ー
ム

の
中
、
国
内
の
み
な
ら
ず
海
外
か
ら
も
大
勢
の
旅
行
客

が
日
本
各
地
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
も
、「
爆
買
い
」

の
団
体
客
が
観
光
バ
ス
で
大た

い

挙き
ょ

し
て
訪
れ
、
喧

か
ま
び
すし

く

買
い
物
を
し
て
嵐
の
よ
う
に
去
っ
て
い
く
従
来
型
の
ツ

ア
ー
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
に
暮
ら
す
よ
う
に
滞
在
し
、

生
活
に
触
れ
、
ゆ
っ
た
り
と
過
ご
し
た
い
―
―
そ
ん
な

旅
人
た
ち
で
す
。

 「
そ
う
い
う
旅
行
客
に
は
、
一
見
何
も
な
い
田
舎
の
風
景

が
最
大
の
魅
力
で
あ
り
、
地
元
の
人
の
笑
顔
や
手
作
り

の
料
理
が
、
何
よ
り
の
も
て
な
し
な
ん
で
す
」

　

そ
れ
な
の
に
、
い
ま
の
日
本
は
そ
う
し
た
昔
な
が
ら

の
暮
ら
し
や
手
つ
か
ず
の
風
景
が
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て

い
る
…
…
、
ア
レ
ッ
ク
ス
さ
ん
は
そ
の
こ
と
を
嘆
き
ま

す
。

 

「
秘
境
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
地
域
に
ま
で
立
派
な
道
路

や
巨
大
な
駐
車
場
が
造
ら
れ
、
山
や
川
に
は
大
量
の
コ

ン
ク
リ
ー
ト
が
流
し
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
日
本
は
世
界

で
も
有
数
の
教
育
大
国
で
、
美
し
い
国
土
や
文
化
遺
産

が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
な
ぜ
そ
う
し
た
貴

重
な
宝
物
を
損
な
う
方
向
に
突
き
進
む
の
で
し
ょ
う
？
」

　

彼
は
こ
れ
ま
で
、五
島
列
島
の
長
崎
県
小お

値ぢ

賀か

町
（
本

誌
２
０
１
８
年
６
月
号
掲
載
）
や
、
古
い
商
店
街
が
残

る
香
川
県
宇う

多た

津づ

町
、
秘
境
と
呼
ば
れ
る
奈
良
県
十と

津つ

川か
わ

村
な
ど
で
、
そ
の
地
な
ら
で
は
の
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
数
多
く
手
が
け
て
き
ま
し
た
。

 

「
ど
れ
も
高
度
経
済
成
長
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
不
便
な

土
地
ば
か
り
で
す
。
日
本
中
の
町
や
村
が
前
世
紀
的
な

価
値
観
に
よ
っ
て
便
利
さ
・
効
率
で
画
一
化
さ
れ
て
き

た
中
で
、
そ
う
い
う
場
所
は
開
発
の
手
が
届
か
な
か
っ

た
。
で
も
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
な
ら
で
は
の
景
観
や

建
物
が
手
つ
か
ず
で
残
っ
て
い
る
。
そ
の
価
値
が
い
ま
、

大
き
く
反
転
し
て
い
る
ん
で
す
」

　

京
都
の
町
屋
を
一
棟
貸
し
の
体
験
型
宿
泊
施
設
に
転

換
す
る
試
み
で
、
一
躍
、
町
屋
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し

た
ア
レ
ッ
ク
ス
さ
ん
。
今
や
古
民
家
再
生
の
第
一
人
者

と
し
て
、
国
際
的
に
も
活
動
の
幅
を
広
げ
て
い
ま
す
。   

「
で
も
、ぼ
く
が
や
っ
て
い
る
の
は
『
文
化
財
保
全
』
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
よ
。
昔
な
が
ら
の
建
物
が
も
つ
文
化
の
ス

ピ
リ
ッ
ト
み
た
い
な
も
の
を
受
け
継
い
で
、
今
の
世
の

中
に
伝
え
て
い
き
た
い
ん
で
す
」

　

そ
ん
な
彼
の
原
点
と
も
い
え
る
土
地
が
四
国
に
あ
る

と
聞
き
、
徳
島
県
を
訪
ね
ま
し
た
。

金き
ん

髪ぱ
つ

碧へ
き

眼が
ん

の
そ
の
人
は
、

日
本
の
歴
史
を
、

伝
統
を
、
風
景
を

こ
よ
な
く
愛
す
る
が
ゆ
え
に
、

急
速
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

こ
の
国
の
美
を
嘆
き
ま
す
。

そ
ん
な
彼
の
思
い
が
結
実
し
た
、

新
た
な
観
光
と
地
域
活
性
の
か
た
ち
。

そ
れ
が
古
民
家
ス
テ
イ
。

い
ま
、
深し
ん

山ざ
ん

幽ゆ
う

谷こ
く

の
地
に
、

多
く
の
人
々
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

文
／
常
瀬
邑
泰
（
農
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

写
真
／
ハ
ー
シ
ー
鴨
乃
（
２
‐
３
ｐ
）・
本
野
克
佳
（
４
‐
６
ｐ
）

東洋文化研究者。1952年、米国生まれ。イェール大学日本学部卒業後、慶應義塾大学国際
センターで日本語研修。77年から京都府亀岡市に居を構え、書や古典演劇、古美術など日
本文化の研究に励む。2000 年代に京都の町屋が壊されていることを懸念して、修復し宿泊施
設として開業。2010 年から景観と古民家再生のコンサルティングを地方に広げ、徳島県祖谷、
長崎県小値賀町、奈良県十津川村などで、10数軒の古民家を改修して滞在型観光事業を営む。

アレックス・カー
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山
ま
た
山
の
、
そ
の
ま
た
奥
。「
日
本
最
後
の
秘
境
」

と
も
呼
ば
れ
る
徳
島
県
の
祖
谷
地
方
は
、
急

き
ゅ
う

峻し
ゅ
んな

山
の

斜
面
に
集
落
が
点
在
す
る
絶
景
が
ど
こ
ま
で
も
広
が
り

ま
す
。
山
間
地
で
は
通
常
、
山
の
ふ
も
と
に
集
落
を
築

き
ま
す
が
、
祖
谷
は
あ
ま
り
に
も
谷
が
深
い
た
め
、
日

が
当
た
る
斜
面
に
散
ら
ば
っ
て
家
が
建
て
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

　

ア
レ
ッ
ク
ス
さ
ん
が
こ
の
地
を
初
め
て
訪
れ
た
の
は
、

ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
を
し
な
が
ら
日
本
中
を
回
っ
て
い
た
50

年
近
く
も
前
の
こ
と
。
一
目
で
魅
了
さ
れ
、
１
０
０
軒

以
上
の
空
き
家
を
見
て
回
り
、
築
3
０
０
年
の
茅か

や

葺ぶ
き

屋

根
の
古
民
家
と
出
会
い
ま
し
た
。
黒
光
り
す
る
板い

た

敷じ
き

の

床
と
柱
。
そ
こ
に
は
確
か
に
「
闇
が
闇
と
し
て
息
づ
い

て
い
た
」
と
い
い
ま
す
。
父
の
友
人
か
ら
借
金
を
し
て

38
万
円
で
購
入
。
自
身
が
フ
ル
ー
ト
奏
者
で
あ
る
こ
と

か
ら
、「
竹
笛
の
家
」
と
い
う
意
味
の
「
篪ち

い

庵お
り

」
と
名
付

け
ま
し
た
。
実
は
こ
の
場
所
こ
そ
、
ア
レ
ッ
ク
ス
さ
ん

の
原
点
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
２
０
１
２
年
に
は
大
規
模

な
改
修
工
事
を
行
い
、
茅
葺
民
家
の
宿
泊
施
設
と
し
て

オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

　

そ
こ
か
ら
祖
谷
川
を
渡
り
、
山
を
２
つ
越
え
た
先
に
、

落お
ち

合あ
い

と
い
う
集
落
が
あ
り
ま
す
。
里さ

と

道み
ち

と
呼
ば
れ
る
細

い
道
が
巡
ら
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
建
て
ら
れ
た
民
家
が

点
在
し
て
い
ま
す
。
２
０
０
５
年
に
は
、
山
村
地
域
の

原
風
景
を
残
す
貴
重
な
集
落
と
し
て
、
国
の
重
要
伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
も
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

集
落
で
、ア
レ
ッ
ク
ス
さ
ん
が
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
な
っ

て
２
０
１
１
年
に
始
ま
っ
た
の
が
、『
桃
源
郷
祖
谷
の

山
里
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。
運
営
す
る
「
ち
い
お
り
ア
ラ

イ
ア
ン
ス
」
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
・
笹
川
聖
司
さ
ん
（
38
）

は
こ
う
説
明
し
ま
す
。

 「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
は
、
落
合
集
落
の
伝
統
的
な
景

観
を
保
護
す
る
こ
と
。
そ
し
て
何
よ
り
も
集
落
の
活
性

化
で
す
。
空
き
家
状
態
に
な
っ
て
い
た
８
軒
の
古
民
家

を
、
こ
の
地
域
の
伝
統
工
法
に
基
づ
い
て
２
０
１
１
年

か
ら
改
修
し
て
い
き
、
昔
な
が
ら
の
茅
葺
民
家
型
の
宿

泊
施
設
と
し
て
再
生
さ
せ
ま
し
た
」

　

外
観
や
内
部
の
建
築
様
式
は
保
持
し
な
が
ら
、
キ
ッ

チ
ン
・
バ
ス
・
ト
イ
レ
な
ど
、
宿
泊
施
設
と
し
て
の
水

桃
源
郷
、
祖い

谷や

東祖谷のほぼ中央、祖谷川と
落合川の合流地点より山の斜
面に沿って広がる落合集落。
昭和 40 ～ 50 年頃までは、
葉タバコや馬鈴薯、養蚕など
が営まれていた

茅葺民家の宿泊棟は全部で
8 棟。それぞれ造りは異なる
が、かつてそこにあった生活
に由来する造形や素材感は周
囲の環境に溶け込み、滞在す
る人に極上のくつろぎを与え
てくれる

北海道でタウン誌の編集に
携わっていたという笹川さん。
30歳を前に退職してカナダに
渡り、帰国後インターネット
の求人サイトで応募し、この
地にやってきた 三好市 祖谷

miyoshi-city iya

tokushima

徳島県
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ま
わ
り
は
清
潔
さ
と
使
い
や
す
さ
に
こ
だ
わ
り
抜
い
て

改
修
。
床
下
の
暖
房
設
備
も
充
実
さ
せ
、
寒
冷
地
の
祖

谷
の
冬
も
温
か
く
過
ご
せ
る
よ
う
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し

ま
し
た
。
今
で
は
日
本
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
欧
米

を
中
心
と
し
た
世
界
中
か
ら
、
目
の
肥
え
た
観
光
客
が

引
き
も
切
ら
ず
訪
れ
て
い
ま
す
。

 

「
地
元
の
工
務
店
さ
ん
は
古
民
家
再
生
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が

身
に
つ
き
ま
す
し
、
職
人
さ
ん
は
伝
統
的
な
家
具
造
り

の
経
験
を
積
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
地
域
の
お

母
さ
ん
た
ち
は
、
食
事
の
提
供
や
部
屋
の
掃
除
な
ど
で

活
躍
し
て
い
た
だ
け
る
ん
で
す
」（
笹
川
さ
ん
）

　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
地
元
に
経
験
と
雇
用
、

そ
し
て
何
よ
り
生
き
が
い
が
生
ま
れ
る
仕
組
み
。
笹
川

さ
ん
自
身
は
、
７
年
前
に
北
海
道
旭
川
市
か
ら
移
住
し

て
き
ま
し
た
。「
ち
い
お
り
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
」
で
は
現
在

５
人
の
従
業
員
が
働
い
て
お
り
、
地
域
お
こ
し
や
自
然

暮
ら
し
を
志
向
す
る
人
た
ち
に
、
夢
と
仕
事
を
提
供
す

る
受
け
皿
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

 

「
祖
谷
は
屋や

島し
ま

の
戦
に
敗
れ
た
平
家
の
一
族
が
落
ち
の

び
て
き
た
里
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
暮

ら
し
て
い
た
人
た
ち
が
い
た
よ
う
で
、
歴
史
的
に
は
謎

の
多
い
土
地
な
ん
で
す
」
と
笹
川
さ
ん
。
名
峰
・
剣

つ
る
ぎ

山さ
ん

に
も
近
い
祖
谷
は
、
尾
根
伝
い
に
歩
い
て
い
け
ば
四
国

の
霊
峰
・
石い

し

鎚づ
ち

山さ
ん

ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
位
置
。
か

つ
て
は
そ
の
ル
ー
ト
が
巫み

女こ

や
行

ぎ
ょ
う

者じ
ゃ

の
通
り
道
で
あ
り
、

千
年
以
上
の
歴
史
を
裏
付
け
る
墓
所
や
樹
々
も
、
随
所

に
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
隔
絶
さ
れ
た
地
形
だ
か
ら

こ
そ
、
歴
史
的
に
も
住
民
自
治
が
発
達
し
て
い
た
よ
う

で
、
あ
る
い
は
平
家
の
落
人
た
ち
も
こ
こ
に
住
む
人
々

を
頼
っ
て
落
ち
の
び
て
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
集
落
で
生
ま
れ
育
っ
た
南
敏
治
さ
ん
（
75
）
は
、

「
祖
谷
の
人
は
、
昔
か
ら
客
を
も
て
な
す
の
が
好
き
じ
ゃ

け
ん
の
う
」
と
笑
い
ま
す
。
年
齢
を
尋
ね
る
と
、「
セ
ブ

ン
テ
ィ
ー
フ
ァ
イ
ブ
！
」。
集
落
ガ
イ
ド
と
し
て
旅
行
客

を
案
内
す
る
役
も
担
っ
て
い
る
た
め
、
英
語
は
す
っ
か

り
お
手
の
も
の
だ
そ
う
で
す
。

　

古
民
家
の
滞
在
客
は
、
食
材
を
持
参
す
れ
ば
自
炊
で

き
る
ほ
か
、
仕し

出だ
し

料り
ょ
う

理り

も
あ
り
ま
す
が
、
希
望
す
れ

ば
南
さ
ん
の
お
宅
で
地
元
料
理
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き

ま
す
。
具
だ
く
さ
ん
の
そ
ば
米
雑
炊
、
石
豆
腐
の
田
楽
、

祖
谷
こ
ん
に
ゃ
く
入
り
の
煮
し
め
、
小
ぶ
り
な
ご
う
し

イ
モ
の
味
噌
炒
め
な
ど
、
名
物
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た

滋
味
深
い
郷
土
料
理
の
お
も
て
な
し
で
す
。

　

南
さ
ん
の
自
宅
は
、
祖
谷
川
沿
い
の
集
落
の
入
り
口

か
ら
、
上
へ
上
へ
と
つ
づ
ら
状
に
続
く
里
道
の
ほ
ぼ
突

き
当
た
り
。
落
合
集
落
の
最
上
部
に
あ
り
、
下
と
の
標

高
差
は
約
３
９
０
ｍ
に
も
な
り
ま
す
。
庭
先
の
畑
か
ら

は
る
か
に
見
渡
せ
ば
、
谷
を
深
く
交
差
す
る
よ
う
に
刻

む
山
々
の
稜

り
ょ
う

線せ
ん

が
ど
こ
ま
で
も
続
い
て
い
ま
す
。

　

静
寂
の
夜
に
は
星
が
無
数
に
ま
た
た
き
、
朝
に
は
雲う

ん

海か
い

が
立
ち
込
め
て
、
眼
下
の
世
界
を
真
っ
白
に
覆
い
つ

く
す
、
天
空
の
里
。

　

谷
を
挟
ん
だ
対
岸
か
ら
は
、
落
合
集
落
を
一
望
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
70
歳
を
過
ぎ
て
初
め
て
そ
こ
か
ら

故
郷
を
目
に
し
た
と
き
、
南
さ
ん
は
こ
う
思
っ
た
そ
う

で
す
。

 「
う
ん
。
ま
あ
、
無
理
も
な
い
か
」

　

こ
ん
な
に
美
し
い
村
な
ら
、
大
勢
の
人
が
訪
れ
る
の

も
―
―
と
い
う
意
味
で
す
。

町議を務めながら農業を続け
てきた南さん。現在は甘

かん

藷
しょ

や
そばを栽培しながら集落案内
ガイドとして活躍中

祖谷の特産であるそばを乾燥
させる。祖谷川上流の清らかな
水を使ったそばが人気だ

集落に自生するススキは貴重
な資源。束ねて積み上げて乾
燥させ、茅葺屋根の補修に用
いられるほか、急峻な斜面に
ある畑の土が下方に流出する
のを防ぐため、すき込んで土
上げをする

本会発行の報告書『成熟社会
における新たなグリーン・ツー
リズムの提案』の中で、本紙面
内で紹介した祖谷地区での古
民家再生を起点とした地域活
性の取り組みを先進事例として
掲載している
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東北地方への玄関口として、
古くから交通の要所であった郡山市。

江戸幕府の直
ちょっ

轄
かつ

地
ち

として賑わい、旅芸人が多く訪れ、
大衆文化が花開きました。柳橋の歌舞伎もそのひとつ。
江戸時代後期の 1800 年頃、柳橋地区で始まった
伝統の歌舞伎です。200 年の時を超えて受け継がれ、

人と人をつなぎ、また地元に帰ってくるための
引力のような力を生み出しています。

柳橋の歌舞伎（福島県郡山市）

　
水み

な
も面

き
ら
め
く
小
川
、
頭こ

う
べを

垂
れ
る
稲
穂
、
隈く

ま

取ど
り

が
描
か
れ
た
灯と

う

籠ろ
う

、
立
ち
上
る
興
行
の
ぼ
り
…
…

目
に
鮮
や
か
な
色
合
い
が
町
中
に
あ
ふ
れ
ま
す
。
　
　

　
9
月
中
旬
の
郡
山
市
柳
橋
地
区
で
、
年
に
一
度

の
大
イ
ベ
ン
ト「
柳
橋
の
歌
舞
伎
」が
開
か
れ
ま
す
。

続
々
と
会
場
に
駆
け
つ
け
た
観
客
は
約
7
０
０
人
。

地
区
の
住
民
は
も
ち
ろ
ん
、
近
隣
の
市
町
村
や
県

外
か
ら
も
来
客
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
日
の
公
演
で

は
、
地
元
の
御み

舘た
て

中
学
校
の
生
徒
に
よ
る
演
技
に

続
い
て
、
保
存
会
の
役
者
が
公
演
を
行
い
ま
す
。

　
鼓つ

づ
みが

小
気
味
よ
く
リ
ズ
ム
を
刻
み
、
拍

ひ
ょ
う

子し

木ぎ

が

響
く
と
、
舞
台
袖
か
ら
紫
色
の
着
物
を
ま
と
っ
た

5
人
衆
が
登
場
し
、
客
席
が
沸
き
立
ち
ま
す
。
開

幕
の
口
火
を
切
る
演
目
は
、
中
学
生
演
じ
る
「
白し

ら

浪な
み

五ご

人に
ん

男お
と
こ」。

江
戸
で
悪
事
を
重
ね
た
5
人
の
盗
賊

写真／ Kay N

1.祭りは神事から始まる。菅
すが

布
ふ

禰
ね

神社へ一年
の実りへの感謝と祭りの成功を祈願する／2.
堂 と々登場する役者に華を添える三味線は主に
女子生徒が担当／3.明治時代に使われていた
化粧道具と台本／4.着物は江戸時代から受け
継がれており、郡山市指定の重要有形民俗文
化財に指定されている

1

2

4 3

団
が
い
よ
い
よ
捕
ま
っ
て
し
ま
う
、
哀
愁
の
あ
る

シ
ー
ン
を
演
じ
ま
す
。
堂
々
と
し
た
口
上
を
述
べ

る
と
、
客
席
か
ら
は
喝か

っ

采さ
い

の
拍
手
が
起
こ
り
ま
す
。

 

「
実
は
途
中
で
中
断
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
ん
だ
け

ど
ね
」
柳
橋
歌
舞
伎
保
存
会
会
長
の
宗む

な

像か
た

亀
明
さ

ん
（
66
）
は
話
し
ま
す
。

　
江
戸
時
代
に
始
ま
っ
た
柳
橋
の
歌
舞
伎
で
す
が
、

戦
争
の
影
響
を
受
け
、
開
催
で
き
な
い
年
も
あ
っ

た
そ
う
。
戦
後
に
入
っ
て
か
ら
も
担
い
手
が
次
第

に
減
少
し
、
上
演
の
回
数
が
さ
ら
に
減
っ
た
と
い

い
ま
す
。「
親
父
も
、
そ
の
親
父
も
や
っ
て
き
た
歌

舞
伎
で
す
か
ら
、
自
分
た
ち
の
代
で
途
絶
え
さ
せ

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
奮
起
し
た
亀
明
さ
ん

の
父
、
亀
嘉
さ
ん
が
、
昭
和
55
年
に
柳
橋
地
区
に

住
む
人
た
ち
に
声
を
か
け
、
全
戸
を
保
存
会
の
会

員
に
し
ま
し
た
。

 

「
全
戸
っ
て
い
っ
て
も
２
０
０
戸
く
ら
い
し
か
な

い
か
ら
、
み
ん
な
顔
見
知
り
み
た
い
な
も
ん
だ
」

と
亀
明
さ
ん
は
笑
い
ま
す
。「
こ
れ
か
ら
は
も
う
二

度
と
絶
や
さ
ず
続
け
て
い
く
、
そ
の
決
意
の
表
れ

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
続
け
ま
す
。

 

「
今
か
ら
15
年
ほ
ど
前
で
し
ょ
う
か
。
御
舘
中
学

校
の
生
徒
全
員
が
歌
舞
伎
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ

た
ん
で
す
」
と
話
す
の
は
、
御
舘
中
学
校
で
英
語

を
教
え
る
遠
藤
和
志
先
生
（
42
）。
御
館
中
学
校
の

生
徒
は
、
今
回
の
歌
舞
伎
公
演
と
中
学
校
の
学
園

祭
、
年
に
2
度
の
公
演
を
し
ま
す
。

全
戸
が
保
存
会
員

歌舞伎のある故郷
民俗芸能NOWNOW民俗芸能NOW民俗芸能
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と
話
し
ま
す
。
始
め
た
こ
ろ
は
舞
台
に
立
つ
と
緊

張
し
た
そ
う
で
す
が
、
今
は
緊
張
よ
り
楽
し
さ
や

気
持
ち
よ
さ
が
勝
る
と
話
し
ま
す
。

 

「
中
学
生
の
頃
は
あ
ま
り
派
手
な
役
で
は
な
か
っ

た
で
す
け
ど
（
笑
）
ま
た
や
り
た
い
と
思
え
た
ん

で
す
。
魅
力
が
伝
わ
れ
ば
、
お
の
ず
と
後
継
者
は

増
え
て
い
く
の
か
な
」
と
話
し
な
が
ら
、
化
粧
を

落
と
し
て
素
顔
に
戻
っ
て
い
き
ま
す
。

 

「
大
人
に
な
っ
て
も
、
子
ど
も
の
心
に
ず
っ
と
残

る
と
思
い
ま
す
。
柳
橋
地
区
周
辺
で
は
進
学
や
就

職
を
機
に
、
こ
の
地
を
離
れ
る
若
者
が
多
い
ん
で

す
。
で
も
こ
の
歌
舞
伎
が
、
地
域
と
子
ど
も
た
ち

を
つ
な
ぐ
フ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

と
亀
明
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　
ド
ー
ラ
ン
の
香
り
、
舞
台
か
ら
見
た
観
客
の
表

情
、
拍
手
、
歓
声
…
…
。
五
感
に
訴
え
、
心
に
し

み
ゆ
く
経
験
が
、
毎
年
訪
れ
る
秋
の
入
り
口
に
、

世
代
を
超
え
た
つ
な
が
り
を
深
め
る
き
っ
か
け
に

な
っ
て
い
ま
す
。

7.熊谷直実の家来である堤の軍
ぐん

次
じ

役を演じる
貴将さん。「普段あまり大きい声をださないので
ここで発散しています」と話す／8.天皇の御
子の身代わりとして命を落とした愛息の首を抱
え悲嘆にくれる相

さがみ

模／9.歌舞伎のできばえを
左右する義

ぎ

太
だ

夫
ゆう

。伊藤薫さんは、カラオケが
上手だったことから義太夫を任命されたという

全国農協観光協会が主催する第30回「民俗
芸能と農村生活を考える会」にて、柳橋の歌
舞伎・東京公演を行います。迫力ある演技をぜ
ひご覧ください。入場料は無料です。詳細は、
本会ウェブサイト（http://www.znk.or.jp/
event）で公開中です。
開催概要
とき：平成31年2月16日（土）
ところ：日本教育会館
一ツ橋ホール（神保町駅 A1出口より徒歩5分）
入場料：無料
※御舘中学校の生徒による演技はありません。

　
男
子
生
徒
は
主
に
役
者
と
し
て
、
女
子
生
徒
は

主
に
三
味
線
や
化
粧
係
と
し
て
歌
舞
伎
に
参
加
し

ま
す
。
歌
舞
伎
の
存
続
の
た
め
に
間
口
を
広
げ
た

い
保
存
会
と
、
学
校
で
は
教
え
ら
れ
な
い
地
域
の

伝
統
文
化
を
学
ば
せ
た
い
と
い
う
中
学
校
と
の
思

い
が
一
致
し
て
ス
タ
ー
ト
。
総
合
的
な
学
習
の
時

間
に
、
保
存
会
か
ら
講
師
を
招
き
、
歌
舞
伎
に
取

り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
。

　
演
技
指
導
を
す
る
宗
像
大
吉
さ
ん
（
71
）
は
、「
女

の
子
が
役
者
と
し
て
舞
台
に
立
っ
た
こ
と
も
あ
り

ま
す
」
と
話
し
ま
す
。
し
き
た
り
に
と
ら
わ
れ
る

よ
り
も
、
生
徒
の
自
主
性
を
尊
重
し
た
い
と
話
し
、

配
役
も
生
徒
に
ま
る
っ
き
り
任
せ
て
い
る
と
話
し

ま
す
。「
歌
舞
伎
を
守
っ
て
い
く
た
め
に
は
柔
軟
さ

も
必
要
」
と
亀
明
さ
ん
は
続
け
ま
す
。

　
日
が
落
ち
て
、
暗
く
静
か
な
夜
と
、
照
ら
さ
れ

る
舞
台
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
一
層
際
立
つ
頃
、

保
存
会
の
役
者
に
よ
る
「
一

い
ち
の
た
に谷

嫩ふ
た
ば

軍
記 

熊く
ま

谷が
い

陣じ
ん

屋や

の
場
」
が
始
ま
り
ま
す
。
武
将
の
熊
谷
直な

お

実ざ
ね

を

中
心
に
、
義
理
や
忠
義
、
息
子
へ
の
愛
情
な
ど
複

雑
な
人
間
模
様
が
表
現
さ
れ
ま
す
。
大
人
た
ち
の

円
熟
の
演
技
は
、
う
な
る
よ
う
な
声
量
、
迫
力
の

あ
る
見み

得え

、
し
な
や
か
な
所
作
で
観
客
を
物
語
に

引
き
込
み
ま
す
。

　
保
存
会
で
最
年
少
の
役
者
で
あ
る
宗
像
貴
将
さ

ん
（
25
）
は
、「
中
学
生
の
こ
ろ
舞
台
に
立
ち
、
そ

の
ま
ま
の
流
れ
で
ず
っ
と
役
者
を
や
っ
て
い
ま
す
」

歌
舞
伎
で
つ
な
が
る

5.「義
よし

経
つね

千
せん

本
ぼん

桜
ざくら

」での一幕。源頼朝の刃を逃
れようと道を急ぐ義経との同道を拒否され、独
り身になる静

しずか

御
ご

前
ぜん

（左）。別れの形見として義
経に託された「初

はつ

音
ね

の鼓」を胸に抱く／6．公
演が終わった後は、役者だけでなく化粧や黒
子など、裏方で芝居を支える生徒もステージ
に立ちお披露目

5

6

柳橋の歌舞伎
東京公演のお知らせ

78

9
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秋
田
県
横
手
市　

Ｊ
Ａ
秋
田
ふ
る
さ
と
女
性
部 

十じ
ゅ
う

文も
ん

字じ

支
部

東
北
に
開
く
知
恵
の
華

ナ
ス
の
花
ず
し

ふ
る
さ
と

食
紀
行

多
様
な
漬
け
物
文
化
を
持
つ
東
北
の

中
で
も
、「
漬
け
物
大
国
」
と
た
と
え

ら
れ
る
秋
田
県
。
干
し
た
大
根
を
燻い

ぶ

し
た
「
い
ぶ
り
が
っ
こ
」
が
有
名
だ
が
、

「
が
っ
こ
」
は
秋
田
の
方
言
で
漬
け
物

の
こ
と
だ
そ
う
。
秋
田
県
横
手
市
に
、

愛
ら
し
い
「
が
っ
こ
」
が
あ
る
と
聞
き
、

訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

まるで漬け物とは思えないほどの鮮やかな色が特徴

日本有数の豪雪地帯であ
る横手市。雪解け水が米
をはじめ多くの農産物を
育てる

糊がわりに使うご飯の量
や菊の大きさ、南蛮の品
種などは、作り手によって
さまざま

高階さん宅ではこの地の
在来種「関

せき

口
ぐち

ナス」を使う。
皮にハリがあり、しまった
果肉が特徴。葉はミョウ
ガの葉で代用

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

創業 57 年。地元に根付き、
食料品のみならず、日用品な
ども取り扱う大型スーパー。
ファーマーズマーケット：ラッ
キー内の店舗で、横手市周辺の
野菜や加工品を販売。お問い
合わせはこちらへ。
☎：0182-42-3996

スーパーモール ラッキー

秀
子
さ
ん
（
61
）
も
参
加
し
て
、
作
り
方
を

見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　
　

ず
し
作
り
は
、
夏
に
と
れ
た
ナ
ス
に

塩
を
し
て
漬
け
る
「
下
漬
け
」
と
、

秋
に
な
っ
て
か
ら
菊
や
唐
辛
子
を
の
せ
て
漬

け
る
「
本
漬
け
」
が
あ
る
。
下
漬
け
は
早
い

人
は
お
盆
前
か
ら
始
め
る
そ
う
だ
。
ナ
ス
は

天
地
を
切
り
落
と
し
、
ぜ
い
た
く
に
も
中
心

し
か
使
わ
な
い
。
ナ
ス
の
色
を
き
れ
い
に
保

つ
た
め
に
み
ょ
う
ば
ん
を
入
れ
た
水
に
し
ば

ら
く
浸
し
、
桶
に
並
べ
て
い
く
。
そ
し
て
塩

を
し
て
、
笹
の
葉
を
の
せ
る
。
そ
れ
を
繰
り

花

返
し
、
重
石
を
し
て
ひ
と
月
ほ
ど
漬
け
る
。

　

本
漬
け
に
は
、
も
ち
米
と
う
る
ち
米
（
粒

の
小
さ
い
中
米
）
を
使
う
。
ま
ず
、
下
漬
け

し
た
ナ
ス
を
塩
抜
き
し
て
、
水
分
を
出
し
て

お
く
。
桶
の
底
に
砂
糖
を
軽
く
ふ
り
、
ナ
ス

を
並
べ
る
。
炊
い
て
潰
し
た
も
ち
米
を
糊の

り

代

わ
り
に
、
菊
を
ナ
ス
に
く
っ
つ
け
、
小
口
切

り
に
し
た
南
蛮
（
唐
辛
子
）
を
の
せ
る
。
菊

と
南
蛮
を
の
せ
た
ナ
ス
が
桶
に
並
ぶ
様
子
は
、

ま
る
で
万
華
鏡
の
よ
う
。
そ
の
美
し
さ
に
、

気
持
ち
も
高
揚
し
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
、
そ

の
上
に
雪
を
降
ら
せ
る
よ
う
に
砂
糖
を
ま
ぶ

す
。
布
巾
を
か
ぶ
せ
、
炊
い
て
冷
ま
し
た
う

る
ち
米
を
敷
き
詰
め
る
。
こ
れ
は
、
塩
分
を

吸
い
取
る
た
め
に
入
れ
る
そ
う
だ
。
う
る
ち

米
の
上
に
さ
ら
に
布
巾
を
敷
き
、
同
じ
作
業

を
繰
り
返
す
。
中
ぶ
た
と
重
石
を
し
、
冷
暗

所
へ
。3
、4
週
間
た
て
ば
食
べ
頃
だ
そ
う
だ
。

 

「
楊よ

う

枝じ

っ
こ
で
い
い
か
？
」
と
、
爪
楊
枝
を

渡
さ
れ
4
等
分
に
し
た
ひ
と
切
れ
を
い
た
だ

い
た
。
カ
リ
ッ
カ
リ
ッ
と
、
し
ば
漬
け
の
よ

う
な
心
地
よ
い
食
感
の
ナ
ス
は
、
ほ
ど
よ
く

甘
く
て
し
ょ
っ
ぱ
い
。
そ
こ
に
菊
の
ほ
ろ
苦

さ
と
香
り
が
合
わ
さ
る
と
通
好
み
の
味
に
転

じ
、
あ
つ
あ
つ
の
ご
飯
が
欲
し
く
な
る
。

 

「
こ
こ
ら
は
雪
が
2
メ
ー
ト
ル
近
く
降
る
か

ら
、冬
に
野
菜
な
ん
て
な
い
も
の
。
夏
に
い
っ

ぱ
い
穫
れ
る
ナ
ス
を
漬
け
て
お
い
て
冬
に
食

べ
て
ん
だ
」
と
片
野
さ
ん
。

　

朝
ご
は
ん
に
、
お
茶
請
け
に
、
お
酒
の
あ

て
や
シ
メ
の
お
茶
漬
け
な
ど
、
北
国
の
冬
の

食
卓
を
彩
っ
て
き
た
情
景
が
目
に
浮
か
ぶ
よ

う
だ
。
夏
の
食
材
に
秋
の
味
覚
を
添
え
、
冬

に
い
た
だ
く
…
…
。
ナ
ス
の
花
ず
し
は
、
豪

雪
地
帯
に
暮
ら
す
人
々
が
生
ん
だ
「
知
恵
の

華
」
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。

手
市
は
県
南
の
内
陸
に
位
置
し
、
晴

れ
た
日
に
は
、
秋
田
と
山
形
の
県
境

に
そ
び
え
る
鳥

ち
ょ
う

海か
い

山さ
ん

（
標
高
２
２
３
６
ｍ
）

が
望
め
る
。
山
々
に
囲
ま
れ
た
広
大
な
こ
こ

横
手
盆
地
で
、
ナ
ス
の
花
ず
し
は
生
ま
れ
た
。

「
す
し
」
と
名
が
つ
い
た
の
は
、
漬
け
込
む
工

程
で
炊
い
た
お
米
を
使
う
か
ら
。
同
市
十
文

字
地
区
で
は
、
彼
岸
が
過
ぎ
た
9
月
末
か
ら

稲
刈
り
が
始
ま
り
、菊
も
開
花
す
る
。同
じ
頃
、

花
ず
し
の
本
漬
け
も
始
ま
る
と
い
う
。

　

訪
ね
た
の
は
、
Ｊ
Ａ
秋
田
ふ
る
さ
と
の
女

性
部
に
所
属
す
る
花
ず
し
作
り
の
名
人
・
高た

か

階し
な

博
子
さ
ん(

70)

の
お
宅
だ
。
も
と
も
と

は
目
分
量
で
作
っ
て
い
た
の
を
、
女
性
部
で

講
習
会
を
や
っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
、
後
世

横

に
伝
え
る
た
め
、
計
量
し
レ
シ
ピ
に
起
こ
し

た
。「
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
う
ち
流
で
、
漬
け

物
は
そ
こ
の
家う

ち

そ
こ
の
家
の
漬
け
方
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
あ
な
た
た
ち
が
漬
け
て
み
て
自
分

の
味
に
し
て
く
だ
さ
い
、
っ
て
講
習
会
で
も

言
っ
た
ん
だ
よ
」
と
、
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
な

が
ら
話
す
高
階
さ
ん
。
秋
田
弁
の
優
し
い
抑

揚
が
心
を
お
だ
や
か
に
し
て
く
れ
る
。
ご
親

戚
で
、
花
ず
し
作
り
の
熟

じ
ゅ
く

手し
ゅ

だ
と
い
う
片
野

下漬け完了！

冬のお茶っこが
楽しみだ！
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恵
え

那
な

寿
す

や／200g、2160 円／☎ 0573-25-2691

鳴門ピクルス／220g、1173 円／☎ 088-624-8358ナナクラ昆布／40g 、648 円／☎ 050-5328-1394

伊勢せきや／2個、10800 円／☎ 0120-00-0707 宝水産有限会社／約1kg、7020 円／☎ 0895-70-6068

漁
師
た
ち
の

祝
い
の
料
理

泥より出
い

でし
白い花

武
士
も
好
ん
だ

開
運
の
果
実

海
と
太
陽
が

育
て
た
う
ま
み

美う

ま

し
国
の
海
の
幸

ク
リ
ス
マ
ス
、
大
晦
日
、
正
月
―
―
。

祝
い
の
席
が
増
え
る
季
節
に
合
わ
せ

て
、
心
華
や
ぐ
お
め
で
た
い
加
工
品

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
三
重
県
は
「
美
し
国
」
と
呼
ば
れ
、

海
や
山
な
ど
の
自
然
に
恵
ま
れ
た
豊
か

な
土
地
で
す
。
伊
勢
湾
で
水
揚
げ
さ
れ

る
伊
勢
エ
ビ
や
フ
グ
も
、
こ
の
地
を
代

表
す
る
海
産
物
で
す
。
大
ぶ
り
な
ア
ワ

ビ
を
カ
ツ
オ
だ
し
で
ふ
っ
く
ら
煮
込
ん

だ
こ
ち
ら
の
脹
煮
は
、
優
し
く
上
品
な

香
り
が
特
徴
。
旨
み
が
凝
縮
さ
れ
た
身

が
丸
ご
と
入
っ
て
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ス

し
て
そ
の
ま
ま
食
べ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
さ
い
の
目
に
切
っ
て
炊
き
込
み
ご

飯
に
入
れ
る
と
、
ア
ワ
ビ
の
旨
み
が
ご

飯
に
し
み
わ
た
り
ま
す
。

　
繁
殖
力
が
高
く
、
成
長
も
早
い
こ
と

か
ら
、
子
宝
や
子
孫
繁
栄
の
縁
起
物
と

し
て
食
べ
ら
れ
て
い
る
昆
布
。
お
せ
ち

の
食
材
と
し
て
も
定
番
で
す
。
利り

　し
り尻

昆

布
や
羅ら

　う
す臼

昆
布
な
ど
多
く
の
品
種
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
商
品
は
三
石
産

の
日
高
昆
布
を
使
用
。
繊
維
が
少
な
く

や
わ
ら
か
い
日
高
昆
布
は
、
昆
布
巻
き

や
煮
物
に
向
く
と
さ
れ
、「
食
べ
る
昆

布
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
チ
ー
ズ

ト
ー
ス
ト
や
グ
ラ
タ
ン
に
ふ
り
か
け
て

焼
く
と
、
磯
の
香
り
に
香
ば
し
さ
が
相

ま
っ
て
絶
品
で
す
。

　
栗
を
杵き

ね

で
打
っ
て
殻
と
渋
皮
を
取
る

こ
と
を
「
搗か

つ
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
勝

ち
栗
」
と
い
わ
れ
、
武
田
信
玄
や
上
杉

謙
信
な
ど
の
名
だ
た
る
武
将
が
、
出
陣

前
に
ゲ
ン
を
担
い
で
食
べ
た
と
さ
れ
ま

す
。
こ
ち
ら
の
栗
納
豆
は
、
シ
ロ
ッ
プ

漬
け
に
し
た
後
に
砂
糖
を
ま
ぶ
し
て
作

ら
れ
ま
す
。
大
粒
で
し
っ
と
り
と
し
た

果
肉
を
噛
む
と
、
ホ
ク
ホ
ク
し
た
食
感

と
、
優
し
い
栗
の
甘
さ
が
口
に
広
が
り

ま
す
。
日
本
茶
に
合
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、

赤
ワ
イ
ン
と
の
相
性
も
グ
ッ
ド
。
細
か

く
砕
い
て
バ
ニ
ラ
ア
イ
ス
に
入
れ

る
の
も
お
す
す
め
で
す
。

　
紅
白
の
色
合
い
が
華
や
か
な
タ
イ
。

貴
重
な
魚
で
あ
る
タ
イ
を
長
く
楽
し
む

た
め
に
作
ら
れ
た
塩
釜
焼
き
で
す
が
、

愛
媛
県
で
は
、
水
揚
げ
を
祝
う
漁
師
に

よ
っ
て
食
べ
ら
れ
て
き
た
そ
う
。
由
良

半
島
沖
の
黒
潮
に
逆
ら
っ
て
泳
ぐ
タ
イ

は
、
身
が
締
ま
り
、
旨
み
が
凝
縮
さ
れ

ま
す
。
そ
ん
な
タ
イ
を
塩
で
包
ん
で
蒸

し
上
げ
る
こ
と
で
、
身
が
香
り
を
ま
と

い
ま
す
。
塩
も
地
元
産
の
藻も

　じ
お塩

を
使
用
。

食
べ
終
わ
っ
た
後
の
骨
や
頭
か
ら
と
っ

た
だ
し
に
、
塩
釜
の
塩
を
入
れ
て
潮

う
し
お

　じ
る汁

に
す
る
の
が
地
元
流
。
南
予
の
海

の
味
を
堪
能
で
き
ま
す
。

　
穴
か
ら
向
こ
う
側
が
見
え
、「
見
通
し

の
い
い
」
縁
起
物
と
さ
れ
る
レ
ン
コ
ン
。

花
の
よ
う
な
切
り
口
か
ら
「
花
レ
ン
コ

ン
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
。

結
婚
祝
い
に
レ
ン
コ
ン
の
煮
し
め
を
食

べ
る
風
習
が
残
る
鳴
門
市
で
、
小
さ
な

慶け
い

　じ事
で
も
レ
ン
コ
ン
を
食
べ
て
ほ
し
い

と
開
発
さ
れ
た
ピ
ク
ル
ス
で
す
。
食
感

を
残
す
た
め
、
掘
っ
た
レ
ン
コ
ン
を
そ

の
日
の
う
ち
に
加
工
。
ほ
ん
の
り
甘
く
、

し
ゃ
き
っ
と
し
た
食
感
を
楽
し
め
ま

す
。
ピ
ク
ル
ス
液
を
ご
飯
に
混
ぜ
、
レ

ン
コ
ン
を
添
え
た
ち
ら
し
寿
司
に

す
る
の
も
お
す
す
め
。

ご
当
地

美
味

だ
よ
り

愛
媛
県  

◎ 

徳
島
県  

◎ 

北
海
道  

◎ 

三重県  ◎ 岐阜県  ◎ 

ハ
レ
の
日
を
飾
る
味
写
真
／
栗
林
成
城
　
ス
タ
イ
リ
ン
グ
／
大
星
道
代

◎

◎

◎

◎
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2018. D
ecem

ber

食と農で奈川の魅力を発信
するために企画しました。山
の中をゆっくり散策しなが
ら、ここならではの暮らしを
楽しむ1泊2日の企画です。
（全国農協観光協会／鈴木さん）

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！

水蒸気を含む空気が冷えて現れる雲
うん

海
かい

奈川が発祥とされると
うじそば。キノコや山
菜など、奈川の特産
が凝縮されている

心を励ます意味が込め
られた警

けい

策
さく

を受ける

援農や田舎暮らし、食育

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。

2018. D
ecem

ber

　

乗の
り

鞍く
ら

岳だ
け

に
隣
接
し
、
信

州
・
松
本
市
の
南
西
部
の

山
々
に
囲
ま
れ
た
奈
川
地

区
。
標
高
１
２
０
０
ｍ
に

位
置
し
、
豊
か
な
緑
に
あ

ふ
れ
た
土
地
で
す
。
清
流

を
利
用
し
て
イ
ワ
ナ
が
養

殖
さ
れ
、
山
に
は
そ
ば
畑

が
広
が
り
、
自
然
と
と
も

に
生
き
る
暮
ら
し
が
息
づ
き
ま
す
。

　

木
々
が
赤
や
黄
色
に
染
ま
り
ゆ
く
10

月
上
旬
。
日
本
の
原
風
景
が
残
る
奈
川

の
暮
ら
し
を
味
わ
お
う
と
、
30
〜
80
代

ま
で
の
参
加
者
19
人
が
、
全

国
各
地
か
ら
集
い
ま
し
た
。

一
行
を
迎
え
る
の
は
、
信
州
・

松
本
奈
川
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
推
進
協
議
会
の
み
な
さ

ん
。
囲い

炉ろ

裏り

で
焼
い
た
イ
ワ

ナ
を
囲
み
、
地
域
の
こ
と
を

話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

 

「
こ
こ
ら
は
普
段
、
観
光
客

昨
晩
舌
鼓
を
打
っ
た
そ
ば
の
畑
を
見

学
で
き
る
と
あ
っ
て
、
み
な
さ
ん
興
味

津し
ん

々し
ん

。
山
を
登
っ
て
い
く
と
、
農
家
の

古ふ
る

畑は
た

富と
み

清き
よ

さ
ん
が
手
を
振
る
姿
が
見
え

て
き
ま
し
た
。
日
当
た
り
を
求
め
て
山

の
中
腹
に
広
が
る
古
畑
さ
ん
の
そ
ば
畑

は
ま
さ
に
「
天
空
の
畑
」。
参
加
者
の

田
中
さ
ん
は
、「
畑
が
空
に
浮
い
て
る

み
た
い
」
と
、そ
の
眺
め
に
う
っ
と
り
。

 

「
す
て
き
な
景
色
で
し
ょ
う
。
こ
の
そ

ば
は
風
雨
で
倒
れ
て
も
す
ぐ
に
立
ち
上

が
る
の
で
、
天て

ん

昇し
ょ
うの

そ
ば
と
言
わ
れ
ま

す
。
風
味
が
良
く
、
味
も
濃
い
。
こ
の

味
と
景
色
を
守
り
伝
え
て
い
き
た
い
で

す
ね
」
と
、
古
畑
さ
ん
。

　

奈
川
の
雄
大
な
自
然
体
験
を
堪
能
し

た
一
行
。
締
め
く
く
り
は
文
化
体
験
で

す
。
地
区
唯
一
の
寺
院
・
林り

ん

照
し
ょ
う

寺じ

を

め
ざ
し
ま
す
。
案
内
役
は
地
元
の
古ふ

る

幡は
た

理り

市い
ち

さ
ん
。
途
中
で
は
サ
ク
ラ
マ
ス
の

遡そ

上じ
ょ
うを

遮
ら
な
い
よ
う
に
作
ら
れ
た

魚
道
も
見
学
し
ま
し
た
。
古
幡
さ
ん

次ページでは、
日本の農山漁村を応援する
最新企画をご紹介しています。

り
で
お
楽
し
み
の
夕
食
で
す
。
メ
イ
ン

は
、
と
れ
た
ば
か
り
の
地
元
の
新
そ
ば

を
使
っ
た
「
と
う
じ
そ
ば
」。
小
さ
な

カ
ゴ
に
食
べ
る
分
だ
け
そ
ば
を
入
れ

て
、
鍋
に
は
っ
た
出だ

汁し

で
温
め
て
い
た

だ
く
奈
川
の
郷
土
食
で
す
。

「
汁
に
そ
ば
を
投
じ
て
食
べ
る
こ
と
か

ら
『
投と

う

汁じ

』
と
名
が
つ
い
た
と
さ
れ
る

ん
で
す
よ
」
と
、
亘
さ
ん
。

　

姉
妹
で
参
加
し
た
加
茂
さ
ん
は
、「
そ

ば
の
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
み
た
い
。
香
り
豊

か
で
体
が
あ
っ
た
ま
る
」
と
、
に
こ
や

か
に
そ
ば
を
投
じ
て

い
ま
し
た
。

　

翌
日
は
、
収
穫
を

控
え
た
そ
ば
畑
へ
。

イラスト／佐々木一澄（P16 ～ 18）

信州の山郷・
奈川暮らし体験

に
素
通
り
さ
れ
て
し
ま
う

ん
で
す
が
、
豊
富
な
山
の

幸
や
美
し
い
自
然
に
は
自

信
が
あ
る
ん
で
す
。
も
っ

と
み
な
さ
ん
に
奈
川
を

知
っ
て
も
ら
っ
て
、
立
ち

寄
っ
て
ほ
し
く
て
」

と
、
代
表
の
亘

わ
た
りさ

ん
。

　

さ
っ
そ
く
参
加
者
が
向

か
う
の
は
、
標
高
約
１
６
０
０
ｍ
に
あ

る
白し

ら

樺か
ば

峠と
う
げ。

タ
カ
が
繁
殖
地
と
越
冬
地

を
行
き
来
す
る
「
渡
り
」
が
見
ら
れ
る

日
本
有
数
の
場
所
で
す
。
山
道
を
散
策

し
つ
つ
「
タ
カ
見
の
広
場
」
を
め
ざ
し

ま
す
。親
子
で
参
加
し
た
西
村
さ
ん
は
、

「
木
や
土
の
香
り
に
癒
さ
れ
る
わ
」
と
、

深
呼
吸
。
小
雨
も
あ
り
タ
カ
に
は
出
会

え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
眼
下
に
は
幻
想

的
な
雲
海
が
広
が
り
ま
し
た
。
参
加
者

の
安
藤
さ
ん
は
、「
自
然
が
作
る
芸
術

ね
」
と
、景
色
に
み
と
れ
て
い
ま
し
た
。

　

絶
景
を
楽
し
ん
だ
後
は
、
山
荘
わ
た

自
然
と
生
き
る

山
郷
暮
ら
し
の
豊
か
さ

　今年
も豊作

！

そばの実
つまみ食

い！

は
「
私
た
ち
は
自
然
の
力
を
借
り
つ
つ

暮
ら
し
て
い
ま
す
。
川
や
山
か
ら
、
家

の
軒
先
に
水
を
引
き
、
野
菜
や
長
靴
な

ど
を
洗
う
た
め
に
使
っ
て
い
る
ん
で
す

よ
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

林
照
寺
で
は
座
禅
を
体
験
。
参
加
者

の
村
井
さ
ん
は
「
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時

の
流
れ
に
身
を
お
く
と
心
が
安
ら
ぎ
ま

す
ね
」
と
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
し
た
表
情

で
バ
ス
に
乗
り
込
み
ま
す
。

　

自
然
と
足
並
み
を
そ
ろ
え
、
ゆ
っ
た

り
と
生
き
る
奈
川
の
人
た
ち
。
心
穏
や

か
な
暮
ら
し
が
、息
づ
い
て
い
ま
し
た
。

をリポート！

奈川が発祥とされると
うじそば。キノコや山
菜など、奈川の特産

　今年
も豊作

！
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鹿児島県 大島郡

沖
おきの

永
え

良
ら

部
ぶ

島の島暮らし

2月21日（木）～25日（月）

1月21日（月）～1月24日（木）

2月9日（土）～10日（日）

　温暖な気候と美しい自然から「癒やしの島」と称さ
れる与論島。鹿児島県の最南端に位置します。島の
農業を支えるサトウキビは、2月には2ｍを超えるほ
どに成長し、収穫は一苦労。みなさんで農家さんを
手伝いに行きましょう！ 収穫だけでなく、伝統芸能
である「エイサー」や「十五夜踊り」も鑑賞できます。

　鹿児島県奄美群島の一つである沖永良部島。年
間の平均気温が 20℃を超え、カラフルな花が咲き乱
れます。この地で100年以上栽培される「えらぶゆり」
や「スプレー菊」を収穫し、フラワーアレンジメント
体験をしていただきます。島料理や島の言葉を体感し
て、沖永良部島の暮らしを肌で感じてみませんか？

　宮城県と山形県の県境に位置する蔵王町。豪雪
地帯に指定されている雪深い自然の中をスノーシュー
（西洋かんじき）を履いて散策します。運がよければ、
野うさぎやニホンカモシカに出会えるかも。蔵王町特
産のチーズ作りや、ワインのプロに習うワイン講座も
開催し、蔵王の魅力をまるっと堪能していただきます。

与論島サトウキビ収穫隊

冬の蔵王を楽しむ

鹿児島県 与論町

宮城県 蔵王町

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』10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
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「花と鍾乳洞の島」と呼ばれ
る沖永良部島。青い海では、
ウミガメやザトウクジラに会え
ることもありますよ。島の人た
ちとの交流を通して、心に残
る島旅になるようサポートいた
します。

蔵王連峰のふもとで「日本人
の口に合うおいしいチーズを」
をコンセプトにチーズを作って
います。地元産ワインと蔵王
チーズの組み合わせは相性
抜群！ みなさまのお越しをお
待ちしています。

みなさまと一緒に収穫するの
を楽しみにしてます。干潮の
時だけ姿を現す真っ白な砂浜
「百合ヶ浜」へもご案内します
よ！ 南の島からみなさまのお
越しをお待ちしています。

一般社団法人
　おきのえらぶ島観光協会

西さん

一般財団法人
蔵王酪農センター
笠原理事

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。

message

message

message

サトウキビ生産者
本園金盛さん

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。

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
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CBT受検とは？
CBT （Computer Based Testing）受検とは、
全国に約200か所あるテストセンターで、パソコ
ンを使用して資格試験などを受けることをいいま
す。47都道府県にあるので、ご自宅の近くにあ
る会場で、ご都合のよろしい時間帯を選んで受検
できます。

申込期間：
平成30年12月1日（土）～12月28日（金）
受検期間：
平成 31年1月11日（金）～ 1月19日（土）

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」までお送りください。
「投稿文」の場合は、250字程度でまとめてください。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。
〈締め切り〉 2019 年2月号掲載分は、12月28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12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／深川 優
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

平成 30年12月1日(土 )から日本農業検定の
CBT受検の申し込み受け付けを開始しました。
「農業全般」「環境」「食」「栽培」に関する基礎
知識を深めてみませんか。みなさまの受検をお待
ちしています。

テストセンターは歌舞伎座にも！
銀座にある歌舞伎座の中にもテストセンターがあります。事
前にパソコンで申し込みを済ませていただき、あとは会場に
向かうだけ！ 試験の後は、新しくなった歌舞伎座を見学した
り、銀座でお買い物もできます。 すてきな一日になること間
違いなしです。ぜひ受検をご検討ください。

歌舞伎座会場はアクセスも良好です。東京メトロ日比谷線・
都営浅草線で東銀座駅をめざしていただき、3番出口から歌
舞伎座に向かってください。会場は5階です。エレベーター
でお越しください！

入り口は

 こんな感じ
！

▶▶▶  詳しくはホームページ（http://nou-ken.jp/）または 03-5297-0325までお問い合わせください。

平成 30 年度 日本農業検定
CBT 受検のご案内




