
ふ
れ
あ
い
探
訪

そ
の
名
は

は
た
ご
ん
ぼ

ご
当
地
美
味
だ
よ
り

豆
で
ま
じ
め
で

健
や
か
に

ふ
る
さ
と
食
紀
行

博
多
練
酒

民
話
息
づ
く

農
泊
の
地

二
〇
一
九
年 

二
月
号
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そ
の
名
は

は
た
ご
ん
ぼ

和
歌
山
県
　
橋
本
市

　
で
か
い
、
そ
し
て
太
い
。
特
徴
は
そ
れ
に
尽
き
ま
す
。

 「
い
や
い
や
、
ま
だ
あ
り
ま
す
よ
！
　
や
わ
ら
か
い
、
甘

い
、
香
り
が
い
い
、
う
ま
い
！ 

え
え
と
そ
れ
か
ら
…
…
」

　
お
ど
け
た
表
情
で
指
折
り
数
え
て
み
せ
る
堀
内
和
久

さ
ん
（
42
）
に
、

 「
全
然
出
て
け
え
へ
ん
や
ん
！
」

　
掘く

っ

削さ
く

用
の
ユ
ン
ボ
の
上
か
ら
岩
橋
久
和
さ
ん
（
69
）

が
突
っ
込
み
を
入
れ
ま
し
た
。
畑
に
響
い
た
笑
い
声
は
、

眼
下
に
見
晴
ら
す
橋
本
市
街
に
ま
で
届
き
そ
う
で
す
。

　
は
た
ご
ん
ぼ
。
そ
の
名
の
由
来
は
、集
落
名
で
あ
る「
西に

し

畑は
た

の
ゴ
ボ
ウ
」
と
い
う
意
。
長
さ
１
ｍ
、
太
さ
は
大
き

い
も
の
で
直
径 

10 

cm
に
も
な
り
ま
す
。

　
江
戸
時
代
か
ら
こ
の
地
で
作
り
続
け
ら
れ
て
き
た
伝

統
野
菜
。
驚
く
べ
き
は
、
こ
れ
が
希
少
種
で
も
何
で
も

な
い
、
ご
く
ご
く
一
般
的
な
品
種
だ
と
い
う
こ
と
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
地
域
で
育
て
る
と
、
ご
覧
の
よ

う
な
ビ
ッ
グ
サ
イ
ズ
に
な
る
の
で
す
。

 

「
こ
こ
の
土
と
格
闘
し
な
が
ら
育
つ
か
ら
、
で
か
く
て

ぶ
っ
と
い
の
が
で
き
る
ん
や
な
」

　
農
事
組
合
法
人 

く
に
ぎ
広
場
・
農
産
物
直
売
交
流
施

設
組
合
の
組
合
長
を
務
め
る
岡
本
進
さ
ん
（
74
）
が
話

す
と
お
り
、
こ
こ
国く

に

城ぎ

山さ
ん

麓ろ
く

の
土
壌
は
強

い
粘
土
質
の
赤
土
。

ゴ
ボ
ウ
な
ど
の
根
菜
は
、
地
中
深
く
根
を
伸
ば
す
た
め
、

一
般
的
に
は
目
が
細
か
く
や
わ
ら
か
い
砂
地
の
火
山
灰

土
が
適
し
て
い
ま
す
。
粘
り
が
強
か
っ
た
り
、
石
や
岩

を
含
む
固
い
土
壌
だ
と
、
土
の
中
の
ゴ
ボ
ウ
が
生
育
途

中
で
曲
が
っ
た
り
二
股
に
分
か
れ
た
り
し
て
し
ま
う
か

ら
で
す
。

　
そ
う
い
う
点
で
は
、
こ
こ
西
畑
の
環
境
は
決
し
て
好

条
件
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
土
壌
自
体
は
栄

養
分
を
豊
富
に
蓄
え
た
肥ひ

沃よ
く

な
大
地
で
あ
り
、
高
野
山

古
く
か
ら
地
域
の
郷
土
食
材
と
し
て
親
し
ま
れ
、

高
野
山
に
も
献
上
さ
れ
て
い
た
極
太
の
ゴ
ボ
ウ
。

一
度
は
失
わ
れ
か
け
た
幻
の
伝
統
野
菜
を

復
活
さ
せ
た
の
は
、
熱
き
思
い
を
注
ぐ

地
元
の
有
志
た
ち
で
し
た
。

文
／
常
瀬
邑
泰
（
農
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
　
　写
真
／
本
野
克
佳
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自身の自宅も矢田天満宮の中
にある古民家を改修したもの

一般的なゴボウは細くて長い
が、この地特有の粘土質の赤
土により、はたごんぼは太く
て長く、そして強い香りと芯
までやわらかくなるのが特徴

※スミ文字はスミケイは、ノセ。
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を
流
れ
出
る
清せ

い

冽れ
つ

な
水
、
緑
豊
か
で
澄
ん
だ
空
気
―
―
。

こ
う
し
た
自
然
条
件
の
中
で
力
強
く
育
つ
か
ら
こ
そ
、

単
な
る
ゴ
ボ
ウ
が
、こ
こ
で
は「
は
た
ご
ん
ぼ
」へ
と
〝
変

身
〟
す
る
の
だ
そ
う
で
す
。

　
古
く
は
高
野
山
へ
の
献
上
品
と
し
て
、
ま
た
麓ふ

も
とを

流

れ
る
紀
の
川
に
い
か
だ
を
浮
か
べ
、
遠
く
大
阪
ま
で
運

ば
れ
て
珍ち

ん

重ち
ょ
うさ

れ
て
い
た
と
い
う
「
は
た
ご
ん
ぼ
」。
し

か
し
作
り
手
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
を
作
り
続
け
る
の
は

辛し
ん

苦く

以
外
の
何
物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

 

「
こ
こ
ら
辺
り
じ
ゃ
昔
か
ら
『
は
た
に
は
婿む

こ

に
や
る
な
』

と
言
わ
れ
と
っ
た
そ
う
で
す
」

　
岡
本
さ
ん
が
言
い
ま
す
。
そ
の
真
意
は
、「
は
た
ご
ん

ぼ
」
の
作
業
が
あ
ま
り
に
も
重
労
働
で
大
変
だ
か
ら
。

３
月
下
旬
に
種
を
ま
き
、
草
取
り
や
間
引
き
、
夏
場
の

水
や
り
な
ど
を
経
て
、
11
～
12
月
に
収
穫
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
作
業
は
年
中
粘
り
の
強
い
土
と
の
格
闘
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。

　
根
が
ま
っ
す
ぐ
育
つ
よ
う
、
種
を
ま
く
前
に
は
１
ｍ

ほ
ど
土
を
深
く
耕
し
ま
す
。
収
穫
時
も
作
物
を
傷
つ
け

な
い
よ
う
気
を
つ
け
な
が
ら
、
１
ｍ
以
上
も
土
を
掘
り

起
こ
し
て
い
き
ま
す
。
今
で
こ
そ
掘
削
用
の
ト
レ
ン

チ
ャ
ー
や
ユ
ン
ボ
が
あ
る
も
の
の
、
機
械
が
な
か
っ
た

時
代
に
は
全
て
手
作
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
そ

の
苦
労
は
い
か
ば
か
り
の
も
の
か
…
…
。
掘
り
起
こ
す

土
の
量
が
少
な
く
す
む
よ
う
、
傾
斜
地
を
選
ん
で
作
付

け
す
る
な
ど
の
工
夫
も
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
で

も
栽
培
農
家
の
数
は
年
々
減
少
︙
︙
。
い
つ
し
か
「
は

た
ご
ん
ぼ
」
は
〝
幻
の
野
菜
〟
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
そ
う
し
た
中
、
２
０
０
８
年
に
「
は
た
ご
ん
ぼ
」
を

復
活
さ
せ
る
た
め
、
地
元
農
家
の
有
志
が
集
ま
り
ま
す
。

農
事
組
合
法
人 

く
に
ぎ
広
場
・
農
産
物
直
売
交
流
施
設

組
合
が
事
業
主
体
と
な
り
、
市
長
や
自
治
体
、
議
会
、

さ
ら
に
は
民
間
企
業
な
ど
が
一
体
と
な
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
展
開
。
当
時
の
こ
と
を
堀
内
さ
ん
は
こ
う
話
し

ま
す
。

 「
は
た
ご
ん
ぼ
の
味
を
知
っ
と
る
人
は
、
ほ
か
の
ゴ
ボ
ウ

は
食
べ
ら
れ
へ
ん
。
そ
れ
く
ら
い
う
ま
い
も
ん
や
か
ら
、

ま
た
食
べ
た
い
ね
ぇ
い
う
声
が
ほ
ん
ま
に
多
か
っ
た
ん

で
す
よ
」

　
地
元
の
人
た
ち
の
熱
い
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の

復
活
劇
。
結
果
と
し
て
、
そ
れ
が
地
域
お
こ
し
へ
と
つ

な
が
り
ま
し
た
。
組
合
の
加
工
部
で
は
地
元
女
性
が
料

理
レ
シ
ピ
や
加
工
品
を
開
発
。
ゴ
ボ
ウ
の
中
心
を
く
り

ぬ
い
て
す
し
飯
を
詰
め
た
「
は
た
ご
ん
ぼ
寿
司
」
や
「
は

た
ご
ん
ぼ
コ
ロ
ッ
ケ
」、
そ
れ
に
ゴ
ボ
ウ
茶
や
あ
ら
れ
な

ど
、こ
の
貴
重
な
食
材
を
余
す
こ
と
な
く
活
用
し
た
ヒ
ッ

ト
商
品
を
次
々
に
生
み
出
し
ま
す
。

高
齢
化
で
激
減

い
つ
し
か
幻
の
作
物
に

地
域
お
こ
し
の
目
玉
に

広
が
る
Ｉ
タ
ー
ン
の
選
択
肢

12 月の中旬に開催した本会主催の「はたごんぼ
収穫体験」。地中深く伸びるゴボウを収穫しまし
た。くにぎ広場でゴボウを使ったお弁当を食べた
り、橋本市特産の織物にちなんで藍染めも体験。
参加したみなさんには、ゴボウの加工品や自分で
染めたハンカチをお持ち帰りいただきました！

橋本市特産 !
はたごんぼ収穫体験

開催しま
した！
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こ
う
し
た
動
き
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
行
政
で
は
定

住
促
進
係
を
新
設
。
大
阪
や
奈
良
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
よ

さ
と
、
自
然
に
囲
ま
れ
た
豊
か
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を

前
面
に
押
し
出
し
た
Ｐ
Ｒ
を
展
開
し
、
Ｕ
タ
ー
ン
、
Ｉ

タ
ー
ン
を
積
極
的
に
呼
び
込
み
ま
し
た
。

　
大
阪
府
堺
市
出
身
の
梅
本
知さ

と

志し

さ
ん
（
38
）
も
そ
ん

な
一
人
。
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
参
加
し
た
の
が
き
っ

か
け
で
、
２
０
１
７
年
に
家
族
と
と
も
に
移
住
し
て
き

ま
し
た
。
元
々
は
パ
ソ
コ
ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
解
析
を

専
門
と
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
、Ｉ
タ
ー
ン
前
に
は
マ
レ
ー

シ
ア
に
居
住
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
働
い
て
い
た
こ
と

も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

 

「
パ
ソ
コ
ン
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
環
境
さ
え
あ
れ
ば
、
リ

モ
ー
ト
で
い
く
ら
で
も
仕
事
が
で
き
る
時
代
で
す
か
ら

ね
、
住
む
場
所
の
選
択
肢
と
し
て
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
重
視
し
た
ん
で
す
」

  

そ
う
語
る
梅
本
さ
ん
が
、
数
あ
る
選
択
肢
の
中
か
ら
選

ん
だ
場
所
が
、
高
野
山
の
山
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
た
風ふ

う

光こ
う

明め
い

媚び

な
こ
の
土
地
で
し
た
。
夫
婦
と
も
に
旅
行
好
き

の
た
め
空
港
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
よ
い
こ
と
、
大
阪
の
中

心
部
に
も
電
車
で
40
分
ほ
ど
で
行
け
る
こ
と
、
そ
れ
で

い
て
自
然
と
人
情
に
あ
ふ
れ
た
土
地
柄
が
、
子
ど
も
を

育
て
る
環
境
と
し
て
も
非
常
に
魅
力
的
だ
と
話
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
仕
事
と
は
一
転
、
組
合
に
勤
め
て
直
売
所

の
運
営
や
加
工
品
作
り
、
そ
し
て
毎
日
の
農
作
業
な
ど
、

文
字
ど
お
り
畑
違
い
の
仕
事
ば
か
り
で
す
が
、

 「
す
ご
く
楽
し
い
で
す
よ
。
毎
日
気
持
ち
い
い
汗
を
流
し

て
い
ま
す
」

　
そ
う
言
っ
て
ほ
が
ら
か
に
笑
い
ま
す
。

　
近
在
の
九く

度ど

山や
ま

は
、
か
つ
て
戦
国
武
将
の
真さ

な

田だ

幸ゆ
き

村む
ら

父
子
が
蟄ち

っ

居き
ょ

し
た
地
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。関
ヶ

原
の
合
戦
に
敗
れ
、
幽
閉
の
身
と
な
っ
た
幸
村
を
、
こ

の
地
の
人
々
は
温
か
く
迎
え
、
14
年
に
わ
た
っ
て
支
え

続
け
、
や
が
て
決
戦
の
地
と
な
る
大
坂
城
へ
と
送
り
出

し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
気
性
は
、
４
０
０
年
以
上
の
時

を
経
た
今
も
な
お
、
人
々
の
間
に
脈
々
と
受
け
継
が
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
風
土
こ
そ
が
、「
は
た
ご
ん
ぼ
」

復
活
の
原
動
力
で
も
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

市の中央に紀の川が流れ、自
然豊かな土地ながら大阪都心
部へ約 40 分という好アクセ
スに、移住者が増えている。
たねなし柿の生産量は国内
トップで、紀の川両岸の丘陵
地に柿畑が広がる。柿の葉で
鯖や鮭の切り身を包んだ柿の
葉寿司は、祭りや催事に欠か
せないこの地の郷土食。

はたごんぼ寿司や太巻き、フ
ライドごぼうが人気（写真右）
細かく砕いたはたごんぼを、
１時間以上焙煎して作るゴボ
ウ茶は、豊かな香りと風味で
若い女性客からも支持を得て
いる(写真下）

大阪

橋本市
農事組合法人
くにぎ広場・
農産物直売交流施設組合

和
歌
山
県
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　岩
手
県
の
南
東
部
に
位
置
す
る
遠
野
市
。
江
戸
時
代
頃

か
ら
、
沿
岸
と
内
陸
を
つ
な
ぐ
交
通
の
要
衝
と
し
て
栄
え

た
と
さ
れ
る
土
地
で
す
。
人
の
往
来
が
盛
ん
だ
っ
た
こ
と

か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
影
響
し
あ
い
、
遠
野
に
は

８
０
０
を
超
え
る
民
話
が
残
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
ま
す
。

農
泊

民
話
息
づ
くの

地

岩手県 遠野市

農
山
漁
村
に
滞
在
し
、
そ
の
地
域
の
伝
統
的
な
暮

ら
し
や
、
そ
こ
に
住
む
人
々
と
の
交
流
を
楽
し
む

「
農
泊
」。
岩
手
県
遠
野
市
で
は
、
民
話
を
軸
に
し

た
農
泊
の
取
り
組
み
が
す
す
め
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
祖
母
か
ら
孫
へ
と
語
り
つ
が
れ
る
伝
承
、
民

話
の
ふ
る
さ
と
を
感
じ
さ
せ
る
風
土
、
地
元
の
人

と
の
交
流
…
…
。
遠
野
な
ら
で
は
の
魅
力
を
求
め

て
、
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

地域の魅力を堪能

まるっと

写
真
／Kay N
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民
俗
学
者
・
柳
田
國く

に

男お

は
、
こ
の
地
に
伝
わ
る
民
話
を
集

め
『
遠
野
物
語
』（
１
９
１
０
年
）
を
著
し
ま
し
た
。
そ

こ
に
は
、
神
や
妖
怪
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
は
じ
め
、
農
耕

や
荷
物
の
運
搬
な
ど
で
暮
ら
し
を
と
も
に
し
た
馬
や
、
主

要
産
業
で
あ
っ
た
養よ

う

蚕さ
ん

な
ど
、
当
時
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
生

活
の
知
恵
、
教
訓
な
ど
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　し
か
し
、
遠
野
が
民
話
の
里
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
50
年
ほ
ど
の
こ
と
。
１
９
７
０
年

に
、冬
の
国
体
が
開
催
さ
れ
る
に
あ
た
り
、「
遠
野
ら
し
さ
」

と
は
何
か
が
再
考
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。『
遠

野
物
語
』
が
著
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
、
遠
野
の
比

類
な
き
資
産
で
あ
る
「
民
話
の
口こ

う

承し
ょ
う」。

こ
の
文
化
を
保

全
し
、
価
値
を
高
め
る
こ
と
で
、
全
国
の
民
俗
学
者
や
民

話
研
究
者
か
ら
評
価
さ
れ
、
地
域
の
観
光
資
源
と
し
て
の

地
位
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 「
む
か
ー
し
あ
っ
た
ず
も
な
」

　優
し
く
語
り
か
け
る
の
は
「
遠
野
昔
話
語か

た

り
部べ

の
会
」

の
井
手
八
重
子
さ
ん
（
67
）。
遠
野
で
生
ま
れ
育
ち
、
遠

野
の
暮
ら
し
の
移
ろ
い
を
そ
の
目
で
見
て
き
ま
し
た
。「
家

で
お
蚕
さ
ん
し
て
、
ど
こ
の
家
に
も
馬
が
い
て
ね
。
親
戚

も
近
く
に
い
っ
ぱ
い
住
ん
で
た
」
と
話
し
ま
す
。
小
さ
い

子
ど
も
を
寝
か
し
つ
け
る
と
き
に
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う

民
話
も
、
そ
ん
な
生
活
風
景
の
一
部
で
し
た
。

 

「
両
親
は
畑
仕
事
と
お
蚕
さ
ん
で
忙
し
か
っ
た
か
ら
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
が
寝ね

所ど
こ

で
語
っ
て
く
れ
た
も
ん
だ
」
と
、
続

け
ま
す
。

地
域
の
宝

「南部曲り家」と呼ばれる遠
野の伝統的建造物。L字の
構造になっているのはもとも
と離れていたとされる厩

うまや

を
母
おも

屋
や

と一体化させたため

遠野にはかつて、一家に
一頭は馬がいたそう。田お
こしから荷運びまでをこな
す生活のパートナーとして、
家族のように愛されていた



08

　し
か
し
、
家
族
構
成
が
変
化
し
、
次
第
に
そ
の
風
習

も
薄
れ
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。
持
続
可
能
な
形
で
地
域

文
化
を
残
そ
う
と
、
観
光
資
源
と
し
て
民
話
を
語
る
よ
う

に
な
っ
た
の
が
今
か
ら
約
50
年
前
。
地
域
の
み
ん
な
で
集

ま
っ
て
「
語
り
部
教
室
」
を
開
き
、
人
前
で
堂
々
と
語
れ

る
よ
う
、
自
分
た
ち
の
民
話
を
磨
い
て
い
っ
た
そ
う
。
今

で
は
国
内
外
問
わ
ず
観
光
客
が
民
話
を
聞
き
に
訪
れ
る
、

こ
の
地
の
名
物
に
な
り
ま
し
た
。

　そ
し
て
現
在
は
、
観
光
客
だ
け
で
な
く
地
元
の
人
に
も

愛
さ
れ
る
地
域
の
宝
に
な
り
ま
し
た
。
遠
野
に
ま
つ
わ
る

昔
話
を
題
材
に
し
、
演
劇
や
バ
レ
エ
な
ど
を
交
え
て
物
語

を
創
作
し
た
市
民
劇
「
遠
野
物
語
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
や
小

学
生
の
子
ど
も
た
ち
が
物
語
を
一
人
6
話
語
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
め
ざ
す
「
子
ど
も
語
り
部
」
の
認
定
な
ど
、

新
し
い
形
で
地
域
文
化
を
継
承
し
ま
す
。

　遠
野
市
役
所
の
観
光
交
流
課
で
働
く
内
田
知と

も

さ
ん

（
41
）
は
、
大
学
卒
業
後
、「
緑
の
ふ
る
さ
と
協
力
隊
」
と

し
て
遠
野
を
訪
れ
、
生
活
す
る
う
ち
に
、
次
第
に
遠
野
に

心
引
か
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
故
郷

で
あ
る
徳
島
県
を
離
れ
、
こ
こ
遠
野
で
就
職
す
る
こ
と
を

決
意
。
今
は
市
役
所
職
員
と
し
て
、
毎
年
２
０
０
万
人
ほ

ど
の
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
遠
野
の
観
光
交
流
課
で
働
き

ま
す
。「
遠
野
を
訪
れ
る
人
の
多
く
は
、
民
話
の
世
界
の

よ
う
な
暮
ら
し
ぶ
り
や
風
景
に
惹ひ

か
れ
て
い
る
よ
う
で

す
」
と
話
し
ま
す
。
民
話
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
当

時
と
変
わ
ら
な
い
景
観
を
保
つ
「
荒
川
高
原
牧
場
」
は
、

馬
文
化
が
根
付
く
景
観
地
と
し
て
国
か
ら
重
要
文
化
的
景

観
に
選
定
。
訪
れ
る
人
に
ど
こ
か
懐
か
し
い
日
本
の
ふ
る

さ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
。「
遠
野
の
人
に
と
っ
て
は

何
気
な
い
風
景
だ
け
ど
、
私
み
た
い
に
別
の
と
こ
ろ
で

育
っ
た
人
の
心
に
は
さ
さ
る
の
か
も
」
と
続
け
、
う
っ
す

ら
雪
が
か
か
っ
た
遠
野
の
景
色
に
目
を
細
め
ま
す
。

　

 

「
遠
野
は
宿
場
町
だ
っ
た
か
ら
、
外
か
ら
入
っ
て
く
る
人

を
受
け
入
れ
る
の
は
得
意
な
ん
だ
」

　そ
う
笑
っ
て
話
す
の
は
、
遠
野
で
農
家
民
宿
を
営
む
菊

池
貴
久
子
さ
ん
（
69
）。

　そ
の
昔
は
養
蚕
を
営
ん
で
い
た
と
い
う
日
本
家
屋
で
、

民
話
・
景
観
・
農
泊

上／養蚕の神様である「オ
シラ様」のご神体。馬と、
その妻になろうとした女性
の２体１対で祀られる

右／秋に収穫した落花生を
軒先に干す。落花生作りも、
たまたま出会ったお客さん
に種を分けてもらうところか
ら始まったという

左／『遠野物語』のなかで
も登場回数の多いカッパ。
小さい子どもが川に近づか
ないよう、恐れの対象とし
てカッパが頻

ひん

繁
ぱん

に登場した

民
話
の
な
か
の
風
景



09

数
多
く
の
宿
泊
客
を
受
け
入
れ
ま
す
。
内
陸
地
に
あ
り
な

が
ら
海
も
近
い
遠
野
は
、
食
材
の
宝
庫
。
三
陸
の
海
で
取

れ
た
カ
キ
や
、
こ
ね
た
小
麦
粉
を
手
で
ち
ぎ
っ
て
季
節
の

野
菜
と
煮
込
む
郷
土
料
理
「
ひ
っ
つ
み
」、
遠
野
の
名
物

グ
ル
メ
で
あ
る
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
な
ど
の
ご
ち
そ
う
が
、
観

光
客
の
心
を
つ
か
ん
で
離
し
ま
せ
ん
。

　遠
野
を
訪
れ
る
観
光
客
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
遠
野
山
・
里
・
暮
ら
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
田
村
隆

雅
さ
ん
（
38
）
は
、「『
遠
野
物
語
』
と
い
う
特
色
あ
る
コ

ン
テ
ン
ツ
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
が
遠

野
の
魅
力
」
と
話
し
ま
す
。

　民
話
に
興
味
を
持
っ
て
こ
の
地
を
訪
れ
る
人
は
も
ち
ろ

ん
、
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
通
う
た
め
に
宿
泊
先
を

探
す
人
、
企
業
の
研
修
と
し
て
訪
れ
る
人
な
ど
、
遠
野
を

訪
れ
る
き
っ
か
け
は
さ
ま
ざ
ま
だ
と
か
。
し
か
し
、
多
く

の
人
が
リ
ピ
ー
タ
ー
と
し
て
遠
野
に
帰
っ
て
く
る
そ
う
で

す
。「
人
柄
が
い
い
か
ら
だ
べ
」と
菊
池
さ
ん
が
笑
い
ま
す
。

　田
村
さ
ん
は
「
遠
野
物
語
を
知
ら
ず
に
遠
野
に
来
る
人

も
い
る
」
と
話
し
、
滞
在
し
て
初
め
て
、
こ
こ
が
民
話
の

町
だ
と
知
る
人
も
い
る
と
い
い
ま
す
。
民
話
に
興
味
が
あ

る
人
で
あ
れ
ば
、
普
段
着
の
暮
ら
し
を
味
わ
う
農
泊
に
親

和
性
が
あ
り
、
農
泊
に
興
味
が
あ
る
人
で
あ
れ
ば
、
こ
の

地
の
民
話
に
惹
か
れ
て
い
く
。
そ
し
て
ふ
と
外
を
見
れ

ば
、
圧
倒
的
な
大
自
然
が
四
季
に
合
わ
せ
て
表
情
を
変
え

る
…
…
。
訪
れ
た
お
客
さ
ん
を
退
屈
さ
せ
ま
せ
ん
。

 

「
民
話
」、「
景
観
」、「
農
泊
」
―
―
地
域
に
魅
力
的
な
コ

ン
テ
ン
ツ
が
多
い
か
ら
こ
そ
、
遠
野
に
興
味
を
持
つ
人
が

増
え
て
、
た
く
さ
ん
の
人
が
こ
の
地
を
め
ざ
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
魅
力
的
な
地
域
の
宝
が
、
相
乗
効
果
と
な
っ
て
観
光

客
を
呼
び
寄
せ
て
い
ま
す
。

上／写真左から内田さん、
田村さん、草刈さん、菊池
さん。草刈さんは遠野でホッ
プ作りをするために、菊池
さん宅に下宿中

下／東日本大震災が起き
た2011年、被災者に風呂
や食事を提供。「非常時の
避難所としての役割もある」
と話す菊池さん
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福
岡
県
田た

主ぬ
し

丸ま
る

町
　
若わ

か

竹た
け

屋や

酒
造
場

返
り
咲
い
た
白
い
甘か

ん

露ろ

酒し
ゅ

博
多
練ね

り

酒ざ

け

ふ
る
さ
と

食
紀
行

天
下
統
一
を
成
し
と
げ
た
豊
臣
秀
吉

は
、
博
多
商
人
と
の
つ
な
が
り
が
強
く
、

博
多
の
町
の
発
展
に
大
変
貢
献
し
た
と

い
う
。
そ
の
秀
吉
が
絶
品
だ
と
称
賛
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
が
博
多
練
酒

だ
。
室
町
時
代
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る

練
酒
を
復
刻
さ
せ
た
老
舗
の
酒
蔵
を
訪

れ
た
。

博多練酒はアルコール度数が3~5度と低く、食前酒としても人気

江戸時代中期から続く老
舗の酒造場。320 年前か
ら残る蔵はいまだ現役だ

田主丸町のシンボルの
カッパと耳納連山。筑後
川の氾

はん

濫
らん

を恐れ、水の神
様として信仰されるように

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

町
中
期
（
１
４
０
０
年
代
中
頃
）
の

歴
史
書
『
蔭い

ん

涼り
ょ
う

軒け
ん

日に
ち

録ろ
く

』
を
は
じ
め

と
し
、
１
７
０
０
年
代
ま
で
古こ

文も
ん

書じ
ょ

に
そ
の

名
を
残
す
練
酒
。
戦
国
時
代
に
は
出
陣
の
景

気
づ
け
に
飲
ま
れ
、
日
本
各
地
で
造
ら
れ
て

い
た
と
い
う
。
中
で
も
、
豊
臣
秀
吉
や
江
戸

時
代
の
学
者
貝か

い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

な
ど
が
高
く
評
価
し

て
い
た
の
が
、
博
多
町
衆
の
祝
い
の
席
で
飲

ま
れ
て
い
た
博
多
練
酒
で
あ
る
。

　こ
の
珍
酒
を
求
め
、
元
禄
時
代
創
業
、
今

年
で
３
２
０
年
経
つ
と
い
う
若
竹
屋
酒
造
場

を
訪
れ
た
。
若
竹
屋
の
あ
る
田
主
丸
町
は
、

長
さ
、
流
域
面
積
共
に
九
州
一
を
誇
る
筑
後

川
の
中
流
に
位
置
し
、
そ
の
背
後
に
は
、
東

西
約
30 

km
に
わ
た
っ
て
一
直
線
を
描
く
耳み

納の
う

室

連れ
ん

山ざ
ん

が
鎮
座
し
て
い
る
。
若
竹
屋
は
、
こ
の

耳
納
連
山
か
ら
湧
き
出
る
上
質
な
天
然
水
の

恩
恵
を
受
け
、
３
０
０
年
以
上
、
こ
の
地
で

真し
ん

摯し

に
酒
造
り
を
続
け
て
き
た
の
だ
。
さ
わ

や
か
な
笑
顔
で
出
迎
え
、
酒
蔵
を
案
内
し
て

く
だ
さ
っ
た
の
が
、
初
代
若
竹
屋
伝
兵
衛
氏

か
ら
数
え
て
14
代
目
と
な
る
社
長
の
林
田
浩

※　phはアタリです。実データにサシカエてください。
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蒸したもち米に種麴をま
ぶす。米に水分を保つた
めに暗室で作業する

左／できあがった麴は栗
のような甘い香りがする
下／もち米、水、麴、酵
母で仕込んだもろみ

筑後地方最古の酒蔵。伝統的
な手法を守りながら、より洗
練された味を追求する。酒の
おいしさを広めようと毎年2回
蔵を開放し、3,000 人あまり
の人たちでにぎわう。
☎：09437-2-2175

若竹屋酒造場

暢
さ
ん
（
53
）。
酒
蔵
は
甘
酒
の
よ
う
な
香
り

が
か
す
か
に
漂
い
、
厳お

ご
そか

で
あ
っ
た
。

　博
多
練
酒
を
復
刻
さ
せ
た
の
は
、
醸
造
工

学
博
士
で
あ
る
浩
暢
さ
ん
の
父
、
13
代
目
の

林
田
正ま

さ

典の
り

さ
ん
だ
。
昭
和
40
年
代
、
若
竹
屋

の
創
業
時
の
酒
造
り
を
再
現
す
る
た
め
に
、

い
ろ
い
ろ
な
文
献
を
調
べ
て
い
た
正
典
さ
ん
。

そ
の
中
に
よ
く
出
て
き
た
の
が
「
練
酒
」
と

い
う
言
葉
だ
っ
た
。「
練
酒
」
は
、
正
典
さ
ん

の
好
奇
心
を
か
き
た
て
る
。
元
禄
時
代
の
酒

の
再
現
に
成
功
し
た
あ
と
、
練
酒
の
調
査
を

開
始
。
４
０
０
年
も
前
の
仕
込
み
方
法
の
た

め
、文
献
や
記
述
が
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
状
況
下
で
も
、
中
国
や
朝
鮮
半
島

に
ま
で
わ
た
り
、
調
査
を
続
け
た
。
そ
し
て
、

あ
る
一
定
の
資
料
を
も
と
に
研
究
を
重
ね
、

推
測
し
、
10
年
の
歳
月
を
か
け
て
若
竹
屋
の

「
博
多
練
酒
」
が
誕
生
す
る
。

多
練
酒
造
り
は
、
現
代
の
清
酒
造

り
の
工
程
に
あ
る
酛も

と

造
り
に
似
て

い
ま
す
」
と
語
る
浩
暢
さ
ん
。
ま
ず
、
も
ち

米
を
水
に
浸
し
た
り
、
上
げ
た
り
と
い
う
工

程
を
繰
り
返
す
。
米
を
つ
け
た
り
出
し
た
り

す
る
こ
と
で
水
の
中
に
乳
酸
菌
が
発
生
す
る

と
い
う
。
次
に
、
吸
水
さ
せ
た
も
ち
米
を
蒸

し
、
浸
水
に
使
っ
た
水
、
麴
、
少
量
の
酵
母

と
一
緒
に
仕
込
ん
で
も
ろ
み
に
す
る
。
そ
れ

を
石
臼
で
挽
い
て
こ
し
、
な
め
ら
か
に
す
る
。

石
臼
で
挽
く
工
程
を
「
練
る
」
と
い
う
の
で
、

練
酒
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の

が
有
力
な
説
だ
そ
う
だ
。

　と
ろ
と
ろ
と
お
猪ち

ょ

口こ

に
流
れ
て
い
く
乳
白

色
の
お
酒
。
舌
触
り
は
甘
酒
よ
り
も
な
め
ら

か
で
、
優
し
く
の
ど
を
通
る
。
洋
梨
の
よ
う

な
芳
醇
な
甘
味
と
ヨ
ー
グ
ル
ト
の
よ
う
な
さ

わ
や
か
な
酸
味
が
重
な
り
合
う
美
酒
で
あ
る
。

常
温
で
も
、
冷
や
し
て
も
お
い
し
い
が
、
そ

の
ま
ま
凍
ら
せ
て
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
に
す
る
と

い
う
声
も
聞
く
そ
う
。
浩
暢
さ
ん
は
純
米
酒

で
割
る
飲
み
方
が
お
気
に
入
り
だ
と
か
。

　室
町
時
代
に
、
乳
酸
菌
を
作
り
出
し
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
生

ま
れ
た
の
が
練
酒
。
こ
の
誕
生
が
、
現
代
の

清
酒
造
り
の
ス
タ
ー
ト
地
点
で
あ
っ
た
こ
と
、

練
酒
が
現
代
の
清
酒
造
り
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
い
う
歴
史
を
し
み
じ
み
と
感
じ
な
が
ら
、

私
は
気
持
ち
よ
く
杯
を
重
ね
た
。

「
博

桃の節句にどうぞ！

※　スミ文字、スミケイは全てスミ又はスミノセに。
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みつはし／ 210g、760 円／☎ 0475-33-5266

小山豆腐店
1 丁 400 円
☎ 0267-92-2264

八
ヶ
岳
が
育
む

ふ
く
よ
か
な
甘
み

落
花
生
の
新
た
な
形

豆
は
栄
養
価
が
高
く
、
保
存
も
し
や
す
い

こ
と
か
ら
、
古
く
か
ら
日
本
の
食
卓
に
欠

か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
そ
し
て
、〝
ま
め
〟

と
い
う
言
葉
に
は
、「
ま
じ
め
で
丈
夫
」
と

い
う
意
味
が
あ
り
、
縁
起
も
の
と
し
て
も

親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
一
年
で
も
っ
と
も

寒
い
時
期
を
ま
め
に
過
ご
せ
る
よ
う
な
、

味
わ
い
深
い
品
々
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　日
本
最
大
の
落
花
生
の
産
地
で
あ
る

千
葉
県
。
国
内
で
も
珍
し
い
落
花
生
研

究
室
が
あ
り
、
品
種
も
さ
ま
ざ
ま
。
こ

ち
ら
の
蜜
入
り
落
花
生
は
、
香
り
と
甘

み
の
バ
ラ
ン
ス
が
良
い
「
中な

か

　
て

　
ゆ
た
か

手
豊
」
を

茹
で
、
蜜
で
煮
込
み
、
グ
ラ
ニ
ュ
ー
糖

を
ま
ぶ
し
て
作
ら
れ
ま
す
。
殻
を
割
る

と
、
ト
ロ
リ
と
し
た
蜜
に
コ
ー
テ
ィ
ン

グ
さ
れ
た
落
花
生
が
の
ぞ
き
ま
す
。
ま

ろ
や
か
な
甘
み
と
し
な
や
か
な
食
感
、

鼻
腔
を
抜
け
る
ナ
ッ
ツ
の
ア
ロ
マ
を
堪

能
で
き
ま
す
。
む
い
た
殻
は
砂
糖
が
わ

り
に
コ
ー
ヒ
ー
や
紅
茶
に
入
れ
て

楽
し
め
ま
す
。

　緑
色
の
皮
に
黒
い
模
様
が
入
っ
た
く

ら
か
け
豆
。
そ
の
模
様
が
、
馬
に
乗

る
と
き
に
か
け
る
「
鞍く

ら

」
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
そ
の
名
が
つ
い
た
と
さ
れ
ま

す
。
八
ヶ
岳
の
ふ
も
と
の
冷
涼
な
気
候

の
も
と
で
育
っ
た
く
ら
か
け
豆
は
、
大

豆
よ
り
も
糖
分
を
多
く
含
み
、
豆
の
香

り
が
強
い
の
が
特
徴
。
そ
の
豆
を
原
料

に
し
た
こ
の
豆
腐
も
甘
み
が
強
く
、
豆

の
香
り
が
ふ
わ
り
と
た
ち
ま
す
。
夏
の

時
期
に
は
塩
を
さ
っ
と
ふ
り
か
け
て
、

冬
期
に
は
温
か
い
お
出
汁
に
さ
っ
と
く

ぐ
ら
せ
て
豆
腐
の
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ

に
し
て
食
べ
る
の
が
グ
ッ
ド
。

ご
当
地

美
味

だ
よ
り

長
野
県  

◎ 

千
葉
県  

◎ 

豆
で
ま
じ
め
で

　
　健
や
か
に

写
真
／
栗
林
成
城

　ス
タ
イ
リ
ン
グ
／
大
星
道
代



13

黒川加工食品
130g、540 円
☎ 0120-190-367加藤敬太郎商店

200g、216 円
☎ 0234-31-1255

べにや長谷川商店／200g、530 円／☎ 0158-46-3670

引
き
出
さ
れ
た
大
豆
の
う
ま
み

風
味
爽
や
か
、

幻
の
貝
豆

そ
ら
豆
は
う
ど
ん
と
と
も
に

　貝
殻
に
似
た
模
様
か
ら
そ
の
名
が
つ

い
た
と
さ
れ
る
貝か

い

　
ま
め豆

。
遠え

ん

　
が
る軽

町
在
来
の

イ
ン
ゲ
ン
マ
メ
で
、
あ
っ
さ
り
し
た
味

わ
い
が
特
徴
。
多
く
が
自
家
消
費
さ
れ
、

市
場
に
出
回
り
に
く
い
幻
の
豆
で
す
。

柔
ら
か
い
の
に
煮
崩
れ
し
に
く
い
と
、

地
元
で
は
煮
豆
や
炊
き
込
み
ご
飯
に
し

て
食
べ
ら
れ
て
い
る
そ
う
。
こ
の
加
工

品
は
、
茹
で
た
貝
豆
を
て
ん
菜
糖
と
塩

で
煮
込
ん
で
作
ら
れ
ま
す
。
餅
や
ト
ー

ス
ト
と
合
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
温
か
い

コ
コ
ナ
ッ
ツ
ミ
ル
ク
に
溶
か
し
て
シ
ョ

ウ
ガ
を
入
れ
る
と
、
さ
っ
ぱ
り
と

優
し
い
甘
さ
が
体
を
温
め
ま
す
。

　信
仰
の
対
象
と
し
て
、
飛
鳥
時

代
か
ら
修し

ゅ

　
げ
ん

　
じ
ゃ

験
者
が
集
う
庄
内
地
方
・

出で

　わ

　さん

　ざん

羽
三
山
。
精
進
料
理
用
に
使
わ
れ
る

大
豆
が
重

ち
ょ
う

　
ほ
う

宝
さ
れ
、
古
く
か
ら
大
豆
生

産
が
盛
ん
で
す
。
こ
ち
ら
の
塩
納
豆
は
、

酒
田
納
豆
を
塩
漬
け
に
し
、
さ
ら
に
甘

　麦
や
米
の
栽
培
が
盛
ん
な
香
川
県

で
、
間か

ん

　
さ
く作

と
し
て
栽
培
さ
れ
て
き
た
そ

ら
豆
。
い
つ
し
か
特
産
品
に
な
り
、
香

川
県
の
食
卓
を
彩
る
よ
う
に
。
さ
や
か

ら
外
し
煎
っ
た
そ
ら
豆
を
、
三
温
糖
、

し
ょ
う
油
、
鷹た

か

の
爪つ

め

で
漬
け
込
み
作
ら

れ
る
し
ょ
う
ゆ
豆
は
、
県
内
の
ス
ー

パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
で
も
販
売
さ
れ
る
ほ

か
、
給
食
に
も
出
さ
れ
る
香
川
県
民
の

ふ
る
さ
と
の
味
。
口
の
な
か
で
ほ
ろ
ほ

酒
を
加
え
、
二
次
発
酵
さ
せ
て
う
ま
み

を
引
き
出
し
ま
す
。
二
度
目
の
発
酵
の

と
き
に
昆
布
を
加
え
る
こ
と
で
、
甘
酒

の
甘
み
と
昆
布
の
う
ま
み
を
プ
ラ
ス
。

温
か
い
ご
飯
に
か
け
て
食
べ
る
の
が
地

元
流
で
す
が
、
豆
腐
に
乗
せ
た
り
、
茹

で
た
パ
ス
タ
に
か
ら
め
て
も
美

味
し
く
い
た
だ
け
ま
す
。

ろ
ほ
ぐ
れ
る
よ
う
な
食
感
が
特
徴
で
、

甘
め
の
味
つ
け
に
や
み
つ
き
に
な
り
ま

す
。
う
ど
ん
の
お
と
も
に
最
適
で
す
が
、

さ
い
の
目
に
カ
ッ
ト
し
て
サ
ラ
ダ
に
入

れ
る
の
も
お
す
す
め
で
す
。

香
川
県  
◎ 

山
形
県  

◎ 

北海道  ◎ 
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2
0
1
8
年
10
月
27
日
、
民
俗
芸
能
を
軸
に
地
域
の
あ

り
方
を
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
イ
ベ
ン
ト
、「
第
一

回
民
俗
芸
能
N
O
W
！ 

in
し
ま
ね
」
が
開
か
れ
ま
し
た
。

津
和
野
町
で
伝
統
を
紡
い
で
き
た
３
つ
の
民
俗
芸
能
と
、

津
和
野
高
校
の
生
徒
５
名
が
、
津
和
野
を
飛
び
出
し
松
江

城
下
に
集
い
、
地
域
へ
の
思
い
を
披
露
し
ま
し
た
。

島根県 松江市

　
秋
の
風
吹
く
10
月
下
旬
。
松
江
城
と
島
根
県
民
会
館

に
て
「
民
俗
芸
能
N
O
W
！ 

in
し
ま
ね
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
イ
ベ
ン
ト
の
テ
ー
マ
は
「
地
域
文
化
で
日

本
を
元
気
に
し
よ
う
」。
地
域
に
根
付
く
民
俗
芸
能
と

そ
の
地
域
と
の
関
わ
り
方
・
役
割
を
考
え
る
こ
と
を
目

的
と
し
、「
津
和
野
町
の
地
域
紹
介
」
と
「
有
識
者
の

基
調
講
演
」
に
続
い
て
「
芸
能
披
露
」、「
高
校
生
と
有

識
者
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
の
4
パ
ー
ト
に

よ
り
構
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
回
焦
点
を
当
て
る
地
域
は
、
島
根
県
の
西
の
端
、

山
口
県
と
の
県
境
近
く
に
位
置
す
る
津
和
野
町
。
多
く

の
民
俗
芸
能
が
息
づ
く
、
豊
か
な
土
地
で
す
。「
弥や

栄さ
か

神
社
の
鷺さ

ぎ

舞ま
い

」「
日に

ち

原は
ら

奴や
っ
こ

道ど
う

中ち
ゅ
う」「

青あ
お

原は
ら

奴や
っ
こ

道ど
う

中ち
ゅ
う」

３

つ
の
保
存
会
が
津
和
野
町
を
飛
び
出
し
松
江
城
下
に
勢

揃
い
。
松
江
城
を
バ
ッ
ク
に
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
が
芸
能

を
披
露
す
る
と
、た
ち
ま
ち
人
だ
か
り
が
で
き
ま
し
た
。

全
国
農
協
観
光
協
会
の
清
水
清
男
専
務
は
「
都
市
と
農

村
の
交
流
を
事
業
の
基
幹
に
す
る
本
会
と
し
て
は
、
津

和
野
の
民
俗
芸
能
を
松
江
で
開
催
し
、
ま
ず
は
地
元
の

人
た
ち
に
芸
能
を
知
っ
て
も
ら
い
、
楽
し
ん
で
も
ら
う

こ
と
が
地
域
創
生
の
第
一
歩
」
と
話
し
ま
す
。
　

　
有
識
者
と
し
て
招
か
れ
、
基
調
講
演
を
行
う
の
は
東

京
大
学
名
誉
教
授
の
佐
藤
一か

つ

子こ

先
生
。
社
会
教
育
学
を

専
門
と
す
る
先
生
が
、
地
域
社
会
に
お
け
る
学
び
や
民

俗
芸
能
の
あ
り
方
・

役
割
に
つ
い
て
の

講
演
を
行
い
ま
す
。

　「
地
域
の
芸
能
と

い
う
も
の
は
、
そ
の

「高校生のみなさんが今
思っていることが、今後
どのように変化していく
のか楽しみ」と話す佐
藤先生

開催しました！

鷺
さぎ

舞
まい 青

あお

原
はら

奴
やっこ

民俗芸能 in しまねNOW

地元愛を育む民
俗
芸
能

日
にち

原
はら

奴
やっこ
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写真／ Katsuyoshi Motono

開校110年を迎える県立津和野高校は、県外
からの生徒を受け入れたり、地域系サークル「グ
ローカル・ラボ」を支援するなど「津和野と生き
る」ための教育を実践している

津和野町役場で働きな
がら津和野の歴史を研
究していた山岡先生。
退職後、書籍を出版す
るなど精力的に活動中

地
域
に
住
ん
で
い

る
人
に
愛
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
思

い
ま
す
。
愛
さ
れ

る
芸
能
で
あ
れ
ば

若
者
も
ど
ん
ど
ん
参
加
す
る
は
ず
で
す
」と
話
し
ま
す
。

ま
た
、
若
者
が
加
わ
り
、
世
代
交
代
す
る
こ
と
で
、
そ

れ
ま
で
の
文
化
が
昇

し
ょ
う

華か

し
、
新
た
な
文
化
が
育
ま
れ
る

ケ
ー
ス
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。
岩
手
県
遠と

お

野の

市
の
民
話

の
口こ

う

承し
ょ
う（

本
紙
６
‐
９
ｐ
参
照
）
や
、
長
野
県
飯
田
市

の
人
形
劇
な
ど
は
、
そ
の
地
に
伝
わ
る
芸
能
を
現
代
風

に
創
造
し
、
新
陳
代
謝
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
老
若
男

女
問
わ
ず
に
地
域
で
愛
さ
れ
て
い
る
と
話
し
ま
す
。

　
津
和
野
町
を
担
う
若
者
代
表
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
に
参

加
し
た
の
は
、
津
和
野
高
校
の
生
徒
５
名
。
当
日
松
江

城
下
で
披
露
さ
れ
た
津
和
野
町
の
民
俗
芸
能
が
、
ど
の

よ
う
に
し
て
地
域
に
浸
透
し
た
か
を
考
え
、
思
い
を
発

表
し
ま
す
。
先
述
の
佐
藤
先
生
に
加
え
、
津
和
野
町
郷

土
史
家
で
あ
る
山
岡
浩
二
先
生
も
加
わ
り
、
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。
日
原
地
区
で
生

ま
れ
育
っ
た
津
和
野
高
校
２
年
の
山
本
日
向
さ
ん
は
、

「
日
原
で
育
っ
た
の
に
、
日
原
奴
道
中
の
こ
と
を
あ
ま

り
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
」
と
話
し
ま
す
。
今
回
の
発
表

に
あ
た
り
取
材
を
し
て
み
る
と
、
民
俗
芸
能
の
場
が
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
に
な
り
、
快
活
に
活
動
し
て

い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
と
い
い
ま
す
。
同
校
１
年
の

池
田
さ
ん
は
「
津
和
野
に
と
っ
て
は
、
芸
能
は
空
気
の

よ
う
な
も
の
で
す
。
伝
統
を
残
し
た
い
、
と
い
う
ス
ピ

リ
ッ
ト
は
あ
り
ま
す
が
、
普
通
に
み
ん
な
で
集
ま
っ
て

練
習
す
る
の
が
楽
し
い
。
だ
か
ら
普
通
に
集
ま
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
当
た
り
前
に
あ
る
空
気
み
た
い
な
も

の
な
の
か
な
」
と
話
し
ま
す
。

 

「
今
の
若
者
は
、『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
と
い
う

言
葉
に
大
き
な
魅
力
を
感
じ
る
よ
う
で
す
」
と
佐
藤
先

生
は
話
し
ま
す
。「
歴
史
あ
る
民
俗
芸
能
」
と
い
わ
れ

る
と
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
よ
う
に
思
い
が
ち
で
す
が
、
地

域
に
住
ん
で
い
れ
ば
誰
で
も
芸
能
に
関
わ
る
こ
と
が
で

き
る
ケ
ー
ス
が
多
い
そ
う
。
職
業
も
違
う
、
立
場
も
違

う
、
で
も
、
同
じ
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
。
緩
や
か
な

つ
な
が
り
の
中
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る

新
た
な
世
界
が
増
え
る
こ
と
で
、
生
活
が
豊
か
に
な
る

こ
と
を
先
人
は
わ
か
っ
て
い
た
。「
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

れ
ま
で
芸
能
が
続
い
て
き

た
の
で
し
ょ
う
」
と
佐
藤

先
生
は
続
け
ま
す
。
山
岡

先
生
は
、「『
地
元
愛
』
と

い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

生
活
し
て
い
る
だ
け
で
高

ま
る
地
元
愛
も
あ
り
ま
す

が
、
地
域
の
こ
と
を
調
べ

て
い
く
と
深
ま
る
愛
も
あ

る
。
こ
れ
を
機
に
、
地
元

に
つ
い
て
、
地
域
に
つ
い

て
、
よ
り
深
く
考
え
て
み

て
く
だ
さ
い
」
と
会
場
を

訪
れ
た
５
０
０
人
の
お
客

さ
ん
に
語
り
か
け
る
よ
う

に
話
し
て
い
ま
し
た
。
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2019. February

秋の終わりから冬にかけて、
出荷のピークを迎える壱岐島
のカキ。島の伝統を感じなが
ら、カキの出荷準備をお手伝
いする２泊３日の企画です。

（全国農協観光協会／納
な

谷
や

）

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！

暖流と寒流が交わる壱岐島の海域ではカキの養殖が盛ん

1987年に重要無形民
俗文化財に指定され
た壱岐神楽

　
玄
界
灘
に
面
し
、
福
岡

県
と
対
馬
市
の
中
間
地
点

に
位
置
す
る
壱
岐
島
。
島

内
に
は
１
５
０
も
の
神
社

が
あ
り
、
『
魏ぎ

志し

倭わ

人じ
ん

伝で
ん

』

や
『
日
本
書
紀
』
に
も
登

場
す
る
歴
史
深
い
島
で

す
。
島
民
の
多
く
が
漁
業

を
営
み
、
島
に
あ
る
漁
協
か
ら
は
、
年

間
を
通
し
て
威
勢
の
よ
い
漁
師
た
ち
の

声
が
響
き
ま
す
。
海あ

女ま

漁
も
盛
ん
で
、

解
禁
期
を
迎
え
る
春
か
ら
夏
に
か
け
て

は
ウ
ニ
や
ア
ワ
ビ
、
サ
ザ
エ
な
ど
が
水

揚
げ
さ
れ
ま
す
。
秋
か
ら
冬
に
か
け
て

は
真
ガ
キ
が
出
荷
さ
れ
、
漁
港
は
年
中

賑
わ
い
を
み
せ
ま
す
。

　
壱
岐
大だ

い

大だ
い

神
楽
が
年
の
瀬
を
告
げ
る

12
月
20
日
。
冬
の
ご
ち
そ
う
真
ガ
キ
の

殻
洗
い
を
お
手
伝
い
す
る
た
め
、
神
と

海
の
島
・
壱
岐
に
、
関
東
や
関
西
か
ら

５
名
の
参
加
者
が
集
い
ま
し
た
。
　

　
博
多
港
か
ら
高
速
船
で
約
1
時
間
。

壱岐島で
牡蠣の殻洗い隊

「
カ
キ
が
旬
を
迎
え
て
大

忙
し
の
漁
師
さ
ん
の
お
手

伝
い
を
し
な
が
ら
、
島
の

暮
ら
し
ぶ
り
を
満
喫
し
ま

し
ょ
う
」
と
、
全
国
農
協

観
光
協
会
の
納
谷
さ
ん
は

バ
ス
か
ら
参
加
者
の
み
な

さ
ん
に
声
を
か
け
ま
す
。

　
暦
や
潮
の
満
ち
干
な
ど
、
月
に
ま
つ

わ
る
御
神
徳
が
あ
る
月つ

き

讀よ
み

神
社
を
参
拝

し
た
あ
と
、
程
近
く
に
あ
る
住
吉
神
社

で
、
約
６
０
０
年
の
歴
史
を
持
つ
壱
岐

神
楽
を
鑑
賞
。
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な

動
き
の「
神
相
撲
」や
五
穀
豊
穣
を
願
っ

て
舞
わ
れ
る
「
豊
年
舞
」
な
ど
の
演
目

を
見
学
。
参
加
者
の
み
な
さ
ん
は
、「
人

を
か
つ
ぎ
上
げ
る
神
楽
は
初
め
て
！
」

「
力
が
湧
い
て
く
る
わ
ね
！
」
と
、
壱

岐
の
芸
能
を
堪
能
し
ま
し
た
。

　
二
日
目
は
、
島
の
東
部
・
八
幡
半
島

の
内う

ち

海め

湾
を
臨
む
作
業
場
で
、
カ
キ
の

殻
洗
い
を
お
手
伝
い
し
ま
し
た
。「
よ

人
と
海
が
育
む

珠
玉
の
ひ
と
粒

おいしか
よ〜！
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ホタテの貝殻についた
カキをヘラで一つずつ
はがし、ドリルで磨く
と白い殻がのぞく

1987年に重要無形民
俗文化財に指定され
た壱岐神楽

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。

い
、
手
伝
っ
て
く
れ
ん
と
？
」
カ
キ
の

殻
を
磨
く
チ
ー
ム
か
ら
声
か
け
が
。
班

長
の
片か

た

穂ほ

野の

さ
ん
は
「
よ
か
よ
ー
！
」

と
返
事
を
し
、
参
加
者
を
作
業
場
へ
案

内
し
な
が
ら
、「
水
揚
げ
さ
れ
た
ば
か

り
の
カ
キ
は
複
数
個
が
固
ま
っ
て
る

か
ら
、
ヘ
ラ
で
は
が
し
て
洗
浄
機
に
か

け
、
こ
の
ド
リ
ル
状
の
ク
リ
ー
ナ
ー
で

殻
に
つ
い
た
フ
ジ
ツ
ボ
な
ど
を
削
り
取

る
の
。
そ
し
て
洗
浄
機
を
も
う
2
回
通

し
、
大
き
さ
を
選
別
し
て
、
殺
菌
し
た

海
水
に
丸
二
日
つ
け
て
、
よ
う
や
く
出

荷
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
よ
」
と
一
連

の
流
れ
を
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
こ

の
一
粒
に
こ
ん
な
に
手
間
が
か
か
っ
て

い
た
な
ん
て
…
…
。」
と
、
参
加
者
の

好
田
さ
ん
は
作
業
場
を
見
渡
し
ま
す
。

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。

う
こ
そ
！
」と
、壱
岐
東
部
漁
協
の
方
々

と
海
女
の
み
な
さ
ん
が
お
出
迎
え
。
こ

の
時
期
は
海
女
漁
が
休
み
の
た
め
、
海

女
さ
ん
た
ち
も
大
集
合
し
ま
し
た
。
海

女
の
小
田
さ
ん
は
「
壱
岐
の
カ
キ
は
最

高
よ
！
幡は

た

鉾ほ
こ

川
か
ら
流
れ
て
く
る
山

の
栄
養
を
た
っ
ぷ
り
補
給
す
る
か
ら
、

味
が
濃
く
て
ク
リ
ー
ミ
ー
に
育
つ
の
」

と
、
そ
の
魅
力
を
語
り
ま
す
。

　
す
る
と
、「
こ
っ
ち
ば
急
い
ど
る
た

イラスト／佐々木一澄（P16 〜 18）

はらほげ地蔵

　
カ
キ
本
体
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
専

用
の
ド
リ
ル
で
表
面
の
汚
れ
を
落
と
し

て
い
き
ま
す
。
夫
婦
で
参
加
し
た
末
原

さ
ん
は
「
ま
る
で
歯
医
者
さ
ん
に
な
っ

た
気
分
！
」
と
繊
細
な
作
業
に
集
中
し

て
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
参
加
者
の
姿
に
、
壱
岐
東
部

漁
協
の
平
田
参
事
は
「
年
末
は
出
荷
の

山
場
な
の
で
あ
り
が
た
い
で
す
。
こ
の

お
い
し
さ
を
た
く
さ
ん
の
人
に
届
け
る

た
め
に
、
ま
た
来
年
も
お
願
い
し
た
い

で
す
ね
」
と
話
し
ま
す
。
お
土
産
に
も

ら
っ
た
カ
キ
を
前
に
、
参
加
者
の
岩
井

さ
ん
は
、「
自
然
の
恵
み
と
み
な
さ
ん

の
努
力
の
詰
ま
っ
た
一
粒
。
感
謝
し
て

い
た
だ
き
ま
す
」
と
感
慨
深
げ
に
カ
キ

を
眺
め
る
の
で
し
た
。

大漁！
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埼玉県 さいたま市

食と農は身近にあった ! ～ぼたもちと野草摘みか
ら習う草団子作り・じゃがいもの植付け体験～

4 月17 日（水）～19 日（金）

3 月 24 日（日）

5 月 7 日（火）～ 9 日（木）

チューリップ王国とも呼ばれる富山県。畑には、雪の
下で春を待ちわびたチューリップが咲き誇りますが、
球根の成長を促すために、花を摘まなくてはなりませ
ん。カラフルなお花に囲まれた中での作業は格別。
摘んだお花を使ったフラワーシャワーは作業した人だ
けの特権です！ ぜひご参加ください。

都市農業を行う埼玉県で無農薬栽培をしている
「ファーム・インさぎ山」のみなさんと一緒におこなう
食育体験です。よもぎを摘んで草団子やぼたもちを
作ったり、じゃがいもの植付けを体験していただきま
す。当日は、旬の菜の花で作ったお新香などもご用
意します。ふるってご参加ください！

生産量日本一を誇る和歌山の柿。秋に出荷のピーク
を迎えますが、美味しい柿を作るためには、春先に
柿の蕾

つぼみ

を摘み取っておく必要があります。作業は手
でできて簡単ですが、手作業なので人手が必要です。
秋には収穫体験もおこなう予定です。柿の成長を一
緒に見守りませんか？

チューリップ花摘み隊

柿摘
て き

蕾
ら い

隊

富山県 高岡市

和歌山県 紀の川市

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

2019. February

よもぎをみなさんに摘んでい
ただき、草団子やぼたもちを
作ります。ぼたもちは、漢字
で「牡丹餅」と書き、春に咲
く牡丹が名前の由来になって
います。一緒に春を満喫しま
しょう。

柿は、養分が分散しないよう、
春先にあらかじめ蕾を摘ん
で、秋の収穫を待ちます。大
きくて甘い柿を実らせるため
のだいじな工程です。みなさ
んご協力ください。

一気に花を咲かせるチュー
リップの花摘みは、骨が折れ
ますがだいじな作業。みなさ
んにお手伝いしていただける
と大変助かります。一緒に気
持ちのよい汗を流しましょう！

ファーム・インさぎ山
萩原さん

JA 紀の里 営農部
下田和 敬二さん

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

チューリップ農家
吉江 正雄さん

食と農に対して理解を深めることを目的とした交流企画です。
農山漁村を訪ねて、伝統的な食文化を味わい、農産物の生
産現場を体験します。食育に関心の高い子育て世代や学生を
中心に、大人から子どもまで、幅広い方 を々対象としています。

※　スミ文字、スミケイは全てスミ又はスミノセに。
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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4 月号掲載分は、2 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 2 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

2019 年 2 月 27 日 ( 水 ) から 3 月1日 ( 金 ) の
3 日間、幕張メッセで「地方創生 EXPO」が開
催されます。地方創生に不可欠な観光・集客サー
ビス支援ならびに医療・福祉サービスを提供す
る団体や企業が一堂に出展します。
本会が出展するブースでは、本会の事業紹介を
中心に、農泊（※）を推進する団体「日本ファー
ムステイ協会（JPCSA）」についても紹介する予
定です。地方創生に関わる全てのみなさまをお
待ちしております。ぜひ足をお運びください。

日時：2019 年 2 月 27 日 ( 水 ) ～ 3 月1日 ( 金 )
         10：00 ～18：00（最終日のみ17：00 終了）
会場：幕張メッセ（JR 京葉線 海浜幕張駅より徒歩 5 分）

※農泊：農山村地域の伝統的な生活体験や交流を楽しむ

滞在型旅行

地方創生 EXPO に
出展します！

※ スミ文字、スミケイは全てスミ又はスミノセに。




