
ふ
れ
あ
い
探
訪

食
が
育
む

原
風
景
を

求
め
て

ご
当
地
美
味
だ
よ
り

春
の
風
吹
く

お
い
し
い
牧
場

ふ
る
さ
と
食
紀
行

南
関
揚
げ

農
泊
に

思
い
を
乗
せ
て

二
〇
一
九
年 

四
月
号
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食
が
育
む

原
風
景
を

求
め
て

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市　

フ
ァ
ー
ム
・
イ
ン
さ
ぎ
山

　
閑
静
な
神
社
の
境
内
の
一
角
に
、
ひ
と
き
わ
楽
し
げ

な
声
が
響
き
ま
し
た
。「
フ
ァ
ー
ム
・
イ
ン
さ
ぎ
山
」
恒

例
の
米
み
そ
づ
く
り
。
参
加
者
た
ち
が
、
塩
と
麹
を
つ

ぶ
し
た
大
豆
と
合
わ
せ
、
だ
ん
ご
状
に
丸
め
て
い
ま
す
。

 「
た
い
へ
ん
な
の
は
こ
こ
か
ら
な
の
よ
！
」

 「
さ
す
が
に
も
う
慣
れ
た
も
ん
だ
ね
え
」

　
口
々
に
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
作
業
す
る
参
加
者
た
ち
は
、

す
っ
か
り
顔
な
じ
み
の
様
子
。
さ
い
た
ま
市
か
ら
や
っ

て
き
た
室
口
昭
弘
さ
ん
・
雅
子
さ
ん
夫
妻
は
、「
い
ち
ば

ん
下
の
娘
が
幼
稚
園
の
と
き
だ
か
ら
…
…
」
と
指
折
り

数
え
、
今
は
も
う
大
学
生
と
い
う
こ
と
で
、「
あ
あ
、
も

う
15
年
近
く
通
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
感
慨
深
げ
で
す
。

現
在
は
同
フ
ァ
ー
ム
の
貸
し
農
園
で
30
㎡
の
区
画
を
借

り
、
年
間
約
15
種
類
の
野
菜
を
育
て
て
い
る
そ
う
。

 「
自
分
で
育
て
た
枝
豆
を
持
ち
帰
っ
て
ビ
ー
ル
。
最
高
の

ぜ
い
た
く
で
す
よ
ね
（
笑
）」
と
昭
弘
さ
ん
。
友
人
と
連

れ
立
っ
て
キ
ャ
ン
プ
に
行
く
と
き
は
、
畑
で
と
れ
た
夏

野
菜
を
ど
っ
さ
り
持
参
し
て
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
す
る
そ

う
で
す
。

 

「
真
ん
中
の
娘
は
お
み
そ
汁
が
嫌
い
だ
っ
た
ん
で
す
け

ど
、
こ
こ
で
作
る
み
そ
と
野
菜
で
作
っ
た
ら
食
べ
る
よ

う
に
な
っ
て
、
今
じ
ゃ
大
好
物
で
す
。
大
根
な
ん
か
ス

テ
ィ
ッ
ク
サ
ラ
ダ
に
し
て
マ
ヨ
み
そ
を
つ
け
た
ら
、
家

族
で
丸
ご
と
１
本
食
べ
ち
ゃ
い
ま
す
よ
」
と
、
妻
の
雅

子
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て
笑
い
ま
す
。

　
一
方
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
活
動
が
き
っ
か
け
で
参
加
し

始
め
た
と
い
う
、
さ
い
た
ま
市
の
松
永
貴
子
さ
ん
（
50
）

も
15
年
来
の
常
連
。
職
業
は
薬
剤
師
だ
そ
う
で
す
。

 

「
不
健
康
な
も
の
を
た
く
さ
ん
食
べ
て
体
調
を
崩
す
人

を
、
職
業
柄
た
く
さ
ん
見
て
い
る
の
で
、
薬
で
ど
う
に

か
で
き
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
ん
だ
っ
て
す
ご
く
実
感
し
ま

す
。
や
っ
ぱ
り
食
な
ん
だ
な
あ
っ
て
」

　
そ
う
言
い
つ
つ
も
、「
ま
あ
、
結
局
は
楽
し
い
か
ら
参

加
し
て
る
ん
で
す
け
ど
ね
」
と
笑
っ
て
み
せ
て
、「
あ
と

は
や
っ
ぱ
り
人
柄
か
な
あ
、
萩
原
さ
ん
の
」。
そ
う
つ
ぶ

や
い
た
視
線
の
先
に
は
、
参
加
者
の
間
を
笑
顔
で
歩
き

回
る
萩
原
さ
と
み
さ
ん
（
71
）
の
姿
が
。
同
フ
ァ
ー
ム

を
切
り
盛
り
す
る
、
名
物
の
肝
っ
玉
母
さ
ん
で
す
。

　
さ
い
た
ま
市
（
旧
浦
和
市
・
旧
大
宮
市
）
北
東
郊
外

に
広
が
る
「
見
沼
田
ん
ぼ
」。
江
戸
時
代
、
八
代
将
軍
吉

宗
に
よ
る
享
保
の
改
革
で
、
巨
大
な
沼
だ
っ
た
こ
の
地

一
帯
を
干
拓
、
大
規
模
な
灌
漑
工
事
が
な
さ
れ
、
農
業

用
水
（
見
沼
代
用
水
）
が
引
か
れ
た
結
果
、
広
大
な
水

田
地
帯
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
一
角
で
、
じ
つ
に
11
代
に
わ
た
っ
て
農
業
を
営

ん
で
き
た
萩
原
家
。
こ
こ
に
さ
と
み
さ
ん
が
嫁
い
で
き

た
の
は
50
年
近
く
前
の
こ
と
で
す
。
当
時
こ
の
辺
り
は
、

植
木
の
一
大
産
地
で
し
た
。
公
園
や
街
路
樹
、
庭
木
な

ど
の
苗
木
を
生
産
す
る
農
家

が
数
多
く
あ
り
、
と
て
も
豊

か
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

 

「
そ
れ
こ
そ
、
根
が
つ
い
て

い
れ
ば
な
ん
で
も
売
れ
た
、

な
ん
て
時
代
も
あ
り
ま
し
た

よ
」（
さ
と
み
さ
ん
）

　
し
か
し
、
彼
女
が
嫁
い
で

き
た
当
時
、
植
木
生
産
は
す

で
に
斜
陽
。
代
々
続
く
家
業

を
ど
う
や
っ
て
存
続
さ
せ
る

か
―
―
萩
原
家
は
重
大
な
岐

路
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
時
に
見
つ
け
た
、

新
聞
の
片
隅
の
小
さ
な
記
事
「
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

養
成
講
座
」。
当
時
の
農
水
省
外
郭
団
体
が
開
催
し
て
い

た
研
修
の
、
受
講
生
募
集
の
告
知
で
し
た
。

 「
も
う
23
年
前
の
こ
と
で
す
ね
」

　
今
で
こ
そ
農
業
体
験
や
食
育
、
農
家
民
宿
や
農
家
レ

ス
ト
ラ
ン
と
い
っ
た
観
光
農
業
は
花
ざ
か
り
で
す
が
、

当
時
は
「
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と
い
う
く
く
り
し

徳
川
吉
宗
の
時
代
、
世
界
に
例
を
み
な
い

大
規
模
な
灌か
ん

漑が
い

工
事
に
よ
っ
て
、

こ
の
地
に
形
成
さ
れ
た
見み

沼ぬ
ま

田
ん
ぼ
。

か
つ
て
こ
こ
か
ら
都
へ
と
船
で
運
び
込
ま
れ
た

様
々
な
農
産
物
が
、
江
戸
の
庶
民
の
食
を
支
え
た
。

そ
し
て
平
成
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
現
代
、

こ
の
場
所
に
は
今
、
多
く
の
人
が

自
ら
の
意
志
で
足
を
運
ぶ
。

農
と
食
が
育
む
原
風
景
を
求
め
て
。

な
に
よ
り
、
こ
こ
に
い
る
一
人
の

肝
っ
玉
母
さ
ん
に
会
い
た
く
て
。

文
／
常
瀬
邑
泰
（
農
業
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）、
写
真
／
本
野
克
佳

百
姓
は

百
の
物
事
を
知
る

みそづくりに使う大豆は地元農家のネットワー
ク。年間 400kg 仕入れても足りないほどだそう
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か
な
く
、そ
の
内
容
も「
田
舎
で
余
暇
を
過
ご
す
」と
い
っ

た
程
度
の
認
識
。
国
内
に
は
ま
だ
ま
だ
浸
透
し
て
お
ら

ず
、「
農
家
が
そ
ん
な
こ
と
を
や
る
の
は
邪
道
」
と
い
っ

た
風
潮
す
ら
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
さ
と
み
さ
ん
は
、「
ビ
ビ
ッ
！ 

と
き
た
」
そ

う
で
す
。
農
業
を
営
ん
で
い
た
実
家
の
父
が
、「
百
姓
は

百
の
物
事
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
常
々
言
っ

て
い
た
の
を
、
幼
な
心
に
聞
い
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
全
国
の
女
性
農
業
者
た
ち
と
、
当
時
グ
リ
ー

ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
先
進
地
だ
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
渡
り
、

あ
ら
ゆ
る
見
聞
を
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
に
吸
収
し
て
帰
国

し
ま
し
た
。

 

「
四
季
折
々
に
移
り
変
わ
る
景
色
が
あ
る
、
自
然
の
恵

み
を
い
っ
ぱ
い
に
受
け
て
育
っ
た
野
菜
や
果
物
が
あ
る

…
…
こ
れ
だ
け
で
な
ん
て
幸
せ
な
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
っ

て
思
え
ま
し
た
」

　
人
は
あ
ま
り
に
も
身
近
で
当
た
り
前
な
も
の
の
価
値

に
、な
か
な
か
気
づ
け
な
い
も
の
。
で
も
、欧
州
か
ら
戻
っ

た
さ
と
み
さ
ん
に
は
、
生
ま
れ
育
ち
、
嫁
い
だ
地
元
の

環
境
が
、
す
ば
ら
し
い
価
値
に
彩
ら
れ
た
宝
の
よ
う
に

映
り
ま
し
た
。「
フ
ァ
ー
ム
・
イ
ン
さ
ぎ
山
」
の
ス
タ
ー

ト
で
す
。

　
農
作
業
だ
け
で
な
く
、
農
村
の
田
舎
暮
ら
し
を

丸
ご
と
体
験
で
き
る
農
園
と
し
て
、
同
フ
ァ
ー
ム
は

１
９
９
７
年
に
開
園
し
ま
し
た
。
地
元
の
幼
稚
園
や
小

学
校
へ
の
出
前
授
業
、
野
菜
づ
く
り
や
稲
作
の
農
業
体

験
、
み
そ
や
こ
ん
に
ゃ

く
な
ど
の
加
工
品
づ
く

り
、
竹
細
工
や
わ
ら
細

工
と
い
っ
た
地
域
伝
承

の
手
仕
事
、
里
山
の
生

き
物
観
察
な
ど
、
そ
の

範
囲
は
極
め
て
多
岐
に

わ
た
り
ま
す
。
親
子
や

家
族
連
れ
、
グ
ル
ー
プ

や
単
独
参
加
な
ど
の
一

般
申
し
込
み
は
も
と
よ

り
、
学
校
や
企
業
、
Ｎ

Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
と
も
連
携
し
、
今
で
は
年
間
８
０
０
０

人
以
上
の
人
た
ち
が
訪
れ
る
盛
況
ぶ
り
。

　
地
元
の
氷
川
神
社
境
内
の
一
角
に
あ
る
「
農の

良ら

里り

」

と
名
づ
け
ら
れ
た
施
設
で
は
、
冒
頭
の
み
そ
づ
く
り
体

験
の
よ
う
な
加
工
品
づ
く
り
が
行
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
車

で
５
分
ほ
ど
の
場
所
に
は
「
久く

楽ら

里り

」
と
い
う
名
の
調

理
施
設
兼
飲
食
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。

 「
名
前
は
息
子
が
つ
け
た
の
。
お
父
さ
ん
が
の
ら
り
く
ら

り
し
て
い
る
人
だ
か
ら
っ
て
（
笑
）」（
さ
と
み
さ
ん
）

　
そ
し
て
、
自
宅
の
離
れ
に
あ
る
の
が
「
野や

趣し
ゅ

料
理
　

諏す

訪わ

野の

」。
屋
号
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
完
全
予
約

制
の
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
旬
の
野
菜
や
野
草
を
ふ
ん

だ
ん
に
使
っ
た
懐
石
や
大
皿
料
理
を
、
さ
と
み
さ
ん
自

ら
が
腕
を
ふ
る
っ
て
も
て
な
し
ま
す
。

 「
も
と
も
と
料
理
が
好
き
だ
か
ら
、
ス
ト
レ
ス
解
消
で
も

あ
る
ん
で
す
。
と
く
に
気
負
っ
て
ご
ち
そ
う
を
作
る
わ

け
じ
ゃ
な
く
て
、
身
の
回
り
に
あ
る
旬
の
食
材
を
、
シ

ン
プ
ル
な
料
理
で
い
た
だ
く
。
た
だ
そ
れ
だ
け
な
の
」

　
ち
な
み
に
こ
の
日
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
き
ん
ぴ
ら
ご
ぼ

う
、
カ
ツ
オ
菜
の
炒
め
物
、
岩い

わ

槻つ
き

ネ
ギ
の
ぬ
た
、
菜
の

花
の
ナ
ム
ル
、
原
木
シ
イ
タ
ケ
と
ゴ
ボ
ウ
、
高
野
豆
腐

と
厚
揚
げ
の
煮
物
、
花
豆
の
煮
つ
け
、
長
ネ
ギ
と
ジ
ャ

ガ
イ
モ
の
コ
ロ
ッ
ケ
、
フ
キ
ノ
ト
ウ
や
ヨ
モ
ギ
な
ど
の

精
進
揚
げ
、
そ
れ
に
赤
米
・
黒
米
・
緑
米
の
ム
カ
ゴ
入

り
ご
飯
と
、
里
芋
の
け
ん
ち
ん
汁
で
す
。

　
厨
房
で
調
理
を
手
伝
っ
て
い
た
の
は
、
近
所
で
30
年

以
上
す
し
店
を
営
ん
で
い
た
男
性
。

 「
ヨ
モ
ギ
も
菜
の
花
も
フ
キ
ノ
ト
ウ
も
、
さ
っ
き
萩
原
さ

ん
が
摘
ん
で
き
た
も
の
だ
よ
。
鍋
に
油
を
立
て
て
（
熱

し
て
）
か
ら
食
材
を
と
り
に
行
っ
て
す
ぐ
に
揚
げ
ち
ゃ

う
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
で
き
る
店
、
ど
こ
に
も
な
い

よ
！
（
笑
）」

　
こ
ん
な
ふ
う
に
同
フ
ァ
ー
ム
で
は
、
農
作
業
や
手
工

芸
、
料
理
、
加
工
品
づ
く
り
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容

に
よ
っ
て
地
元
の
い
ろ
い
ろ
な
職
種
、
世
代
の
人
た
ち

が
力
を
貸
し
て
い
ま
す
。
わ
ら
細
工
が
達
者
な
高
齢
者

は
手
仕
事
を
、草
木
染
め
は
地
元
の
染
色
家
が
指
導
。「
そ

れ
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
ん
な
に
い
ろ
ん
な
こ
と
は
と
て

も
で
き
ま
せ
ん
よ
」
と
さ
と
み
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

 「
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
な
に
も
し
て
い
な
い
の
。
た
だ
人

地
域
と
い
う
横
軸
、

世
代
と
い
う
縦
軸
を
つ
な
ぐ

フキノトウやヨモギなどの季
節の食材を、必要なときに必
要な分だけ収穫する

萩原さんが営むレストラン「野
趣料理　諏訪野」。完全予約
制で５名以上から、昼夜それ
ぞれ１組のみの受け付け。野
菜を中心とした料理 10 品前
後で１人 3,000 ～ 3,500 円

（応相談）
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畑作、稲作の農作業体験のほか、郷土料
理や加工品づくりの食体験、炭焼きや草木
染め、わら細工といった農村の生活文化体
験、さらには昆虫採集や生き物、樹木の調
査など、広範な体験メニューを提供する。
FAX:048-878-0459 ジャガイモ植えつけ！

と
人
を
つ
な
い
で
い
る
だ
け
（
笑
）」

　
地
域
あ
る
い
は
生
消
（
生
産
者
―
消
費
者
）
と
い
う

横
軸
、
そ
し
て
昔
か
ら
息
づ
く
暮
ら
し
の
知
恵
を
子
ど

も
た
ち
に
つ
な
ぐ
縦
軸
。ま
さ
に
縦
横
無
尽
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
す
。

　
ハ
ウ
ス
一
面
に
広
が
る
小
松
菜
。
青
々
と
し
た
葉
の

色
は
ど
こ
ま
で
も
濃
く
、
茎
は
驚
く
ほ
ど
太
く
て
立
派

で
す
。
萩
原
さ
ん
宅
か
ら
車
で
10
分
ほ
ど
の
距
離
に
あ

る
若
谷
農
園
の
小
松
菜
畑
。
社
長
の
若
谷
茂
夫
さ
ん

（
68
）
は
、
家
業
だ
っ
た
ク
ワ
イ
栽
培
を
半
世
紀
前
に
継

い
で
以
降
、
新
規
作
物
と
し
て
小
松
菜
栽
培
に
乗
り
出

し
、
２
０
０
２
年
に
法
人
化
。
現
在
は
正
社
員
、
パ
ー

ト
合
わ
せ
て
30
人
を
雇
用
す
る
大
規
模
経
営
を
行
っ
て

い
ま
す
。
萩
原
さ
ん
と
は
20
年
来
の
友
人
で
あ
り
、「
同

志
」
の
よ
う
な
存
在
。
同
農
園
に
は
、
農
業
を
志
す
非

農
家
出
身
の
若
者
が
大
勢
、
門
を
た
た
き
に
来
ま
す
。

 

「
そ
う
い
う
人
た
ち
こ
そ
が
、
こ
れ
か
ら
の
農
業
を

し
ょ
っ
て
立
つ
担
い
手
な
ん
で
す
。
こ
こ
で
２
～
３
年

働
い
て
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
で
、
収
入
も
得
て
、
全
国
で

活
躍
す
る
農
家
に
育
っ
て
ほ
し
い
」
と
語
る
若
谷
さ
ん
。

そ
う
し
た
若
者
た
ち
と
日
々
接
し
て
い
て
、
彼
ら
の
意

欲
と
吸
収
力
に
は
い
つ
も
驚
か
さ
れ
る
と
い
い
ま
す
。

 

「
農
業
を
志
し
た
理
由
を
聞
く
と
、
ほ
と
ん
ど
が
子
ど

も
の
頃
の
体
験
な
ん
で
す
よ
。
幼
稚
園
で
イ
モ
掘
り
を

し
た
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
家ち

で
サ
ク
ラ
ン
ボ
狩
り
を
し
た
、

小
学
校
で
稲
作
体
験
を
し
た
…
…
。
だ
か
ら
ね
、フ
ァ
ー

ム
・
イ
ン
さ
ぎ
山
が
や
っ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
食
農

教
育
と
い
う
の
は
、
ほ
ん
と
う
に
大
事
な
こ
と
な
ん
で

す
」（
若
谷
さ
ん
）

　
実
際
に
萩
原
さ
ん
の
と
こ
ろ
で
は
、
幼
い
頃
両
親
に

連
れ
ら
れ
て
農
業
体
験
に
参
加
し
た
子
ど
も
が
そ
の
後
、

農
業
高
校
や
農
業
大
学
に
進
学
し
て
就
農
し
た
、
と
い

う
ケ
ー
ス
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　
幼
少
期
の
貴
重
な
原
風
景
と
な
る
農
業
体
験
。
そ
こ

で
学
ぶ
生
命
産
業
と
し
て
の
農
業
。
目
に
見
え
な
い
け

れ
ど
、
そ
れ
は
確
か
な
芽
と
な
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
の

心
に
し
っ
か
り
と
根
づ
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

 

「
こ
ん
な
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を
私
が
自
由
に
や
っ
て
こ

ら
れ
た
の
は
、
義
父
母
の
理
解
が
あ
っ
た
か
ら
。
そ
れ

に
は
ほ
ん
と
う
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」

　
そ
う
話
す
さ
と
み
さ
ん
が
嫁
い
だ
萩
原
家
は
、
江
戸

時
代
か
ら
こ
の
地
で
代
々
続
く
篤と

く

農の
う

家か

の
家
柄
。
農
地

や
家
屋
敷
、
そ
し
て
な
に
よ
り
家
業
を
存
続
さ
せ
る
た

め
に
、
保
守
的
な
し
き
た
り
や
慣
習
が
色
濃
く
残
っ
て

い
た
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
先
代
は
、
そ
れ
ま
で
営
ん
で
い
た
植
木
栽
培
か

ら
体
験
農
業
を
中
心
と
し
た
経
営
に
転
換
し
よ
う
と
さ

と
み
さ
ん
夫
婦
が
切
り
出
し
た
と
き
、
一
つ
も
反
対
せ

ず
に
理
解
し
て
く
れ
ま
し
た
。

 「
こ
の
家
を
守
る
た
め
に
や
っ
て
く
れ
る
ん
だ
か
ら
、
と

応
援
し
て
く
れ
た
ん
で
す
よ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
（
義
母
）

な
ん
か
、
自
分
の
娘
の
よ
う
に
わ
た
し
の
こ
と
を
か
わ

い
が
っ
て
く
れ
て
、
大
好
き
で
し
た
」

　
忘
れ
ら
れ
な
い
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
義
母
が
胃
が
ん

を
患
い
、
全
摘
出
を
余よ

儀ぎ

な
く
さ
れ
た
時
。
で
き
合
い

の
食
事
を
口
に
す
る
と
体
が
受
け
つ
け
ず
、
も
ど
し
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
さ
と
み
さ
ん
が

畑
で
と
れ
た
野
菜
を
調
理
し
て
出
す
と
、
喜
ん
で
食
べ

て
く
れ
た
と
い
い
ま
す
。

  

「
消
化
で
き
な
い
か
ら
、
食
べ
物
を
拒
否
す
る
か
受
け

入
れ
る
か
、
す
べ
て
体
次
第
な
ん
で
す
ね
。
合
わ
な
い

も
の
は
一
発
で
わ
か
る
の
。
わ
た
し
が
作
る
料
理
は
、

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
弱
っ
た
体
で
も
す
ん
な
り
受
け
入
れ

ら
れ
て
負
担
に
な
ら
ず
、
自
然
に
吸
収
で
き
た
ん
だ
と

思
い
ま
す
」

　
ま
さ
し
く
そ
れ
は
、東
洋
医
学
に
お
け
る
「
身
土
不
二
」

と
い
う
考
え
方
。
体
は
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
と
不
可
分

の
存
在
で
あ
り
、
地
場
で
と
れ
た
も
の
を
正
し
い
時
期
、

つ
ま
り
旬
に
、
シ
ン
プ
ル
な
調
理
法
で
食
べ
る
こ
と
が
、

心
身
を
健
常
に
保
つ
―
―
い
み
じ
く
も
、
冒
頭
の
み
そ

づ
く
り
に
参
加
し
て
い
た
薬
剤
師
の
松
永
さ
ん
が
言
っ

て
い
ま
し
た
。

 「
農
業
っ
て
す
ご
い
で
す
ね
。
予
防
医
学
の
役
割
ま
で
果

た
す
ん
で
す
か
ら
」

　
さ
と
み
さ
ん
が
「
諏
訪
野
」
で
提
供
す
る
手
料
理
の

数
々
は
、
単
に
郷
土
食
や
農
家
料
理
を
楽
し
む
た
め
だ

け
の
も
の
で
は
な
く
、
体
が
本
来
欲
す
る
食
の
あ
る
べ

き
形
を
、
最
も
適
切
な
方
法
で
い
た
だ
く
、
そ
れ
が
真

の
「
ご
ち
そ
う
」
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

 「
そ
う
だ
ね
、文
字
ど
お
り
『
ご
馳ち

走そ
う

』
か
な
。
だ
っ
て
、

朝
か
ら
庭
や
畑
を
駆
け
て
、
走
り
回
っ
て
食
材
を
調
達

し
て
い
る
ん
だ
か
ら
（
笑
）」

ご
ち
そ
う
は

身し
ん

土ど

不ふ

二じ

　
半
世
紀
近
く
を
共
に
歩
ん
で
き
た
夫
は
、
２
年
前
に

病
に
倒
れ
、
昨
年
帰
ら
ぬ
人
と
な
り
ま
し
た
。

 「
夫
の
ひ
と
言
が
い
つ
も
救
い
だ
っ
た
」
と
、
さ
と
み
さ

ん
は
言
い
ま
す
。
時
に
迷
い
、悩
む
こ
と
も
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
だ
っ
た
さ
と
み
さ
ん
に
対
し
、
夫
は
い
つ
も
背
中
を

支
え
、
後
押
し
す
る
よ
う
な
言
葉
を
さ
り
げ
な
く
か
け

て
く
れ
た
そ
う
で
す
。

　
１
年
に
及
ぶ
看
病
生
活
の
間
、
農
業
体
験
は
規
模
を

縮
小
し
て
な
ん
と
か
続
け
ま
し
た
が
、「
諏
訪
野
」
は
休

業
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
そ
の
間
も
、

「『
諏
訪
野
の
料
理
を
食
べ
た
い
』
っ
て
い
う
予
約
の
電

話
は
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
入
っ
て
い
た
ん
で
す
」（
さ
と

み
さ
ん
）。

　
家
族
み
ん
な
で
夫
を
見
送
っ
た
後
、
さ
と
み
さ
ん
は

傷
心
を
癒
す
時
間
を
自
ら
に
与
え
る
こ
と
な
く
、
す
ぐ

に
活
動
を
再
開
し
ま
し
た
。
畑
に
は
、
さ
と
み
さ
ん
の

復
帰
を
心
待
ち
に
し
て

い
た
人
た
ち
の
笑
顔
が

あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
農
業
っ
て
、
す
ご
い

―
―
心
底
そ
う
感
じ
た

と
、
さ
と
み
さ
ん
は
言

い
ま
す
。

  

「
わ
た
し
ね
、
31
歳
の

時
に
出
席
し
た
同
窓
会

で
言
わ
れ
た
言
葉
が
、

ず
っ
と
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
」

　
ふ
と
、
そ
う
漏
ら
し
ま
し
た
。

　
―
―
な
ん
で
農
家
に
な
ん
か
お
嫁
に
行
っ
た
の
？

　
お
そ
ら
く
は
、「
大
変
で
し
ょ
う
に
」
と
い
う
い
た
わ

り
も
込
め
た
、
な
に
げ
な
い
言
葉
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
、
今
な
お
農
業
と
い
う
仕
事
に
向
け
ら
れ
る
、

偏
見
に
も
似
た
見
方
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

  

「
す
ご
い
悔
し
く
て
、
で
も
そ
の
時
は
何
も
言
い
返
せ

な
か
っ
た
ん
で
す
よ
」

　
今
な
ら
、
さ
と
み
さ
ん
は
胸
を
張
っ
て
答
え
ら
れ
る

は
ず
で
す
。
農
業
っ
て
す
ご
い
ん
だ
よ
、
と
。
そ
し
て

そ
の
す
ご
さ
を
、
１
時
間
で
も
２
時
間
で
も
滔と

う

々と
う

と
話

せ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
と
び
っ
き
り
の
笑
顔
で
。

  

「
そ
う
、
笑
顔
が
な
く
な
っ
た
ら
や
め
よ
う
と
思
っ
て

い
る
ん
で
す
よ
。
自
分
が
楽
し
く
な
く
な
っ
た
ら
、
ね
」

　
そ
う
言
っ
て
う
れ
し
そ
う
に
笑
う
さ
と
み
さ
ん
。
ど

う
や
ら
当
分
、
や
め
る
こ
と
は
難
し
そ
う
で
す
。

農
業
と
い
う

原
風
景

最
愛
の
夫
を

見
送
っ
て

小松菜 4.8 ha を栽培する若谷さんは、さいたま市農業委員の会長などを務め
るほか、大日本農会農事功労章や緑

りょく

白
はく

綬
じゅ

有
ゆう

功
こう

章
しょう

などの受章歴も「一期一会をなにより大切にしたい」と話すさとみさん。
その人柄に魅了され、多くの人がひきもきらず訪れる

体験農園
ファーム・インさぎ山
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そ
の
昔
、
豊
富
な
湧ゆ

う

水す
い

を
利
用
し
た
ワ
サ
ビ
栽
培
が
盛

ん
だ
っ
た
函
南
町
は
、
お
よ
そ
１
０
０
年
前
、
ト
ン
ネ
ル

掘
削
工
事
の
事
故
で
渇か

っ

水す
い

。
特
産
だ
っ
た
ワ
サ
ビ
は
も
ち

ろ
ん
、米
や
野
菜
の
栽
培
も
で
き
な
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
こ
か
ら
徐
々
に
水
が
戻
り
、
よ
う
や
く
草
木
が
萌も

え

る
よ
う
に
な
っ
た
頃
、
地
域
を
守
り
、
命
を
つ
な
ぐ
た
め

に
始
ま
っ
た
の
が
酪
農
で
し
た
。
標
高
が
高
く
冷
涼
な
土

地
柄
が
、
酪
農
を
営
む
に
は
好
条
件
。
70
年
前
に
本
格
化

し
、
現
在
は
約
１
０
０
０
頭
の
牛
が
い
る
「
酪
農
王
国
」

に
な
り
ま
し
た
。

 「
も
と
も
と
は
牛
乳
に
特
化
し
た
農
協
だ
っ
た
ん
で
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
酪
農
王
国
株
式
会
社
オ
ラ
ッ
チ
ェ
の

西
村
悟
さ
ん
（
50
）。
今
か
ら
22
年
前
、
丹
那
盆
地
で
と

れ
た
「
丹
那
牛
乳
」
の
ブ
ラ
ン
ド
化
や
観
光
客
誘
致
な
ど
、

第
三
次
産
業
の
強
化
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
同
法
人
で
営

業
管
理
部
部
長
を
務
め
ま
す
。
事
務
所
に
併
設
さ
れ
た
広

大
な
体
験
牧
場
に
は
、
牛
や
ヒ
ツ
ジ
、
ヤ
ギ
な
ど
が
飼
育

さ
れ
て
お
り
、
動
物
と
の
ふ
れ
あ
い
や
安
心
安
全
な
食
事

を
目
当
て
に
、
家
族
連
れ
を
中
心
に
毎
年
約
17
万
人
の
観

光
客
が
訪
れ
る
そ
う
で
す
。

　

オ
ラ
ッ
チ
ェ
の
広
報
担
当
、杉
田
裕ゆ

紀き

さ
ん
（
40
）
は
、

 

「
学
校
給
食
に
牛
乳
を
出
し
て
い
た
り
、
近
隣
の
ス
ー

パ
ー
に
置
い
た
り
し
て
、
こ
の
辺
り
で
は
丹
那
牛
乳
を
知

ら
な
い
人
は
い
な
い
ほ
ど
有
名
で
す
」
と
、
話
し
ま
す
。

し
か
し
、
高
齢
化
に
よ
っ
て
年
々
酪
農
家
の
数
は
減
り
、

　

東
京
か
ら
東
海
道
新
幹
線
に
乗
り
、
約
40
分
。
昭
和
の

中
頃
、
新
幹
線
の
開
通
と
と
も
に
一
世
を
風ふ

う

靡び

し
た
温
泉

街
、
熱
海
に
到
着
し
ま
す
。
レ
ト
ロ
な
町
並
み
や
風
景
が

残
り
、
今
ふ
た
た
び
観
光
客
か
ら
の
人
気
が
高
ま
る
そ
の

街
に
は
、
と
き
お
り
海
の
香
り
を
乗
せ
た
風
が
吹
き
抜
け

ま
す
。
そ
こ
か
ら
西
へ
車
で
約
20
分
。
急
峻
な
山
道
を
上

へ
上
へ
と
登
る
と
、突
然
視
界
が
開
け
ま
す
。
丹た

ん

那な

盆
地
。

静
岡
県
函
南
町
の
東
側
、
標
高
約
２
３
０
ｍ
に
広
が
る
高

台
の
盆
地
で
す
。

農泊
思いを乗せて

に

静岡県 函
か ん

南
な み

町

それぞれの地域の「ありのままの暮らし」を楽しむ「農泊」。農

山漁村の個性的な地域資源を生かして多くの人を呼び込み、地

域を活性化させることを目的として、それに取り組む団体や自治

体が増えています。2018 年 10 月、新たに農泊への取り組みを

始めたという静岡県函南町を訪ねました。

地域の魅力を堪能

まるっと

写真／ Kay N

「
農
泊
」
と
の
出
合
い

日本で初めてオーガニック
認証を受けたクラフトビー
ル。オラッチェに併設する
地ビール工場で醸造

丹那断層公園では、函南
町の真下を走る断層が、
1930 年の北伊豆地震で活
動した様子が確認できる。
もともとは円形に配置され
た石が、南北に約 2 ｍ ず
つスライドしている

伊豆半島のつけ根に位置す
る函南町。丹那盆地から高
台をめざせば、北側に富士
山を望む
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そ
れ
に
伴
っ
て
牛
の
数
も
減
少
。

 
「
ど
こ
も
悩
み
は
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
地
域
の
活
性

化
は
喫
緊
の
問
題
で
す
。
さ
あ
ど
う
し
よ
う
か
、
と
な
っ

た
と
き
、『
農
泊
』
と
い
う
考
え
方
に
出
合
い
ま
し
た
」

　

西
村
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
地
元
の
企
業
や
団
体
に
声
を

か
け
、２
０
１
８
年
に
農
泊
推
進
協
議
会
を
設
立
。オ
ラ
ッ

チ
ェ
が
事
務
局
を
担
い
運
営
が
始
ま
り
ま
し
た
。

  

丹
那
牛
乳
が
地
域
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
経
験
を
少
し
広
げ
て
、
地
域
を
ブ
ラ
ン
ド
化
し

て
い
く
、
と
い
う
発
想
に
至
っ
た
西
村
さ
ん
は
、
ま
ず
は

地
域
の
資
産
で
あ
る
酪
農
に
関
す
る
地
域
資
源
を
発
掘
す

る
こ
と
か
ら
始
め
、
現
在
オ
ラ
ッ
チ
ェ
で
働
く
50
人
あ
ま

り
の
従
業
員
と
知
恵
を
出
し
合
い
、
地
域
な
ら
で
は
の
営

み
を
探
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
目
を
つ
け
た
の
が
、「
牛
ふ

ん
堆
肥
」。
酪
農
が
盛
ん
な
地
域
だ
け
に
、
牛
の
ふ
ん
を

発
酵
さ
せ
て
作
る
堆
肥
に
は
事
欠
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、

「
自
前
の
牛
ふ
ん
堆
肥
で
農
業
を
や
っ
て
る
と
こ
ろ
は
、

意
外
と
少
な
い
の
で
は
？
」
と
思
い
至
り
、
商
品
化
す
る

こ
と
に
。
使
う
と
土
が
ふ
わ
ふ
わ
に
な
る
た
め
、「
緩か

ん

衝
し
ょ
う

力り
き

」
と
名
づ
け
、
緩
衝
力
を
使
っ
て
作
る
農
作
物
を
「
函

南
め
ぐ
り
野
菜
」
と
呼
ん
で
、
ブ
ラ
ン
ド
化
を
図
り
ま
し

た
。
地
域
の
な
か
で
好
循
環
を
繰
り
返
し
な
が
ら
命
を
つ

な
い
で
い
く
。そ
ん
な
思
い
を
込
め
た
新
ブ
ラ
ン
ド
で
す
。

　

独
特
の
地
形
も
函
南
の
特
徴
で
、
山
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

切
り
開
か
れ
、
高
さ
５
ｍ
ほ
ど
の
段
々
畑
に
な
っ
て
い
ま

す
。
高
台
か
ら
見
下
ろ
せ
ば
、
ぽ
っ
か
り
穴
が
あ
い
た
よ

う
に
広
が
る
丹
那
盆
地
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

「
こ
こ
は
、
牛
が
食
べ
る
背
の
高
い
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
畑

だ
っ
た
ん
で
す
」
と
、
畑
や
風
景
を
案
内
し
て
く
れ
た
の

は
、函
南
町
で
８
年
間
農
業
を
営
む
神
尾
尚な

お

宏ひ
ろ

さ
ん（
43
）、

か
ほ
り
さ
ん
（
43
）
夫
妻
。「
函
南
め
ぐ
り
野
菜
」
を
育

て
る
農
家
で
、
町
が
農
泊
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
、
農

業
体
験
の
受
け
入
れ
を
引
き
受
け
ま
し
た
。

 

「
う
ち
の
畑
は
全
部
で
3
ヘ
ク
タ
ー
ル
。
山
の
斜
面
に
点

在
し
て
い
ま
す
。
山
道
を
登
っ
た
り
下
っ
た
り
し
て
仕
事

を
す
る
の
は
大
変
な
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

農
泊
の
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
こ
こ
に
来
た
お
客
さ
ん
は
珍
し

そ
う
に
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
し
な
が
ら
歩
い
て
ま
し
た
」

　

と
、
尚
宏
さ
ん
は
圃ほ

場じ
ょ
うで

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
を
収
穫
し
な

が
ら
、
う
れ
し
そ
う
に
話
し
ま
す
。

　

か
ほ
り
さ
ん
は
、
次
々
に
収
穫
さ
れ
る
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

を
並
べ
な
が
ら
、「
と
れ
た
て
の
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
の
芯
は

甘
く
て
お
い
し
い
の
！
」
と
言
っ
て
目
を
輝
か
せ
ま
す
。

3
年
前
に
野
菜
ソ
ム
リ
エ
の
資
格
を
取
得
し
、
栽
培
す
る

野
菜
に
ま
つ
わ
る
ト
ー
ク
は
お
手
の
も
の
。「
こ
こ
に
体

験
に
く
る
み
な
さ
ん
に
、
夫
は
収
穫
の
や
り
か
た
を
、
わ

た
し
は
お
い
し
い
食
べ
方
や
栄
養
に
つ
い
て
の
お
話
が
で

き
た
ら
い
い
な
、
と
頭
の
な
か
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し

て
い
ま
す
」
と
、
笑
顔
で
言
っ
て
、
話
を
続
け
ま
す
。

 

「
農
家
さ
ん
の
な
か
に
は
、
体
験
の
受
け
入
れ
に
積
極
的

で
な
い
人
も
い
ま
す
。
で
も
、
若
手
農
家
の
わ
た
し
た
ち

が
先
陣
を
切
っ
て
、『
お
も
し
ろ
い
か
ら
！ 

や
っ
て
み
ま

し
ょ
う
！
』
っ
て
勧
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」

　

か
ほ
り
さ
ん
の
話
を
受
け
、
尚
広
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

 

「
そ
れ
が
き
っ
と
、
僕
た
ち
の
や
り
が
い
に
も
な
る
し
、

地
域
も
活
性
化
す
る
し
で
い
い
方
向
に
い
く
よ
う
な
気
が

す
る
ん
で
す
。
一
人
で
も
二
人
で
も
、
受
け
入
れ
農
家
が

増
え
て
い
く
と
い
い
な
」

 

「
地
域
の
た
め
に
や
る
べ
き
こ
と
と
、
農
泊
を
進
め
る
た

め
に
や
る
べ
き
こ
と
は
、
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
」

　

と
、
西
村
さ
ん
は
話
し
ま
す
。
耕
作
放
棄
地
の
解
消
、

六
次
産
業
化
、
団
体
間
の
連
携
―
―
地
域
の
た
め
に
、
な

に
か
で
き
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
、と
考
え
る
こ
と
で
、

地
域
の
資
源
は
宝
に
な
る
と
言
い
ま
す
。

 

「
農
泊
が
仕
組
み
と
し
て
回
る
ま
で
、
時
間
は
か
か
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、今
は
追
い
風
が
吹
い
て
い
ま
す
」

　

と
、
西
村
さ
ん
の
表
情
は
明
る
い
。
丹
那
盆
地
へ
吹
き

降
ろ
す
温
か
い
風
は
、
函
南
町
の
背
中
を
押
し
な
が
ら
美

し
い
山
桜
を
花
開
か
せ
、新
た
な
萌ほ

う

芽が

を
促
す
の
で
し
た
。

本会は、2019 年 2 月27日から 3
月1日にかけて、幕張メッセで開
催された「地方創生 EXPO」に出
展しました。3 日間で、延べ 381
名のみなさまに本会の取り組みを
紹介させていただきました。農泊
を含む地方創生に興味をお持ちの
企業や団体が多いことを実感した
3日間でした。お越しくださったみ
なさま、ありがとうございました。

ノ
ウ
ハ
ウ
を
生
か
し
て

す
べ
て
は
農
泊
に
通
ず

地方創生 EXPO に

出展しました！

event report

「とれたてのブロッコリーの
芯は、メロンのような香り
がある」とかほりさんは言う

尚宏さんの両親はこの地で
農業を始めて50 年。ブロッ
コリーを栽培する畑は父・
幸
こう

市
いち

さんやその祖父が山を
切り開いて開墾した

牛ふん堆肥「緩衝力」。微
生物の力によって分解・発
酵が進むと、中心の温度は
80℃を超え、表面からは湯
気が立ちのぼる

野菜ソムリエのいる農園とし
て、年間 60 種類以上の野
菜を栽培する神尾ファーム
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熊
本
県
南
関
町　

南
関
食
品

南な

ん

関か

ん

揚
げ

ふ
る
さ
と

食
紀
行

で
き
た
て
は
コ
ー
ン
菓
子
の
よ
う
に
サ

ク
ッ
と
軽
く
、
汁
を
含
む
と
ふ
っ
く
ら

ジ
ュ
ー
シ
ー
に
な
る
南
関
揚
げ
。
一
般

的
な
油
揚
げ
の
保
存
期
間
は
冷
蔵
で
３

〜
５
日
に
対
し
、
こ
れ
は
常
温
で
３
か

月
も
つ
と
い
う
か
ら
驚
き
だ
。
南
関
揚

げ
を
求
め
、
熊
本
と
福
岡
の
県
境
に
位

置
す
る
山
あ
い
の
南
関
町
を
訪
れ
た
。

いなりと太巻きをいっしょに食べているかのような南関揚げ巻きずし

その昔は関所が置かれ
た南関町。参勤交代の
際に藩主が立ち寄ったと
される御

お

茶
ちゃ

屋
や

跡が残る

低温の油に入れた後、
膨れない揚げを網じゃく
しでたたいて膨らます

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

南関町にある 5 軒の製造所の
一つで、創業 40 年の老舗。先
代から受け継いだ独自の製法
で、その味と技術を守っている。
南関揚げ（2 枚入り）：150 円
☎ :0968-53-6911
FAX :0968-53-6912

南関食品

分
を
し
っ
か
り
抜
く
こ
と
に
あ
る
よ
う
だ
。

　

こ
こ
で
南
関
揚
げ
の
歴
史
を
少
し
。
江
戸

時
代
初
期
に
起
こ
っ
た
島
原
の
乱
に
よ
っ
て

人
口
が
減
少
し
、四
国
伊い

予よ

松ま
つ

山や
ま

地
方
の
人
々

が
こ
の
地
に
移
住
し
て
き
た
。
そ
の
中
に
揚

げ
の
製
法
を
知
る
人
が
い
て
、
広
ま
っ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
大
正
時
代
ま
で
は
幅
も

狭
く
身
が
厚
か
っ
た
た
め
、
夏
場
は
ど
う
し

て
も
腐
り
や
す
か
っ
た
の
を
、
豆
腐
を
薄
く

す
る
な
ど
の
改
良
を
重
ね
、
長
期
保
存
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
現
在
の
南
関
揚
げ

の
原
形
だ
そ
う
だ
。

の
工
程
も
気
が
抜
け
ん
と
で
す

が
、
最
初
の
揚
げ
の
工
程
が

緊
張
し
ま
す
ね
」
と
は
に
か
む
津
留
さ
ん
。

二
層
式
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
右
側
は
低
温
（
約

１
０
０
℃
）
で
、
投
入
し
た
豆
腐
が
白
い
花

の
よ
う
に
ふ
ん
わ
り
と
浮
か
ん
で
き
た
か
と

思
っ
た
ら
、
四
角
く
な
り
、
も
と
の
約
４
倍

の
大
き
さ
に
も
膨
れ
る
。
こ
の
段
階
で
均
等

に
四
角
く
す
る
の
が
至
難
の
業
だ
と
い
う
。

　

そ
れ
か
ら
左
の
高
温
（
約
１
８
０
℃
）
の

フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
移
し
替
え
、
完
全
に
水
分
が

飛
ぶ
ま
で
カ
ラ
ッ
と
揚
げ
る
。「
揚
げ
た
て
を

食
べ
て
み
ら
ん
ね
」
と
い
う
言
葉
に
促
さ
れ
、

塩
を
ふ
っ
て
い
た
だ
い
た
。
サ
ッ
ク
サ
ク
の

食
感
に
、
大
豆
と
菜な

種た
ね

油あ
ぶ
らの

よ
い
香
り
が
ふ

わ
っ
と
追
い
か
け
て
く
る
心
地
よ
さ
。あ
ぶ
っ

て
水
分
を
飛
ば
せ
ば
、
揚
げ
た
て
と
同
じ
よ

う
な
食
感
が
よ
み
が
え
り
、
塩
や
ワ
サ
ビ
醤

油
で
い
た
だ
く
と
よ
い
そ
う
だ
。

　

南
関
町
で
は
、
お
み
そ
汁
を
は
じ
め
と
し
、

煮
物
や
酢
の
物
、
巻
き
ず
し
な
ど
、
日
常
の

食
卓
に
は
欠
か
せ
な
い
食
材
だ
。
奥
様
の
ゆ

う
子
さ
ん
が
、
焼
き
そ
ば
や
ピ
ザ
も
作
っ
て

く
だ
さ
っ
た
の
だ
が
、
今
ま
で
食
べ
て
き
た

も
の
と
は
ひ
と
味
ち
が
う
食
味
に
驚
か
さ
れ

た
。「
南
関
揚
げ
は
、
な
ん
で
ん
合
う
と
よ
」

と
、
お
お
ら
か
に
笑
う
津
留
さ
ん
の
言
葉
に
、

私
は
大
き
く
何
度
も
う
な
ず
い
た
。

が
寝
静
ま
る
深
夜
1
時
、
津つ

留る

満み
ち

彦ひ
こ

さ
ん
（
65
）
の
南
関
揚
げ
作
り
は
始

ま
る
。
豆
腐
を
作
る
と
こ
ろ
か
ら
、
揚
げ
て
、

梱
包
す
る
ま
で
の
工
程
を
す
べ
て
一
人
で
お

こ
な
う
た
め
、
こ
の
時
間
か
ら
始
め
る
の
が

日
課
だ
。
暗
闇
に
ぽ
つ
ん
と
灯と

も

る
明
か
り
を

頼
り
に
作
業
場
を
訪
れ
た
の
は
早
朝
４
時
。

で
き
た
て
ほ
や
ほ
や
の
豆
腐
の
塊
を
カ
ッ
ト

し
て
い
た
津
留
さ
ん
は
、
手
を
止
め
、
満
面

の
笑
み
で
迎
え
て
く
れ
た
。

　

南
関
揚
げ
の
最
初
の
工
程
で
あ
る
豆
腐
作

り
は
、
一
般
的
な
そ
れ
と
は
少
し
異
な
る
。

前
日
、
水
に
浸
し
て
お
い
た
大
豆
を
ふ
つ
う

の
豆
腐
の
３
〜
４
倍
の
水
を
加
え
て
す
り
つ

ぶ
し
、「
呉ご

汁じ
る

」
を
作
る
。
そ
れ
か
ら
、
呉
汁

町

「
ど

を
加
熱
し
て
、
豆
乳
を
取
り
出
す
。
豆
乳
に
、

に
が
り
の
ほ
か
、
揚
げ
を
き
れ
い
に
膨
ら
ま

せ
る
た
め
の
重
曹
も
加
え
る
。
粗
い
粒
々
が

浮
き
、
甘
酒
の
よ
う
に
ど
ろ
っ
と
凝
固
し
て

き
た
ら
2
回
に
分
け
て
型
枠
に
入
れ
、
そ
の

つ
ど
撹か

く

拌は
ん

し
て
水
分
を
抜
く
。
蓋ふ

た

と
重
石
を

重
ね
、
さ
ら
に
水
分
を
抜
く
と
目
の
粗
い
豆

腐
が
で
き
あ
が
る
。「
包
丁
で
3
〜
4
㎜
の
厚

さ
に
切
り
ま
す
」
と
ペ
ラ
ペ
ラ
の
豆
腐
を
、

白
布
を
敷
い
た
板
に
並
べ
る
津
留
さ
ん
。
そ

の
板
を
何
枚
か
重
ね
、
圧
搾
機
で
プ
レ
ス
し

て
、
90
％
く
ら
い
の
水
分
を
抜
く
。
水
分
を

抜
い
た
豆
腐
は
、
ま
る
で
ス
ラ
イ
ス
チ
ー
ズ

の
よ
う
に
密
な
個
体
に
な
る
。
南
関
揚
げ
が

長
く
保
存
で
き
る
秘
密
は
、
そ
の
薄
さ
と
水

ピザ生地にも！

焼きそばにも！

長さ約 70cm の豆腐の
塊。特注の板を使い、
薄さを均一にする

サ
ク
ッ
と
ふ
っ
く
ら
が
味
わ
え
る
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石田めん羊牧場
100g、2,160 円
☎ 0156-25-6150

山形朝日オーストリッチ産業センター／８個入り、3,240 円／☎ 0237-67-3103 しあわせ牧場／500g、1,458 円／☎ 0193-87-5959

日光霧降高原大笹牧場
100g、  600 円（価格変動あり）
☎ 0288-97-1116

タノカンサ／1個、180 円／☎ 079-569-0545

フ
レ
ッ
シ
ュ
な
ミ
ル
ク
の

甘
み
と
香
り

な
め
ら
か
＆

ク
リ
ー
ミ
ー

海
風
が
育
む
爽
や
か
さ

う
ま
み
凝
縮
、

ぜ
い
た
く
な
味

引
き
出
さ
れ
た

卵
の
風
味

季
節
に
よ
っ
て
成
分
が
変
動
す
る
ミ
ル
ク
や

卵
。
動
物
た
ち
が
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
新
芽
を
た

く
さ
ん
食
べ
る
春
先
、
味
の
バ
ラ
ン
ス
が
最

も
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
動

物
た
ち
か
ら
の
恵
み
を
受
け
た
加
工
品
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

　
脂
肪
分
が
高
く
、
強
い
う
ま
み
が
特

徴
の
ヒ
ツ
ジ
ミ
ル
ク
。
北
海
道
の
足あ

し
ょ
ろ寄

町ち
ょ
う

で
、
良
質
な
牧
草
を
食
べ
て
育
つ
乳

用
種
「
フ
ラ
イ
ス
ラ
ン
ド
」
の
ミ
ル
ク

で
作
ら
れ
る
、
日
本
で
は
珍
し
い
ヒ
ツ

ジ
の
ハ
ー
ド
チ
ー
ズ
で
す
。熟
成
に
よ
っ

て
凝
縮
さ
れ
た
う
ま
み
成
分
が
、
サ
ク

　
今
か
ら
約
20
年
前
に
飼
育
が
始
ま
っ

た
山
形
県
朝
日
町
の
ダ
チ
ョ
ウ
。
遊
休

農
地
を
活
用
し
な
が
ら
、
町
の
シ
ン
ボ

ル
を
作
ろ
う
と
始
ま
っ
た
取
り
組
み
で

す
。
そ
の
卵
の
重
さ
は
約
１
・
５
㎏ 
で
、

鶏
卵
約
30
個
分
。
１
羽
当
た
り
、
年

間
50
個
ほ
ど
の
卵
を
産
む
そ
う
で
す
。

あ
っ
さ
り
し
た
味
わ
い
で
す
が
、
ミ
ル

ク
な
ど
と
混
ぜ
て
加
工
品
に
す
る
と
卵

の
風
味
が
引
き
立
つ
こ
と
に
気
が
つ

き
、
ア
イ
ス
を
考
案
。
現
在
は
町
の
特

産
と
し
て
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品

に
な
る
な
ど
人
気
を
集
め
て
い
ま
す
。

サ
ク
と
し
た
食
感
に
。
ほ
の
か
な
塩
け

と
濃
厚
な
ミ
ル
ク
の
芳
香
が
口
い
っ
ぱ

い
に
広
が
り
ま
す
。
赤
ワ
イ
ン
の
ア
テ

に
す
る
の
が
、
生
産
者
お
す
す
め
の
味

わ
い
方
。
パ
ス
タ
な
ど
に
削
り
か
け
る

と
ぜ
い
た
く
な
ひ
と
時
を
過
ご

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
岩
手
県
の
沿
岸
部
、
本
州
最
東
端
の

宮
古
市
の
牧
場
で
育
っ
た
ヤ
ギ
の
ミ
ル

ク
を
使
っ
た
ヨ
ー
グ
ル
ト
で
す
。
海
か

ら
の
潮
風
を
受
け
る
牧
草
は
、
ミ
ネ
ラ

ル
を
た
っ
ぷ
り
吸
収
し
、
栄
養
を
蓄
え

ま
す
。
そ
の
栄
養
満
点
の
牧
草
を
食は

む

ヤ
ギ
の
ミ
ル
ク
は
、
す
っ
き
り
と
雑
味

が
な
く
、
な
め
ら
か
な
口
当
た
り
に
。

24
時
間
完
全
放
牧
し
て
い
る
の
で
、
ス

ト
レ
ス
を
た
め
に
く
く
、
健
康
な
ミ
ル

ク
が
搾し

ぼ

れ
る
の
も
お
い
し
さ
の
秘ひ

　け
つ訣

だ

と
か
。
そ
の
ま
ま
食
べ
る
の
は
も
ち
ろ

ん
、
シ
リ
ア
ル
な
ど
と
い
っ
し
ょ

に
い
た
だ
く
の
も
お
す
す
め
。

　
日
本
に
約
２
０
０
０
頭
し
か
い
な
い

乳
用
牛
「
ブ
ラ
ウ
ン
ス
イ
ス
」。
大
笹

牧
場
で
は
、
ス
イ
ス
原
産
の
こ
の
牛
を

い
ち
早
く
導
入
し
、
約
20
年
に
わ
た

り
飼
育
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
確
立
し
て
き
た

と
の
こ
と
。
ミ
ル
ク
は
濃
厚
さ
が
売
り

で
、
約
４
％
と
高
い
乳
脂
肪
分
が
特
徴
。

こ
ち
ら
の
バ
タ
ー
は
、
そ
の
ミ
ル
ク
を

じ
っ
く
り
加
熱
し
一
晩
熟
成
さ
せ
て
作

ら
れ
ま
す
。
口
に
入
れ
る
と
、
ミ
ル

ク
の
甘
み
と
香
り
が
広
が
り
ま
す
。
パ

ン
に
ぬ
っ
て
食
べ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、

ワ
ッ
フ
ル
な
ど
の
お
菓
子
に
使
う

と
、
上
品
な
味
を
表
現
で
き
ま
す
。

　「
ア
イ
ガ
モ
農
法
」
な
ら
ぬ
「
ア
ヒ
ル

農
法
」
で
無
農
薬
米
を
作
る
生
産
者
と
、

地
元
の
パ
テ
ィ
シ
エ
が
コ
ラ
ボ
し
て
生

み
出
し
た
プ
リ
ン
。
ア
ヒ
ル
が
産
む
卵

を
地
元
の
菓
子
店
が
仕
入
れ
て
加
工
。

今
は
地
元
の
名
物
に
な
り
、
販
売
す
れ

ば
す
ぐ
に
完
売
し
て
し
ま
う
そ
う
。
鶏

卵
に
比
べ
て
一
回
り
大
き
い
そ
の
卵

は
、
黄
身
の
比
重
が
高
く
、
脂
肪
分
が

多
い
の
が
特
徴
。
そ
の
ま
ま
加
工
し
て

も
、
ま
る
で
た
っ
ぷ
り
生
ク
リ
ー
ム
を

使
っ
た
よ
う
な
濃
厚
で
な
め
ら
か
な
プ

リ
ン
に
な
り
ま
す
。
温
か
い
コ
ー
ヒ
ー

と
の
相
性
が
グ
ッ
ド
。

栃
木
県  

◎ 

兵
庫
県  

◎ 

山
形
県  

◎ 

岩
手
県  

◎ 

北
海
道  

◎ 

写
真
／
栗
林
成
城
　
ス
タ
イ
リ
ン
グ
／
大
星
道
代

　
日
本
に
約
２
０
０
０
頭
し
か
い
な
い

◎

  

◎

◎

ご
当
地

美
味

だ
よ
り
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2019. April

埼玉や東京など、大消費地
が近い野菜の産地で、ブラ
ンド白菜「邑美人」の収穫・
出荷をお手伝いする日帰り
企画です。

（全国農協観光協会／川
かわ

嶌
しま

）

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！

農閑期の作物として始めた白菜栽培。ブランド白菜「邑美人」としてこの地の特産に

芯の根元が切りやす
いように先が曲がった
特注の包丁

計量した白菜は、4
段階の重さに選別し
箱詰め

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。

2019. April

　

群
馬
県
の
南
東
部
に
位
置
す
る
邑
楽

郡
邑
楽
町
・
千
代
田
町
。
北
に
渡
良
瀬

川
、
南
に
利
根
川
が
流
れ
、
潤
沢
な
水

源
と
肥
沃
な
土
壌
に
恵
ま
れ
た
豊
か
な

土
地
で
す
。
ま
た
、「
日
本
一
暑
い
町
」

と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
夏
は
気
温
が

40
℃
を
超
え
る
一
方
で
、
冬
に
な
る

と
県
央
に
あ
る
赤
城
山
か
ら
赤あ

か

城ぎ

颪
お
ろ
し

と
い
う
冷
た
い
空か

ら

っ
風か

ぜ

が
吹
き
つ
け
ま

す
。
こ
の
栄
養
豊
富
な
大
地
と
、
激
し

い
寒
暖
差
が
、
こ
の
地
域
の
野
菜
を
甘

く
、
大
き
く
育
み
ま
す
。

　

な
か
で
も
、
冬
に
出
荷
の
ピ
ー
ク
を

迎
え
る
ブ
ラ
ン
ド
白
菜
「
邑
美
人
」
は
、

葉
が
厚
く
ず
っ
し
り
と
し
た
重
み
が
特

徴
。
寒
さ
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
糖
を
蓄

え
、
葉
が
幾
重
に
も

重
な
り
ま
す
。

　

厳
し
い
寒
さ
が
邑

美
人
を
ぐ
っ
と
甘
く

す
る
２
月
上
旬
。
白

菜
の
収
穫
・
出
荷
作

は
「
こ
ん
な
に
み
ず
み
ず
し
い
白
菜
は

は
じ
め
て
！
」
と
目
を
輝
か
せ
ま
す
。

　

農
家
の
近
藤
さ
ん
は
「
味
見
し
て
み

る
か
い
？
糖
度
は
10
度
以
上
、
ふ
つ

う
の
白
菜
の
２
倍
ち
か
く
あ
り
ま
す
。

と
く
に
中
心
部
分
は
甘
く
て
生
で
食
べ

て
も
お
い
し
い
よ
」と
白
菜
を
半
分
に
。

参
加
者
の
瀧た

き

澤ざ
わ

さ
ん
は
「
ま
る
で
果
物

み
た
い
！
」
と
青
空
の
下
で
い
た
だ
く

と
れ
た
て
の
味
に
目
を
丸
く
し
て
い
ま

し
た
。

　

収
穫
作
業
の
後
は
、
出
荷
用
の
段

ボ
ー
ル
に
箱
詰
め
し
ま
す
。
一
つ
ず
つ

重
さ
を
量
り
、
傷
が
つ
か
な
い
よ
う
、

て
い
ね
い
に
箱
詰
め
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
重
さ
は
お
お
よ
そ
４
kg 

ほ
ど
。

参
加
者
の
落
合
さ
ん
は
、「
収
穫
か
ら

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。

内
し
ま
し
た
。

　

農
家
の
荒
木
さ
ん
は
白
菜
収
穫
用
の

特
注
包
丁
を
片
手
に
「
ま
ず
は
葉
を
か

き
分
け
、
刃
の
カ
ー
ブ
し
た
部
分
で
根

元
を
切
り
取
り
ま
す
。
外
側
の
葉
を
数

枚
除
い
た
ら
、
最
後
に
芯
の
部
分
を
さ

ら
に
切
り
落
と
し
て
く
だ
さ
い
」
と
慣

れ
た
手
つ
き
で
お
手
本
を
見
せ
ま
す
。

刃
を
入
れ
る
と
芯
の
断
面
か
ら
水
分
が

滴
り
ま
す
。
参
加
者
の
上か

遠と
う

野の

さ
ん

イラスト／佐々木一澄（P16 ～ 18）

邑
むら

美
び

人
じん

白菜援農隊業
を
お
手

伝
い
し
よ
う

と
、
関
東
圏
か
ら
９
名
の
参

加
者
が
集
い
ま
し
た
。　

　

今
年
初
め
て
援
農
隊
を
受
け
入
れ

る
Ｊ
Ａ
邑
楽
館
林
の
小
澤
さ
ん
は
「
気

温
が
下
が
っ
て
鍋
が
恋
し
く
な
る
頃
、

白
菜
の
需
要
が
一
気
に
高
ま
り
ま
す
。

お
手
伝
い
に
来
て
も
ら
っ
て
大
変
助

か
り
ま
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

畑
に
は
立
派
に
生
長
し
た
大
玉
の

白
菜
が
ず
ら
り
。「
こ
れ
は
収
穫
し
が

い
が
あ
り
そ
う
ね
！
」
と
参
加
者
の
吹

上
さ
ん
は
胸
を
躍
ら
せ
ま
す
。
受
け

入
れ
農
家
の
代
表
で
白
菜
部
会
の
部

会
長
を
務
め
る
田
中
さ
ん
は
「
今
日

は
風
が
穏
や
か
で
最

高
の
収
穫
日
和
！ 

赤
城
山
も
み
な
さ
ん

を
歓
迎
し
て
い
る
み

た
い
で
す
ね
」
と
参

加
者
を
畑
の
中
へ
案

鍋にはこ
れでしょ

！

果物みたい～！

ずっしり！

ヨイショ

出
荷
ま
で
、
こ
ん
な
に
人
の
手
が
か

か
っ
て
い
る
の
ね
」
と
驚
い
た
様
子
。

農
家
の
近
藤
さ
ん
は
、「
重
さ
だ
け
で

な
く
葉
の
色
や
出
荷
ま
で
の
時
間
な

ど
、
厳
し
い
基
準
を
ク
リ
ア
し
な
い

と
邑
美
人
と
し
て
出
荷
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
ん
で
す
よ
」
と
話
し
ま
す
。

参
加
者
の
田
中
さ
ん
は
「
お
い
し
い
お

鍋
が
食
べ
た
く
な
っ
た
ら
邑
美
人
を

探
し
ま
す
！
そ
れ
を
食
べ
な
が
ら
今

日
の
こ
と
、
み
な
さ
ん
の
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
ね
！
」
と
、
ず
っ
し
り

と
重
い
邑
美
人
を
そ
っ
と

抱
え
て
、
語
り
か
け

る
よ
う
に
話
す

の
で
し
た
。

2019. April

（P16 ～ 18）

水が滴る～！

冬
の
マ
ド
ン
ナ

邑
美
人
白
菜

探訪など、企画に参加し
たみなさんの活動の様子
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長野県 松本市

6月12日（水）～14日（金）

5月25日（土）～5月26日（日）

　紀伊半島の東側に位置し、世界遺産「熊野古道」
が通る御浜町。海と山に囲まれ、温暖多湿な気候が
特徴です。6月に収穫の最盛期を迎える東紀州の梅
は、ひと粒ずつ手で収穫するので大変な作業。みな
さんのお力を必要
としています。農
家さんのお手伝い
をして、気持ちの
よい汗を流しませ
んか？

　急峻な山々に囲まれた奈川地区は、700人ほどが
生活を営む静かな山峡。明治から大正時代にかけて、
製糸産業を支えた飛騨の工女哀史『あゝ 野

の

麦
むぎ

峠
とうげ

』の
舞台にもなった歴史深い土地です。山林に入って山
菜を探したり、標高約1200mにある「天空の畑」で
農家さんと交流します。春の山峡暮らしを満喫しま
しょう！

東紀州梅収穫隊

山峡の春！
山菜とりと野麦古道で
奈川暮らし

三重県 御浜町

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』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. A
pril

静寂と、素朴な暮らしが息づ
く松本奈川は、自然と共にあ
ります。そんな山峡に山菜が
芽吹く春先、野麦峠まつりが
開催され、賑わいを見せます。
ぜひ、遅い春を肌で感じに来
てください！

「一年中みかんのとれる町」と
して知られていますが、梅の
栽培も盛んです。出荷の時期
を逃さないよう、6月に一気
に収穫しなければならず、人
手が必要です。みなさんのお
越しをお待ちしています！

信州・松本奈川
グリーンツーリズム
推進協議会

会長　亘
わたり

　亘
わたる

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

梅農家
森本さん

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。
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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6月号掲載分は、4月26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 4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／上田よう
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

　本会は、2019 年 2月16日、都市部にお住
まいの方に、農業を含む農村の生活と、民俗芸
能との関わりについて理解を深めていただきなが
ら、都市と農村の交流を促進するため、「民俗
芸能と農村生活を考える会」を東京で開催しま
した。今年は、福島県郡山市の「柳橋歌舞伎保
存会」のみなさまに、江戸時代から受け継がれ
ている「柳橋の歌舞伎」をご披露いただきました。
　30回目の節目を迎える今回は、新たな取り組
みとして外国の方向けのチラシ、ポスターを作成
し、国内はもちろん、多くの外国の方にもお越し
いただきました。当日は、本会の清水専務や来
賓の郡山市長・品川さまが一部英語でご挨拶。

第 30 回
「民俗芸能と農村生活を考える会」
開催しました！

また、地域の民俗芸能の魅力を知っていただく
ため、多言語での解説プログラムも配布しました。
　本会は、次年度の開催に向けて準備を進めて
います。HPや広報誌で情報を発信しますので、
ご注目ください !



２
０
１
９
年  

4
月
号

　
鳥
取
県
東
部
の
因い

な

幡ば

地
方
で
、
江
戸
時
代
の
は
じ
め
頃

か
ら
続
く
と
さ
れ
る
麒
麟
獅
子
舞
。
初
代
鳥
取
藩
主
で
あ

る
池
田
光み

つ

仲な
か

が
、
徳
川
家
康
の
御み

霊た
ま

を
祀ま

つ

る
た
め
に
鳥
取

東と
う

照し
ょ
う

宮ぐ
う

を
建
立
し
た
際
、
祭
礼
の
芸
能
と
し
て
取
り
入

れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
ま
す
。
因
幡
地
方
に
伝で

ん

播ぱ

し
た

後
、
鳥
取
県
東
部
と
兵
庫
県
の
北
部
を
中
心
に
、
１
３
０

ほ
ど
の
神
社
で
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
ゆ
っ
た
り
し
た
動
き

が
基
本
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
所
作
や
表
情
に
地
域
差
が
あ

り
、
変
遷
の
様
子
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
麒
麟
は
中
国
で
生
ま
れ
た
想
像
上
の
動
物
で
、
額
に
一

本
の
角
を
持
つ
金
色
の
頭
が
特
徴
。
聡
明
な
生
き
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
、
頭
を
噛
ん
で
も
ら
う
と
、
そ
の
１
年
を
健

や
か
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
民
俗
芸
能
が
息
づ
く
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
地
域
の

人
に
愛
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。
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