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山
梨
県
甲
州
市
塩
山
は
干
し
柿「
枯
露

柿（
こ
ろ
が
き
）」の
名
産
地
で
す
。
渋
柿

を
乾
燥
さ
せ
た
大
ぶ
り
な
実
が
特
徴
で
、

そ
の
歴
史
は
江
戸
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、

将
軍
家
へ
献
上
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

　
11
月
上
旬
に
な
る
と
地
域
の
あ
ち
こ
ち

に
柿
が
吊
る
さ
れ
ま
す
。
古
民
家
の
軒
先

に
飴
色
の
柿
の
カ
ー
テ
ン
が
吊
る
さ
れ
、

そ
の
風
景
は
、
と
て
も
情
緒
的
で
す
。

山
梨
県 

甲
州
市

枯
露
柿



16 伝統を紡ぐ人たち
社会福祉法人白鳩会理事長
中村 隆一郎さん

19 農業女子つ・な・ぐPJ
ミネラルファーム尚香園 根岸 聡美さん

15 おうちでつながろ。
千葉県 JAきみつ
小糸在来®
大阪府 JA大阪南

高
た

向
こう

ほたる米

03 産直台
キッチン

所 農業編

この地域だけに実る
希少な甘い柿を
守り、継承する

06 産直台所 料理編
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08 わたしの楽園

被災を経て、
女性農業者が作る
地域のコミュニティ
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23 ふれあい掲示板
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PB 02

知
る
人
ぞ
知
る
ブ
ラ
ン
ド
柿「
花は
な
御ご

所し
ょ
柿が
き
」。

鳥
取
県
の
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
で
の
み
収
穫
で
き
る

甘
い
柿
で
、絶
対
数
が
限
ら
れ
る
た
め
に

市
場
で
も
あ
ま
り
姿
を
見
ら
れ
な
い
、

い
わ
ば〝
幻
の
柿
〞で
す
。

希
少
な
こ
の
果
実
を
、守
り
、

後
世
へつ
な
ご
う
と
取
り
組
む

「
花
御
所
柿
を
育
て
る
会
」の
細
田
日
出
男
さ
ん
に

お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

こ
の
地
域
だ
け
に
実
る

希
少
な
甘
い
柿
を

守
り
︑継
承
す
る

鳥
取
県 

八
頭
町

農
業
編
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鳥
取
市
街
か
ら
車
で
30
分
ほ
ど
の
、
八
頭
町
大

御
門
地
区
は「
花は

な
　ご
　し
ょ
　が
き

御
所
柿
」が
世
界
で
唯
一
生
産
さ

れ
る
場
所
。
旬
の
時
期
に
は
一
帯
が
柿
の
色
彩
に

包
ま
れ
、
そ
の
様
子
は「
伝
え
た
い
ふ
る
さ
と
鳥
取

の
景
観
1
0
0
選
」に
も
選
ば
れ
て
い
ま
す
。

　
世
界
で
こ
こ
で
し
か
と
れ
な
い
柿
。
土
壌
か
気

候
か
、
要
因
は
明
か
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
他
所

で
こ
の
木
を
植
え
て
も
こ
の
味
の
柿
は
実
り
ま
せ

ん
。
こ
の
地
に
生
ま
れ
育
ち
、
祖
父
の
代
か
ら
続

く
柿
農
家
の
細
田
日
出
男
さ
ん︵
77
︶が
、「
花
御

所
柿
は
、
実
が
や
わ
ら
か
く
て
つ
る
り
と
食
べ
ら

れ
る
、
マ
ン
ゴ
ー
の
よ
う
な
味
わ
い
。
口
に
入
れ

た
ら
な
ん
ぼ
で
も
入
り
ま
す
よ
」と
、
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。
細
田
さ
ん
は
、「
花
御
所
柿
を
育
て

る
会
」の
会
長
を
務
め
て
い
ま
す
。

　
花
御
所
柿
の
ル
ー
ツ
は
今
か
ら
2
0
0
年
以

上
前
に
、
町
内
の「
花
」と
い
う
地
区
の
農
民
、
野

田
五
郎
助
が
大
和
の
国︵
奈
良
県
︶か
ら「
御
所
柿
」

の
枝
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
地
名
に
ち
な
み「
花
御
所
柿
」と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
り
、
1
9
1
2
年
の
全
国「
柿
品
種

に
関
す
る
調
査
」で
は
、
こ
の「
花
御
所
柿
」が
品

質
最
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
1
9
4
7

年
に
行
わ
れ
た
全
国
果
実
展
示
品
評
会
で
も
、

「
柿
の
部
」の
一
等
賞
と
な
り
、
そ
の
美
味
し
さ
が

証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
先
人
た
ち
は
、
こ
の
柿
を
ブ
ラ
ン
ド
化
し
よ
う

と
1
9
6
9
年
に「
郡
家︵
こ
お
げ
︶町
」の
地
名
を

加
え
た「
こ
お
げ
花
御
所
柿
」を
確
立
。
さ
ら
に

2
0
1
8
年
に
は
、
農
林
水
産
省
の
Ｇ
I︵
地
理

的
表
示
︶保
護
制
度
に
登
録
さ
れ
、
地
域
の
伝
統
と

特
性
が
結
び
つ
く
農
産
物
と
し
て
も
認
め
ら
れ
ま

し
た
。
花
御
所
柿
の
中
で
も
品
質
の
高
い
も
の
は
、

糖
度
20
度
を
上
回
り
、
都
内
の
高
級
フ
ル
ー
ツ
店

で
1
個
1
8
0
0
円
で
販
売
さ
れ
る
ほ
ど
。「
花
御

所
柿
は
代
々
こ
の
地
に
受
け
継
が
れ
た
大
切
な
財

産
で
す
」と
、
細
田
さ
ん
。

　
花
御
所
柿
は
11
月
中
旬
か
ら
12
月
下
旬
が
収
穫

期
で
あ
る
た
め
、
年
に
よ
っ
て
は
、
初
雪
を
見
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
寒
い
中
で
の
収
穫
作
業
と
な
り

ま
す
が
、
楽
し
み
に
待
つ
人
達
の
こ
と
を
思
う
と
頑

張
れ
る
そ
う
で
す
。

　
八
頭
町
の
柿
農
家
は
、
冬
季
に
剪
定
作
業
を
行

い
、
春
に
芽
が
出
始
め
る
と
畑
の
草
刈
り
や
病
害

虫
の
防
除
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
着
果
し
た
ら
粗

く
摘
果
し
、
さ
ら
に
夏
の
間
に
選
り
す
ぐ
り
の
1

個
と
な
る
よ
う
摘
果
。
陽
光
が
均
等
に
当
た
る
よ

う
地
面
に
反
射
シ
ー
ト
を
敷
き
詰
め
ま
す
。
そ
う

こ
う
す
る
う
ち
に
10
月
に
は
他
品
種
の
柿
の
収
穫

が
始
ま
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
1
年
が
過
ぎ
て
い

き
ま
す
。
脚
立
に
上
っ
て
作
業
す
る
日
々
に
、
細

田
さ
ん
の
膝
下
に
は
脚
立
の
段
に
ぴ
た
り
と
合
う

大
き
な
タ
コ
が
で
き
て
い
ま
し
た
。

　
徹
底
し
て
花
御
所
柿
ブ
ラ
ン
ド
の
品
質
を
保
つ

た
め
、
選
果
が
厳
し
い
と
い
う
一
面
も
あ
り
ま
す
。

実
が
大
き
い
ぶ
ん
傷
つ
き
や
す
く
、
晩
秋
に
収
穫

す
る
た
め
雪
や
あ
ら
れ
で
傷
が
つ
く
こ
と
も
。

「
う
ち
の
花
御
所
も
選
果
場
に
出
せ
る
の
は
大
体
70

％
く
ら
い
。
厳
し
い
規
格
だ
か
ら
選
果
場
へ
出
す

に
も
至
ら
な
い
も
の
も
多
い
で
す
。
そ
れ
ら
は
物

産
館
や
道
の
駅
で
販
売
し
た
り
、
地
元
の
高
齢
者

施
設
へ
寄
贈
し
た
り
。
商
売
と
し
て
は
厳
し
い
け

ど
、
喜
ん
で
も
ら
え
る
ん
で
や
め
ら
れ
ま
せ
ん
」。

　
な
か
で
も
頭
を
悩
ま
せ
る
の
が
、「
ヘ
タ
ス
キ
」

と
呼
ば
れ
る
、
ヘ
タ
と
実
の
間
が
空
い
て
し
ま
う

も
の
。
見
栄
え
が
劣
る
だ
け
で
な
く
、
水
が
溜
ま

っ
て
傷
む
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
J
A
鳥
取
い

な
ば
郡
家
支
店
の
衣
笠
元
樹
営
農
経
済
課
長
は

「
改
善
し
よ
う
と
研
究
機
関
で
調
べ
た
り
し
て
い

ま
す
が
、
い
ま
だ
に
解
決
案
が
見
つ
か
ら
な
い
」

と
、
そ
の
苦
悩
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
最
近
は
生
産
者
の
高
齢
化
も
悩
み
の
ひ
と
つ
。

細
田
さ
ん
が
会
長
就
任
時
は
90
戸
あ
っ
た
花
御
所

柿
栽
培
農
家
も
、
現
在
は
約
70
戸
ま
で
減
少
し
ま

し
た
。
老
木
の
改
植
も
継
承
の
た
め
に
大
切
な
作

業
で
す
。「﹃
桃
栗
３
年
、
柿
８
年
﹄ゆ
う
言
葉
の

よ
う
に
、
時
間
が
か
か
る
」。
自
分
だ
け
で
な
く
、

何
年
も
先
に
誰
か
が
こ
の
畑
を
継
げ
る
よ
う
、

「
私
も
家
内
も
高
齢
で
す
か
ら
、
い
つ
ま
で
作
れ

る
か
わ
か
ら
ん
で
す
が
、
き
ち
ん
と
し
た
園
に
し

て
お
け
ば
守
っ
て
い
け
る
」。
地
域
の
財
産
で
あ

る「
幻
の
柿
」を
継
承
す
る
た
め
、
今
日
も
生
産
努

力
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

先
人
が
つ
く
り
あ
げ
た

2
0
0
年
超
の
歴
史
あ
る
柿

こ
の
地
域
に
し
か
育
た
な
い

唯
一
無
二
の
甘
い
柿

収
穫
し
た
う
ち

出
荷
で
き
る
の
は
約
70
%
⁈

上
／
徐
々
に
摘
果
を
行
な
い
、
最
終
的
に
一
枝
に
一
実
が
実
る
よ
う
に
す
る
　

下
／
花
御
所
柿
の
中
で
も
厳
選
さ
れ
た「
こ
お
げ
花
御
所
柿
」

八
頭
町
大
御
門
地
区
に

広
が
る
柿
畑
。

晩
秋
に
は
一
帯
が

柿
色
に
染
ま
る

晩
秋
に
実
っ
た
花
御
所
柿
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、
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は
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せ
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の
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日
出
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は
、
実
が
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わ
ら
か
く
て
つ
る
り
と
食
べ
ら

れ
る
、
マ
ン
ゴ
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の
よ
う
な
味
わ
い
。
口
に
入
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た
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な
ん
ぼ
で
も
入
り
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す
よ
」と
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え
て
く

れ
ま
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た
。
細
田
さ
ん
は
、「
花
御
所
柿
を
育
て

る
会
」の
会
長
を
務
め
て
い
ま
す
。

　
花
御
所
柿
の
ル
ー
ツ
は
今
か
ら
2
0
0
年
以

上
前
に
、
町
内
の「
花
」と
い
う
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区
の
農
民
、
野

田
五
郎
助
が
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和
の
国︵
奈
良
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ら「
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柿
」

の
枝
を
持
ち
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た
こ
と
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始
ま
り
と
い
わ
れ
て
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ま
す
。
地
名
に
ち
な
み「
花
御
所
柿
」と
呼
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れ

る
よ
う
に
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り
、
1
9
1
2
年
の
全
国「
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品
種

に
関
す
る
調
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」で
は
、
こ
の「
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所
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」が
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質
最
上
位
に
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置
づ
け
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れ
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し
た
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1
9
4
7

年
に
行
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れ
た
全
国
果
実
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示
品
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会
で
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「
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の
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」の
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、
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味
し
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ま
す
。

　
先
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た
ち
は
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こ
の
柿
を
ブ
ラ
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ド
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し
よ
う

と
1
9
6
9
年
に「
郡
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こ
お
げ
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」の
地
名
を
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こ
お
げ
花
御
所
柿
」を
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。
さ
ら
に

2
0
1
8
年
に
は
、
農
林
水
産
省
の
Ｇ
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地
理

的
表
示
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護
制
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に
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、
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域
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と

特
性
が
結
び
つ
く
農
産
物
と
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れ
ま

し
た
。
花
御
所
柿
の
中
で
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品
質
の
高
い
も
の
は
、

糖
度
20
度
を
上
回
り
、
都
内
の
高
級
フ
ル
ー
ツ
店

で
1
個
1
8
0
0
円
で
販
売
さ
れ
る
ほ
ど
。「
花
御

所
柿
は
代
々
こ
の
地
に
受
け
継
が
れ
た
大
切
な
財

産
で
す
」と
、
細
田
さ
ん
。

　
花
御
所
柿
は
11
月
中
旬
か
ら
12
月
下
旬
が
収
穫

期
で
あ
る
た
め
、
年
に
よ
っ
て
は
、
初
雪
を
見
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
寒
い
中
で
の
収
穫
作
業
と
な
り

ま
す
が
、
楽
し
み
に
待
つ
人
達
の
こ
と
を
思
う
と
頑

張
れ
る
そ
う
で
す
。

　
八
頭
町
の
柿
農
家
は
、
冬
季
に
剪
定
作
業
を
行

い
、
春
に
芽
が
出
始
め
る
と
畑
の
草
刈
り
や
病
害

虫
の
防
除
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
着
果
し
た
ら
粗

く
摘
果
し
、
さ
ら
に
夏
の
間
に
選
り
す
ぐ
り
の
1

個
と
な
る
よ
う
摘
果
。
陽
光
が
均
等
に
当
た
る
よ

う
地
面
に
反
射
シ
ー
ト
を
敷
き
詰
め
ま
す
。
そ
う

こ
う
す
る
う
ち
に
10
月
に
は
他
品
種
の
柿
の
収
穫

が
始
ま
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
1
年
が
過
ぎ
て
い

き
ま
す
。
脚
立
に
上
っ
て
作
業
す
る
日
々
に
、
細

田
さ
ん
の
膝
下
に
は
脚
立
の
段
に
ぴ
た
り
と
合
う

大
き
な
タ
コ
が
で
き
て
い
ま
し
た
。

　
徹
底
し
て
花
御
所
柿
ブ
ラ
ン
ド
の
品
質
を
保
つ

た
め
、
選
果
が
厳
し
い
と
い
う
一
面
も
あ
り
ま
す
。

実
が
大
き
い
ぶ
ん
傷
つ
き
や
す
く
、
晩
秋
に
収
穫

す
る
た
め
雪
や
あ
ら
れ
で
傷
が
つ
く
こ
と
も
。

「
う
ち
の
花
御
所
も
選
果
場
に
出
せ
る
の
は
大
体
70

％
く
ら
い
。
厳
し
い
規
格
だ
か
ら
選
果
場
へ
出
す

に
も
至
ら
な
い
も
の
も
多
い
で
す
。
そ
れ
ら
は
物

産
館
や
道
の
駅
で
販
売
し
た
り
、
地
元
の
高
齢
者

施
設
へ
寄
贈
し
た
り
。
商
売
と
し
て
は
厳
し
い
け

ど
、
喜
ん
で
も
ら
え
る
ん
で
や
め
ら
れ
ま
せ
ん
」。

　
な
か
で
も
頭
を
悩
ま
せ
る
の
が
、「
ヘ
タ
ス
キ
」

と
呼
ば
れ
る
、
ヘ
タ
と
実
の
間
が
空
い
て
し
ま
う

も
の
。
見
栄
え
が
劣
る
だ
け
で
な
く
、
水
が
溜
ま

っ
て
傷
む
原
因
に
も
な
り
ま
す
。
J
A
鳥
取
い

な
ば
郡
家
支
店
の
衣
笠
元
樹
営
農
経
済
課
長
は

「
改
善
し
よ
う
と
研
究
機
関
で
調
べ
た
り
し
て
い

ま
す
が
、
い
ま
だ
に
解
決
案
が
見
つ
か
ら
な
い
」

と
、
そ
の
苦
悩
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
最
近
は
生
産
者
の
高
齢
化
も
悩
み
の
ひ
と
つ
。

細
田
さ
ん
が
会
長
就
任
時
は
90
戸
あ
っ
た
花
御
所

柿
栽
培
農
家
も
、
現
在
は
約
70
戸
ま
で
減
少
し
ま

し
た
。
老
木
の
改
植
も
継
承
の
た
め
に
大
切
な
作

業
で
す
。「﹃
桃
栗
３
年
、
柿
８
年
﹄ゆ
う
言
葉
の

よ
う
に
、
時
間
が
か
か
る
」。
自
分
だ
け
で
な
く
、

何
年
も
先
に
誰
か
が
こ
の
畑
を
継
げ
る
よ
う
、

「
私
も
家
内
も
高
齢
で
す
か
ら
、
い
つ
ま
で
作
れ

る
か
わ
か
ら
ん
で
す
が
、
き
ち
ん
と
し
た
園
に
し

て
お
け
ば
守
っ
て
い
け
る
」。
地
域
の
財
産
で
あ

る「
幻
の
柿
」を
継
承
す
る
た
め
、
今
日
も
生
産
努

力
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

地
域
の
財
産
で
あ
る
柿
の
木

守
り
継
い
で
い
き
た
い

上
／
徐
々
に
摘
果
を
行
な
い
、
最
終
的
に
一
枝
に
一
実
が
実
る
よ
う
に
す
る
　

下
／
花
御
所
柿
の
中
で
も
厳
選
さ
れ
た「
こ
お
げ
花
御
所
柿
」

〒680-0445
鳥取県八頭郡八頭町大門389-1
☎ 0858-72-3730 FAX：0858-72-3731
営業時間： （3 ～ 12月）8:30 ～ 18:00
 （1 ～ 2月）8:30 ～ 17:30
定休日：1月1日～ 5日

物産館みかど

晩
秋
に
実
っ
た
花
御
所
柿

右
／
選
果
場
の
様
子
　
左
／

贈
答
用
に
梱
包
さ
れ
た
花
御

所
柿

企画の
ご案内 花御所柿収穫体験

～花御所柿収穫と
鳥取県智頭町巡り～

● 2022年11月26日(土)開催 日帰り
● 大人お一人様 14,500円
● 小人お一人様 14,500円
● 旅行保険加入 400円

【行程】
JR 新大阪駅発 (8:00) ＝農家さんと散策
＆花御所柿収穫体験＝直売所物産館みか
ど ( お買物 ) ＝みたき園 ( 昼食と園内自由
散策 ) ＝智頭町をガイドさんと散策 ( 石谷
家住宅など ) ＝ JR 新大阪駅解散 (19:00)

詳細はふるさと倶楽部通信
または本会HP

（QR ｺｰﾄ の゙リンク先）を
ご覧ください

産地を訪ねませんか
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料
理
編

カワイイ食卓研究家。イタ
リアンシェフだった経験を
活かし、現在は料理研究家
として活動中。
かわいいスイーツやかわい
い料理を得意とする。

きゃらきゃら先生

教
え
て
く
れ
た
の
は

栄
養
価
が
高
く

見
た
目
も
食
感
も

楽
し
い
サ
ラ
ダ

　柿
は
果
物
の
中
で
は
め
ず
ら
し
く
、

酸
味
が
な
い
の
が
特
徴
で
す
。
ビ
タ
ミ

ン
C
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
お
り
、
ビ

タ
ミ
ン
B
1
、
B
2
、
カ
ロ
テ
ン
な

ど
の
栄
養
素
も
と
れ
る
、
栄
養
価
の
高

い
果
物
で
す
。

　そ
の
柿
を
丸
ご
と
使
っ
た
、
見
た
目

も
楽
し
め
る
コ
ー
ル
ス
ロ
ー
サ
ラ
ダ
を

紹
介
し
ま
す
。

　マ
ヨ
ネ
ー
ズ
の
酸
味
と
柿
の
甘
さ
が

マ
ッ
チ
し
て
、
隠
し
味
の
ポ
テ
ト
チ
ッ

プ
を
加
え
る
こ
と
で
、
サ
ク
サ
ク
と
し

た
歯
ご
た
え
が
楽
し
め
ま
す
。
お
好
み

で
塩
コ
シ
ョ
ウ
を
ふ
る
こ
と
で
、
ピ
リ

ッ
と
し
た
味
わ
い
に
も
仕
上
げ
ら
れ
ま

す
。
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カワイイ食卓研究家。イタ
リアンシェフだった経験を
活かし、現在は料理研究家
として活動中。
かわいいスイーツやかわい
い料理を得意とする。

きゃらきゃら先生

柿を丸ごと使った
コールスローサラダ

濃厚クリーミーなソースに
柿の甘さと塩コショウがアクセント

POINT

3 でキャベツとコーン
をよく絞ることで、シャ
キシャキとした食感が楽
しめ、柿の味も薄まらず
においしく仕上がります。
柿1個で、2人分ができ
るので、柿の器に入らな
い分は、別の器に入れて
食べてくださいね。

【 材料（2人分） 】

柿…1個
キャベツ…1 8個（140ｇ）

ミニトマト（4等分に切ったもの）

 …3個分
スイートコーン…大さじ１
ギザギザポテトチップ（砕いたもの）

 …4枚分
塩、コショウ…各適量
●A
マヨネーズ…25ｇ
牛乳、レモン汁…各大さじ1 2

【 作り方 】

2 キャベツは芯をとって千切りに
して、ボウルに入れ、塩ひとつ
まみを加えて揉み、5分おく。
Aと 1の角切りにしていないほ
うの実をミキサーにかける。

ドレッシングを作る

蓋の分を切り取り、器の分は皮
に沿って切り込みを入れ、実の
部分にも十文字に切り込みを入
れ、くりぬく。切り抜いた実の半
分は小さめの角切りにしておく。

器の蓋になる部分を
切り取り、実をくりぬく1

3 ボウルに 2のキャベツとコーン
の水分をよく絞って入れ、ミニ
トマトと 1で角切りにした柿を
加え、 2のドレッシングで和え
る。 1の器に盛り、ポテトチッ
プをのせ、塩コショウをふる。

仕上げ

今回ご紹介した「柿を丸ごと使ったコー
ルスローサラダ」をきゃらきゃら先生の
解説付き動画でご紹介しています。作り
方のポイントなどを詳しく説明していま
すので、ぜひご覧ください！

レシピ動画を配信中
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仙
台
駅
か
ら
車
で
30
分
程
の
若
林
区

荒
井
地
区
。
の
ど
か
な
住
宅
街
の
中
に

髙
山
真
里
子
さ
ん（
50
）の
圃
場
は
あ
り

ま
す
。
3
棟
の
ハ
ウ
ス
の
ほ
か
、
多
品

目
の
露
地
栽
培
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

ず
目
に
入
る
の
は
色
と
り
ど
り
の
鮮
や

か
な
花
々
で
す
。「
レ
ス
ト
ラ
ン
の
人

に
頼
ま
れ
て
、
エ
デ
ィ
ブ
ル
フ
ラ
ワ
ー

の
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
季
節
ご
と
に

植
え
替
え
て
い
る
け
ど
、
花
じ
ゃ
な
く

て
葉
っ
ぱ
が
欲
し
い
っ
て
言
わ
れ
る
こ

と
も
あ
る
の
よ
」。
そ
う
言
っ
て
、
太

陽
の
よ
う
に
明
る
く
笑
う
高
山
さ
ん
。

こ
の
き
れ
い
な
圃
場
も
、
2
0
1
1
年

の
東
日
本
大
震
災
で
被
災
し
、
ヘ
ド
ロ

と
が
れ
き
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う

で
す
。

　「
片
づ
け
る
こ
と
が
先
決
で
し
た
か

ら
。
み
ん
な
で
が
れ
き
を
取
り
払
う
作

業
を
ひ
た
す
ら
や
る
わ
け
で
す
。
面
白

い
も
の
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
し
た
よ
。

印
象
的
だ
っ
た
の
は
小
学
校
の
校
歌
の

プ
レ
ー
ト
。
ほ
か
に
は
木
彫
り
の
鮭
を

く
わ
え
た
熊
の
置
物
な
ん
か
は
8
個
も

出
て
き
た
の
。
面
白
い
で
し
ょ
」。
当

時
の
苦
労
を
感
じ
さ
せ
な
い
明
る
い
口

調
で
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
髙
山
さ
ん
は
農
業
を
営
む
両
親
の
も

と
で
生
ま
れ
育
ち
、
大
学
は
工
学
部
に

進
学
。
卒
業
と
と
も
に
上
京
し
、
シ
ス

テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
半
導
体
の
メ

ー
カ
ー
で
I
C（
集
積
回
路
）の
設
計
や

開
発
に
9
年
ほ
ど
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

30
歳
を
過
ぎ
た
頃
、
仙
台
に
帰
り
た
い

と
い
う
気
持
ち
が
強
ま
り
、
地
元
に
帰

っ
て
き
ま
し
た
。「
仕
事
を
辞
め
て
す

る
こ
と
も
な
か
っ
た
か
ら
、
好
き
だ
っ

た
帽
子
を
作
っ
て
販
売
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
れ
が
評
判
よ
く
っ
て
ね
。

幼
稚
園
の
カ
バ
ン
や
防
災
頭
巾
を
頼
ま

れ
て
作
っ
て
い
る
う
ち
に
、
発
注
が
止

ま
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て（
笑
）。
い
よ
い

よ
こ
れ
は
大
変
だ
と
思
っ
て
、
手
芸
は

や
め
て
、
実
家
の
農
業
を
手
伝
う
こ
と

に
し
ま
し
た
」。
両
親
の
も
と
で
農
業

を
本
格
的
に
始
め
た
髙
山
さ
ん
で
す
が

2
0
1
1
年
に
被
災
し
ま
し
た
。「
こ

の
集
落
は
地
域
の
つ
な
が
り
が
密
だ
か

ら
、
避
難
は
と
て
も
ス
ム
ー
ズ
で
し
た
。

両
親
と
も
に
無
事
で
、
幸
い
な
こ
と
に

け
が
な
ど
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」。

わたしの

Paradis
e

宮城県 仙台市

被
災
を
経
て
︑

地
域
と
連
携
し
て
復
興

1

被災を経て、
女性農業者が作る
地域のコミュニティ
仙台で力強く農業を営む女性たちがいます。
2011年の東日本大震災での被災を経て、復興を志し、
地域と連携して食と農の文化を継承する活動をしている
髙山真里子さん。
同じく、仙台市で２０代の若さで新規就農し、
髙山さんの背中を見ながら、独立経営をしている
平松希望さん。
二人の女性の輝く姿を紹介します。

4 3

2

1  「面識はなかったけど、震災時のボランティアの時に会ってるかもしれない」と語る二人　
2  季節ごとに植え替えて、さまざまなエディブルフラワーを栽培している　 3  サボテンは
食用として出荷。レストランでステーキなどに調理されている　 4  パティシエから依頼さ
れ、マイクロトマトの栽培も始めた
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台
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ま
す
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の
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。
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こ
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、
好
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だ
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帽
子
を
作
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販
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す
る
よ
う
に
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そ
れ
が
評
判
よ
く
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ね
。
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稚
園
の
カ
バ
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や
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災
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を
頼
ま

れ
て
作
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る
う
ち
に
、
発
注
が
止

ま
ら
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く
な
っ
ち
ゃ
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て（
笑
）。
い
よ
い

よ
こ
れ
は
大
変
だ
と
思
っ
て
、
手
芸
は

や
め
て
、
実
家
の
農
業
を
手
伝
う
こ
と

に
し
ま
し
た
」。
両
親
の
も
と
で
農
業

を
本
格
的
に
始
め
た
髙
山
さ
ん
で
す
が

2
0
1
1
年
に
被
災
し
ま
し
た
。「
こ

の
集
落
は
地
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の
つ
な
が
り
が
密
だ
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ら
、
避
難
は
と
て
も
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ム
ー
ズ
で
し
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両
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と
も
に
無
事
で
、
幸
い
な
こ
と
に

け
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な
ど
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」。

被
災
を
経
て
︑

地
域
と
連
携
し
て
復
興

たかやま・まりこ
宮城県生まれ。大学を卒業後、
東京で９年間、半導体の会社で
システムエンジニアとしてIC
の設計や開発を行う。その後、
仙台に戻り、もともと好きだっ
た実家の農業を継承。東日本大
震災の津波による甚大な被害を
経て、約１年後、元の場所で少
しずつ野菜の栽培を再開し、現
在は多品目栽培で地域に根差し
た農業を営んでいる。

1  「面識はなかったけど、震災時のボランティアの時に会ってるかもしれない」と語る二人　
2  季節ごとに植え替えて、さまざまなエディブルフラワーを栽培している　 3  サボテンは
食用として出荷。レストランでステーキなどに調理されている　 4  パティシエから依頼さ
れ、マイクロトマトの栽培も始めた
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っ
て
、
助
け
合
え
る
。
そ
ん
な
自
然
な

地
域
の
つ
な
が
り
を
こ
れ
か
ら
も
農
業

を
通
し
て
大
事
に
し
た
い
で
す
ね
」。

　
同
じ
荒
井
地
区
と
、
荒
浜
地
区
で
た

く
ま
し
く
農
業
を
営
む
若
い
女
性
が
い

ま
す
。平
松
希
望
さ
ん（
29
）は
、2

 
0
 
1
 

1
年
3
月
、
大
学
進
学
に
伴
う
引
っ
越

し
の
た
め
、
富
山
か
ら
仙
台
に
来
て
い

ま
し
た
。「
仙
台
に
来
た
の
は
受
験
の
時

以
来
の
2
度
目
。
母
と
物
件
の
内
見
に

来
て
い
て
、
被
災
し
ま
し
た
。
そ
の
後

富
山
に
帰
り
、
迷
い
は
あ
っ
た
も
の
の
、

予
定
通
り
大
学
は
入
学
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
」。
平
松
さ
ん
は
農
学
部
に
進

学
し
ま
し
た
が
、
当
時
就
農
は
全
く
考

え
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。「
大
学
在

学
中
に
被
災
地
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
通
し
て
、
た
く
さ
ん
の
農
家
の
方

と
知
り
合
い
ま
し
た
。
未
来
が
見
え
な

い
中
、
ひ
た
む
き
に
前
に
進
ん
で
い
く

彼
ら
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
に
心
を
動
か

さ
れ
ま
し
た
。
極
限
状
態
に
あ
る
と
き
、

頼
れ
る
も
の
っ
て
物
や
技
術
で
は
な
く
、

人
間
の
力
。
農
家
の
力
強
さ
に
憧
れ
て
、

被
災
時
に
見
た

農
家
の
底
力

　
被
災
後
、
3
カ
月
ほ
ど
は
体
育
館
で

避
難
所
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
地
域
の
人
た
ち
と
連

携
し
て
、
復
興
作
業
に
取
り
掛
か
っ
た

そ
う
で
す
。「
ま
ず
は
が
れ
き
の
山
を

取
り
除
く
作
業
。
こ
れ
が
終
わ
っ
て
、

よ
う
や
く
農
地
の
整
備
に
入
り
ま
し
た
。

海
か
ら
来
た
ヘ
ド
ロ
で
一
帯
が
埋
も
れ

て
い
ま
し
た
か
ら
。
塩
の
影
響
も
あ
る

だ
ろ
う
し
、
ど
う
な
る
の
か
わ
か
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
行
政
が
手
配
を
し
て

く
れ
て
、
山
か
ら
土
を
持
っ
て
き
て
く

れ
た
ん
で
す
。
で
も
ね
、
こ
の
土
地
に

は
合
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
」。

　
荒
井
地
区
の
土
は
砂
地
。
年
月
が
経

つ
う
ち
に
、
雨
で
ヘ
ド
ロ
は
流
れ
て
い

き
、
震
災
か
ら
約
1
年
後
に
は
野
菜
の

栽
培
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
山
か
ら
持
っ
て
き
た
土
で
は

同
じ
よ
う
に
作
物
が
育
た
な
か
っ
た
と

言
い
ま
す
。「
や
っ
ぱ
り
そ
の
土
地
に

合
う
土
じ
ゃ
な
い
と
ダ
メ
な
ん
で
し
ょ

う
ね
。
水
が
合
わ
な
い
っ
て
こ
う
い
う

こ
と
を
言
う
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
」。

　
震
災
を
経
て
、
髙
山
さ
ん
は
荒
井
地

区
の
農
家
に
伝
わ
る
年
間
行
事
や
伝
統

料
理
を
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
お
盆
の
お

供
え
物
や
お
正
月
の
お
せ
ち
な
ん
か
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
昔
な
が
ら
に
農
家
が

大
切
に
し
て
き
た
決
ま
り
事
や
風
習
っ

て
、
季
節
ご
と
の
野
菜
が
使
わ
れ
て
い

る
ん
で
す
。
伝
統
文
化
を
知
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
、
野
菜
の
こ
と
も
興
味
を
持

っ
て
も
ら
え
る
ん
で
す
よ
」。
行
政
や

女
性
農
業
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
通
し

て
、
髙
山
さ
ん
は
親
子
料
理
教
室
の
講

師
を
務
め
、
仙
台
の
伝
統
料
理
を
若
い

世
代
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。「
ず
ん
だ
の
作
り
方

を
知
る
と
、
枝
豆
の
こ
と
を
知
り
た
く

な
る
。
こ
の
地
域
の
良
さ
や
、
伝
統
的

な
も
の
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
面
白
い
こ

と
っ
て
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」。

　
手
芸
や
料
理
が
得
意
で
、
多
才
な
髙

山
さ
ん
は
趣
味
も
多
様
。
大
型
バ
イ
ク

で
の
ツ
ー
リ
ン
グ
や
、
お
酒
を
飲
む
の

も
大
好
き
。
そ
ん
な
つ
な
が
り
で
い
つ

の
間
に
か
知
り
合
っ
た
人
た
ち
か
ら
頼

ま
れ
て
、
多
品
目
栽
培
を
行
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ど
こ

で
知
り
合
っ
た
人
だ
か
覚
え
て
い
な
い

そ
う
で
す
。「
き
っ
か
け
は
覚
え
て
い

な
い
け
ど
、
い
つ
の
間
に
か
人
が
集
ま

就
農
を
決
意
し
ま
し
た
」。

　
予
定
と
違
う
進
路
に
、
就
農
相
談
窓

口
で
は
難
色
を
示
さ
れ
ま
し
た
。「
実

家
は
農
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
配
偶

者
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
単
身
女
性

の
新
規
就
農
は
無
理
だ
、
前
例
が
な
い
、

そ
う
い
っ
た
反
対
の
声
を
受
け
ま
し
た
。

心
配
し
て
言
っ
て
く
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
で
も
、
責
任
を
取
る
の
は

自
分
で
す
。
失
敗
し
て
も
い
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
投
げ
や
り
で
は
な
く
、

若
い
か
ら
こ
そ
失
敗
し
た
っ
て
や
り
直

せ
る
自
信
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
体
力
が

あ
り
ま
す
か
ら（
笑
）」。
若
さ
だ
け
で

は
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
壁
も
立
ち
は

だ
か
り
ま
し
た
。〝
女
性
だ
か
ら
〞と
い

う
理
由
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
降
り

か
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
平
松
さ

ん
を
鼓
舞
し
て
く
れ
た
の
は
、
女
性
農

業
者
の
存
在
で
し
た
。「
実
際
に
女
性

一
人
で
農
業
を
営
ん
で
い
る
方
々
の
姿

が
励
み
に
な
り
ま
し
た
。
真
里
子
さ
ん

も
そ
の
一
人
で
す
。
真
里
子
さ
ん
は
女

性
農
業
者
の
会『
フ
ェ
ム
リ
エ
仙
台
』の

代
表
を
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
知
り
合

い
ま
し
た
。
ト
ラ
ク
タ
ー
に
乗
っ
て
る

女
性
を
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
な
か
っ
た

の
で〝
か
っ
こ
い
い
〞と
憧
れ
ま
し
た
。

今
で
は
わ
た
し
が
ト
ラ
ク
タ
ー
に
乗
っ

て
い
ま
す
。
全
然
知
ら
な
い
人
た
ち
も

道
か
ら
よ
く
手
を
振
っ
て
く
れ
る
ん
で

す
よ
」。
新
規
就
農
か
ら
丸
5
年
、
試

行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
平
松
さ
ん
は
圃

場
を
少
し
ず
つ
拡
大
し
て
い
ま
す
。「
農

業
技
術
は
そ
の
土
地
に
合
っ
た
も
の
で

な
い
と
役
に
立
た
な
い
で
す
。
こ
の
土

地
に
合
う
野
菜
の
一
つ
と
し
て
、
サ
ツ

マ
イ
モ
を
研
究
し
て
い
ま
す
」。
東
日

本
大
震
災
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
き
っ
か

け
に
生
ま
れ
た「
い
も
工
房
り
る
ぽ
て
」

と
協
力
し
、
紅
あ
ず
ま
や
紫
芋
な
ど
の

品
種
を
栽
培
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　「
わ
た
し
が
就
農
で
き
た
の
は
、
地

域
の
人
た
ち
が
受
け
入
れ
て
く
れ
た
か

ら
。
農
業
を
通
し
て
、
地
域
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
作
っ
て
い
き
た
い
」。
持
続

可
能
な
農
業
の
形
を
め
ざ
し
て
、
平
松

さ
ん
は
夢
を
語
り
ま
す
。「
農
村
と
都

市
を
食
で
結
び
た
い
。
一
方
的
に
こ
ち

ら
の
事
情
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
消

費
す
る
側
か
ら
わ
た
し
た
ち
が
学
ぶ
こ

と
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
」。
就
農
相

談
会
の
ほ
か
、
農
業
体
験
や
マ
ル
シ
ェ

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
福
祉
施

設
や
児
童
館
な
ど
に
出
向
い
て
、
食
や

農
の
こ
と
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
活
動

を
し
て
い
き
た
い
と
言
い
ま
す
。

　
荒
井
地
区
と
荒
浜
地
区
で
ト
ラ
ク
タ

ー
に
乗
る
二
人
の
女
性
。
被
災
を
経
て
、

歩
ん
で
き
た
道
は
違
え
ど
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
視
点
で
地
域
と
農
の
在
り
方
を
と

ら
え
、
し
っ
か
り
と
こ
の
地
に
根
差
し

て
い
ま
す
。

2

3

1  休日は読書をしたり、農学書を読んだりして過ごす
そう　 2  荒浜地区では小学校以外の建物は津波の
被害でほとんど残らなかったという　 3  「オクラのネ
バネバが葉っぱからも出てるんですよ」と教えてくれた 1

ひらまつ・のぞみ
富山県生まれ。2015年に大学
を卒業後、2017年に新規就農し、
平松農園を経営。農業生産の他、
新規就農定着支援、食農教育、
農福連携、CSA（地域支援型農
業）に取り組む。自身の経験に
基づく「就農計画に必要な情
報！」など役立つ情報をnote
で公開中。
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っ
て
、
助
け
合
え
る
。
そ
ん
な
自
然
な

地
域
の
つ
な
が
り
を
こ
れ
か
ら
も
農
業

を
通
し
て
大
事
に
し
た
い
で
す
ね
」。

　
同
じ
荒
井
地
区
と
、
荒
浜
地
区
で
た

く
ま
し
く
農
業
を
営
む
若
い
女
性
が
い

ま
す
。平
松
希
望
さ
ん（
29
）は
、2

 
0
 
1
 

1
年
3
月
、
大
学
進
学
に
伴
う
引
っ
越

し
の
た
め
、
富
山
か
ら
仙
台
に
来
て
い

ま
し
た
。「
仙
台
に
来
た
の
は
受
験
の
時

以
来
の
2
度
目
。
母
と
物
件
の
内
見
に

来
て
い
て
、
被
災
し
ま
し
た
。
そ
の
後

富
山
に
帰
り
、
迷
い
は
あ
っ
た
も
の
の
、

予
定
通
り
大
学
は
入
学
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
」。
平
松
さ
ん
は
農
学
部
に
進

学
し
ま
し
た
が
、
当
時
就
農
は
全
く
考

え
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。「
大
学
在

学
中
に
被
災
地
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
通
し
て
、
た
く
さ
ん
の
農
家
の
方

と
知
り
合
い
ま
し
た
。
未
来
が
見
え
な

い
中
、
ひ
た
む
き
に
前
に
進
ん
で
い
く

彼
ら
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
に
心
を
動
か

さ
れ
ま
し
た
。
極
限
状
態
に
あ
る
と
き
、

頼
れ
る
も
の
っ
て
物
や
技
術
で
は
な
く
、

人
間
の
力
。
農
家
の
力
強
さ
に
憧
れ
て
、

農
村
と
都
市
の

懸
け
橋
に

　
被
災
後
、
3
カ
月
ほ
ど
は
体
育
館
で

避
難
所
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
地
域
の
人
た
ち
と
連

携
し
て
、
復
興
作
業
に
取
り
掛
か
っ
た

そ
う
で
す
。「
ま
ず
は
が
れ
き
の
山
を

取
り
除
く
作
業
。
こ
れ
が
終
わ
っ
て
、

よ
う
や
く
農
地
の
整
備
に
入
り
ま
し
た
。

海
か
ら
来
た
ヘ
ド
ロ
で
一
帯
が
埋
も
れ

て
い
ま
し
た
か
ら
。
塩
の
影
響
も
あ
る

だ
ろ
う
し
、
ど
う
な
る
の
か
わ
か
ら
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
行
政
が
手
配
を
し
て

く
れ
て
、
山
か
ら
土
を
持
っ
て
き
て
く

れ
た
ん
で
す
。
で
も
ね
、
こ
の
土
地
に

は
合
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
」。

　
荒
井
地
区
の
土
は
砂
地
。
年
月
が
経

つ
う
ち
に
、
雨
で
ヘ
ド
ロ
は
流
れ
て
い

き
、
震
災
か
ら
約
1
年
後
に
は
野
菜
の

栽
培
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
山
か
ら
持
っ
て
き
た
土
で
は

同
じ
よ
う
に
作
物
が
育
た
な
か
っ
た
と

言
い
ま
す
。「
や
っ
ぱ
り
そ
の
土
地
に

合
う
土
じ
ゃ
な
い
と
ダ
メ
な
ん
で
し
ょ

う
ね
。
水
が
合
わ
な
い
っ
て
こ
う
い
う

こ
と
を
言
う
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
」。

　
震
災
を
経
て
、
髙
山
さ
ん
は
荒
井
地

区
の
農
家
に
伝
わ
る
年
間
行
事
や
伝
統

料
理
を
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
お
盆
の
お

供
え
物
や
お
正
月
の
お
せ
ち
な
ん
か
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
昔
な
が
ら
に
農
家
が

大
切
に
し
て
き
た
決
ま
り
事
や
風
習
っ

て
、
季
節
ご
と
の
野
菜
が
使
わ
れ
て
い

る
ん
で
す
。
伝
統
文
化
を
知
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
、
野
菜
の
こ
と
も
興
味
を
持

っ
て
も
ら
え
る
ん
で
す
よ
」。
行
政
や

女
性
農
業
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
通
し

て
、
髙
山
さ
ん
は
親
子
料
理
教
室
の
講

師
を
務
め
、
仙
台
の
伝
統
料
理
を
若
い

世
代
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。「
ず
ん
だ
の
作
り
方

を
知
る
と
、
枝
豆
の
こ
と
を
知
り
た
く

な
る
。
こ
の
地
域
の
良
さ
や
、
伝
統
的

な
も
の
、
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
面
白
い
こ

と
っ
て
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」。

　
手
芸
や
料
理
が
得
意
で
、
多
才
な
髙

山
さ
ん
は
趣
味
も
多
様
。
大
型
バ
イ
ク

で
の
ツ
ー
リ
ン
グ
や
、
お
酒
を
飲
む
の

も
大
好
き
。
そ
ん
な
つ
な
が
り
で
い
つ

の
間
に
か
知
り
合
っ
た
人
た
ち
か
ら
頼

ま
れ
て
、
多
品
目
栽
培
を
行
う
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ど
こ

で
知
り
合
っ
た
人
だ
か
覚
え
て
い
な
い

そ
う
で
す
。「
き
っ
か
け
は
覚
え
て
い

な
い
け
ど
、
い
つ
の
間
に
か
人
が
集
ま

就
農
を
決
意
し
ま
し
た
」。

　
予
定
と
違
う
進
路
に
、
就
農
相
談
窓

口
で
は
難
色
を
示
さ
れ
ま
し
た
。「
実

家
は
農
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
配
偶

者
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
単
身
女
性

の
新
規
就
農
は
無
理
だ
、
前
例
が
な
い
、

そ
う
い
っ
た
反
対
の
声
を
受
け
ま
し
た
。

心
配
し
て
言
っ
て
く
れ
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
で
も
、
責
任
を
取
る
の
は

自
分
で
す
。
失
敗
し
て
も
い
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。
投
げ
や
り
で
は
な
く
、

若
い
か
ら
こ
そ
失
敗
し
た
っ
て
や
り
直

せ
る
自
信
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
体
力
が

あ
り
ま
す
か
ら（
笑
）」。
若
さ
だ
け
で

は
な
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
壁
も
立
ち
は

だ
か
り
ま
し
た
。〝
女
性
だ
か
ら
〞と
い

う
理
由
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
降
り

か
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
平
松
さ

ん
を
鼓
舞
し
て
く
れ
た
の
は
、
女
性
農

業
者
の
存
在
で
し
た
。「
実
際
に
女
性

一
人
で
農
業
を
営
ん
で
い
る
方
々
の
姿

が
励
み
に
な
り
ま
し
た
。
真
里
子
さ
ん

も
そ
の
一
人
で
す
。
真
里
子
さ
ん
は
女

性
農
業
者
の
会『
フ
ェ
ム
リ
エ
仙
台
』の

代
表
を
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
知
り
合

い
ま
し
た
。
ト
ラ
ク
タ
ー
に
乗
っ
て
る

女
性
を
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
な
か
っ
た

の
で〝
か
っ
こ
い
い
〞と
憧
れ
ま
し
た
。

今
で
は
わ
た
し
が
ト
ラ
ク
タ
ー
に
乗
っ

て
い
ま
す
。
全
然
知
ら
な
い
人
た
ち
も

道
か
ら
よ
く
手
を
振
っ
て
く
れ
る
ん
で

す
よ
」。
新
規
就
農
か
ら
丸
5
年
、
試

行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
平
松
さ
ん
は
圃

場
を
少
し
ず
つ
拡
大
し
て
い
ま
す
。「
農

業
技
術
は
そ
の
土
地
に
合
っ
た
も
の
で

な
い
と
役
に
立
た
な
い
で
す
。
こ
の
土

地
に
合
う
野
菜
の
一
つ
と
し
て
、
サ
ツ

マ
イ
モ
を
研
究
し
て
い
ま
す
」。
東
日

本
大
震
災
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
き
っ
か

け
に
生
ま
れ
た「
い
も
工
房
り
る
ぽ
て
」

と
協
力
し
、
紅
あ
ず
ま
や
紫
芋
な
ど
の

品
種
を
栽
培
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　「
わ
た
し
が
就
農
で
き
た
の
は
、
地

域
の
人
た
ち
が
受
け
入
れ
て
く
れ
た
か

ら
。
農
業
を
通
し
て
、
地
域
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
作
っ
て
い
き
た
い
」。
持
続

可
能
な
農
業
の
形
を
め
ざ
し
て
、
平
松

さ
ん
は
夢
を
語
り
ま
す
。「
農
村
と
都

市
を
食
で
結
び
た
い
。
一
方
的
に
こ
ち

ら
の
事
情
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
消

費
す
る
側
か
ら
わ
た
し
た
ち
が
学
ぶ
こ

と
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
」。
就
農
相

談
会
の
ほ
か
、
農
業
体
験
や
マ
ル
シ
ェ

な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
福
祉
施

設
や
児
童
館
な
ど
に
出
向
い
て
、
食
や

農
の
こ
と
を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
活
動

を
し
て
い
き
た
い
と
言
い
ま
す
。

　
荒
井
地
区
と
荒
浜
地
区
で
ト
ラ
ク
タ

ー
に
乗
る
二
人
の
女
性
。
被
災
を
経
て
、

歩
ん
で
き
た
道
は
違
え
ど
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
視
点
で
地
域
と
農
の
在
り
方
を
と

ら
え
、
し
っ
か
り
と
こ
の
地
に
根
差
し

て
い
ま
す
。

1  休日は読書をしたり、農学書を読んだりして過ごす
そう　 2  荒浜地区では小学校以外の建物は津波の
被害でほとんど残らなかったという　 3  「オクラのネ
バネバが葉っぱからも出てるんですよ」と教えてくれた

全国農協観光協会 検 索

宮城県内の女子大学生を対象とした
無料バスツアーの開催

　女性農業者って、どんな仕事・生活をしているの？　キラ
リ輝く女性農業者のライフスタイルを体感できる無料バスツ
アーを開催します！　まずはぜひ右側のQRコードより、ツ
アーの詳細をご覧ください。

一般社団法人全国農協観光協会
●TEL 03-5297-0323

問合せ先

農業に興味関心のある女子学生等への
サポート体制が充実

　宮城県では、「なんとなく農業に興味関心があるけれど、
何をしたら良いかが わからない」といった方へのサポートに
力を入れております。農業に関わる基礎的な情報収集や就農
に関するイロハなど、気軽に問合せができる相談窓口を設置
しております。農業を将来の選択肢の一つとして考えるきっ
かけになれば、それでよし。気軽なお問い合わせも大歓迎です。

宮城県農業振興課 検 索

宮城県農政部農業振興課農業人材育成班
●TEL 022-211-2836

問合せ先
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丹
波
山
へ
人
を
呼
び
込
む
仕
掛
け
の

ひ
と
つ
が「
狩
猟
学
校
」で
す
。
猟
師
の

中
澤
正
毅
さ
ん
が
中
心
と
な
り
、「
銃

猟
&
罠
猟
基
礎
講
座
」や「
ジ
ビ
エ
料

理
教
室
」、「
鹿
の
解
体
講
座
」な
ど
、

座
学
か
ら
実
践
ま
で
経
験
で
き
る
場
を

設
け
て
い
ま
す
。
時
に
は
解
体
な
ど
も

見
せ
、
楽
し
く
味
わ
う
ば
か
り
で
な
く
、

狩
猟
か
ら
食
事
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と

せ
た
い
」な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
、
い
ず
れ
も

終
了
後
に
は「
丹
波
山
が
好
き
に
な
っ

た
」「
ま
た
参
加
し
た
い
」と
、
満
足
度
の

高
い
感
想
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

　
丹
波
山
村
で
は
、
猟
師
の
ジ
ビ
エ
ブ

ラ
ン
ド
と
し
て
2
0
1
8
年
に「
T

 
A
 

B
A 

G
I
B
I
E
R
」が
立
ち
上
げ
ら

れ
ま
し
た
。
適
切
に
処
理
を
し
た
高
品

質
で
安
全
な
ジ
ビ
エ
肉
を
提
供
し
、
ひ

と
り
で
も
多
く
の
人
に
丹
波
山
の
狩
猟

文
化
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。「
『
飽
食
の
時
代
』や『
鳥

獣
被
害
』と
い
う
言
葉
が
散
見
さ
れ
ま

す
が
、
丹
波
山
村
は
昔
も
今
も
、
狩
猟

で
と
れ
た
動
物
は『
山
の
神
様
か
ら
の

授
か
り
も
の
』と
し
て
尊
ぶ
風
習
が
あ

り
ま
す
。
命
に
感
謝
し
美
味
し
く
食
べ
、

丹
波
山
の
狩
猟
文
化
を
守
っ
て
い
き
た

い
」と
保
坂
さ
ん
。
1
年
前
に
こ
の
村

へ
移
住
し
、
丹
波
山
に
ジ
ビ
エ
と
い
う

と
が
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
つ
け
よ
う
と
考

え
、
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　「
T
A
B
A 

G
I
B
I
E
R
」の
こ

だ
わ
り
は
、
1
0
0
%
鹿
の
命
を
活

　
秩
父
多
摩
甲
斐
国
立
公
園
に
属
し
、

人
口
は
約
5
4
0
人
、
村
の
97
%
を

山
林
が
占
め
て
い
る
丹
波
山
村
。
多
摩

川
源
流
の
清
ら
か
な
水
が
流
れ
る
谷
あ

い
の
小
さ
な
村
で
す
。
こ
の
村
の
特
産

品
は
山
菜
、
わ
さ
び
、
川
魚
、
そ
し
て

鹿
肉
で
す
。

　「
こ
の
村
は
畑
作
に
適
し
た
場
所
が

少
な
く
、
昔
か
ら
農
作
物
だ
け
で
は
、

越
冬
に
十
分
な
食
料
を
確
保
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
命
を
つ
な
ぐ

村
の
97
％
が
山
林

狩
猟
文
化
の
根
付
く
村

初
心
者
に
は
分
か
ら
な
い

狩
猟
の
い
ろ
は
を
教
示

狩
猟
と
ジ
ビ
エ
で

“
小
さ
な
村
”へ

賑
わ
い
を
呼
ぶ

山
梨
県
の
北
東
部
、東
京
と
埼
玉
の

県
境
に
あ
る
山
間
の
集
落
・
丹
波
山
村
。

人
口
約
5
4
0
人
と
、関
東（
島
し
ょ
部
を
除
く
）で

も
っと
も
人
口
の
少
な
い
小
さ
な
村
で
、

地
域
に
根
付
い
た
狩
猟
の
文
化
を
軸
に

活
性
化
に
取
り
組
む
人
々
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

丹波山村で行われた「狩猟学校」の様子。
本物の罠を実際に地面に仕掛けて、狩猟方法を紹介している

1

5

1  エアガンを手に狩猟について説明する猟師の中澤正毅さん

5  6  鹿肉の加工品
「TABA GIBIER」と、
ペット用の「PET 
GIBIER」

Biz漁村農山 山
梨
県  

丹
波
山
村

糧
と
し
て
鹿
・
猪
・
熊
と
い
っ
た
山
の

幸
を
、
狩
猟
に
よ
っ
て
得
て
き
た
歴
史

が
あ
り
ま
す
」と
、
こ
の
村
の
ジ
ビ
エ

肉
処
理
加
工
施
設
を
管
理
運
営
す
る
、

株
式
会
社
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
サ
ポ
ー
タ
ー

ズ
代
表
の
保
坂
幸
德
さ
ん（
45
）が
教
え

て
く
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
狩
猟
・
ジ
ビ
エ
が
、
い
ま
で
は

単
な
る
食
料
と
し
て
村
を
救
っ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
村
外
の
人
た
ち
を
村
へ

招
く
ア
イ
コ
ン
と
し
て
力
を
発
揮
し
て

い
る
の
で
す
。
同
社
で
は
、
加
工
品
販

売
や
狩
猟
学
校
、
サ
ウ
ナ
と
狩
猟
を
か

け
合
わ
せ
た
イ
ベ
ン
ト
実
施
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

を
伝
え
ま
す
。「
罠
猟
」や「
銃
猟
」な
ど

狩
猟
の
方
法
や
免
許
の
違
い
の
ほ
か
、

実
際
の
猟
の
様
子
を
動
画
で
見
せ
て
猟

師
の
リ
ア
ル
な
姿
も
伝
え
ま
す
。「
狩

猟
は
、
免
許
取
得
後
か
ら
が
、
実
は
い

ち
ば
ん
難
し
い
。
免
許
が
あ
れ
ば
ど
こ

で
も
猟
を
し
て
い
い
わ
け
で
は
な
い
で

す
し
、
法
律
上
だ
け
の
世
界
で
は
な
い

の
で
す
」と
中
澤
さ
ん
。
参
加
者
の
目
的

は「
移
住
を
機
に
猟
師
に
な
っ
て
み
た

い
」、「
ジ
ビ
エ
の
飲
食
店
を
開
き
た
い
」、

「
子
ど
も
に
命
を
い
た
だ
く
意
味
を
学
ば
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狩
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適
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処
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質
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安
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を
提
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し
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で
も
多
く
の
人
に
丹
波
山
の
狩
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文
化
を
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も
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こ
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を
目
的
と

し
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い
ま
す
。「
『
飽
食
の
時
代
』や『
鳥

獣
被
害
』と
い
う
言
葉
が
散
見
さ
れ
ま

す
が
、
丹
波
山
村
は
昔
も
今
も
、
狩
猟

で
と
れ
た
動
物
は『
山
の
神
様
か
ら
の

授
か
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も
の
』と
し
て
尊
ぶ
風
習
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あ

り
ま
す
。
命
に
感
謝
し
美
味
し
く
食
べ
、

丹
波
山
の
狩
猟
文
化
を
守
っ
て
い
き
た

い
」と
保
坂
さ
ん
。
1
年
前
に
こ
の
村

へ
移
住
し
、
丹
波
山
に
ジ
ビ
エ
と
い
う

と
が
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
つ
け
よ
う
と
考

え
、
ブ
ラ
ン
ド
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立
ち
上
げ
ま
し
た
。

　「
T
A
B
A 

G
I
B
I
E
R
」の
こ

だ
わ
り
は
、
1
0
0
%
鹿
の
命
を
活

か
し
き
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
動
物
の
命

を
い
た
だ
く
か
ら
に
は
、
肉
だ
け
で
な

く
、
皮
や
骨
も
す
べ
て
使
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
人
が
食
べ
る
部
位
の
他
に
、

皮
や
角
は
民
芸
品
と
し
て
、
骨
周
り
は

地
元
飲
食
店
で
提
供
す
る
ラ
ー
メ
ン
の

出
汁
に
、
そ
の
他
の
肉
は
ペ
ッ
ト
フ
ー

ド
に
加
工
さ
れ
ま
す
。「
村
で
と
れ
た

肉
を
、
村
で
加
工
し
、
村
で
販
売
す
る

と
、
村
内
で
循
環
で
き
ま
す
。
実
は
ま

だ
全
体
の
30
%
に
あ
た
る
爪
や
内
臓

部
分
を
村
外
の
処
分
場
で
お
金
を
出
し

て
廃
棄
し
て
い
る
状
況
で
す
が
、
焼
却

炉
を
つ
く
れ
ば
そ
れ
ら
は
リ
ン
を
含
む

の
で
堆
肥
化
で
き
ま
す
。
い
ま
準
備
中

で
、
あ
と
少
し
で
達
成
で
き
そ
う
で

す
」。

　
秩
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、
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4
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を
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2  山林に囲まれた丹波山村　 3  
中に餌をおく箱罠　 4  土に埋める
くくり罠 3

2

4

5

6 1  エアガンを手に狩猟について説明する猟師の中澤正毅さん

5  6  鹿肉の加工品
「TABA GIBIER」と、
ペット用の「PET 
GIBIER」
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後
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が
、
実
は
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ば
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し
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。
免
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が
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ば
ど
こ

で
も
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を
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い
わ
け
で
は
な
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で

す
し
、
法
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上
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の
世
界
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で
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中
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参
加
者
の
目
的

は「
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を
機
に
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に
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い
」、「
ジ
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エ
の
飲
食
店
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「
子
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だ
く
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学
ば

尊
い﹁
授
か
り
も
の
﹂

限
り
な
く
活
か
し
き
る
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移
住
者
が
小
さ
な
村
に
入
り
込
み
、

事
業
展
開
す
る
こ
と
は
一
見
難
し
そ
う

に
も
思
え
ま
す
が
、
丹
波
山
村
で
は「
地

域
お
こ
し
協
力
隊
」や
イ
ン
タ
ー
ン
の
大

学
生
ら
が
い
き
い
き
と
活
動
し
て
い
ま

す
。「
丹
波
山
は
宿
場
町
だ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
ヨ
ソ
モ
ノ
に
も
オ
ー
プ
ン
な
気

質
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
温
か

く
迎
え
て
も
ら
え
て
い
ま
す
」と
、
4
月

か
ら
こ
の
村
に
来
て
い
る
大
学
生
の
新

垣
貴
大
さ
ん
が
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
保
坂
さ
ん
も
、
山
梨
県
出
身
で
は
あ

る
も
の
の
、
丹
波
山
と
は
縁
も
ゆ
か
り

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
東
日
本
大

震
災
の
直
後
、
東
京
で
働
い
て
い
た
私

の
周
囲
で
は
、
考
え
を
改
め
故
郷
に
帰

る
人
が
多
く
い
ま
し
た
。
私
も
地
元
に

帰
ろ
う
と
考
え
た
時
、
そ
れ
な
ら
何
か

山
梨
に
に
ぎ
わ
い
を
呼
べ
る
も
の
を
作

ろ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
考
え

た
の
が
ジ
ビ
エ
で
し
た
」。
狩
猟
免
許

を
取
得
す
る
な
ど
U
タ
ー
ン
の
準
備

を
整
え
る
な
か
、
ぶ
ち
当
た
っ
た
壁
が

処
理
場
で
し
た
。
処
理
場
が
無
け
れ
ば

ジ
ビ
エ
の
加
工
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
簡

単
に
は
入
り
込
め
ま
せ
ん
。
見
ず
知
ら

ず
の
若
者
が
い
き
な
り
門
戸
を
た
た
い

て「
ジ
ビ
エ
を
や
り
た
い
」と
言
っ
て
も
、

訝
し
む
こ
と
な
く
迎
え
て
く
れ
た
の
が

丹
波
山
だ
っ
た
そ
う
で
す
。「
地
域
お

こ
し
協
力
隊
」と
し
て
移
住
し
た
1
年

目
、
指
定
管
理
を
受
け
た
当
時
は

2
0
0
万
円
の
赤
字
を
抱
え
て
い
た

処
理
場
で
す
が
、
2
0
2
1
年
に
は

黒
字
に
転
換
し
て
い
ま
す
。

　　「
T
A
B
A 

G
I
B
I
E
R
」
は
、

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
で
村
外
へ
加
工
品
や
食

肉
の
販
売
に
も
出
回
っ
て
い
ま
す
。
鹿

ラ
ー
メ
ン
、
鹿
コ
ロ
ッ
ケ
、
猪
け
ん
ち

ん
汁
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
も
豊
富
。
屋
外
イ
ベ
ン
ト
で
一
風

変
わ
っ
た
商
品
の
提
供
を
求
め
る
人
や
、

B
B
Q
会
場
で
ジ
ビ
エ
肉
を
販
売
し

た
い
人
な
ど
に
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

2
0
2
2
年
5
月
か
ら
は
東
京
・
南

青
山
の
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ
マ
ー
ケ
ッ
ト
に

も
出
店
を
開
始
し
、
2
日
間
で
1
5
0

個
の
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
が
完
売
と
な
っ
た

こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。
こ
う
し
た
出

会
い
で
丹
波
山
に
興
味
を
持
つ
人
が
増

え
、
興
味
の
あ
る
人
が
丹
波
山
を
訪
れ

る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
交
流
人
口
増
に

一
翼
を
担
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
大
学

と
も
連
携
し
、
早
稲
田
大
学
や
中
央
大

学
で
狩
猟
や
地
域
活
性
の
授
業
を
も
ち
、

地
域
資
源
を
活
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
や
商

品
開
発
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　「
地
方
は
人
手
が
足
り
ず
に
手
付
か

ず
の
課
題
が
実
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
に
後
回
し
に

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
で
事
業
を

立
ち
上
げ
る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ
る
」と

保
坂
さ
ん
。
丹
波
山
を
ジ
ビ
エ
の
名
所

と
し
、
人
を
呼
び
込
む
活
動
は
、
今
後

も
広
が
り
を
み
せ
て
く
れ
そ
う
で
す
。

ヨ
ソ
モ
ノ
も
歓
迎
す
る

丹
波
山
村
の
あ
た
た
か
さ

都
心
部
と
村
を
つ
な
ぐ
た
め

マ
ル
シ
ェ
や
産
学
連
携
も

7  ジビエ料理の講師を務める保坂幸徳さん　 8  ジビエ料理教室
の様子　 9  部位の特徴を聞きながら調理　10 鹿革製の皿も紹
介　11 在来種の野菜も振舞われた

12 マルシェ出店で都市部の
人とも交流を深める

7

8

1011

9

12

丹波山村 
狩猟学校

https://hs-tabayama.com/

TABA 
GIBIER

https://tabagibier.com/
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本
会
で
は
、皆
様
か
ら
い
た
だ
い
た「
も
う
一
度
あ
の
農
産
物
を
味
わ
い

た
い
」「
農
家
さ
ん
を
応
援
し
た
い
」と
い
う
声
と
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
で
困
っ
て
い
る
農
家
さ
ん
を
応
援
す
る
た
め
、お
す
す
め
の
農
産

物
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。
農
産
物
を
通
じ
て
、
農
家
さ
ん
や
産
地
と
、

お
う
ち
で
つ
な
が
り
ま
せ
ん
か
？

お
う
ち
で
つ
な
が
ろ
。

香り高く、甘みのつよい美
味しい大豆です！有名な丹
波の豆にも引けを取らない
最高水準の味わいですの
で、知られざる「秋の味覚」
をぜひお楽しみください。

JA担当者より

お問い合わせ・参考価格

小
糸
在
来
®

千
葉
県 

J
A
き
み
つ

　
千
葉
県
の
代
表
的
な
在
来
大
豆
の
登
録
商
標

「
小
糸
在
来
」は
、
君
津
市
の
小
糸
川
流
域
で
守

り
育
て
ら
れ
て
き
た「
幻
の
大
豆
」で
す
。

　
え
ぐ
み
の
少
な
い
素
直
な
甘
味
と
上
品
な
香

り
が
特
徴
。
品
種
改
良
し
た
豆
と
は
異
な
り
、

ひ
と
つ
の
さ
や
に
実
る
豆
は
２
粒
ほ
ど
で
、
収

量
は
か
な
り
限
ら
れ
る
た
め
、
市
場
に
は
ほ
と

ん
ど
姿
を
見
せ
ま
せ
ん
。
地
元
の「
小
糸
在
来

愛
好
ク
ラ
ブ
」の
皆
さ
ん
が
、
種
を
守
り
、
丹

精
込
め
て
つ
く
っ
た「
小
糸
在
来
」。
10
月
中
旬

か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
収
穫
す
る
枝
豆
と
、

11
月
下
旬
か
ら
12
月
上
旬
に
収
穫
す
る
乾
豆
、

二
通
り
の
味
わ
い
を
皆
様
へ
お
届
け
し
ま
す
。

低農薬栽培なので栽培管理にと
ても苦労しますが、その分だけ
手間ひまをかけて、愛情を注い
で大切に育てていますので、そ
の美味しさを一度味わってみて
ください。

上高向地区農業活性化協議会 
会長

垣内 俊夫さんより

こ
ち
ら
の
商
品
は
、
数
量
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
店
頭
で
の

販
売
の
み
と
な
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

高た

向こ
う

ほ
た
る
米

大
阪
府 

J
A
大
阪
南

上
高
向
地
区
を
流
れ

る
石
川
の
上
質
な
水
を

使
っ
て
育
て
ら
れ
た
「
高
向
ほ
た
る
米
」

は
、
水
が
き
れ
い
ゆ
え
に
た
く
さ
ん
の
蛍

が
生
息
す
る
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
付
い
た

ブ
ラ
ン
ド
米
で
す
。

「
高
向
ほ
た
る
米
」
は
、
ツ
ヤ
が
あ
り
、

粘
り
と
甘
み
も
強
く
、
低
農
薬
・
有
機
肥

料
１
０
０
％
で
生
産
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
「
大
阪
エ
コ
農
産
物
」
の
認
証
も
受
け

て
い
る
高
品
質
な
お
米
で
す
。

生
産
量
も
限
ら
れ
て
い
る
貴
重
な
お
米

で
す
の
で
、
近
く
に
お
越
し
い
た
だ
い
た

際
は
、
ぜ
ひ
「
高
向
ほ
た
る
米
」
を
お
試

し
く
だ
さ
い
。

JA大阪南農産物直売所
あすかてくるで 河内長野店

●住所  〒586-0036 大阪府河内長野市高向1218-11

●営業時間  9：30 ～ 17：00

●定休日  毎週木曜日、年末年始

●価格 １kg 460円（税込）　※2022年9月時点

お問い合わせ・参考価格

番
外
編

味楽囲さだもと店
● TEL 0439-52-8311

味楽囲おびつ店
● TEL 0439-35-3144
袖ケ浦市農畜産物直売所

「ゆりの里」
● TEL 0438-60-2550

JAきみつ
オンラインショップ
https://jakimitsu.
theshop.jp/

＊販売時期と期間が限られ
る商品です。　

 <目安>10月中旬～ 
11月初旬頃

イメージ
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鹿
児
島
県
の
南
部
、
大
隅
半
島
の
錦
江
湾
を
臨

む
丘
に
白
鳩
会
が
運
営
す
る
花
の
木
農
場
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
た
ち
が
就

労
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
、
や
り
が
い
を
持
っ
て

仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
生
産
の
柱
は
お
茶

と
養
豚
。
お
茶
は
栽
培
か
ら
製
茶
ま
で
自
社
工
場

で
行
い
、
養
豚
は
常
時
千
頭
以
上
の
白
豚
を
飼
育

す
る
た
め
、
生
き
物
好
き
な
利
用
者
に
は
喜
び
の

大
き
な
仕
事
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
紡
ぐ
人
た
ち

白
鳩
会
は
1
9
7
2
年
に
社
会
福
祉
法
人
と
し
て

設
立
さ
れ
、50
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

創
立
者
で
あ
る
前
理
事
長
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
、

生
ま
れ
育
っ
た
南
大
隅
町
で
福
祉
の
輪
を
広
げ
る

中
村
隆
一
郎
さ
ん（
54
）を
訪
ね
ま
し
た
。

鹿
児
島
県
肝き

も

属つ
き

郡

社
会
福
祉
法
人
白
鳩
会
理
事
長

中
村
隆
一
郎
さ
ん

を

伝
統

　
現
理
事
長
を
務
め
る
中
村
さ
ん
は
、
幼
少
期
よ

り
両
親
が
経
営
す
る
知
的
障
が
い
者
施
設
の
様
子

を
見
て
育
っ
て
き
ま
し
た
。「
両
親
が
白
鳩
会
を

設
立
し
た
こ
ろ
は
、
ま
だ
農
業
に
勢
い
が
あ
り
ま

し
た
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
鹿

児
島
は
静
岡
に
次
ぐ
全
国
有
数
の
お
茶
の
生
産
地

で
す
。
こ
の
大
隅
の
地
で
、
授
産
施
設
と
し
て
き

ち
ん
と
収
益
を
出
す
に
は
農
業
し
か
な
い
と
、
父

は
考
え
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
農
と
福
祉
の
親
和

性
も
あ
り
ま
す
。
1
9
7
3
年
頃
、『
お
お
す
み

の
園
』を
開
園
し
て
す
ぐ
に
敷
地
内
で
養
豚
を
は

じ
め
、
ミ
カ
ン
の
木
も
植
え
た
そ
う
で
す
。
利
用

者
の
方
々
が
動
物
と
触
れ
合
っ
た
り
、
野
外
で
生

き
生
き
と
働
く
の
を
見
て
、
父
は
人
が
生
き
て
い

く
た
め
に
は『
居
場
所
と
役
割
』が
必
要
だ
と
考
え

た
の
で
す
」。

　
本
格
的
に
農
業
を
始
め
る
た
め
、
1
9
7
8

年
に
農
事
組
合
法
人
根
占
生
産
組
合
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
農
地
確
保
の
た
め
の
設
立
で
し
た
が
、

周
囲
の
風
当
た
り
は
強
か
っ
た
と
言
い
ま

す
。「
『
福
祉
を
金
も
う
け
に
利
用
し
て
い
る
』と

勘
違
い
さ
れ
、
軋
轢
が
生
じ
た
よ
う
で
す
。
今
で

は
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
は
公
に
認
識
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
が
、
当
時
は
障
が
い
を
持
つ
人
を
働
か
せ

農
と
福
祉
の
親
和
性
と

﹁
居
場
所
と
役
割
﹂
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鹿
児
島
県
の
南
部
、
大
隅
半
島
の
錦
江
湾
を
臨

む
丘
に
白
鳩
会
が
運
営
す
る
花
の
木
農
場
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
で
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
た
ち
が
就

労
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
、
や
り
が
い
を
持
っ
て

仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
生
産
の
柱
は
お
茶

と
養
豚
。
お
茶
は
栽
培
か
ら
製
茶
ま
で
自
社
工
場

で
行
い
、
養
豚
は
常
時
千
頭
以
上
の
白
豚
を
飼
育

す
る
た
め
、
生
き
物
好
き
な
利
用
者
に
は
喜
び
の

大
き
な
仕
事
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
理
事
長
を
務
め
る
中
村
さ
ん
は
、
幼
少
期
よ

り
両
親
が
経
営
す
る
知
的
障
が
い
者
施
設
の
様
子

を
見
て
育
っ
て
き
ま
し
た
。「
両
親
が
白
鳩
会
を

設
立
し
た
こ
ろ
は
、
ま
だ
農
業
に
勢
い
が
あ
り
ま

し
た
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
鹿

児
島
は
静
岡
に
次
ぐ
全
国
有
数
の
お
茶
の
生
産
地

で
す
。
こ
の
大
隅
の
地
で
、
授
産
施
設
と
し
て
き

ち
ん
と
収
益
を
出
す
に
は
農
業
し
か
な
い
と
、
父

は
考
え
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
農
と
福
祉
の
親
和

性
も
あ
り
ま
す
。
1
9
7
3
年
頃
、『
お
お
す
み

の
園
』を
開
園
し
て
す
ぐ
に
敷
地
内
で
養
豚
を
は

じ
め
、
ミ
カ
ン
の
木
も
植
え
た
そ
う
で
す
。
利
用

者
の
方
々
が
動
物
と
触
れ
合
っ
た
り
、
野
外
で
生

き
生
き
と
働
く
の
を
見
て
、
父
は
人
が
生
き
て
い

く
た
め
に
は『
居
場
所
と
役
割
』が
必
要
だ
と
考
え

た
の
で
す
」。

　
本
格
的
に
農
業
を
始
め
る
た
め
、
1
9
7
8

年
に
農
事
組
合
法
人
根
占
生
産
組
合
が
設
立
さ
れ

ま
し
た
。
農
地
確
保
の
た
め
の
設
立
で
し
た
が
、

周
囲
の
風
当
た
り
は
強
か
っ
た
と
言
い
ま

す
。「
『
福
祉
を
金
も
う
け
に
利
用
し
て
い
る
』と

勘
違
い
さ
れ
、
軋
轢
が
生
じ
た
よ
う
で
す
。
今
で

は
就
労
支
援
サ
ー
ビ
ス
は
公
に
認
識
が
高
ま
っ
て

い
ま
す
が
、
当
時
は
障
が
い
を
持
つ
人
を
働
か
せ

る
こ
と
を
よ
く
思
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
父
は

1
9
8
1
年
に
大
隅
授
産
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
、

障
が
い
を
持
つ
人
を
労
働
者
と
し
て
接
す
る
先
駆

的
な
取
り
組
み
を
行
い
ま
し
た
。
人
の
手
間
が
か

か
る
お
茶
と
養
豚
だ
か
ら
こ
そ
、
障
害
を
持
つ
人

の
労
働
力
が
必
要
で
し
た
。
そ
れ
で
も
農
と
福
祉

の
連
携
に
地
域
の
理
解
が
得
ら
れ
る
ま
で
に
は
時

間
を
要
し
ま
し
た
」。

　
中
村
さ
ん
は
大
学
進
学
の
た
め
に
上
京
し
、
民

間
企
業
に
就
職
し
ま
す
が
、
1
9
9
3
年
に
南
大
隅

町
に
戻
り
、
白
鳩
会
に
入
職
し
ま
す
。「
そ
の
頃

に
は
農
業
人
口
も
減
り
、
生
産
量
だ
け
で
勝
負
で

き
る
時
代
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、

農
と
福
祉
の
親
和
性
と

﹁
居
場
所
と
役
割
﹂

先
駆
的
が
故
の

周
囲
と
の
軋
轢

時
代
の
変
遷
に
沿
っ
た

労
働
環
境
づ
く
り

6

2

3

45

3  牛の世話をする壱岐さん（左）は入所18年目のベテ
ラン。　 4  大内山さんは入所3年目。慣れた様子で
肥料を散布する　 5  木屋川内さん（右端）は運転が得
意。自宅から通所で15年通っている

1  茶畑で働く迫さん（左）と大内山さん（右）　
2  「子牛が無事に大きくなって出荷できると
うれしい」と、壱岐さん

6  大型の薬剤散布機は利用者た
ちの憧れ。「大きくてかっこいい！」

1
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授
産
セ
ン
タ
ー
設
立
当
初
は
若
く
て
元
気
だ
っ
た

利
用
者
が
、
加
齢
に
よ
り
従
来
の
労
働
が
で
き
な

く
な
る
と
い
う
問
題
も
出
て
き
ま
し
た
。
1

 

9

 
9
 

1
年
に
は
ハ
ム
や
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
加
工
を
始
め
て

い
ま
し
た
が
、
一
歩
先
を
行
き
、
6
次
産
業
化
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
生
産
と
加
工
以

外
の
現
場
で
も
、
働
く
喜
び
を
感
じ
ら
れ
る
労
働

環
境
を
作
る
と
い
う
課
題
が
出
て
き
た
の
で
す
」。

　
2
0
1
9
年
に
中
村
さ
ん
は
理
事
長
に
就
任
。

先
述
の
課
題
解
決
の
た
め
に
生
産
物
の
ブ
ラ
ン
デ

ィ
ン
グ
と
、
地
域
と
の
つ
な
が
り
を
強
化
し
ま
し

た
。
2
0
2
0
年
に
イ
オ
ン
モ
ー
ル
鹿
児
島
に

F
A
R
M
E
R
S 

T
A
B
L
E 

H
A
N
A
N
O
K
I

を
開
設
。
花
の
木
農
場
か
ら
直
送
し
た
食
材
や
鹿

児
島
県
産
の
食
材
を
使
っ
た
お
し
ゃ
れ
な
メ
ニ
ュ

ー
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
で
農
業
や

林
業
を
営
む
人
た
ち
と
連
携
し
、
繁
忙
期
の
労
働

力
と
し
て
利
用
者
の
施
設
外
就
労
を
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
利
用
者
の
就
労
支
援
に
よ
り
、
農
業
以

外
の
仕
事
に
興
味
を
持
ち
、
実
際
に
転
職
し
た
利

用
者
も
い
る
そ
う
で
す
。

　
今
後
は
生
産
物
の
質
を
高
め
、
外
か
ら
人
を
呼

び
込
み
、
大
隅
ブ
ラ
ン
ド
を
世
に
広
め
、
地
域
人

口
を
増
や
し
て
活
性
化
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け

な
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
2
0
2
1
年
に
は
、
農

業
法
人
や
福
祉
事
業
所
、
地
方
公
共
団
体
を
巻
き

込
み
、
地
域
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
機
能
を
持
っ

た
大
隅
半
島
ノ
ウ
フ
ク
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
を
設
立

し
ま
し
た
。
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
で
は
、
外
部
専
門

家
を
招
い
た
人
材
育
成
研
修
会
や
、
農
福
連
携
先

進
地
研
修
、
大
隅
半
島
農
福
産
品
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
強
化
な
ど
、
社
会
福
祉
法
人
や
農
業
法
人
の

相
互
連
携
に
よ
り
大
隅
半
島
全
体
の
振
興
に
繋
が

る
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。「
地
域
と
福
祉
が

連
携
す
る
こ
と
で
、
こ
の
地
の
農
業
は
持
続
可
能

に
な
る
は
ず
で
す
」。
中
村
さ
ん
は
、
農
と
福
祉

の
未
来
を
見
つ
め
て
い
ま
す
。

持
続
可
能
な
農
業
を

目
指
し
て

2  Café terrace Hananokiで働く外堀さん。「接客は楽しい。『また来
るね』と言ってもらえる」と笑顔　 3  新鮮な食材を使って提供されるカフェメ
ニューは完売するほど大人気　 4  養豚所の子豚たち。あと2か月ほどで出
荷となる

Café terrace Hananoki
〒951-8041
鹿児島県肝属郡南大隅町根
占川北 9445-7
☎ 0 994-25-10 8 8
営業時間 9:00 ～ 17:00
定休日 毎週火曜日

1  グループホームおおす
みから見える景色。雄大
な茶畑が広がる

1

2

3

4
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農 業 女 子 つ・な・ぐPJ
本会は、農林水産省が進める「農業女子プロジェクト」に参画し、

「農業女子つ・な・ぐプロジェクト」に取り組んでいます。
プロジェクトメンバーである農業女子に、想いを語っていただきました。

　
直
売
所
で
う
ち
の
ラ
ベ
ル
を
選
ん
で

く
だ
さ
る
お
客
様
に
声
を
か
け
て
も
ら

え
る
と
、「
一
生
懸
命
作
っ
て
良
か
っ

た
」と
報
わ
れ
ま
す
ね
。
地
元
の
学
校

給
食
に
も
出
し
て
い
る
の
で
、
子
ど
も

た
ち
が
も
り
も
り
食
べ
ら
れ
る
よ
う
、

作
物
の
育
て
方
に
は
最
大
限
に
気
を
遣

っ
て
い
ま
す
。

　
私
が
農
業
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
の

は
中
学
生
の
頃
。
品
種
改
良
を
知
っ
て
、

「
研
究
の
力
で
広
大
な
土
地
で
美
味
し

い
お
米
が
た
く
さ
ん
作
れ
た
ら
」と
思

っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
地
元

に
東
京
農
大
が
あ
っ
た
の
で
、
農
大
に

進
学
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
。
勉
強
を

進
め
て
い
く
う
ち
に
、
人
と
植
物
の
関

わ
り
に
興
味
が
う
つ
り
、
そ
の
研
究
室

で
夫
と
出
会
っ
た
ん
で
す
。
夫
は
卒
業

後
す
ぐ
に
実
家
に
戻
る
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
た
の
で
、
彼
と
一
緒
に
板
倉
町
に

来
ま
し
た
。

　
第
２
子
が
生
ま
れ
て
1
年
ほ
ど
で
、

子
ど
も
を
横
に
寝
か
せ
な
が
ら
出
荷
や

袋
詰
め
な
ど
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
が
、
当
時
は
マ
マ
友
や
仲
間
も
い
な

く
て
寂
し
か
っ
た
で
す
ね
。
な
の
で
、

町
内
の
農
家
の
お
嫁
さ
ん
た
ち
に
声
を

か
け
、
情
報
交
換
な
ど
す
る
L
I
N
E

グ
ル
ー
プ
を
作
り
ま
し
た
。「
農
業
女

子
」で
も
同
じ
境
遇
の
方
の
取
り
組
み

が
知
れ
る
の
で
、
感
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

企
業
と
の
コ
ラ
ボ
に
も
参
加
で
き
て
、

や
り
が
い
が
広
が
っ
て
い
ま
す
ね
。

農
大
で
の
出
会
い
か
ら
農
家
へ

仲
間
と
交
流
深
め
、や
り
が
い
に

～どラボ 農業女子の畑に集合！～

農業女子つ・な・ぐプロジェクトでは、畑
を訪れ、土（ど）の上で一緒に過ごし、食べ
ることで農業の楽しさや美味しさを学ぶ
イベントを開催しています！ 7月23日に
は、千葉県船橋市の「三須トマト農園」三須
美智子さんと、夏休みの自由研究をテーマ
に開催しました。美味しいトマトの見分け
方などのお話を聞いて、熱心にメモをとる
皆さん。研究が進んだようです！

根岸さんの農園。ゴー
ヤだけで町内に２０ア
ール作付けしている

ひとり作業の相棒
は愛猫。いつも作
業を見守っている

東京農業大学を卒業後、
結婚を機に夫の実家で就
農。義父母と夫とともに
7.5ヘクタールの田圃で
米と、約115アールの畑
でネギ・ゴーヤ・ニンジ
ンなどを育てJA邑楽館
林直売所やレストランで
販売する。

●群馬県板倉町
ミネラルファーム尚香園

根岸 聡美さん

詳細・最新情報はInstagram @nougyoujoshitsunagu_pjをご覧ください。
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雪中キャベツ植付け隊 本
会
の「
快
汗
！
猫
の
手
援
農
隊
」企
画
、「
雪
中
キ
ャ
ベ
ツ
植
付
け
隊
」に

参
加
し
た
皆
さ
ん
の
様
子
を
取
材
し
ま
し
た
。

「小谷村百姓七人衆」の猪又実さん(上)と、
北アルプスの麓で

作業する皆さん（下）

　
長
野
県
の
北
西
端
に
位
置
す
る
小
谷

村
は
、
ス
キ
ー
リ
ゾ
ー
ト
と
し
て
も
知

ら
れ
る
エ
リ
ア
で
す
。
特
産
品
と
な
っ

て
い
る
の
が
雪
中
野
菜
。
雪
の
下
で
育

つ
こ
と
に
よ
り
糖
度
が
増
し
、
ま
る
で

フ
ル
ー
ツ
の
よ
う
に
甘
み
の
強
い
野
菜

に
育
ち
ま
す
。

　「
小
谷
村
の
積
雪
は
3
㍍
に
も
お
よ

び
ま
す
。
雪
中
キ
ャ
ベ
ツ
は
雪
が
降
る

直
前
に
結
球
さ
せ
る
た
め
、
苗
植
え
は

お
盆
前
ま
で
に
終
わ
ら
せ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
高
齢
化
や
過
疎

化
の
影
響
で
大
変
な
の
で
す
」。
そ
う

話
す
の
は
、（
株
）白
馬
ア
ル
プ
ス
ホ
テ

ル 

旅
行
事
業
部「
小
谷
旅
企
画
」の
小

３ｍ
も
の
積
雪
の
下
で
育
つ

至
極
の
甘
い
キ
ャ
ベ
ツ

島
優
治
さ
ん
で
す
。
11
年
前
に
ス
カ
ウ

ト
さ
れ
、
小
谷
村
に
移
住
し
ま
し
た
。

収
穫
体
験
な
ど
を
手
掛
け
、
村
に
賑
わ

い
を
呼
び
寄
せ
る
ひ
と
り
で
す
。
こ
の

呼
び
か
け
に
、「
猫
の
手
援
農
隊
」の
6

名
が
駆
け
つ
け
、
2
泊
3
日
の
農
作
業

を
行
い
ま
し
た
。

　
畑
に
着
く
と
、「
小
谷
村
百
姓
七
人

ス
キ
ー
宿
の
息
子
た
ち
が

﹁
百
姓
﹂と
し
て
活
躍

小谷村

長野県

長 野 県  『小 谷 村』
お たり むら
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参加者の声

　本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。農山漁村が持つ魅力を味わってい
ただいています。

（一社）全国農協観光協会ホームページ
https://www.znk.or.jp/

次ページにて、オススメ企画をご紹介！

衆
」の
メ
ン
バ
ー
が
出
迎
え
て
く
れ
ま

し
た
。
彼
ら
は
村
の
若
手
グ
ル
ー
プ
で
、

農
作
業
の
サ
ポ
ー
ト
や
休
耕
地
の
委
託

を
請
け
、
雪
中
キ
ャ
ベ
ツ
を
始
め
、
お

米
、
そ
ば
な
ど
を
生
産
し
て
い
ま
す
。

　
初
日
は
畑
づ
く
り
か
ら
の
ス
タ
ー
ト

で
し
た
。
畝
を
作
り
、
マ
ル
チ
シ
ー
ト

を
張
り
、
土
寄
せ
し
て
、
苗
用
の
穴
を

開
け
る
作
業
。
8
月
の
日
差
し
が
照
り

つ
け
る
中
、
汗
を
流
し
な
が
ら
取
り
組

み
ま
し
た
。
作
業
を
振
り
返
っ
て
、
援

農
隊
の
山
﨑
真
理
子
さ
ん
は「
ほ
ぼ
手

作
業
で
大
変
で
す
ね
。
物
価
高
が
ニ
ュ

ー
ス
に
も
な
り
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
に

手
塩
に
か
け
て
出
来
る
の
だ
か
ら『
高

い
』な
ん
て
言
え
ま
せ
ん
」と
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　
実
は「
小
谷
村
百
姓
七
人
衆
」に
は
別

の
顔
が
あ
り
ま
し
た
。「
僕
ら
は
も
と

も
と
ス
キ
ー
宿
の
息
子
た
ち
で
結
成
さ

れ
た
ん
で
す
。
ス
キ
ー
の
オ
フ
シ
ー
ズ

ン
が
農
家
の
繁
忙
期
。
2
0
0
4
年

に
前
身
の
受
託
組
合
が
で
き
、
活
動
を

続
け
て
い
ま
す
」と
代
表
の
猪
又
実
さ

ん
。
小
谷
村
な
ら
で
は
の
形
で
、
特
産

品
や
農
業
を
守
る
仕
組
み
も
教
え
て
く

れ
ま
し
た
。

　
2
日
目
・
3
日
目
は
畑
に
向
き
合
い
、

ひ
た
す
ら
に
苗
を
植
え
ま
し
た
。
中
腰

で
シ
ャ
ベ
ル
片
手
に
、
20
㌢
㍍
ほ
ど
の

苗
を
1
本
植
え
て
は
横
に
移
動
し
、
ま

た
1
本
を
植
え
て
い
く
地
道
な
作
業
で

す
。

　
休
憩
時
に
は
、
七
人
衆
が
育
て
た
ホ

ワ
イ
ト
コ
ー
ン
や
、
お
米
か
ら
手
作
り

の
お
団
子
な
ど
が
振
舞
わ
れ
、
援
農
隊

を
元
気
づ
け
ま
し
た
。「
こ
れ
は
ど
う

や
っ
て
作
っ
た
の
?
」な
ど
、会
話
も
自

然
と
弾
み
ま
す
。
予
定
よ
り
1
時
間
ほ

ど
早
く
、
畑
一
面
2
8
0
0
本
の
苗
を

植
え
き
り
、
一
同
拍
手
で
終
了
。
こ
の

雪
中
キ
ャ
ベ
ツ
は
12
月
末
か
ら
2
月
末

に
か
け
て
収
穫
さ
れ
る
と
の
こ
と
。
生

育
状
況
は
S
N
S
で
発
信
中
で
す
！

２
８
０
０
本
を
植
え
き
り

爽
快
な
笑
顔
に

1  植付前のマルチ張り　 2  2800本
の苗を手作業で植付け

3  雪中キャベツ
は平均３～４kg
の大玉になる　
4  援農隊の植
付け作業の様子

5  休憩では手作りの差し入れでねぎらい　 6  お米から手作り
のお団子が大好評　 7  収穫は雪景色の中行われます

1

2

3

4

5

67

しっかり作業をするので、援農隊は
「きつい」と思う事もあるけれど、東京
に帰るといつも名残惜しく感じます。
時折畑に吹く風がとても爽やかで、青
い山 は々眺めているだけでも心地よか
ったです！

東京都から参加
山﨑 真理子さん

もともと夫婦の趣味が登山。自然と触
れ合うことが大好きなので、田舎暮ら
し体験や援農隊にも2人でよく参加して
います。暑さは厳しかったけれど、とて
も楽しくて、終わりはあっという間でし
た。

埼玉県から参加
安田 秀夫さん
安田 和子さん
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2月中旬

壱岐の島で牡蠣の殻洗い隊

　長崎県壱岐島で海女さんの冬のお仕事をお手
伝いしませんか？冬は牡蠣のシーズンで大忙し。
壱岐の牡蠣は海外にも輸出され、需要が高まっ
ています。
　海から水揚げした牡蠣は、固まっているので、
１つずつにバラし、さらに殻についた海藻や貝
などの付着物を取ってきれいにする作業です。
冬の壱岐の海の恵みを感じながら、お手伝いし
てみませんか？

長崎県壱岐島

地域からの
メッセージ

ここ数年はコロナで実施できていませんが、皆さんに来て
いただくことはとても貴重な交流の機会となっています。
ぜひ今回はお越しいただけることを願っております。

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。

全国農協観光協会ホームページ
https://www.znk.or.jp/

農業の現場では高齢化・過疎化が進み、担い手不足が深刻な
状況です。そこで、豊かな自然の中で、魅力あふれる地域農
業をお手伝いしませんか?日本の農業に役立ちたい、土に触
れて健康的な生活をしたい方におすすめの企画です。

12月上旬

鴨川市温州みかん
総採り収穫隊

　千葉県鴨川市と言えば、美しい海岸をイメー
ジしますが、里山の景色も楽しむことができま
す。この時期、山の斜面にあるみかん畑は黄色
く色づきます。しかし、収穫が遅れると、サル
や鳥が食べてしまい、農家さんを悩ませていま
す。初めての方にも参加しやすい日帰り援農隊
のため、多くのお手伝いをお待ちしています。
作業の状況によっては、「鴨川レモン」の収穫も
お手伝いします！

千葉県鴨川市

鴨川市農林業体験交流協会
清水宏さん

太陽の光をたっぷり浴びて育った鴨川のみかんは、
味の濃さ・香りの強さが自慢です。農家の高齢化
も進み、害獣の被害も増している鴨川への援農に
期待しています。今年もよろしくお願いします。

　本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。
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ふれあい掲示板Autumn

表紙／タケイエミコ
制作／一般社団法人 家の光協会
年４回発行 

（４月、７ 月、10月、１ 月）

公式ホームページ・
各SNSもぜひご覧ください。

Twitter
＠fureai_znk

Facebook公式
ホームページ

YouTube Instagram

・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。　

第33回民俗芸能と農村生活を考える会

「綾子舞」公演のお知らせ
「民俗芸能と農村生活を考える会」は、伝統芸能を鑑賞し、
その背景にある地域の暮らしを知ることによって、都市
住民の方々と農林漁業・農山漁村の現状を考えることを
目的としています。今回は新潟県柏崎市に伝わる「綾子
舞」の保存会の皆様をお迎えし、ご紹介いたします。

【 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や掲載
されない場合もございます。また、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 】
今号の応募締切は、11月30日（水）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　GEEKS AKIHABARA 4階
一般社団法人　全国農協観光協会 ふれあい 係
☎03-5297-0321　FAX 03-5297-0260
E-mail:zennoukan@i-znk.jp

お便り募集のお知らせ
読者の皆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
に参加しての感想や本誌への要望、農業
・農村と関わりのある身の回りの出来事、
最近思うことなどを右記の「ふれあい」係
までお送りください。投稿文は250文字
程度におまとめください。掲載させてい
ただいた方には、 農山漁村地域に関係し
た品をプレゼントいたします。

秋号

● 日時：2023年１月７日（土)　13時開演（12時開場）
● 場所：日本教育会館 一ツ橋ホール 
  （東京都千代田区一ツ橋)
● 入場無料
 ＊ホームページの開設および申込受付は
 10月３日（月)から先着順となります。
●HP：https://www.znk.or.jp/service/event/

常陸踊（下野）イメージ

常陸踊（高原田）イメージ

「綾子舞」は、約500年前から柏崎市大字女谷に伝わる国
指定重要無形民俗文化財です。女性が踊る小歌踊と、男
性による囃子舞、狂言の３つを総称し「綾子舞」と呼ばれ
ています。現在は高原田地区と下野地区で伝承し、それ
ぞれによって歌やせりふに違いがあります。

「綾子舞」について
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