
　
長
年
作
り
継
が
れ
て
い
た
野
菜（
在
来
種
）を
、
古
来
の

栽
培
方
法
で
大
事
に
作
り
育
て
て
い
る
元
気
な
男
性
を
紹

介
し
ま
す
。

中な
か

村む
ら

富と
み

蔵ぞ
う

さ
ん（
76
歳
）出
石
町
口
小
野

時
代
に
合
っ
た
品
種
改
良
も
良
い
が

古
来
の
財
産
を
後
世
に
残
し
た
い
！在来種･小野芋を大切に育てたい昨年の収穫の様子

村
さ
ん
で
す
が
、
淡
々
と
小
野
芋

の
栽
培
を
続
け
て
い
た
た
め
か
、

気
に
も
留
め
ま
せ
ん
。

　

小
野
芋
の
調
理
方
法
を
聞
く
と
、

「
試
行
錯
誤
し
て
い
る
が
、
味
を

知
る
に
は
シ
ン
プ
ル
に
。
薄
味
で

炊
く
と
よ
く
分
か
る
」と
の
答
え
。

　

農
作
物
も
外
国
産
の
も
の
が
多

い
昨
今
、「
幸
い
、
在
来
種
･
小
野

芋
に
は
応
援
隊
が
あ
る
。
こ
の
品

種
を
絶
や
す
こ
と
な
く
後
世
に
残

せ
れ
ば
」と
願
う
中
村
さ
ん
。
同

時
に
、
他
の
在
来
種
も
大
切
に
保

存
さ
れ
た
い
、
と
の
思
い
も
。

小
野
地
区
を
健
康
長
寿
の
郷
に
！

　

農
業
を
続
け
る
一
方
、
小
野
地

区
で「
健
康
長
寿
の
郷
づ
く
り
」を

考
え
て
い
る
中
村
さ
ん
。

　

老
若
男
女
関
係
な
く
、
地
域
全

員
で「
さ
び
な
い
体
」を
作
ろ
う
と

い
う
も
の
で
す
。

　
「
年
を
重
ね
て
も
元
気
で
長
生

き
、
こ
れ
が
一
番
」と
苦
笑
い
。

　
「
体
を
動
か
し
、
頭
を
使
い
、

し
ゃ
べ
っ
て
笑
う
、
そ
う
す
る
こ

と
で
体
の
免
疫
力
を
高
め
、
医
者

に
か
か
る
こ
と
な
く
、
健
康
で
あ

っ
て
ほ
し
い
」と
の
願
い
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
「
日
々
一
生
懸
命
！
」〜
年
を
感

じ
さ
せ
な
い
中
村
さ
ん
の
元
気
の

秘ひ

訣け
つ

で
す
。

小野芋の株（親イモ･子イモ･孫イモ一体）

栽
培
し
て
い
た
」と
の
思
い
し
か

な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　

そ
の
中
村
さ
ん
が「
小
野
芋
を

将
来
に
残
そ
う
」と
強
く
思
う
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
在
来
種
に
関

す
る
研
修
会
に
参
加
し
た
と
き
。

そ
こ
で
、
県
内
の
在
来
種
の
保
存

活
動
を
し
て
い
る
方
に「
こ
の
品

種
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
、
栽
培
面

積
を
広
げ
て
は
」と
助
言
さ
れ
ま

し
た
。
当
時
は
、「
と
て
も
一
人
で

は
…
」と
、
消
極
的
な
中
村
さ
ん

で
し
た
が
、
偶
然
、
そ
の
研
修
で

知
り
合
っ
た
方
の
協
力
で
、
応
援

隊
な
る
協
力
体
制
が
で
き
、
栽
培

面
積
を
増
や
せ
た
と
言
い
ま
す

（
今
は
20
ア
ー
ル
ほ
ど
）。

苦
労
は
つ
い
て
回
る
も
の
！

　

小
野
芋
栽
培
で
の
苦
労
は
、「
イ

モ
が
病
気
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
。
ま
た
、
株（
親
･
子
･

孫
の
ひ
と
か
た
ま
り
）を
保
存
し

て
、
種
用
の
孫
イ
モ
を
取
る
の
も

気
を
使
う
」と
の
こ
と
。

　

孫
イ
モ
は
、
イ
モ
が
病
気
に
な

り
に
く
い
と
い
う
理
由
で
、
春
の

種
植
え
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

小
野
芋
の
収
穫
は
時
期
的
に
遅

く
、
11
月
中
旬
か
ら
下
旬
で
す
。

　
「
こ
の
時
期
に
収
穫
し
て
市
場

に
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
他
の
品
種

と
同
様
に
扱
わ
れ
る
」と
言
う
中

　

出
石
地
域
の
小
野
地
区
で
、
農

業
を
営
む
一
環
で
、
貴
重
な
在
来

種「
小お

野の

芋い
も

」を
守
り
育
て
て
い
る

の
は
、
中
村
富
蔵
さ
ん
。

　

中
村
さ
ん
が
育
て
る「
小
野
芋
」

と
は
、
小
野
地
区
で
古
く
か
ら
作

り
継
が
れ
て
い
る
サ
ト
イ
モ
の
在

来
種
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

古
来
の
品
種
の
危
機

　

す
で
に
、
江
戸
時
代
に
は
小
野

地
区
で
栽
培
さ
れ
て
い
た「
小
野

芋
」は
、
品
質
が
良
く
、
お
い
し

い
と
の
評
判
で
、
京
都
の
料
亭
な

ど
に
出
荷
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
戦
争
の
影

響
で
作
り
手
が
減
少
し
、
戦
後
は

自
家
消
費
用
の
イ
モ
と
し
て
栽
培

さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

そ
の
後
も
、
他
の
品
種
を
栽
培

す
る
家
が
出
て
き
た
り
と
、
生
粋

の
小
野
芋
の
存
在
が
危
う
く
な
り

ま
し
た
。
今
で
は
、
同
地
区
で
、

在
来
種
の
小
野
芋
を
栽
培
す
る

家
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。

地
域
の
在
来
種「
小
野
芋
」を
守
る
！

　

中
村
さ
ん
は「
小
野
芋
は
希
少

な
品
種
、
と
気
付
か
さ
れ
た
の
は

5
年
ほ
ど
前
」と
話
し
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
、「
代
々
引
き
継
が

れ
た
品
種
を
、
農
薬
や
化
学
肥
料

の
な
か
っ
た
昔
な
が
ら
の
手
法
で

コーちゃん・オーちゃんの

「見つけた！豊岡元気人」
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｢

つ
な
が
り
あ
そ
び･

う
た｣

を
広
め
た
い

は
っ
ぴ
ー
ふ
れ
ん
ず
☆
た
ん
と
う（
但
東
）

　

但
東
地
域
で
活
動
し
て
い
る
、

つ
な
が
り
･
レ
ク
サ
ー
ク
ル「
は

っ
ぴ
ー
ふ
れ
ん
ず
☆
た
ん
と
う
」。

　

平
成
14
年
に
設
立
さ
れ
た
こ
の

サ
ー
ク
ル
は
、
生
涯
学
習
の
一
環

と
し
て
、
主
に
但
東
地
域
の
乳
児

か
ら
高
齢
者
ま
で
を
対
象

に
、「
つ
な
が
り
あ
そ
び

･
う
た
」を
中
心
に
楽
し

ん
で
い
ま
す
。
メ
ン
バ
ー

は
、
特
に
固
定
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
サ
ー
ク
ル
活
動

を
す
る
と
き
に
、
声
掛
け

で
参
加
し
て
も
ら
え
れ
ば
、

と
の
考
え
で
す
。

　

サ
ー
ク
ル
活
動
の
ね
ら

い
は
3
点
、
①
自
分
自
身

が
生
き
生
き
と
家
庭
で
、

職
場
で
活
躍
で
き
る
よ
う

一
緒
に
歌
い
踊
り
、
心
や

身
体
を
豊
か
に
育
も
う
②

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の

輪
を
広
げ
、
心
の
豊
か
さ
や
命
の

大
切
さ
を
伝
え
よ
う
③
つ
な
が
り

あ
そ
び
･
う
た
の
温
も
り
や
喜
び

･
楽
し
さ
を
通
し
て
、
子
育
て
や

人
育
て
、
仲
間
づ
く
り
を
支
援
し

よ
う
│
。

　

東
京
都
の「
つ
な
が
り
あ
そ
び・

う
た
研
究
所
」の
考
え
を
基
に
し

た
も
の
で
、
同
所
長
の
二
本
松
は

じ
め
さ
ん
を
迎
え
て
開
催
す
る
イ

ベ
ン
ト
で
は
、
参
加
者
が
楽
し
く

過
ご
せ
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

サ
ー
ク
ル
内
の「
に

こ
に
こ
つ
な
が
り
あ
そ

び
の
会
」リ
ー
ダ
ー
の

野の

世せ

英
子
さ
ん
は「
こ

の
思
い
が
皆
さ
ん
に
伝

わ
れ
ば
」と
話
し
ま
す
。

　

平
成
16
年
９
月
に
は
、

二
本
松
さ
ん
の
書
き
下

ろ
し
曲「
あ
な
た
と
生

き
る
ま
ち
〜
ふ
る
さ
と

但
東
〜
」が
発
表
さ
れ

ま
し
た
。
歌
詞
に
は
但

東
の
名
所
や
子
育
て
中

の
お
母
さ
ん
た
ち
の
声

な
ど
が
織
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
サ
ー
ク

ル
で
は
、「
但
東
の
歌
」と
し
て
知

っ
て
も
ら
う
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な

イ
ベ
ン
ト
で
披
露
し
て
い
ま
す
。

　

ど
こ
か
ら
か
、「
あ
な
た
と
生
き

る
ま
ち
〜
ふ
る
さ
と
但
東
〜
」が

聞
こ
え
て
き
ま
せ
ん
か
。

▲親子で歌の練習。ギターを奏でるのは小学生！

　

10
月
20
日
か
ら
24
日
ま
で
、
但
東
町
出
合
の
公

民
館
で
、
4
年
生
以
上
の
小
学
生
25
人
が
、
集
団

生
活
を
し
な
が
ら
学
校
に
通
う「
但
東
っ
子
通
学

合
宿
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
食
事
は
、
全
員
が
食
べ
終
わ
る
ま
で
席
を
立

た
な
い
」、「
け
ん
か
は
両
成
敗
で
、
お
互
い
を
理

解
し
仲
直
り
す
る
ま
で
対
座
す
る
」な
ど
、「
礼
に

始
ま
り
、
礼
に
終
わ
る
」生
活
で
、
規
律
や
助
け

合
い
の
精
神
を
学
び
ま
し
た
。
ま
た
、
入
浴
は
周

辺
の
民
家
に「
も
ら
い
湯
」を
す
る
こ
と
で
、
地
域

の
方
た
ち
と
交
流
し
、
絆
を
深
め
ま
し
た
。

　

テ
レ
ビ
や
ゲ
ー
ム
が
な
く
て
も
、
み
ん
な
で
工

夫
し
楽
し
ん
だ
、
笑
顔
あ
ふ
れ
る
5
日
間
で
し
た
。

　

11
月
2
日
、
中
竹
野
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
、

三
世
代
交
流
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会（
中
竹
野

地
区
公
民
館
主
催
）が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
小
学

生
か
ら
高
齢
者
ま
で
約
50
人
が
参
加
し
、
交
流
を

深
め
て
い
ま
し
た
。

　

参
加
者
の
中
に
は
、
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
を
達
成

す
る
方
も
い
て
、「
や
っ
た
ー
」と
い
う
声
と
周
り

か
ら
の「
お
お
ー
」と
い
う
歓
声
が
、
グ
ラ
ウ
ン
ド

全
体
に
響
い
て
い
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
山
村
柚ゆ
う

人と

く
ん（
竹
野
中
3
年
）は

「
打
つ
の
が
難
し
く
、
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
が
な
か

な
か
と
れ
な
い
け
ど
、
楽
し
い
」と
笑
顔
で
話
し

て
い
ま
し
た
。

「
但
東
っ
子
通
学
合
宿
」

こ
ど
も
は
地
域
の
宝
物
！　

地
域
で
育
て
、地
域
で
見
守
る「

三
世
代
交
流
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
」

健
康
増
進
と
三
世
代
交
流
を
目
的
に

▲スタッフの助けを借りながら後片付けに励みます

▲青空の下、楽しく交流
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