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　【三重支局】鳥羽市農水商工
課で農地の管理や農業委員会に
関する事務などを担当していま
す。実家は主に漁業関係をして
いますが、幼少期に祖父が農業
を営んでいたので、農業にも親
しみがあります。
　農業について、さらに詳しく
なれるように勉強中です。農家
の方と接する機会は少ないです
が、仕事を通して地域の農業を
支えたいという思いで、日々取
り組んでいます。
　休日はショッピングに出掛け

たり、オンラインライブを視聴したり
してリフレッシュしています。
　　　　　　　　　　　　　（小谷）

地
域
農
業
を
支
え
た
い

小こ

久く

保ぼ

怜れ

美み

さ
ん

三
重
県
鳥
羽
市
・
22
歳

ゴ
マ
栽
培
を
始
め
た
。
県
や
Ｊ

Ａ
い
び
川
な
ど
の
協
力
を
受
け

な
が
ら
、
現
在
は
農
家
10
人
ほ

ど
が
約
32
㌃
に
作
付
け
る
。

　
「
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
で
多
く

栽
培
さ
れ
る
金
ゴ
マ
で
す
が
、

山
に
囲
ま
れ
、
日
照
時
間
の
少

な
い
地
域
で
も
比
較
的
管
理
が

し
や
す
い
。
獣
害
が
少
な
い
た

め
助
か
っ
て
い
ま
す
」
と
髙
橋

さ
ん
。
妻
の
美
津
子
さ
ん（
71
）

る
横
山
農
園
は
、
良
好
な
経
営

状
態
と
長
年
の
実
績
か
ら
、
過

去
に
日
本
農
業
賞
大
賞
な
ど
の

受
賞
経
験
を
持
つ
。

　
生
産
者
が
納
得
し
た
販
売
価

格
が
ベ
ス
ト
だ
と
い
う
横
山
さ

ん
。
栽
培
の
際
に
水
分
コ
ン
ト

　
【
愛
知
支
局
】
豊
明
市
沓
掛

町
の
横よ

こ

山や
ま

請せ
い

悟ご

さ
ん（
45
）は
、

同
市
に
あ
る
ガ
ラ
ス
温
室
14
棟

で
「
フ
ァ
ー
ス
ト
ト
マ
ト
」
を

は
じ
め
と
し
た
数
種
類
の
ト
マ

ト
と
マ
ス
ク
メ
ロ
ン
を
栽
培

し
、
販
売
し
て
い
る
。
経
営
す

ロ
ー
ル
を
自
由
に
行
え
る
隔
離

ベ
ッ
ド
や
良
質
の
バ
ー
ク
堆
肥

な
ど
を
使
用
し
、
高
品
質
を
保

つ
。

　
台
風
や
地
震
に
備
え
て
園
芸

施
設
共
済
に
加
入
し
て
い
る
。

２
０
２
１
年
は
夏
場
の
急
激
な

気
象
の
変
化
が
多
い
中
、
頻
発

す
る
落
雷
で
付
帯
施
設
の
開
閉

装
置
制
御
盤
に
被
害
を
受
け

た
。
高
品
質
な
ト
マ
ト
や
メ
ロ

ン
に
付
加
価
値
を
付
け
安
定
し

て
消
費
者
に
届
け
る
た
め
に

は
、
ハ
ウ
ス
内
の
環
境
制
御
に

伴
う
設
備
が
必
要
不
可
欠
だ
。

「
復
旧
費
用
特
約
と
制
度
改
正

に
よ
る
付
保
割
合
の
追
加
特
約

で
、
手
厚
い
補
償
を
受
け
ら
れ

て
と
て
も
助
か
り
ま
し
た
」
と

横
山
さ
ん
は
話
す
。

　
農
園
直
営
の
直
売
所
に
は
、

上
質
な
果
実
を
使
っ
た
ト
マ
ト

ジ
ュ
ー
ス
な
ど
の
加
工
品
も
並

ぶ
。
「
う
ち
の
ト
マ
ト
は
、
ト

マ
ト
が
好
き
な
人
だ
け
で
な

く
、
苦
手
な
人
に
も
好
評
な
ん

で
す
よ
」
と
話
す
横
山
さ
ん
。

今
後
も
直
売
所
で
の
販
売
を
中

心
に
、
濃
厚
な
味
わ
い
の
ト
マ

ト
と
メ
ロ
ン
を
届
け
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
藤
）

は
「
播
種
時
は
草
の
管
理
が
必

要
で
す
が
、
茎
は
女
性
で
も
刈

れ
る
の
で
、
と
て
も
作
り
や
す

い
で
す
よ
」
と
話
す
。

　
今
年
の
目
標
は
昨
年
の
10
㌃

当
た
り
収
量
約
50
㌔
を
超
え
る

80
㌔
と
、
格
付
け
最
上
級
の
Ｓ

ラ
ン
ク
に
認
定
さ
れ
る
こ
と

だ
。

　
教
員
を
勤
め
な
が
ら
農
業
に

50
年
以
上
関
わ
り
続
け
て
き
た

髙
橋
さ
ん
。
今
後
の
抱
負
に
つ

い
て
「
一
人
で
も
多
く
、
中
山

間
地
の
活
性
化
に
関
心
を
寄
せ

て
く
だ
さ
る
方
が
増
え
る
と
う

れ
し
い
で
す
ね
。
農
産
物
を
育

て
る
こ
と
で
地
域
貢
献
に
つ
な

げ
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
次
の
世

代
へ
伝
え
て
い
く
こ
と
も
大
事

な
役
目
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
話
す
。

　
問
い
合
わ
せ
先
＝
髙
橋
さ
ん

方
☎
０
５
８
５
（
５ 

４
）
２
５

０
５
　
　
　
　
　
　
（
相
崎
）

　
【
岐
阜
支
局
】
「
特
産
品
で

地
域
を
元
気
に
し
た
い
」
と
話

す
の
は
、
髙
橋
哲
男
さ
ん

（
73
）。
揖
斐
川
町
乙
原
地
区
で

金
ゴ
マ
５
㌃
と
水
稲
30
㌃
、
茶

５
㌃
、
そ
の
他
野
菜
30
㌃
を
作

付
け
る
。

　
髙
橋
さ
ん
は
耕
作
放
棄
地
を

解
消
し
、
地
域
お
こ
し
に
な
る

特
産
品
を
作
り
た
い
と
、
５
年

前
に
グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
て
金

　
【
静
岡
支
局
】
函
南
町
鬢び

ん

の
沢さ

わ

で

乳
牛
約
１
３
０
頭
を
飼
育
し
て
い
る

内
田
利
光
さ
ん（
45
）、
娘
の
結ゆ

い

那な

さ

ん（
14
）、
息
子
の
陸り

く

翔と

さ
ん（
12
）を

訪
ね
ま
し
た
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
　
◇

　
Ｑ

　酪
農
を
始
め
た
き
っ
か
け

は
？

　
利
光
さ
ん
　
高
校
時
代
に
北
海
道

の
牧
場
で
実
習
を
受
け
た
際
に
経
営

規
模
の
違
い
に
驚
き
、
大
自
然
の
中

で
奇
麗
な
星
を
見
な
が
ら
酪
農
の
仕

事
に
感
動
を
覚
え
た
こ
と
で
す
。

　
Ｑ

　工
夫
し
て
い
る
こ
と
や
力
を

入
れ
て
い
る
こ
と
は
？

　
利
光
さ
ん
　
省
力
化
の
た
め
、
キ

ャ
リ
ロ
ボ
（
搾
乳
ユ
ニ
ッ
ト
自
動
搬

送
装
置
）
を
導
入
し
た
ほ
か
、
牛
舎

に
壁
を
設
け
な
い
方
法
を
採
っ
て
い

内田 利光さん 静岡県函南町

牧場体験などを構想
ま
す
。
ま
た
、
子
供
の
成
長
が
楽
し

み
で
す
。
将
来
酪
農
を
や
り
た
い
と

思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
魅
力
を
伝

え
、
後
継
者
の
育
成
に
つ
な
げ
た
い

で
す
。

　
結
那
さ
ん
　
餌
や
り
な
ど
の
役
割

担
当
を
決
め
、
日
頃
か
ら
手
伝
い
を

し
て
い
ま
す
。

　
Ｑ

　や
り
が
い
や
魅
力
は
？

　
利
光
さ
ん
　
自
分
た
ち
の
搾
っ
た

生
乳
が「
丹
那
牛
乳
」と
し
て
世
に
出

回
り
、
飲
ん
だ
人
が『
お
い
し
い
』と

言
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
魅
力
で
す
。

　
Ｑ

　今
後
の
目
標
や
取
り
組
み
た

い
こ
と
は
？

　利
光
さ
ん
　
近
隣
に
オ
ー
プ
ン
予

定
の
キ
ャ
ン
プ
場
と
協
力
し
、
フ
ァ

ー
ム
体
験
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
構
想

し
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
（
前
田
）

が
ふ
る
さ
と
の
直
売
所
「
ひ
ぞ
っ

こ
」
（
伊
賀
市
）
で
販
売
。
丁
寧
な

作
り
に
引
か
れ
、
購
入
に
直
接
訪
れ

る
人
も
い
る
。
し
め
縄
よ
り
、
馬
や

ト
ン
ボ
と
い
っ
た
わ
ら
細
工
に
人
気

が
あ
る
と
い
う
。

　
地
元
の
諏
訪
神
社
の
ほ
か
、
伊
賀

市
や
名
張
市
の
神
社
に
奉
納
。
正
月

行
事
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

　
「
し
め
縄
は
、
見
た
目
の
青
さ
が

大
事
」
と
森
田
さ
ん
。
材
料
に
な
る

稲
わ
ら
は
何
よ
り
も
乾
燥
が
重
要

で
、
刈
り
取
っ
た
当
日
に
、
稲
わ
ら

を
立
て
て
乾
燥
機
で
30
時
間
乾
燥
さ

せ
る
。
そ
の
後
、
は
さ
掛
け
を
し
て

自
然
乾
燥
さ
せ
、
日
光
が
当
た
ら
な

い
よ
う
暗
所
で
保
管
す
る
。
「
風
通

し
に
も
気
を
配
っ
て
い
る
」
と
い
う

言
葉
通
り
、
新
し
い
畳
表
の
よ
う
な

香
り
が
作
業
場
に
漂
う
。

　
「
中
に
わ
ら
を
入
れ
て
圧
縮
す
る

た
め
力
仕
事
で
大
変
だ
が
、
繁
忙
期

に
は
子
供
や
他
県
で
暮
ら
す
孫
が
手

伝
い
に
来
て
く
れ
る
。
ま
た
、
正
月

に
自
分
が
作
っ
た
し
め
縄
を
飾
っ
て

も
ら
え
る
の
が
一
番
う
れ
し
い
」
と

ほ
ほ
笑
む
。

　
森
田
さ
ん
の
し
め
縄
は
、
Ｊ
Ａ
い

　
あ
ゆ
み
も
ち
の
ほ
か
、
水
稲
「
コ

シ
ヒ
カ
リ
」
や
「
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
」
を

約
１
０
０
㌃
で
栽
培
す
る
森
田
さ

ん
。
刈
り
取
り
が
終
了
す
る
11
月
ご

ろ
か
ら
し
め
縄
を
作
っ
て
お
り
、
年

間
約
１
２
０
０
個
を
完
成
さ
せ
る
。

　
し
め
縄
作
り
は
会
社
を
退
職
し
た

12
年
前
、
近
所
の
人
に
教
わ
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
。「
両
親
が
わ
ら
仕
事

を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

細
か
い
手
作
業
が
昔
か
ら
好
き
だ
っ

た
」
と
話
す
。
日
本
古
来
の
伝
統
的

な
風
習
で
あ
る
し
め
縄
へ
の
愛
着
も

あ
り
、
今
で
は
森
田
さ
ん
に
と
っ
て

欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
最
初
は
形
を
作
る
こ
と
が
難
し
か

っ
た
と
い
う
が
、
今
で
は
一
つ
30
分

ほ
ど
で
完
成
さ
せ
る
。
し
め
縄
一
つ

に
付
き
、
稲
わ
ら
10
株
分
を
使
う
。

　【三重支局】伊賀市諏訪在住の森田正
まさ

徳
のり

さん（80）
は、自身が栽培する「あゆみもち」の稲わらを使っ
て、しめ縄を手作業で作っている。正月に玄関など
に飾るしめ縄は、厄災から家を守り、年神様を迎え
る神聖なもの。一つずつ心を込めて作り上げる。 幸

福
へ
の
願
い
込
め

し
め
縄
作
り

竹
垣
で
使
わ
れ
る
「
角
結
び
」
と
い
う
結
び
方
で
し
め
縄
を
作
る

森
田
さ
ん

原材料に使用されたゴマの
商品を手に髙橋さん夫妻

髙
橋
哲
男
さ
ん
・
揖
斐
川
町

次世代へつなぐ地域を

高
品
質
生
産
に
向
け
て

園
芸
施
設
共
済
で
備
え

トマト
マスクメロン

横
山
請
悟
さ
ん
・
豊
明
市

仲間と共に金ゴマ栽培

森田 正徳さん 三重県伊賀市

自家産「あゆみもち」の稲わら使用

娘
が
餅
や
赤
飯
に
し
て
販
売
一
層
の
励
み
に

　
収
穫
し
た
あ
ゆ
み
も
ち
を
娘
の
陽

子
さ
ん（
54
）が
餅
や
赤
飯
な
ど
に
加

工
し
て
販
売
す
る
陽
気
庵
を
２
０
１

７
年
に
オ
ー
プ
ン
。
こ
の
こ
と
が
森

田
さ
ん
の
一
層
の
励
み
に
な
っ
て
い

る
。
諏
訪
の
豊
か
な
土
と
美
し
い
水

に
育
ま
れ
た
も
ち
米
は
、
味
わ
い
が

格
別
。
赤
飯
の
小
豆
も
森
田
さ
ん
の

畑
で
取
れ
た
良
質
な
も
の
を
使
う
。

　
し
め
縄
の
作
り
手
の
後
継
者
を
育

て
た
い
と
、
地
区
の
文
化
祭
で
講
習

会
を
開
く
森
田
さ
ん
。
「
元
気
な
う

ち
に
、
少
し
で
も
活
動
し
て
い
き
た

い
。
若
い
人
が
受
け
継
い
で
い
っ
て

く
れ
る
と
う
れ
し
い
」
と
話
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
増
田
、
中
森
）

しめ縄の技術を生か
して作られた宝船

さまざまな形のしめ縄

トマトの生育状況を確認する横山さん
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欠
だ
。

「
復
旧
費
用
特
約
と
制
度
改
正

に
よ
る
付
保
割
合
の
追
加
特
約

で
、
手
厚
い
補
償
を
受
け
ら
れ

て
と
て
も
助
か
り
ま
し
た
」
と

横
山
さ
ん
は
話
す
。

　
農
園
直
営
の
直
売
所
に
は
、

上
質
な
果
実
を
使
っ
た
ト
マ
ト

ジ
ュ
ー
ス
な
ど
の
加
工
品
も
並

ぶ
。
「
う
ち
の
ト
マ
ト
は
、
ト

マ
ト
が
好
き
な
人
だ
け
で
な

く
、
苦
手
な
人
に
も
好
評
な
ん

で
す
よ
」
と
話
す
横
山
さ
ん
。

今
後
も
直
売
所
で
の
販
売
を
中

心
に
、
濃
厚
な
味
わ
い
の
ト
マ

ト
と
メ
ロ
ン
を
届
け
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
安
藤
）

は
「
播
種
時
は
草
の
管
理
が
必

要
で
す
が
、
茎
は
女
性
で
も
刈

れ
る
の
で
、
と
て
も
作
り
や
す

い
で
す
よ
」
と
話
す
。

　
今
年
の
目
標
は
昨
年
の
10
㌃

当
た
り
収
量
約
50
㌔
を
超
え
る

80
㌔
と
、
格
付
け
最
上
級
の
Ｓ

ラ
ン
ク
に
認
定
さ
れ
る
こ
と

だ
。

　
教
員
を
勤
め
な
が
ら
農
業
に

50
年
以
上
関
わ
り
続
け
て
き
た

髙
橋
さ
ん
。
今
後
の
抱
負
に
つ

い
て
「
一
人
で
も
多
く
、
中
山

間
地
の
活
性
化
に
関
心
を
寄
せ

て
く
だ
さ
る
方
が
増
え
る
と
う

れ
し
い
で
す
ね
。
農
産
物
を
育

て
る
こ
と
で
地
域
貢
献
に
つ
な

げ
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
次
の
世

代
へ
伝
え
て
い
く
こ
と
も
大
事

な
役
目
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
話
す
。

　
問
い
合
わ
せ
先
＝
髙
橋
さ
ん

方
☎
０
５
８
５
（
５ 

４
）
２
５

０
５
　
　
　
　
　
　
（
相
崎
）

　
【
岐
阜
支
局
】
「
特
産
品
で

地
域
を
元
気
に
し
た
い
」
と
話

す
の
は
、
髙
橋
哲
男
さ
ん

（
73
）。
揖
斐
川
町
乙
原
地
区
で

金
ゴ
マ
５
㌃
と
水
稲
30
㌃
、
茶

５
㌃
、
そ
の
他
野
菜
30
㌃
を
作

付
け
る
。

　
髙
橋
さ
ん
は
耕
作
放
棄
地
を

解
消
し
、
地
域
お
こ
し
に
な
る

特
産
品
を
作
り
た
い
と
、
５
年

前
に
グ
ル
ー
プ
を
結
成
し
て
金

　
【
静
岡
支
局
】
函
南
町
鬢び

ん

の
沢さ

わ

で

乳
牛
約
１
３
０
頭
を
飼
育
し
て
い
る

内
田
利
光
さ
ん（
45
）、
娘
の
結ゆ

い

那な

さ

ん（
14
）、
息
子
の
陸り

く

翔と

さ
ん（
12
）を

訪
ね
ま
し
た
。

　
　
　
　
◇
　
　
　
　
◇

　
Ｑ

　酪
農
を
始
め
た
き
っ
か
け

は
？

　
利
光
さ
ん
　
高
校
時
代
に
北
海
道

の
牧
場
で
実
習
を
受
け
た
際
に
経
営

規
模
の
違
い
に
驚
き
、
大
自
然
の
中

で
奇
麗
な
星
を
見
な
が
ら
酪
農
の
仕

事
に
感
動
を
覚
え
た
こ
と
で
す
。

　
Ｑ

　工
夫
し
て
い
る
こ
と
や
力
を

入
れ
て
い
る
こ
と
は
？

　
利
光
さ
ん
　
省
力
化
の
た
め
、
キ

ャ
リ
ロ
ボ
（
搾
乳
ユ
ニ
ッ
ト
自
動
搬

送
装
置
）
を
導
入
し
た
ほ
か
、
牛
舎

に
壁
を
設
け
な
い
方
法
を
採
っ
て
い

内田 利光さん 静岡県函南町

牧場体験などを構想
ま
す
。
ま
た
、
子
供
の
成
長
が
楽
し

み
で
す
。
将
来
酪
農
を
や
り
た
い
と

思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
魅
力
を
伝

え
、
後
継
者
の
育
成
に
つ
な
げ
た
い

で
す
。

　
結
那
さ
ん
　
餌
や
り
な
ど
の
役
割

担
当
を
決
め
、
日
頃
か
ら
手
伝
い
を

し
て
い
ま
す
。

　
Ｑ

　や
り
が
い
や
魅
力
は
？

　
利
光
さ
ん
　
自
分
た
ち
の
搾
っ
た

生
乳
が「
丹
那
牛
乳
」と
し
て
世
に
出

回
り
、
飲
ん
だ
人
が『
お
い
し
い
』と

言
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
魅
力
で
す
。

　
Ｑ

　今
後
の
目
標
や
取
り
組
み
た

い
こ
と
は
？

　利
光
さ
ん
　
近
隣
に
オ
ー
プ
ン
予

定
の
キ
ャ
ン
プ
場
と
協
力
し
、
フ
ァ

ー
ム
体
験
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
構
想

し
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
（
前
田
）

が
ふ
る
さ
と
の
直
売
所
「
ひ
ぞ
っ

こ
」
（
伊
賀
市
）
で
販
売
。
丁
寧
な

作
り
に
引
か
れ
、
購
入
に
直
接
訪
れ

る
人
も
い
る
。
し
め
縄
よ
り
、
馬
や

ト
ン
ボ
と
い
っ
た
わ
ら
細
工
に
人
気

が
あ
る
と
い
う
。

　
地
元
の
諏
訪
神
社
の
ほ
か
、
伊
賀

市
や
名
張
市
の
神
社
に
奉
納
。
正
月

行
事
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

　
「
し
め
縄
は
、
見
た
目
の
青
さ
が

大
事
」
と
森
田
さ
ん
。
材
料
に
な
る

稲
わ
ら
は
何
よ
り
も
乾
燥
が
重
要

で
、
刈
り
取
っ
た
当
日
に
、
稲
わ
ら

を
立
て
て
乾
燥
機
で
30
時
間
乾
燥
さ

せ
る
。
そ
の
後
、
は
さ
掛
け
を
し
て

自
然
乾
燥
さ
せ
、
日
光
が
当
た
ら
な

い
よ
う
暗
所
で
保
管
す
る
。
「
風
通

し
に
も
気
を
配
っ
て
い
る
」
と
い
う

言
葉
通
り
、
新
し
い
畳
表
の
よ
う
な

香
り
が
作
業
場
に
漂
う
。

　
「
中
に
わ
ら
を
入
れ
て
圧
縮
す
る

た
め
力
仕
事
で
大
変
だ
が
、
繁
忙
期

に
は
子
供
や
他
県
で
暮
ら
す
孫
が
手

伝
い
に
来
て
く
れ
る
。
ま
た
、
正
月

に
自
分
が
作
っ
た
し
め
縄
を
飾
っ
て

も
ら
え
る
の
が
一
番
う
れ
し
い
」
と

ほ
ほ
笑
む
。

　
森
田
さ
ん
の
し
め
縄
は
、
Ｊ
Ａ
い

　
あ
ゆ
み
も
ち
の
ほ
か
、
水
稲
「
コ

シ
ヒ
カ
リ
」
や
「
キ
ヌ
ヒ
カ
リ
」
を

約
１
０
０
㌃
で
栽
培
す
る
森
田
さ

ん
。
刈
り
取
り
が
終
了
す
る
11
月
ご

ろ
か
ら
し
め
縄
を
作
っ
て
お
り
、
年

間
約
１
２
０
０
個
を
完
成
さ
せ
る
。

　
し
め
縄
作
り
は
会
社
を
退
職
し
た

12
年
前
、
近
所
の
人
に
教
わ
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
。「
両
親
が
わ
ら
仕
事

を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

細
か
い
手
作
業
が
昔
か
ら
好
き
だ
っ

た
」
と
話
す
。
日
本
古
来
の
伝
統
的

な
風
習
で
あ
る
し
め
縄
へ
の
愛
着
も

あ
り
、
今
で
は
森
田
さ
ん
に
と
っ
て

欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
最
初
は
形
を
作
る
こ
と
が
難
し
か

っ
た
と
い
う
が
、
今
で
は
一
つ
30
分

ほ
ど
で
完
成
さ
せ
る
。
し
め
縄
一
つ

に
付
き
、
稲
わ
ら
10
株
分
を
使
う
。

　【三重支局】伊賀市諏訪在住の森田正
まさ

徳
のり

さん（80）
は、自身が栽培する「あゆみもち」の稲わらを使っ
て、しめ縄を手作業で作っている。正月に玄関など
に飾るしめ縄は、厄災から家を守り、年神様を迎え
る神聖なもの。一つずつ心を込めて作り上げる。 幸

福
へ
の
願
い
込
め

し
め
縄
作
り

竹
垣
で
使
わ
れ
る
「
角
結
び
」
と
い
う
結
び
方
で
し
め
縄
を
作
る

森
田
さ
ん

原材料に使用されたゴマの
商品を手に髙橋さん夫妻

髙
橋
哲
男
さ
ん
・
揖
斐
川
町

次世代へつなぐ地域を

高
品
質
生
産
に
向
け
て

園
芸
施
設
共
済
で
備
え

トマト
マスクメロン

横
山
請
悟
さ
ん
・
豊
明
市

仲間と共に金ゴマ栽培

森田 正徳さん 三重県伊賀市

自家産「あゆみもち」の稲わら使用

娘
が
餅
や
赤
飯
に
し
て
販
売
一
層
の
励
み
に

　
収
穫
し
た
あ
ゆ
み
も
ち
を
娘
の
陽

子
さ
ん（
54
）が
餅
や
赤
飯
な
ど
に
加

工
し
て
販
売
す
る
陽
気
庵
を
２
０
１

７
年
に
オ
ー
プ
ン
。
こ
の
こ
と
が
森

田
さ
ん
の
一
層
の
励
み
に
な
っ
て
い

る
。
諏
訪
の
豊
か
な
土
と
美
し
い
水

に
育
ま
れ
た
も
ち
米
は
、
味
わ
い
が

格
別
。
赤
飯
の
小
豆
も
森
田
さ
ん
の

畑
で
取
れ
た
良
質
な
も
の
を
使
う
。

　
し
め
縄
の
作
り
手
の
後
継
者
を
育

て
た
い
と
、
地
区
の
文
化
祭
で
講
習

会
を
開
く
森
田
さ
ん
。
「
元
気
な
う

ち
に
、
少
し
で
も
活
動
し
て
い
き
た

い
。
若
い
人
が
受
け
継
い
で
い
っ
て

く
れ
る
と
う
れ
し
い
」
と
話
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
増
田
、
中
森
）

しめ縄の技術を生か
して作られた宝船

さまざまな形のしめ縄

トマトの生育状況を確認する横山さん


