










生
産
者
や
食
べ
物
へ
の
感
謝
の
心

り
ん
ど
う
ヶ
丘
小
学
校
の
田
植
え

　

６
月
６
日
、
り
ん
ど
う
ヶ
丘
小
学
校
の
５

年
生
（
８
人
）
と
６
年
生
（
５
人
）
が
田
植

え
を
行
い
ま
し
た
。

　

５
年
生
の
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
毎
年

行
わ
れ
て
い
る
田
植
え
の
体
験
学
習
。
複
式

学
級
の
た
め
、
６
年
生
も
参
加
し
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
は
事
前
に
、
米
の
成
長
過
程
を
調

べ
た
り
、
無
農
薬
栽
培
（
ア
イ
ガ
モ
農
法
・

コ
イ
農
法
）
に
つ
い
て
学
習
し
た
り
し
て
い

ま
し
た
。

　

田
植
え
を
行
う
の
は
、
北
里
和
教
さ
ん

（
田
の
原
）
が
所
有
し
て
い
る
広
さ
４
畝
（
約

４
０
０
㎡
）
ほ
ど
の
田
ん
ぼ
で
す
。
北
里
さ

ん
が
田
ん
ぼ
の
提
供
を
始
め
た
の
は
、
北
里

さ
ん
の
子
ど
も
が
小
学
生
だ
っ
た
15
年
ほ
ど

前
。き
っ
か
け
は「
田
ん
ぼ
の
匂
い
を
分
か
っ

て
ほ
し
い
」
と
思
っ
た
こ
と
で
し
た
。
そ
れ

か
ら
地
元
り
ん
ど
う
ヶ
丘
小
学
校
の
子
ど
も

た
ち
に
、
田
植
え
と
と
も
に
苗
や
泥
の
「
田

ん
ぼ
の
匂
い
」
を
経
験
し
て
ほ
し
い
と
、
代

か
き
な
ど
の
田
植
え
の
準
備
を
毎
年
行
っ
て

い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
用
意
さ
れ
た
苗
を
手
に

田
ん
ぼ
の
あ
ぜ
に
並
び
ま
す
。
そ
し
て
、
は

だ
し
で
田
ん
ぼ
の
中
へ
。
た
め
ら
う
こ
と
な

く
入
る
子
も
い
れ
ば
、
あ
ぜ
に
腰
か
け
て
か

ら
ゆ
っ
く
り
と
足
を
つ
け
る
子
も
。
足
の
裏

か
ら
泥
の
感
触
が
伝
わ
っ
て
き
た
よ
う
で

す
。

　
「
お
米
が
た
く
さ
ん
実
る
よ
う
に
、
思
い

を
込
め
て
植
え
て
く
だ
さ
い
」
と
担
任
の
古

川
先
生
が
声
を
か
け
ま
す
。
保
護
者
も
参
加

し
て
全
員
一
列
に
な
り
、
青
々
と
し
た
も
ち

米
の
苗
を
植
え
始
め
ま
し
た
。
田
ん
ぼ
の
端

と
端
を
結
ぶ
縄
を
目
安
に
、
４
〜
５
本
ず
つ

苗
を
手
植
え
。
初
め
は
苗
と
苗
の
間
隔
や
本

数
を
、
隣
の
友
達
の
様
子
を
見
な
が
ら
植
え

て
い
た
子
ど
も
た
ち
。
保
護
者
や
先
生
か
ら

植
え
方
を
教
え
て
も
ら
う
と
、
コ
ツ
を
つ
か

ん
だ
の
か
だ
ん
だ
ん
と
上
手
に
な
り
、
苗
が

浮
か
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
と
植
え
て
い
ま

し
た
。

　

手
作
業
で
、
中
腰
の
姿
勢
が
続
く
決
し
て

楽
で
は
な
い
作
業
で
す
が
、「
頑
張
っ
て
」

と
子
ど
も
た
ち
を
応
援
す
る
か
の
よ
う
に
吹

く
風
は
「
田
ん
ぼ
の
匂
い
」
を
運
び
、
そ
の

た
び
に
子
ど
も
た
ち
が
植
え
た
苗
が
風
に
そ

よ
い
で
い
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
は
約
１
時
間
半
を
か
け
、
最

後
ま
で
全
員
で
田
植
え
を
終
わ
ら
せ
ま
し

た
。
今
後
は
、
お
い
し
い
お
米
が
で
き
る
よ

う
に
草
取
り
な
ど
の
世
話
を
し
な
が
ら
、
秋

に
予
定
さ
れ
て
い
る
稲
刈
り
ま
で
米
の
成
長

を
見
守
り
ま
す
。

　

田
植
え
を
終
え
、「
ま
っ
す
ぐ
植
え
る
の

が
難
し
か
っ
た
」「（
列
の
目
安
の
）
縄
が

揺
れ
る
か
ら
合
わ
せ
る
の
が
大
変
だ
っ
た
」

「
足
で
苗
を
踏
み
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

「
泥
の
感
触
が
変
な
感
じ
が
し
た
」「
お
米
を

作
る
の
は
大
変
だ
な
と
思
っ
た
」
と
感
想
を

話
す
子
ど
も
た
ち
。
こ
の
体
験
に
つ
い
て
古

川
先
生
は
「
お
米
は
日
本
の
食
文
化
の
中
心

な
の
で
、
そ
れ
を
育
て
る
大
変
さ
や
苦
労
を

実
体
験
と
し
て
子
ど
も
た
ち
に
味
わ
っ
て
も

ら
い
た
い
で
す
ね
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
活

動
を
す
る
こ
と
で
、
一
粒
一
粒
の
お
米
に
対

し
て
、
粗
末
に
で
き
な
い
と
い
う
気
持
ち
を

培
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
」
と
話
し
て
い

ま
し
た
。

１. 心を込め丁寧に苗
を植える / ２. 青空や
木々、子どもたちの
姿が映る水鏡 / ３. 苗
がしっかりと根ざす
よう植え方を教わる /
４. 田植えの後は給食
の時間。おいしく「い
ただきます」/ ５. 子
どもたちは米作りを
通して農の大切さ、
食の大切さを学ぶ １

２

３ ４

５



子
ど
も
た
ち
が
自
分
で
体
験
し
て

学
ぶ
収
穫
ま
で
の
苦
労
や
喜
び
、

そ
し
て
食
べ
物
の
大
切
さ
。

な
ぜ
私
た
ち
に
は
食
が
大
事
な
の

で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
は
き
よ
ら
産
の
食
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
―
。

苗
の
成
長
と

共
に
育
む

口こ
う

福ふ
く

な
食
卓

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
「
食
」
の
大
切
さ

―



南
小
国
に
は
、
美
し
い

水
や
空
気
、
土
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
豊
か
な
自

然
の
中
で
、
田
畑
を
耕

し
、
農
作
物
を
育
て
る

人
が
い
ま
す
。

き
よ
ら
の
郷
が
生
ん
だ

食
材
を
使
っ
た
、
こ
ん

な
朝
ご
飯
。

白
い
ご
飯
、
み
そ
汁
、

お
ひ
た
し
、
お
漬
物
。

きよら発―。

ダイコン
髙村健志さん
（永山）

　夜中３時から

畑で収穫し、朝

７時から洗浄や

箱詰めの作業で

す。朝が早い仕

事ですが、洗って土が落ちた真っ白な

ダイコンを見たときは、うれしいです

ね。食べてくれた人の「おいしい」と

いう一言も喜びです。おいしく食べて

もらっていることに感謝しています。

だから、もっとおいしいダイコンを作

りたいです。自然が相手の仕事なので、

自分一人ではくじけてしまったかもし

れません。でも、同年代の仲間たちと

の出会いがありました。グループ活動

や共同作業のなかで、競い合い、助け

合いながらやってきました。これから

もここ南小国で農業を続けていきま

す。

シイタケ
下城博志さん
（落見）

　原木シイタケ

はとても良い香

りがします。ク

ヌギやハサコの

木を使い、ハウ

スと山林で栽培しています。年間を通

して収穫できるよう、ハウス栽培のシ

イタケは温度・湿度・雨量をみなが

ら、手間をかけて育てています。農業

は南小国を支えてきました。「何年経っ

ても変わらないもの」が農業にはある

のではないでしょうか。その土地で暮

らす人がその土地のものを食べること

は、体に合っていると思います。輸送

にかかるエネルギーを減らすことがで

きるのも、地産地消の良い点だと思い

ます。農業を続ける原動力は、いつで

も自分の中に「夢と目標」を持ってい

ることです。

シイタケのみそ汁



お
い
し
い
ご
飯
は
、
豪

華
さ
で
は
な
く
、
愛
情
。

　
い
つ
も
何
気
な
く
口
に

し
て
い
る
食
材
に
は
、

こ
ん
な
に
も
生
産
者
の

「
思
い
」
が
込
め
ら
れ
て

い
る
の
で
す
。

おいしい朝食は、ホウレンソウ
髙村秀明さん
（陣内）

　朝採りのホウ

レンソウはシャ

キッとしていて

栄養価が高く、

甘みがありま

す。朝収穫して、その日の昼に出荷で

す。学校給食でホウレンソウを食べて

くれる町の子どもたちには、地元のも

のを食べることができるという「誇り」

を持って食べてほしいですね。生産者

の「顔」が見えるというのは、地産地

消の良さの一つだと思います。生産者

が高齢化している今、地産地消で消費

していかないと後継者がいなくなって

しまうのではないかと考えます。まだ

まだ私は親父の背中を追っている途中

です。親父の域には達していません。

親父という先輩に追いつくよう、頑張

ります。

米
河津巳執さん
（千光寺）

　無農薬野菜を

作っていたこと

から、米作りで

も無農薬に挑戦

しています。米

作りは１年に１度しかできないので、

失敗を繰り返しながら独学で続けてき

ました。化学肥料は使わず、レンゲ草

を秋にまいて春先に荒起こし。５月中

旬に田植えをして、１０月上旬に稲刈

りをします。毎日、朝昼晩食べる米な

ので、安全で安心なものを真心込めて

作っています。ここにはきれいで豊富

な水もあり、米作りには最適な土地で

す。また、田んぼには赤トンボなどさ

まざまな生き物たちがいます。無農薬

にこだわり、この豊かな自然も残して

いきたいと思っています。

ホウレンソウのおひたし

ダイコンのお漬物

ご飯



　

子
ど
も
た
ち
へ
の
食
育

　

学
校
の
家
庭
科
の
時
間
に
、
子
ど
も
た
ち
へ

地
産
地
消
な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
た
食
育
の
講
話

を
し
ま
す
。
自
宅
の
畑
で
ど
ん
な
も
の
が
作
ら

れ
て
い
る
か
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
に
は
、「
自

分
の
お
家
の
畑
や
田
ん
ぼ
に
行
っ
て
み
て
。
家

族
が
一
生
懸
命
作
っ
た
野
菜
や
米
が
で
き
て
い

る
と
思
う
よ
」
と
話
を
し
ま
す
。
作
る
人
や
食

べ
物
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
も
大
事
な
の
で
、
講

話
の
中
に
入
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
学

校
で
米
作
り
や
芋
植
え
の
体
験
を
す
る
こ
と

は
、
こ
の
よ
う
な
感
謝
の
気
持
ち
を
育
む
こ
と

に
も
つ
な
が
り
、
と
て
も
良
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。

　

作
り
伝
え
て
ほ
し
い
伝
承
料
理

「
食
か
ら
は
い
ろ
ん
な
こ
と
が
学
べ
ま
す
。
食
を
家
族
で

話
し
合
っ
て
ほ
し
い
―
」
そ
う
話
す
の
は
、
南
小
国
町

食
生
活
改
善
推
進
員
協
議
会
の
会
長
を
務
め
る
上
島
キ

ミ
子
さ
ん
。
20
年
以
上
に
わ
た
り
「
食
」
に
つ
い
て
の

活
動
に
携
わ
っ
て
き
た
上
島
さ
ん
に
、「
食
の
大
切
さ
」

に
つ
い
て
話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

お
正
月
・
お
盆
・
節
句
と
季
節
ご
と
に
さ
ま

ざ
ま
な
行
事
が
あ
り
、
そ
の
た
び
に
料
理
を
作

り
ま
す
。
昔
な
が
ら
の
郷
土
料
理
や
お
せ
ち
料

理
は
、
ず
っ
と
作
り
続
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
お
雑
煮
一
つ
に
し
て
も
、
町
内
の

地
区
や
家
庭
に
よ
っ
て
具
材
が
違
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
家
庭
の
味
」
を
受
け

継
い
で
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

　

大
人
に
な
っ
た
と
き
、
子
ど
も
の
頃
に
家
族

と
作
っ
た
料
理
を
思
い
出
し
て
作
っ
て
み
れ

ば
、
そ
れ
が
伝
承
だ
と
思
い
ま
す
。
形
だ
け
の

伝
承
は
重
み
や
深
み
が
な
い
け
れ
ど
、
小
さ

い
時
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
と
料
理
を
し
な
が

ら
味
見
を
し
た
記
憶
は
、
き
っ
と
胸
に
残
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。「
体
験
」
し
て
い
る
か
ら
。

そ
う
い
う
の
が
「
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
」
だ

と
思
い
ま
す
。
何
十
人
か
の
う
ち
の
一
人
で
も

い
い
か
ら
、
つ
な
が
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

南
小
国
産
の
良
さ

　

自
分
の
家
で
野
菜
を
作
る
と
き
は
、
農
薬
を

あ
ま
り
使
わ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
家
族
に
安
全
で
安

心
な
も
の
を
食
べ
さ
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
の

表
れ
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
種
を
ま
い
て
、

芽
が
出
て
、
葉
っ
ぱ
に
な
っ
た
り
根
っ
こ
に

な
っ
た
り
と
い
う
過
程
を
み
て
い
る
と
愛
着
が

湧
き
、
お
い
し
さ
が
増
し
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

　

地
元
産
の
食
材
が
お
い
し
い
理
由
に
は
、
鮮

度
の
良
さ
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
春
夏
秋
冬
、
そ

の
季
節
に
で
き
た
新
鮮
な
旬
の
野
菜
を
食
べ
る

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
と
て
も
良
い
で
す
ね
。

食
べ
物
か
ら
季
節
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。こ
の
季
節
感
も
、子
ど
も
た
ち
に
味
わ
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。「
夏
に
は
こ
ん
な
野

菜
が
で
き
る
」
と
か
。「
食
」
か
ら
は
本
当
に

多
く
の
こ
と
が
学
べ
ま
す
。

　

食
卓
を
囲
ん
で
「
食
」
の
話
を

　

毎
月
19
日
は
「
食
育
の
日
」
で
す
。
こ
の
日

が
、家
族
み
ん
な
で
ご
飯
を
食
べ
な
が
ら
、「
食
」

に
つ
い
て
話
し
合
う
機
会
に
な
れ
ば
良
い
な
と

思
い
ま
す
。
畑
で
作
物
を
生
産
す
る
人
、
料
理

を
作
る
人
と
、
い
ろ
ん
な
人
の
手
を
渡
っ
て
き

て
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
料
理
が
乗
っ
て
い
ま
す
。

家
族
が
料
理
を
作
っ
て
く
れ
る
こ
と
へ
の
感
謝

の
気
持
ち
も
持
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
子
ど
も

た
ち
だ
け
で
は
な
く
大
人
も
、
そ
の
こ
と
を
月

に
１
度
で
も
考
え
て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
で

す
。

南小国町食生活改善推進員協議会　
会長

上島キミ子さん（和田上）



人
に
良
い
と
書
い
て
食
。

ご
飯
を
食
べ
る
と
体
が
元
気
に
な
り
ま
す
。

み
ん
な
で
食
べ
る
と
心
も
元
気
に
な
り
ま
す
。

地
元
の
食
材
を
食
べ
れ
ば
、
農
業
が
、
ま
ち
が

元
気
に
な
り
ま
す
。

　

「
食
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
ま
ち
を
考
え
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

新
鮮
な
野
菜
や
米
は
、直
売
所
で
買
え
る
し
、

近
所
か
ら
お
裾
分
け
で
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
し
て
、
う
ち
の
畑
や
田
ん
ぼ
で
も
育
っ

て
い
ま
す
。

　

生
産
者
の
顔
が
見
え
る
地
産
地
消
は
、
安
全

で
安
心
で
す
。
生
産
者
（
隣
の
お
じ
ち
ゃ
ん
、

お
ば
ち
ゃ
ん
、う
ち
の
家
族
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）

が
誰
か
の
た
め
を
思
い
な
が
ら
、
心
を
込
め
て

作
っ
た
食
材
。
そ
れ
ら
を
使
っ
た
食
事
や
給
食

は
、
私
た
ち
の
日
常
に
あ
る
最
高
の
お
も
て
な

し
な
の
で
す
。

　

こ
の
ま
ち
に
は
、
五
穀
豊
穣
を
願
い
、
豊
作

に
感
謝
す
る
伝
統
の
祭
り
や
、
昔
か
ら
伝
わ
る

郷
土
料
理
が
あ
り
ま
す
。
夏
に
は
青
々
と
し
た

水
田
が
広
が
り
、
秋
に
は
黄
金
色
の
稲
穂
が
こ

う
べ
を
垂
れ
る
田
園
風
景
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ

南
小
国
の
風
土
そ
し
て
愛
情
で
育
っ
た
食
材

は
、
き
っ
と
、
ふ
る
さ
と
の
匂
い
や
味
が
し
ま

す
。

　

だ
か
ら
、
も
っ
と
食
べ
よ
う
、
一
緒
に
食
べ

よ
う
、
地
元
の
食
材
を
。

特集　口
こう

福
ふく

な食卓　終
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