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坂
城
町
は
、
四
方
を
１
０
０
０
メ
ー
ト
ル
級

の
山
々
に
囲
ま
れ
、
水
は
け
の
よ
い
傾
斜
地
を

活
か
し
た
果
樹
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

り
ん
ご
の
栽
培
は
、
明
治
の
末
期
か
ら
北
日

名
、
南
日
名
、
御
所
沢
と
い
っ
た
日
当
た
り
の

よ
い
山
ろ
く
の
地
区
を
中
心
に
広
が
っ
た
。
昭

和
６０
年
（
１
９
８
５
）
に
は
、
り
ん
ご
が
「
町

の
花
木
」
に
指
定
さ
れ
、
町
の
シ
ン
ボ
ル
の
一

つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

南
日
名
地
区
で
り
ん
ご
農
家
を
営
む
深
井
幸

年
さ
ん
は
、
妻
の
弘
子
さ
ん
と
と
も
に
１
・
２

ヘ
ク
タ
ー
ル
ほ
ど
の
畑
で
各
種
の
り
ん
ご
を
生

産
し
て
い
る
。
急
斜
面
の
畑
だ
が
、
水
は
け
や

日
当
た
り
の
面
で
好
条
件
な
の
だ
と
い
う
。

　
　

　

こ
の
畑
の
一
部
は
、
元
々
作
付
が
行
わ
れ

ず
荒
れ
て
い
た
農
地
で
あ
っ
た
。
深
井
さ
ん

は
、
ア
メ
リ
カ
で
２
年
ほ
ど
「
り
ん
ご
修
業
」

を
し
た
後
、
坂
城
に
帰
っ
て
か
ら
こ
の
荒
廃
農

地
を
借
り
て
開
墾
、
地
域
で
初
め
て
の
「
わ
い

化
栽
培
」
を
始
め
た
。

「
わ
い
化
栽
培
」
と
は
、
果
樹
の
高
さ
を
低

く
し
、
樹
体
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
す
る
こ
と
に
よ

り
、
作
業
性
を
向
上
さ
せ
る
栽
培
方
法
で
あ

る
。
１
本
当
た
り
の
収
穫
量
は
少
な
い
が
、
木

の
数
が
多
い
た
め
、
果
樹
園
全
体
で
の
収
穫
量

は
増
え
る
。
普
通
、
り
ん
ご
の
木
は
、
実
を
結

ぶ
ま
で
約
５
年
ほ
ど
か
か
る
が
、「
わ
い
化
栽

培
」
の
木
で
は
、
３
年
ぐ
ら
い
で
実
が
な
る
メ

リ
ッ
ト
も
あ
る
。

　
　

　

深
井
さ
ん
が
「
り
ん
ご
修
業
」
の
た
め
に
渡

米
し
た
の
は
、
高
校
卒
業
後
、
長
野
県
果
樹
試

験
場
で
１
年
間
研
修
し
た
後
の
、
２０
～
２１
歳
ご

ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
農
業
研
修
生
の
米
国
派
遣

制
度
を
利
用
し
、
ア
メ
リ
カ
に
２
年
間
滞
在
し

た
。
そ
の
間
、
農
家
に
住
み
込
み
、
ア
メ
リ
カ

の
大
規
模
農
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
だ
。
し
か

し
、
技
術
的
に
は
、
そ
の
当
時
も
日
本
の
ほ
う

が
ず
っ
と
上
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　
　

　

こ
の
取
材
の
た
め
に
深
井
さ
ん
を
訪
ね
た
の

は
、
２
月
初
め
の
こ
と
。
ち
ょ
う
ど
、
り
ん
ご

の
木
の
剪
定
の
時
期
で
あ
っ
た
。
剪
定
も
夏
季

剪
定
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
２
月
ご
ろ
の
剪

定
は
整
枝
剪
定
と
い
っ
て
、
木
の
形
を
つ
く
る

う
え
で
最
も
重
要
な
仕
事
だ
と
い
う
。

「
剪
定
は
、
ほ
と
ん
ど
妻
と
２
人
で
行
っ
て

い
ま
す
。
摘
花
と
か
着
色
管
理
の
葉
摘
み
作
業

な
ど
は
、
娘
や
ア
グ
リ
サ
ポ
ー
ト
の
人
に
も

手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
剪
定
や
玉
回

し
、
葉
摘
み
、
摘
花
作
業
と
い
う
の
は
根
気
の

い
る
仕
事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
大
し
て
重
労
働

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
当
の
重
労
働
は
収
穫
作

業
で
す
」

　

深
井
さ
ん
が
「
収
穫
作
業
は
重
労
働
だ
」
と

言
う
理
由
。
そ
れ
は
、
り
ん
ご
を
入
れ
た
コ
ン

テ
ナ
が
１
箱
２０
キ
ロ
も
あ
り
、
こ
の
運
搬
が
大

変
だ
か
ら
で
あ
る
。
コ
ン
テ
ナ
の
中
に
は
、
実

の
大
き
さ
に
も
よ
る
が
、
通
常
、
７０
個
を
超
え

る
数
の
り
ん
ご
が
入
る
。

　
　

　

深
井
さ
ん
の
年
間
の
り
ん
ご
出
荷
量
は
、
コ

ン
テ
ナ
で
１
０
０
０
箱
ほ
ど
。
品
種
に
よ
っ
て

収
穫
時
期
が
異
な
り
、
早
生
種
は
８
月
か
ら
収

穫
が
始
ま
る
。
最
後
の
「
ふ
じ
」
は
、
１１
月
中
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摘果作業（６月頃）

旬
か
ら
末
ご
ろ
の
収
穫
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
の

間
に
さ
ま
ざ
ま
な
品
種
の
り
ん
ご
の
収
穫
が
行

わ
れ
る
。

　
　「

私
が
出
荷
す
る
品
種
は
多
く
、
８
種
類
ほ

ど
あ
り
ま
す
。『
夏
乙
女
』
を
は
じ
め
、『
シ
ナ

ノ
リ
ッ
プ
』『
つ
が
る
』『
秋
映
』『
シ
ナ
ノ
ド

ル
チ
ェ
』『
シ
ナ
ノ
ス
イ
ー
ト
』『
シ
ナ
ノ
ゴ
ー

ル
ド
』、
そ
の
合
間
に
わ
ず
か
で
す
が
『
紅
玉
』

が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
『
ふ
じ
』
と
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
出
荷
順
で
あ
っ
て
、
出
荷
量
が
い

ち
ば
ん
多
い
の
は
『
ふ
じ
』
で
す
。
日
持
ち
が

よ
く
て
、
長
期
販
売
が
で
き
る
。
味
も
い
い

し
、
今
の
と
こ
ろ
、『
ふ
じ
』
に
勝
る
り
ん
ご

は
あ
り
ま
せ
ん
」

　
　

「
夏
乙
女
」
は
、
平
成
２０
年
（
２
０
０
８
）
に

深
井
さ
ん
が
新
た
に
品
種
登
録
し
た
り
ん
ご
で

あ
る
。
深
井
さ
ん
に
よ
る
と
、
昔
は
長
野
県
で

は
、
新
品
種
の
開
発
よ
り
、
栽
培
技
術
改
良
に

注
力
を
し
て
い
た
と
い
う
。
深
井
さ
ん
が
若
い

こ
ろ
長
野
県
果
樹
試
験
場
で
研
修
し
て
い
た
と

き
も
、
新
品
種
開
発
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど

力
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、「
わ
い
化
栽
培
」

な
ど
の
栽
培
技
術
は
、
青
森
よ
り
も
ず
っ
と
早

く
導
入
し
て
い
た
そ
う
だ
。

　
　

　

し
か
し
、
昭
和
の
後
期
か
ら
、
長
野
県
で
も

新
品
種
の
開
発
が
進
み
、
平
成
に
入
る
と
長
野

県
発
の
さ
ま
ざ
ま
な
有
力
品
種
が
新
た
に
品
種

登
録
さ
れ
て
い
る
。「
秋
映
」「
シ
ナ
ノ
ス
イ
ー

ト
」「
シ
ナ
ノ
ゴ
ー
ル
ド
」
の
「
信
州
り
ん
ご

３
兄
弟
」
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。

　

通
常
、
り
ん
ご
の
品
種
改
良
は
、
母
木
と
な

る
品
種
の
め
し
べ
に
、
ほ
か
の
品
種
の
花
粉
を

人
工
的
に
付
着
さ
せ
た
果
実
か
ら
種
を
採
る

「
交
雑
育
種
」
と
呼
ば
れ
る
方
法
に
よ
り
行
わ

れ
る
が
、「
夏
乙
女
」
は
、
深
井
さ
ん
の
長
年

の
り
ん
ご
栽
培
の
経
験
と
観
察
か
ら
誕
生
し
た

品
種
で
あ
る
。

　
「『
夏
乙
女
』
は
、『
さ
ん
さ
』
と
い
う
品
種
の

り
ん
ご
畑
で
自
然
に
落
ち
た
り
ん
ご
の
種
が
発

芽
し
て
で
き
た
品
種
で
す
。
り
ん
ご
の
小
さ
な

芽
の
こ
と
を
実み

生し
ょ
うと
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
選

抜
し
た
も
の
で
す
。
母
木
は
『
さ
ん
さ
』
で
あ

る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
花
粉
で
あ
る

父
親
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。『
さ
ん
さ
』
の

実
生
と
し
て
品
種
登
録
を
行
い
ま
し
た
」

　
　

　

こ
の
「
夏
乙
女
」
の
特
徴
は
、
糖
度
が
１３
度

ぐ
ら
い
で
酸
味
と
果
汁
が
多
い
。
早
生
種
だ
か

ら
「
つ
が
る
」
よ
り
早
く
収
穫
で
き
、
お
盆
の

お
供
え
物
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
、

「
つ
が
る
」
と
違
っ
て
落
果
し
に
く
く
、
収
穫

す
る
と
き
で
さ
え
力
を
入
れ
な
い
と
取
れ
な
い

ほ
ど
。
し
た
が
っ
て
、
台
風
な
ど
に
は
め
っ
ぽ

う
強
い
品
種
な
の
だ
と
い
う
。

　
　「

早
く
実
を
つ
け
さ
せ
る
た
め
に
、『
夏
乙
女
』

の
小
さ
な
木
（
穂
木
）
を
、
大
き
な
台
木
に
接

ぎ
木
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
２
年
ぐ
ら
い
で

実
が
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
何
年
間
か
実
を

つ
け
さ
せ
て
色
や
味
、
大
き
さ
、
堅
さ
な
ど
を

細
か
く
観
察
し
た
の
で
す
」

　

こ
の
よ
う
な
苦
労
を
経
て
、
よ
う
や
く
「
夏

乙
女
」
を
世
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
　「『

夏
乙
女
』
は
、
８
月
３
～
４
日
ぐ
ら
い
か

ら
採
れ
始
め
、
最
終
の
出
荷
は
８
月
２０
日
く
ら
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収穫（９～１１月頃）

い
で
す
。
す
ぐ
に
ぼ
け
る
こ
と
が
な
く
、
夏
物

と
し
て
は
日
持
ち
の
す
る
り
ん
ご
で
す
。
最
近

は
、
私
以
外
に
も
坂
城
で
作
る
人
が
い
る
の

で
、
坂
城
産
の
『
夏
乙
女
』
と
し
て
売
ら
れ
て

い
ま
す
」

　

ま
た
、
深
井
さ
ん
の
農
園
に
は
「
夏
乙
女
」

の
ほ
か
に
も
、
新
品
種
と
見
ら
れ
る
り
ん
ご
が

３
種
類
ほ
ど
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、
ま
だ

品
種
登
録
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
坂
城
発
の
新

た
な
品
種
が
こ
の
な
か
か
ら
誕
生
す
る
か
も
し

れ
な
い
。

　
　

　

さ
て
、
深
井
さ
ん
は
農
業
を
営
む
か
た
わ

ら
、
平
成
２３
年
（
２
０
１
１
）
か
ら
５
年
間
、

一
般
財
団
法
人
長
野
県
果
樹
研
究
会
の
副
会
長

も
務
め
て
い
る
。
同
研
究
会
の
坂
城
の
会
長
や

更
埴
支
部
長
を
経
て
、
上
部
団
体
で
あ
る
果
樹

研
究
会
の
副
会
長
に
な
っ
た
。

　

そ
の
当
時
の
こ
と
で
、
最
も
印
象
に
残
っ
て

い
る
こ
と
を
尋
ね
る
と
、
全
国
の
り
ん
ご
農
家

約
３
０
０
人
が
参
加
し
て
行
わ
れ
た
「
全
国
り

ん
ご
研
究
大
会　

長
野
大
会
」
で
あ
る
と
の

答
え
が
返
っ
て
き
た
。
１
泊
２
日
の
日
程
で

開
催
さ
れ
た
同
大
会
は
、
松
代
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ

ル
を
主
会
場
に
長
野
県
果
樹
試
験
場
で
の
研
修

や
小
諸
市
の
り
ん
ご
農
家
の
畑
の
視
察
を
行
っ

た
。
短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
和
気
あ
い
あ

い
、
充
実
し
た
時
間
を
過
ご
し
た
の
だ
と
か
。

　
　

　

し
か
し
、
熱
心
な
全
国
の
り
ん
ご
農
家
と
の

活
発
な
交
流
と
対
比
し
て
、
深
井
さ
ん
は
坂
城

の
り
ん
ご
づ
く
り
の
将
来
を
案
じ
て
い
る
。

　
　「

ま
ず
、
農
業
の
新
し
い
担
い
手
が
少
な
い

で
す
し
、
今
携
わ
っ
て
い
る
人
も
高
齢
化
し
て

い
ま
す
。
り
ん
ご
も
ぶ
ど
う
の
よ
う
に
高
値
で

取
引
さ
れ
れ
ば
、
り
ん
ご
を
作
る
人
も
増
え
る

と
思
い
ま
す
が
、
な
か
な
か
そ
う
も
い
き
ま
せ

ん
。
勤
め
な
が
ら
り
ん
ご
を
作
っ
て
い
る
人
も

わ
ず
か
な
が
ら
い
ま
す
が
、
私
ぐ
ら
い
の
年
齢

で
も
若
手
の
方
で
、
多
く
は
私
よ
り
年
上
の
先

輩
方
で
す
」

　

近
年
は
、
定
年
を
機
に
農
業
を
本
格
的
に
始

め
る
「
定
年
帰
農
」
の
動
き
も
見
ら
れ
る
が
、

り
ん
ご
を
作
る
人
は
多
く
な
い
。

「
り
ん
ご
は
、
定
年
後
か
ら
作
り
始
め
る
の

が
難
し
い
の
で
す
。
し
か
も
、
定
年
の
年
齢
も

６５
歳
ま
で
延
び
て
い
ま
す
の
で
な
お
さ
ら
で

す
。
私
だ
っ
て
毎
年
、
１
年
生
の
よ
う
な
も
の

な
の
で
す
か
ら
」

　
　

　

と
は
い
え
、
せ
っ
か
く
果
樹
栽
培
に
適
し

た
環
境
が
整
っ
て
い
る
坂
城
で
あ
る
。
そ
し

て
、
長
年
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
伝
統
が
あ
る
り
ん
ご

栽
培
。
こ
れ
か
ら
も
大
勢
の
人
に
、
こ
の
地
で

質
の
よ
い
り
ん
ご
を
作
っ
て
ほ
し
い
。
深
井
さ

ん
は
心
か
ら
そ
う
願
っ
て
い
る
。

　
　　

深
井
幸
年
様
は
、
本
稿
取
材
後
の
令
和
４
年
３
月

に
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り

い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
本
稿
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ご
遺
族
の
ご
承

諾
の
も
と
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。
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「坂城ぶどう」の礎を築いた独歩の道
絶えざる研究でさらなるブランド力の強化を図る

坂城町御所沢
ぶどう農家

【プロフィール】
滝澤良吉（たきざわりょうきち）
1938年生まれ　坂城町出身
1960～1997年 アート金属㈱勤務（兼業農家）
1998年 ぶどう専業農家
2002～2003年 旧ちくま農協ぶどう部会坂城・
上山田支部長
趣味は庭いじり

滝澤良吉
Takizawa Ryokichi
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整
っ
た
房
形
の
巨
峰
で
あ
る
「
に
ぎ
り
房
」

発
祥
の
地
、
坂
城
町
。
降
雨
量
が
少
な
く
寒
暖

差
の
あ
る
気
候
を
活
か
し
、
現
在
は
シ
ャ
イ
ン

マ
ス
カ
ッ
ト
や
ナ
ガ
ノ
パ
ー
プ
ル
な
ど
高
品
質

な
ぶ
ど
う
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年

は
、
官
民
が
連
携
し
、
ワ
イ
ン
用
ぶ
ど
う
の
産

地
化
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　

　

滝
澤
良
吉
さ
ん
は
、
坂
城
町
の
御
所
沢
地

区
で
長
年
生
食
用
の
ぶ
ど
う
栽
培
に
取
り
組

み
、
農
協
の
ぶ
ど
う
部
会
坂
城
・
上
山
田
支
部

長
を
務
め
る
な
ど
、
地
域
の
ぶ
ど
う
栽
培
を

リ
ー
ド
し
て
き
た
。

　

滝
澤
さ
ん
に
と
っ
て
、
平
成
期
の
ぶ
ど
う
栽

培
を
取
り
巻
く
何
よ
り
大
き
な
変
化
は
、
食
や

農
業
の
安
全
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
で
あ
っ

た
と
い
う
。
産
地
偽
装
や
無
登
録
農
薬
の
使
用

な
ど
農
業
へ
の
信
頼
を
揺
る
が
す
事
件
が
相
次

い
だ
こ
と
か
ら
、
平
成
１５
年
（
２
０
０
３
）、

食
品
安
全
委
員
会
が
発
足
。
ま
た
、
農
薬
取
締

法
の
改
正
に
よ
り
、
農
薬
使
用
に
関
す
る
帳
簿

の
記
帳
が
義
務
化
さ
れ
、
農
薬
の
使
用
な
ど
生

産
履
歴
の
管
理
は
、
農
産
物
の
追
跡
可
能
性

（
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
）
の
観
点
か
ら
、
農
家

の
重
要
な
責
任
と
な
っ
て
い
る
。

　

８０
歳
を
越
え
て
な
お
、
品
質
の
よ
い
、
安
心
・

安
全
な
ぶ
ど
う
作
り
に
情
熱
を
注
ぐ
滝
澤
さ
ん

に
、
こ
れ
ま
で
の
坂
城
の
ぶ
ど
う
作
り
の
歩
み

を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　

　

滝
澤
さ
ん
は
、
高
校
卒
業
後
、
上
田
の
会
社

に
就
職
し
た
が
、
二
足
の
わ
ら
じ
で
家
業
で
あ

る
農
業
を
続
け
て
き
た
。

「
土
日
や
、
朝
食
前
に
田
の
代
か
き
を
し
た

り
、
畑
を
耕
し
た
り
し
ま
し
た
。
今
思
え
ば
よ

く
頑
張
っ
た
も
の
で
す
。
父
の
希
望
で
も
あ
り

ま
し
た
が
、
自
分
も
農
業
が
好
き
だ
っ
た
か
ら

続
け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
」

「
か
つ
て
こ
の
辺
り
は
、
養
蚕
や
米
、
麦
、
大

豆
を
作
っ
て
い
た
あ
り
ふ
れ
た
農
村
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
我
が
家
で
は
、
祖
父
が
り

ん
ご
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
り
ん
ご
が
比
較
的

順
調
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
他
の
農
家
よ
り
少

し
遅
れ
て
、
昭
和
４４
年
（
１
９
６
９
）
ご
ろ
、

ぶ
ど
う
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
私
は
、
平
成
９

年
（
１
９
９
７
）、
５９
歳
の
と
き
に
会
社
を
辞

め
、
農
業
に
専
念
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
」

　
　

　

坂
城
町
で
、
販
売
目
的
の
ぶ
ど
う
が
作
ら
れ

始
め
た
の
は
、
昭
和
２５
年
（
１
９
５
０
）
年

ご
ろ
。
町
内
の
四
ツ
屋
、
新
町
、
苅
屋
原
地

区
の
３
人
が
「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
」
を
植
え
た
の

が
始
ま
り
だ
と
い
う
。
そ
の
後
、
特
に
四
ツ

屋
地
区
で
栽
培
が
盛
ん
に
な
り
、
昭
和
３４
年

（
１
９
５
９
）
ご
ろ
に
出
荷
組
合
が
で
き
た
。

　

昭
和
３９
年（
１
９
６
４
）に
は
、
農
協
の「
ぶ

ど
う
部
会
」
が
発
足
。
以
後
、
栽
培
の
技
術
指

導
か
ら
出
荷
ま
で
農
協
が
主
導
し
て
い
く
。
昭

和
５３
年
（
１
９
７
８
）
に
は
農
協
の
「
ち
く
ま

果
実
流
通
セ
ン
タ
ー
」
が
御
所
沢
地
区
に
開
設

し
、
集
出
荷
か
ら
情
報
交
換
ま
で
行
わ
れ
る
拠

点
と
な
っ
た
。

　

ぶ
ど
う
の
品
種
の
主
流
は
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア

の
後
、「
種
あ
り
巨
峰
」
の
時
代
が
長
く
続
い

た
。
昭
和
１７
年
（
１
９
４
２
）
に
伊
豆
で
誕
生

し
た
巨
峰
は
、
昭
和
４０
年
代
に
坂
城
で
も
導
入

が
進
ん
だ
。
減
反
の
流
れ
も
あ
り
、
全
国
で
栽

培
が
広
が
り
、「
ぶ
ど
う
の
王
様
」
と
呼
ば
れ

８０
年
近
く
栽
培
が
続
い
て
い
る
。
平
成
に
入
る

と
「
種
な
し
巨
峰
」
が
急
速
に
広
ま
り
、
多
く

の
ぶ
ど
う
で
有
核
（
種
あ
り
）
か
ら
無
核
（
種

な
し
）
へ
と
品
種
改
良
が
進
ん
だ
。

　

平
成
９
年
（
１
９
９
７
）
に
は
、
皮
ご
と
食

べ
ら
れ
る
「
ナ
ガ
ノ
パ
ー
プ
ル
」
が
誕
生
。
食

べ
や
す
く
お
い
し
い
人
気
の
品
種
だ
が
、
実
が

割
れ
や
す
く
栽
培
が
難
し
い
こ
と
も
あ
り
、
爆

発
的
な
出
荷
増
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
こ
ろ
、
栽
培
技
術
に
も
変
化
が

あ
り
、
剪
定
な
ど
の
管
理
が
容
易
な
「
短
梢
栽

培
」
が
広
が
っ
て
い
る
。
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滝
澤
さ
ん
は
、
長
ら
く
種
あ
り
巨
峰
を
栽

培
し
て
き
た
が
、
会
社
勤
め
を
し
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
農
協
の
講
習
会
な
ど
に
は
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
栽
培
方
法
は
自
己
流
で
あ
っ

た
と
い
う
。
農
薬
こ
そ
農
協
で
指
導
を
受
け
た

が
、
剪
定
か
ら
肥
培
管
理
ま
で
我
流
だ
っ
た
。

そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、
当
初
は
、
思
う
よ
う

な
ぶ
ど
う
が
栽
培
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
　

　

し
か
し
、
滝
澤
さ
ん
は
、
市
場
に
出
荷
さ
れ

る
良
質
な
ぶ
ど
う
を
見
た
り
、
須
坂
や
塩
尻
の

試
験
場
ま
で
行
っ
て
勉
強
を
重
ね
て
い
く
。

　

か
つ
て
は
肥
料
、
特
に
窒
素
を
多
く
使
わ
な

い
方
が
よ
い
と
さ
れ
て
い
た
が
、
逆
に
肥
料
を

た
く
さ
ん
用
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
重
視
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
接
ぎ
木
の
た
め
の
台
木
に
つ

い
て
も
、
根
が
張
っ
た
幹
の
太
い
丈
夫
な
も
の

に
す
る
な
ど
、
技
術
改
良
を
進
め
る
。

　

周
囲
と
異
な
る
方
法
で
栽
培
し
て
い
た
た

め
、
批
判
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ

が
、
良
質
な
ぶ
ど
う
が
面
積
当
た
り
倍
近
く
生

産
で
き
る
よ
う
に
な
り
、「
先
進
的
な
栽
培
を

し
て
い
る
」
と
自
信
が
湧
い
て
き
た
と
い
う
。

「
種
あ
り
巨
峰
は
、
種
が
入
る
よ
う
に
育

て
る
の
が
難
し
く
、
み
ん
な
苦
労
し
て
い
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
作
る
巨
峰
は
、
毎

年
し
っ
か
り
と
種
が
入
る
立
派
な
も
の
。
収

穫
量
も
５
反
歩
（
約
５０
ア
ー
ル
）
の
面
積
で

通
常
の
２
倍
近
く
採
れ
ま
し
た
。
昭
和
５０
年

（
１
９
７
５
）
こ
ろ
に
は
、
町
外
の
人
も
見
に

来
る
よ
う
に
な
り
、『
や
っ
と
一
人
前
に
な
れ

た
』
と
思
っ
た
も
の
で
す
」

　
　

　

現
在
、
こ
の
地
域
で
主
流
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
だ
。
滝
澤
さ
ん
も

奥
さ
ん
や
息
子
さ
ん
と
と
も
に
シ
ャ
イ
ン
マ
ス

カ
ッ
ト
を
生
産
し
て
い
る
。

「
今
、
味
も
香
り
も
良
い
シ
ャ
イ
ン
マ
ス

カ
ッ
ト
が
最
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。
私
は
、
平

成
１６
年
（
２
０
０
４
）
に
須
坂
の
果
樹
試
験
場

で
初
め
て
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
を
見
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。
一
粒
食
べ
た
と
こ
ろ
、
過
去
に

味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
お
い
し
さ
で
し
た
。

病
気
に
も
強
い
と
い
う
話
を
聞
き
、
シ
ャ
イ
ン

マ
ス
カ
ッ
ト
の
時
代
が
到
来
す
る
こ
と
を
確
信

し
、
資
料
や
情
報
を
集
め
、
苗
木
の
発
売
を
待

ち
ま
し
た
」

　

平
成
２０
年
（
２
０
０
８
）、
苗
木
の
販
売
が

開
始
さ
れ
る
と
、
滝
澤
さ
ん
は
す
ぐ
に
シ
ャ
イ

ン
マ
ス
カ
ッ
ト
の
栽
培
を
始
め
る
。

「
４
反
歩
（
約
４０
ア
ー
ル
）
以
上
、
巨
峰
の

木
に
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
を
接
ぎ
木
し
ま
し

た
。
当
初
は
、
友
人
も
農
協
の
指
導
員
も
『
ブ

ド
ウ
は
黒
だ
。
巨
峰
だ
』
と
言
っ
て
い
ま
し
た

が
、『
黒
か
ら
緑
に
変
わ
る
よ
』
と
、
シ
ャ
イ

ン
マ
ス
カ
ッ
ト
の
栽
培
を
進
め
ま
し
た
」

「
今
で
は
、
坂
城
で
巨
峰
を
作
る
人
は
シ
ャ

イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
の
半
数
以
下
で
す
。
値
の
高

い
シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
の
お
か
げ
で
、
ぶ
ど

う
農
家
の
収
入
も
増
え
ま
し
た
。
嬉
し
い
こ
と

に
最
近
で
は
、
会
社
勤
め
を
辞
め
て
ま
で
、
ぶ

ど
う
を
作
る
若
い
人
も
現
れ
て
い
ま
す
」

　
　

　

時
代
が
変
わ
っ
た
と
目
を
細
め
る
滝
澤
さ

ん
。
だ
が
、
と
き
に
は
、
人
知
の
及
ば
な
い
自

然
の
力
に
苦
し
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

「
忘
れ
も
し
ま
せ
ん
。
平
成
１０
年（
１
９
９
８
）

９
月
２２
日
の
台
風
被
害
で
４
７
０
ア
ー
ル
の

ぶ
ど
う
棚
が
倒
壊
し
、
坂
城
の
ぶ
ど
う
栽
培
が

150

第４章　農　業
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始
ま
っ
て
以
来
の
大
き
な
ピ
ン
チ
が
訪
れ
ま
し

た
。
当
時
の
ぶ
ど
う
部
会
の
役
員
を
先
頭
に
部

会
員
延
べ
７５
人
が
８
０
０
時
間
に
及
ぶ
復
旧
作

業
に
取
り
組
み
、
１０
日
間
で
何
と
か
元
通
り
に

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
自
然
災
害
は
も

う
こ
り
ご
り
で
す
ね
」

　
　

　

滝
澤
さ
ん
は
、
平
成
１４
年
（
２
０
０
２
）
に

町
の
ぶ
ど
う
部
会
長
に
就
任
。
全
国
の
市
場
で

の
挨
拶
回
り
や
、
共
同
剪
定
等
の
作
業
、
会
議

の
主
催
な
ど
精
力
的
に
活
動
し
た
。

　

当
時
、
部
会
長
と
し
て
特
に
力
を
入
れ
た
の

は「
坂
城
ブ
ラ
ン
ド
」の
復
活
と
強
化
だ
っ
た
。 

　

も
と
も
と
坂
城
は
、
巨
峰
の
一
般
的
な
房
形

で
あ
る
「
に
ぎ
り
房
」
発
祥
の
地
で
、
安
定
し

た
品
質
で
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
滝
澤
さ

ん
は
、
坂
城
全
体
で
は
、
ぶ
ど
う
の
品
質
の
水

準
が
低
下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

念
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
。

「
質
の
悪
い
も
の
の
な
か
に
１
つ
や
２
つ
い

い
も
の
が
あ
っ
て
も
、
ブ
ラ
ン
ド
価
値
や
単
価

が
上
が
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
少
人
数
が
高

品
質
の
ぶ
ど
う
を
作
っ
て
も
、
坂
城
全
体
の
レ

ベ
ル
が
上
が
ら
な
く
て
は
だ
め
な
ん
で
す
」

　

そ
こ
で
滝
澤
さ
ん
は
、
全
国
各
地
で
の
挨
拶

で
「
坂
城
の
ぶ
ど
う
の
悪
い
点
を
教
え
て
く
だ

さ
い
」
と
率
直
に
頼
ん
だ
。
そ
れ
ま
で
は
遠
慮

し
て
い
た
顧
客
た
ち
も
「
昔
は
よ
か
っ
た
が
、

今
は
並
だ
」
と
正
直
に
答
え
て
く
れ
た
。
そ
ん

な
言
葉
を
聞
く
こ
と
で
よ
う
や
く
仲
間
た
ち
も

「
滝
澤
が
言
っ
て
い
た
こ
と
は
正
し
い
」
と
認

識
を
改
め
る
。
以
来
、
一
層
品
質
の
よ
い
ぶ
ど

う
作
り
に
尽
力
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
れ
て
い

る
と
滝
澤
さ
ん
は
語
る
。

　
　

　

ま
た
、
滝
澤
さ
ん
は
、
平
成
２２
年（
２
０
１
０
）

か
ら
１０
年
以
上
、
仲
間
と
全
国
の
生
産
地
見
学
を

続
け
て
い
る
。

「
私
は
以
前
か
ら
、
ぶ
ど
う
専
業
に
な
っ
た

ら
、
み
ん
な
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
を
学
び

に
、
全
国
の
有
力
な
果
物
の
産
地
に
仲
間
と
見

学
に
行
っ
て
い
ま
す
。
北
は
山
形
か
ら
南
は
出

雲
、
広
島
の
試
験
場
ま
で
行
き
ま
し
た
」

　

訪
れ
た
地
で
得
た
有
益
な
情
報
は
、
自
分
な

り
に
咀
嚼
し
、
坂
城
で
ど
う
活
用
す
る
か
知
恵

を
絞
っ
て
い
る
。

　
　

　

ま
た
、
滝
澤
さ
ん
は
、
後
進
の
育
成
に
も
取

り
組
ん
で
い
る
。
平
成
２６
年
（
２
０
１
４
）
か

ら
千
曲
市
の
青
年
を
研
修
生
と
し
て
受
け
入

れ
、
２
年
間
栽
培
技
術
の
指
導
を
行
っ
た
。
今

で
は
、
立
派
な
ぶ
ど
う
農
家
へ
と
成
長
し
、
ぶ

ど
う
作
り
の
新
た
な
担
い
手
が
育
っ
た
こ
と
に

滝
澤
さ
ん
は
安
心
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
新
た
な
時
代
を
迎
え
た
今
、
ぶ
ど

う
作
り
の
課
題
は
ま
だ
ま
だ
多
い
と
い
う
。

「
今
後
は
坂
城
で
も
、
従
来
の
栽
培
技
術
の

指
導
だ
け
で
な
く
、
多
様
な
研
究
が
必
要
で

す
。
負
担
が
少
な
く
、
気
候
の
変
化
に
適
応
し

た
栽
培
方
法
、
さ
ら
に
は
販
売
方
法
ま
で
研
究

し
て
い
か
な
い
と
、
坂
城
の
ぶ
ど
う
は
生
き
残

れ
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
、
佐
久
間
象
山
先
生
の
い

う
『
時
代
の
先
を
読
む
精
神
』
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
」

　

移
ろ
う
時
代
の
さ
ら
に
先
を
見
据
え
、
滝
澤

さ
ん
は
自
分
の
信
じ
る
道
を
こ
れ
か
ら
も
歩
み

続
け
る
。
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愛らしい見た目と「あまもっくら」とした
「ねずみ大根」が平成の世に全国区の人気者へ！

坂城町ねずみ大根振興協議会
元会長
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南条農業協同組合などでの勤務を経て
2003年 営農を始める
2003～2006年 坂城町農業委員会長
2005～2013年 ねずみ大根振興協議会 会長
2008～2011年 南条生産森林組合 組合長
趣味は絵画

成澤明雄
Narusawa Akio
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テレビで全国放送されたことをきっかけに「ねずみ大根」
が広く認知されるようになった

信州の伝統野菜である「ねずみ大根」

「
ね
ず
み
大
根
」
は
、
古
く
か
ら
坂
城
町
南

条
・
中
之
条
地
区
を
中
心
に
栽
培
さ
れ
て
き
た

坂
城
の
伝
統
野
菜
。
下
ぶ
く
れ
の
愛
嬌
の
あ
る

形
と
尻
尾
の
よ
う
な
細
い
根
が
ま
る
で
ね
ず
み

に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
つ
け
ら
れ

た
。

　

一
般
的
な
大
根
よ
り
水
分
が
少
な
く
、
辛
味

が
強
い
「
辛
味
大
根
」
と
呼
ば
れ
る
大
根
で
あ

り
、
江
戸
時
代
に
は
、
松
尾
芭
蕉
が
『
更
科
紀

行
』
の
な
か
で
「
身
に
し
み
て　

大
根
辛
し　

秋
の
風
」
と
い
う
句
を
詠
ん
で
い
る
。

　

ね
ず
み
大
根
は
、
漬
物
や
「
お
し
ぼ
り
う
ど

ん
」
の
漬
け
汁
と
し
て
、
昔
か
ら
多
く
の
家
庭

で
栽
培
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
自
家
採
種
を

繰
り
返
す
う
ち
に
ね
ず
み
大
根
な
ら
で
は
の
形

質
が
損
な
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
優
良

系
統
の
種
子
を
基
に
、
地
域
を
挙
げ
て
生
産
振

興
に
取
り
組
み
、
今
日
で
は
、
坂
城
町
の
特
産

品
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　「

坂
城
町
ね
ず
み
大
根
振
興
協
議
会
」
は
、

ね
ず
み
大
根
の
生
産
振
興
組
織
と
し
て
、
こ
の

地
域
の
特
色
あ
る
食
文
化
を
後
世
に
伝
え
る
た

め
、
平
成
１１
年
（
１
９
９
９
）
に
発
足
し
た
。

現
在
は
、
２０
を
超
え
る
生
産
者
・
団
体
と
７
店

の
飲
食
店
で
構
成
さ
れ
、
ね
ず
み
大
根
の
栽
培

か
ら
加
工
、
販
売
、
Ｐ
Ｒ
に
至
る
幅
広
い
テ
ー

マ
に
つ
い
て
、
会
員
や
関
係
者
の
連
携
を
図

り
、
特
産
品
と
し
て
の
魅
力
を
向
上
す
る
た
め

の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

本
稿
で
紹
介
す
る
成
澤
明
雄
さ
ん
は
、
自
ら

ね
ず
み
大
根
の
栽
培
を
行
う
と
と
も
に
、
坂
城

町
ね
ず
み
大
根
振
興
協
議
会
の
２
代
目
の
会
長

を
務
め
た
。

　
　「

昔
は
こ
の
ね
ず
み
大
根
の
こ
と
を
『
地
大

根
』
と
か
『
な
か
ん
じ
ょ
（
中
之
条
）
大
根
』

と
か
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
特
に
出
荷
し
た
り
は

せ
ず
に
、
採
れ
た
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
食

べ
て
い
た
ん
で
す
よ
。『
形
も
悪
い
し
、
売
り

も
の
に
は
な
ら
な
い
』
と
思
い
込
ん
で
い
た
の

か
な
あ
。
そ
の
こ
ろ
の
食
べ
方
と
い
え
ば
、

も
っ
ぱ
ら
漬
物
で
し
た
ね
。
漬
け
方
に
も
コ
ツ

が
あ
っ
て
、
早
い
時
期
に
食
べ
る
も
の
は
浅

く
、
季
節
が
先
に
行
っ
て
食
べ
る
も
の
は
塩
を

か
な
り
強
め
に
し
て
漬
け
て
お
く
ん
で
す
。

こ
う
す
る
こ
と
で
、
し
っ
か
り
と
強
め
に
塩
を

効
か
せ
た
方
は
長
く
保
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る

ん
で
す
よ
。
年
内
に
漬
け
て
お
い
た
大
根
で

も
、
年
を
ま
た
い
で
翌
年
の
夏
で
も
食
べ
ら
れ

る
か
ら
ね
」

　
　「

ご
飯
に
は
も
ち
ろ
ん
、
お
茶
受
け
や
お
酒
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の
つ
ま
み
に
も
な
る
し
何
に
で
も
合
う
か
ら

ね
」
と
明
雄
さ
ん
。
ほ
ど
よ
く
漬
け
ら
れ
た
お

い
し
い
ね
ず
み
大
根
は
、
野
菜
が
採
れ
な
い
時

期
の
貴
重
な
栄
養
源
で
あ
り
、
食
卓
に
欠
か
せ

な
い
郷
土
の
味
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
素
朴
な

「
地
元
の
味
」
で
あ
っ
た
ね
ず
み
大
根
だ
が
、

あ
る
日
突
然
、
全
国
区
に
躍
り
出
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
テ
レ
ビ
で
取
り
上
げ
ら

れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　
　「

平
成
１７
年
（
２
０
０
５
）
の
１
月
の
こ
と

で
す
。
あ
る
テ
レ
ビ
局
の
お
昼
の
番
組
で
ね

ず
み
大
根
の
こ
と
を
紹
介
さ
せ
て
も
ら
い
ま

し
て
ね
。
ち
ょ
っ
と
出
番
は
短
か
っ
た
ん
だ

け
ど
（
笑
）。
で
も
、
全
国
放
送
だ
け
あ
っ
て

そ
の
あ
と
、
日
本
中
か
ら
引
き
合
い
が
来
ま
し

た
。
素
朴
な
味
に
惹
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

な
あ
（
笑
）」

　
　

　

グ
ル
メ
ブ
ー
ム
の
な
か
、
豪
華
な
食
材
や
変

わ
っ
た
調
理
法
で
供
さ
れ
た
そ
れ
ま
で
見
た
こ

と
も
な
い
料
理
が
も
て
は
や
さ
れ
る
時
代
に

あ
っ
て
、
地
域
に
根
ざ
す
食
文
化
の
な
か
で
培

わ
れ
て
き
た
素
朴
な
ね
ず
み
大
根
の
味
が
に
わ

か
に
注
目
を
集
め
た
。
振
興
協
議
会
の
会
長
と

し
て
、
明
雄
さ
ん
も
こ
の
食
材
の
持
つ
お
い
し

さ
を
全
国
に
広
め
る
べ
く
、
日
本
中
の
物
産
展

を
巡
っ
た
と
い
う
。

「
当
時
は
国
内
の
い
ろ
い
ろ
な
場
所
を
本
当

に
忙
し
く
回
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
よ
。
そ
れ

こ
そ
北
は
北
海
道
か
ら
南
は
九
州
の
鹿
児
島
ま

で
。
行
っ
た
先
で
食
べ
た
人
か
ら
『
懐
か
し
い

味
だ
な
あ
』
な
ん
て
言
っ
て
も
ら
え
る
の
が
嬉

し
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
の
大
根
は
ね
、
日
当

た
り
と
水
は
け
の
良
い
や
せ
た
土
地
で
育
つ
ん

で
す
。
当
然
、
大
き
く
は
育
た
な
い
。
ど
う
し

て
も
小
ぶ
り
で
水
分
が
少
な
い
も
の
が
で
き

る
。
だ
か
ら
、
ね
ず
み
大
根
は
お
で
ん
や
煮
物

と
い
っ
た
料
理
に
は
向
か
な
い
野
菜
な
ん
で
す

よ
。
で
も
ね
、
ふ
つ
う
の
大
根
に
は
な
い
、

『
や
っ
ぱ
り
ね
ず
み
大
根
で
な
け
れ
ば
』
と
思

わ
せ
る
お
い
し
さ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う

思
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
日
本
中
に
い
て
く
れ

る
ん
で
す
よ
ね
」

　
　

　

坂
城
町
は
年
間
の
降
水
量
が
約
８
０
０
ミ

リ
と
全
国
的
に
見
て
も
雨
量
の
少
な
い
地
域

だ
。
ま
だ
散
水
設
備
な
ど
が
整
っ
て
い
な
か
っ

た
時
代
、
農
作
物
が
育
つ
に
は
少
し
過
酷
な
環

境
だ
っ
た
。
そ
ん
な
土
地
に
根
付
い
た
ね
ず
み

大
根
と
い
う
野
菜
は
、
少
な
い
水
分
で
も
丈
夫

に
育
つ
強
さ
を
持
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
寒
い

気
候
に
耐
え
る
な
か
で
自
ら
の
澱
粉
質
を
甘
味

へ
と
変
え
て
い
く
特
性
も
持
つ
。

　
　「

辛
い
、
で
も
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
あ
な
い
。
ほ

ん
の
り
と
感
じ
ら
れ
る
甘
味
が
あ
り
、
食
べ
る

と
豊
か
な
旨
味
・
お
い
し
さ
が
口
の
中
に
広
が

る
の
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
坂
城
の
人
は
『
あ
ま

も
っ
く
ら
』
と
言
う
。
こ
れ
っ
て
い
う
の
は

や
っ
ぱ
り
坂
城
町
の
土
の
お
い
し
さ
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
」

　
　

　

食
べ
方
と
し
て
、
昔
は
漬
け
物
が
一
般
的

だ
っ
た
が
、
今
は
ね
ず
み
大
根
の
し
ぼ
り
汁
に

う
ど
ん
を
つ
け
て
食
べ
る
「
お
し
ぼ
り
う
ど

ん
」
が
特
に
人
気
を
集
め
て
い
る
。
も
っ
と
お

い
し
く
食
べ
る
コ
ツ
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
明

雄
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
。

　
　「

で
き
れ
ば
ね
ず
み
大
根
は
お
ろ
し
た
て
を

食
べ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
ね
ず
み
大
根
の
魅
力

で
あ
る
辛
味
は
お
ろ
し
て
か
ら
５
分
か
ら
１０
分

も
過
ぎ
る
と
消
え
て
し
ま
う
ん
で
す
よ
。
だ
か

ら
風
味
を
味
わ
う
の
な
ら
、
お
ろ
し
た
て
が
い

ち
ば
ん
お
い
し
い
。
も
し
、
辛
い
の
が
苦
手
だ

と
い
う
の
な
ら
し
ぼ
り
汁
に
少
し
の
お
味
噌
を

加
え
る
こ
と
で
辛
味
が
や
わ
ら
ぐ
の
で
試
し
て

み
て
く
だ
さ
い
」

　
　

　

ね
ず
み
大
根
の
風
味
も
本
物
の
ね
ず
み
さ
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小学生の作付け体験が、地産地消や地域の食文化を学ぶ
きっかけとなっている

な
が
ら
に
逃
げ
足
が
早
い
と
い
う
こ
と
ら
し

い
。
お
ろ
し
た
て
の
風
味
が
手
軽
に
味
わ
え
る

「
お
し
ぼ
り
う
ど
ん
」
を
供
す
る
食
堂
は
、
坂

城
町
の
な
か
に
複
数
箇
所
あ
る
の
で
食
べ
比
べ

る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。

　
　「

こ
の
町
か
ら
生
ま
れ
た
野
菜
が
今
で
は
国

内
で
こ
れ
だ
け
広
く
認
知
さ
れ
、
日
本
中
に

フ
ァ
ン
も
た
く
さ
ん
い
る
。
毎
年
、
開
催
す

る
『
ね
ず
み
大
根
ま
つ
り
』
に
は
県
内
外
か

ら
た
く
さ
ん
の
方
が
来
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

こ
の
催
し
は
こ
れ
か
ら
も
続
け
て
い
き
た
い
で

す
ね
。
そ
の
ほ
か
、
振
興
協
議
会
の
活
動
と
し

て
、
町
内
の
小
学
生
た
ち
に
向
け
て
作
付
け
体

験
の
指
導
な
ど
も
行
な
っ
て
い
ま
す
。
自
分
た

ち
で
育
て
た
野
菜
を
食
べ
る
こ
と
は
地
産
地
消

に
も
結
び
つ
き
ま
す
し
、
ふ
る
さ
と
の
こ
と
に

興
味
も
持
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
う
し
た
地
道
な
活
動
を
通
じ
て
、
こ

の
坂
城
町
な
ら
で
は
の
特
産
品
を
こ
れ
か
ら
先

も
地
域
一
丸
と
な
っ
て
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い

で
す
ね
」

　

ね
ず
み
大
根
の
ブ
ラ
ン
ド
化

　

古
く
か
ら
伝
統
あ
る
ね
ず
み
大
根
で
あ
る
が
、
平
成
期
に
は
、
ね
ず
み
大
根
の
生
産
振
興
と
ね
ず
み
大
根
を
活
用

し
た
産
業
の
創
出
を
図
る
た
め
、
ね
ず
み
大
根
振
興
協
議
会
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
き
た
。

　

ね
ず
み
大
根
の
特
徴
的
な
形
質
を
保
存
し
、
生
産
を
安
定
化
す
る
た
め
、
種
子
の
Ｆ
１
※
化
を
行
い
、
Ｆ
１
品
種

の
「
か
ら
ね
ず
み
」
は
、
平
成
１６
年
に
品
種
登
録
さ
れ
て
い
る
。

　

平
成
１９
年
に
は
、
郷
土
の
貴
重
な
食
文
化
と
し
て
、
長
野
県
が
選
定
す
る
「
信
州
の
伝
統
野
菜
」
伝
承
地
栽
培
認

定
を
受
け
、
坂
城
町
の
特
産
品
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
ね
ず
み
大
根
を
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
広
め
る
た
め
、
ね
ず
み
大
根
を
活
用
し
た
商
品
の
開
発
や
情
報

発
信
、
さ
ま
ざ
ま
な
Ｐ
Ｒ
活
動
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　

町
内
飲
食
店
で
の
「
お
し
ぼ
り
う
ど
ん
」
の
提
供
を
は
じ
め
、

味
ロ
ッ
ジ
わ
く
わ
く
さ
か
き
と
連
携
し
、
お
や
き
や
ド
レ
ッ
シ
ン

グ
な
ど
ね
ず
み
大
根
の
加
工
品
を
開
発
。
さ
ら
に
、
平
成
１７
年
に

は
、
規
格
外
品
の
利
活
用
と
周
年
供
給
で
き
る
製
品
開
発
を
目
的

に
「
ね
ず
み
大
根
焼
酎
」
の
製
品
化
に
着
手
。
平
成
２０
年
４
月
に

坂
城
町
振
興
公
社
か
ら
発
売
さ
れ
た
「
ね
ず
み
大
根
焼
酎
」
は
、

約
１
カ
月
で
２
５
０
０
本
を
完
売
す
る
な
ど
、
町
内
外
か
ら
大
き

な
注
目
を
浴
び
た
。

　

ま
た
、
町
商
工
会
と
の
協
力
に
よ
り
、「
地
域
資
源
∞
全
国
展

開
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
活
用
し
、
平
成
２０
年
度
、
ア
ル
コ
ー
ル
度

数
４０
度
の
焼
酎「
大
辛
ね
ず
み
」を
開
発
。
平
成
２１
年
１１
月
に
は
、

県
内
外
１３
品
種
の
辛
味
大
根
が
坂
城
に
集
ま
り
、「
全
国
辛
味
大

根
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
「
全
国
辛
味
大
根
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
、

大
き
な
賑
い
を
見
せ
た
。

　

平
成
２３
年
、
ね
ず
み
大
根
を
模
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ね
ず
こ

ん
」
が
誕
生
。
町
の
マ
ス
コ
ッ
ト
と
し
て
、
県
下
の
ご
当
地
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
の
な
か
で
も
有
数
の
人
気
を
誇
り
、
ね
ず
み
大
根
と
と

も
に
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
。

※ 

Ｆ
１
＝
１
世
代
に
限
り
、
安
定
し
た
形
質
の
作
物
が
収
穫
で
き
る
よ
う
交

配
し
た
も
の
。

平成２１年１１月、日本全国から１３の辛味大根産地が集まり、
「全国辛味大根フォーラム」を開催
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里山とトンネルが育む「原木きのこ」
豊かな里山の守り手はまだまだ元気！

お～い原
げん

木
き

会
かい

会長

【プロフィール】
辻出義雄（つじいでよしお）
19４6年生まれ　坂城町出身
1970年～ ㈱ツジデ勤務
2007年 お～い原木会加入
2013年 副会長
2015年 会長
趣味は山歩き
座右の銘は「一生懸命」

辻出義雄
Tsujiide Yoshio
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五里ケ峰トンネルの横抗。きのこのホダ木が並ぶ

山から切り出してきた原木。里山の環境整備のために間伐した木材を利用する

　

長
野
冬
季
五
輪
の
開
催
に
合
わ
せ
、
長

野
新
幹
線
（
現
北
陸
新
幹
線
）
の
整
備
が

進
め
ら
れ
、
こ
こ
坂
城
町
で
も
平
成
９
年

（
１
９
９
７
）
に
長
野
新
幹
線
五
里
ヶ
峰
ト
ン

ネ
ル
が
開
通
し
て
い
る
。

　

坂
城
町
区
間
を
貫
く
五
里
ヶ
峰
ト
ン
ネ
ル
の

建
設
工
事
を
進
め
る
た
め
に
、
坂
城
町
中
之
条

か
ら
五
里
ヶ
峰
ト
ン
ネ
ル
ま
で
を
結
ぶ
工
事
作

業
用
ト
ン
ネ
ル
（
横
坑
）
が
作
ら
れ
た
。
こ
の

作
業
用
ト
ン
ネ
ル
は
、
高
さ
５
メ
ー
ト
ル
、

幅
７
メ
ー
ト
ル
、
延
長
７
３
０
メ
ー
ト
ル
に
及

び
、
五
里
ヶ
峰
ト
ン
ネ
ル
の
完
成
に
伴
い
、
鉄

道
建
設
公
団
（
当
時
）
か
ら
坂
城
町
へ
譲
渡
さ

れ
た
。

　

町
で
は
、
こ
の
ト
ン
ネ
ル
を
、
産
業
振
興
の

拠
点
と
し
て
転
用
し
、
今
で
は
、
農
産
物
な
ど

の
生
産
者
に
よ
り
、
生
産
、
貯
蔵
施
設
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
で
も
精
力
的
に
活
動
を
行
っ
て
い

る
の
が
、
ト
ン
ネ
ル
で
き
の
こ
の
培
養
と
栽
培

を
す
る
「
お
～
い
原
木
会
」
だ
。

　

現
在
、
会
の
会
長
を
務
め
る
辻
出
義
雄
さ
ん

を
中
心
に
、
き
の
こ
好
き
の
仲
間
十
数
人
が
集

ま
り
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

　
　「

お
～
い
原
木
会
」
は
、
平
成
１７
年
（
２
０
０

５
）、
里
山
の
森
林
資
源
を
き
の
こ
原
木
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
里
山
の
整
備
と
原

木
き
の
こ
の
地
域
ブ
ラ
ン
ド
化
を
目
的
に
設
立

さ
れ
、
き
の
こ
の
ホ
ダ
木
培
養
に
適
し
た
環
境

で
あ
る
ト
ン
ネ
ル
の
活
用
を
始
め
た
。

　

一
般
的
に
き
の
こ
の
培
養
に
は
２０
～
２５
℃
の

温
度
が
必
要
で
、
通
常
は
電
熱
器
な
ど
を
用
い

て
人
為
的
な
温
度
管
理
が
必
要
と
な
る
。

「
こ
の
ト
ン
ネ
ル
の
中
は
約
１７
℃
、
湿
度
は

約
９０
パ
ー
セ
ン
ト
で
安
定
し
て
い
る
。
温
度
は

少
し
低
い
け
ど
培
養
日
数
を
伸
ば
せ
ば
問
題
な

い
。
水
路
に
は
湧
き
水
が
常
に
流
れ
て
い
る

し
」

　

環
境
維
持
の
た
め
の
コ
ス
ト
も
か
か
ら
な
い

う
っ
て
つ
け
の
条
件
だ
と
辻
出
さ
ん
は
語
る
。

「
原
木
の
仕
込
み
に
は
、
寒
く
な
る
１２
月
か

ら
３
月
半
ば
ま
で
が
い
い
ね
。
空
気
中
に
害
菌

類
が
少
な
い
か
ら
」

　

シ
ー
ズ
ン
に
な
る
と
辻
出
さ
ん
た
ち
は
秋
口
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原木きのこのホダ木

切り出した原木を水槽に入れて水を吸わせる

に
伐
採
し
て
き
た
原
木
に
き
の
こ
の
種
菌
を
植

え
付
け
た
ホ
ダ
木
を
ト
ン
ネ
ル
の
奥
に
次
々
と

並
べ
て
い
く
。
マ
イ
タ
ケ
、
ヒ
ラ
タ
ケ
、
シ
イ

タ
ケ
、
ク
リ
タ
ケ
、
ナ
メ
コ
、
ヤ
マ
ブ
シ
タ
ケ

の
６
種
類
の
き
の
こ
が
栽
培
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
取
材
に
あ
た
り
、「
幻
の
き
の
こ
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
ヤ
マ
ブ
シ
タ
ケ
を
ご
馳
走

に
な
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
ま
た
す
こ
ぶ
る
う

ま
い
。
白
く
フ
サ
フ
サ
と
し
た
綿
あ
め
の
よ
う

で
、
一
般
的
に
想
像
さ
れ
る
き
の
こ
と
は
異
な

る
見
た
目
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
か
る
く
湯
が

い
て
酢
醤
油
で
食
す
と
、
そ
の
食
感
が
た
ま
ら

な
い
。
改
め
て
き
の
こ
と
い
う
食
材
の
持
つ
奥

深
さ
に
感
じ
入
っ
た
。

　
　

　

お
～
い
原
木
会
が
作
る
の
は
「
原
木
き
の

こ
」
と
言
わ
れ
る
も
の
だ
。
原
木
栽
培
は
、
大

手
メ
ー
カ
ー
が
行
う
工
場
内
で
作
る
菌
床
栽
培

と
異
な
り
、
原
木
に
菌
を
植
え
付
け
て
ホ
ダ
木

を
作
り
、
そ
れ
を
山
林
に
埋
め
戻
す
こ
と
で
ほ

ぼ
自
然
発
生
と
同
じ
条
件
で
き
の
こ
栽
培
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
手
間
は
か
か
る
が
、
で
き

る
き
の
こ
は
天
然
モ
ノ
と
変
わ
ら
な
い
風
味
と

食
感
を
味
わ
え
る
。
し
か
し
そ
の
分
、
収
穫
ま

で
の
作
業
は
ま
さ
に
重
労
働
。

　

原
木
会
の
主
要
生
産
品
で
あ
る
マ
イ
タ
ケ
の

作
業
は
、
里
山
の
整
備
も
兼
ね
て
行
わ
れ
る
原

木
の
伐
採
か
ら
始
ま
る
。
き
の
こ
の
種
類
に

よ
っ
て
原
木
が
異
な
る
た
め
、
必
要
と
な
る
コ

ナ
ラ
を
地
権
者
の
了
承
の
元
に
伐
採
す
る
。
直

径
１５
セ
ン
チ
ほ
ど
の
太
さ
の
木
が
よ
い
が
、

丁
度
よ
い
も
の
を
探
す
の
も
一
苦
労
だ
。
さ

ら
に
長
さ
を
切
り
揃
え
、
２
日
間
水
槽
で
水

に
浸
す
。
そ
し
て
培
養
袋
に
詰
め
ら
れ
た
後

１
０
０
℃
の
殺
菌
釜
で
９
時
間
加
熱
殺
菌
さ

れ
、
き
の
こ
の
種
菌
を
植
え
付
け
て
ゆ
く
。

こ
の
と
き
の
原
木
の
重
さ
は
３
～
４
キ
ロ
、
約

３
０
０
個
の
ホ
ダ
木
が
作
ら
れ
る
。
こ
れ
を
ト

ン
ネ
ル
内
で
１
２
０
日
以
上
培
養
管
理
し
、
ホ

ダ
木
全
体
に
菌
を
伸
長
さ
せ
て
完
熟
さ
せ
た
も

の
を
６
月
中
旬
を
目
途
に
山
林
に
運
び
、
培
養

袋
か
ら
出
し
た
ホ
ダ
木
を
密
着
さ
せ
て
土
壌
に

並
べ
る
「
伏
せ
込
み
」
が
行
わ
れ
る
。

　

ひ
と
夏
を
終
え
る
９
月
下
旬
～
１１
月
初
旬
に

な
る
と
一
気
に
き
の
こ
が
発
生
し
、
収
穫
期
を

迎
え
る
そ
う
だ
。

　

同
会
の
き
の
こ
は
町
の
地
場
産
直
売
所
あ
い

さ
い
な
ど
で
販
売
さ
れ
る
ほ
か
、
町
内
外
の
食
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秋になると「伏せ込み」されたホダ木からきのこが発生し、収穫期を迎え
る（写真はヒラタケ）

収穫されたきのこは一つ一つ形を整えて地場産直売所「あいさい」などで
販売する

事
処
や
会
社
な
ど
に
も
納
品
さ
れ
て
い
る
。
朝

収
穫
し
た
も
の
を
そ
の
日
に
届
け
る
た
め
、
香

り
も
味
も
よ
く
、
お
い
し
い
と
い
つ
も
好
評
な

の
だ
と
か
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
活
動
が
評
価
さ
れ
、
お
～
い

原
木
会
は
平
成
２４
年
（
２
０
１
２
）
に
、
森
林

を
健
全
な
姿
で
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
活
動
に
贈

ら
れ
る
長
野
県
の
「
ふ
る
さ
と
の
森
林
づ
く
り

賞
」
に
お
い
て
「
長
野
県
知
事
賞
」
を
受
賞
し

て
い
る
。
ま
た
、
平
成
２５
年
（
２
０
１
３
）
に

は
屋
代
南
高
校
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
科
の
生
徒
と

の
交
流
が
始
ま
り
、
高
校
生
に
よ
る
同
会
の
き

の
こ
の
レ
シ
ピ
開
発
も
行
わ
れ
た
。

　
　

　

坂
城
の
豊
か
な
里
山
の
自
然
を
守
る
こ
と
に

も
つ
な
が
る
原
木
き
の
こ
作
り
。
だ
が
今
、

直
面
し
て
い
る
課
題
は
、
会
員
に
押
し
寄
せ
る

高
齢
化
の
波
だ
。
辻
出
さ
ん
曰
く
「
我
々
の
平

均
年
齢
は
７７
、
７８
歳
。
原
木
栽
培
は
２０
年
以
上

や
っ
て
き
た
け
ど
、
１０
年
経
つ
ご
と
に
体
力
が

全
然
違
っ
ち
ゃ
う
。
こ
ん
な
に
違
う
も
ん
か
と

思
う
ね
（
笑
）」

　

前
述
の
と
お
り
、
原
木
栽
培
は
山
か
ら
切
り

出
し
た
原
木
を
里
に
下
ろ
し
て
こ
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
ホ
ダ
木
の
仕
込
み
や
運
搬
も
大
変
な

力
仕
事
だ
。
だ
が
、「
僕
も
途
中
か
ら
入
っ
て

き
た
ん
だ
け
ど
、
先
輩
方
が
機
材
や
道
具
を
用

意
し
て
く
れ
て
い
た
か
ら
、
し
っ
か
り
し
た
設

備
で
活
動
が
で
き
て
い
る
。
感
謝
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
続
い
て
い
く
よ
う
に
も
っ
と

メ
ン
バ
ー
が
集
ま
る
と
い
い
ね
」
と
笑
顔
を
見

せ
る
辻
出
さ
ん
。

　

歳
を
と
っ
た
と
メ
ン
バ
ー
同
士
が
笑
い
な
が

ら
話
す
姿
を
見
る
と
「
楽
し
さ
が
原
動
力
」
に

な
っ
て
い
る
と
実
感
が
湧
く
の
だ
そ
う
。

　

信
州
に
住
む
人
間
に
と
っ
て
、
き
の
こ
は
昔

か
ら
親
し
み
あ
る
食
材
で
あ
り
、
ま
さ
に
里
山

の
恵
み
で
あ
る
。
こ
の
郷
土
の
味
覚
に
魅
せ
ら

れ
て
し
ま
え
ば
、
大
変
な
作
業
も
楽
し
さ
に
変

わ
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

坂
城
の
豊
か
な
里
山
と
ト
ン
ネ
ル
が
育
む
原

木
き
の
こ
作
り
は
、
高
齢
化
の
波
に
立
ち
向
か

い
な
が
ら
奮
闘
を
続
け
て
い
る
。
し
か
し
当
の

本
人
た
ち
に
「
元
気
か
い
！
」
と
呼
び
か
け
て

み
れ
ば
「
ま
だ
ま
だ
元
気
だ
よ
！
」
と
威
勢
の

い
い
声
が
ト
ン
ネ
ル
内
に
こ
だ
ま
す
る
こ
と
だ

ろ
う
。
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時代の流れに立ち向かった花づくりへの思いは
今なお郷土に根差し続ける

坂城町上五明
バラ農家
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19４6年生まれ　坂城町出身
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坂
城
町
で
は
、
年
間
降
雨
量
が
少
な
く
、
昼

夜
の
寒
暖
差
が
大
き
い
気
候
を
生
か
し
、
古
く

か
ら
花
き
栽
培
が
営
ま
れ
て
き
た
。
昭
和
初
期

は
主
に
菊
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
、
村

上
地
区
の
平
坦
部
を
中
心
に
バ
ラ
や
カ
ー
ネ
ー

シ
ョ
ン
、
ト
ル
コ
ギ
キ
ョ
ウ
な
ど
の
栽
培
が
広

が
り
、
昭
和
４０
年
代
に
は
、
果
樹
に
次
ぐ
町
の

主
要
な
農
産
物
と
な
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
４８
年

（
１
９
７
３
）
に
全
国
初
と
な
る
５
・
９８
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
バ
ラ
ハ
ウ
ス
団
地
が
建
設
さ
れ
る
と

生
産
は
さ
ら
に
拡
大
し
、
昭
和
５０
年
代
に
は
国

内
で
も
有
数
の
バ
ラ
の
産
地
と
な
っ
た
。
バ
ラ

は
坂
城
町
を
象
徴
す
る
花
に
な
り
、
昭
和
６０
年

（
１
９
８
５
）
に
町
花
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

平
成
期
に
入
る
と
バ
ブ
ル
経
済
を
背
景

に
、
平
成
３
年
（
１
９
９
１
）
に
過
去
最
高
の

粗
生
産
額
（
約
１３
億
円
）
を
記
録
し
た
が
、

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
よ
り
花
き
の
価
格
が
暴

落
。
長
引
く
価
格
低
迷
に
加
え
、
生
産
者
の
高

齢
化
や
花
き
栽
培
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に

よ
り
、
町
内
農
家
の
花
き
栽
培
か
ら
の
撤
退
が

続
い
て
い
っ
た
。

　
　

　

竹
内
次
雄
さ
ん
は
、
坂
城
町
村
上
の
上
五
明

地
区
で
昭
和
４０
年
代
に
花
き
栽
培
を
始
め
、
約

５０
年
に
わ
た
り
バ
ラ
や
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

の
花
き
栽
培
を
営
ん
で
き
た
が
、
令
和
元
年
を

も
っ
て
花
き
栽
培
を
引
退
し
た
。

　

竹
内
さ
ん
が
見
届
け
て
き
た
、
か
つ
て
坂
城

町
で
花
き
栽
培
が
隆
盛
を
誇
っ
た
当
時
や
そ
の

後
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　
　

　

竹
内
さ
ん
は
昭
和
４０
年
（
１
９
６
５
）
に
高

校
を
卒
業
、
製
薬
会
社
で
し
ば
ら
く
勤
務
し
た

後
、
退
職
し
、
花
き
栽
培
を
始
め
た
。

「
勤
め
て
か
ら
１
年
余
り
た
っ
た
こ
ろ
、
会

社
が
希
望
退
職
者
を
募
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
こ

ろ
、
坂
城
で
は
、
す
で
に
花
き
栽
培
が
盛
ん

で
、
上
五
明
地
区
だ
け
で
も
５０
軒
か
ら
６０
軒
は

花
を
作
っ
て
い
ま
し
た
。
若
手
と
い
う
こ
と
も

あ
り
引
き
留
め
ら
れ
た
の
で
す
が
、
会
社
勤
め

よ
り
収
入
も
よ
か
っ
た
の
で
、
退
職
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
」

　
　

　

竹
内
さ
ん
の
家
は
、
昔
か
ら
農
業
を
営
ん
で

い
た
が
、
父
親
は
、
養
蚕
や
り
ん
ご
、
桃
の
栽

培
、
田
畑
の
耕
作
な
ど
を
行
う
伝
統
的
な
農
家

で
あ
っ
た
。

　

会
社
を
退
職
し
た
竹
内
さ
ん
は
、
当
時
町
内

で
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

と
バ
ラ
の
栽
培
を
始
め
た
。

　

４
年
ほ
ど
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
栽
培
し
て

い
た
が
、
そ
の
間
、
バ
ラ
を
毎
年
１
反
歩

（
約
１０
ア
ー
ル
）
ず
つ
増
や
し
、
昭
和
５０
年

（
１
９
７
５
）
ご
ろ
に
は
、
バ
ラ
の
み
を
栽
培

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
盛
期
は
ガ
ラ
ス
ハ
ウ

ス
や
大
型
の
フ
ァ
イ
ロ
ン
製
ハ
ウ
ス
で
５
反
歩

（
約
５０
ア
ー
ル
）ほ
ど
栽
培
し
て
い
た
と
い
う
。

「
バ
ラ
を
選
ん
だ
の
は
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン

よ
り
手
が
か
か
ら
な
い
か
ら
。
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ

ン
は
芽
か
き
（
脇
芽
を
摘
む
こ
と
）
が
大
変
な

の
で
す
。
一
本
一
本
芽
を
摘
ま
な
く
て
は
い
け

な
い
。
ま
た
、
バ
ラ
は
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
よ
り

背
が
高
い
の
で
、
作
業
の
際
、
腰
に
負
担
が
か

か
ら
ず
、
身
体
的
に
も
楽
な
の
で
す
」

　
　

　

昭
和
５５
年
（
１
９
８
０
）
ご
ろ
に
は
、
温
度

設
定
が
自
動
で
で
き
る
バ
ラ
栽
培
用
の
ガ
ラ
ス

ハ
ウ
ス
が
町
内
で
次
々
に
建
築
さ
れ
、
竹
内
さ
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ガラスハウスでのバラ栽培。写真は「千曲の郷の花づくり（坂城町教
育委員会刊）」から

ん
も
５
棟
所
有
し
て
い
た
。

　

花
き
生
産
者
の
熱
意
も
あ
ふ
れ
、
出
荷
場
に

は
毎
日
、
収
穫
し
た
花
を
運
搬
す
る
１１
ト
ン

ト
ラ
ッ
ク
が
２
台
来
て
い
た
そ
う
だ
。
夏
場

は
、
保
冷
車
に
よ
り
市
場
へ
直
送
さ
れ
た
と
い

う
。

「
最
盛
期
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
や
色
の

バ
ラ
を
１
日
で
１
０
０
万
円
以
上
売
っ
た
日

も
あ
り
ま
し
た
。
注
文
が
多
い
と
き
に
は
、

農
家
か
ら
市
場
へ
の
売
値
が
１
本
２
０
０
円
か

ら
３
０
０
円
と
高
額
で
し
た
。
店
頭
価
格
だ
と

８
０
０
円
か
ら
１
０
０
０
円
ぐ
ら
い
だ
っ
た
で

し
ょ
う
。
バ
ブ
ル
の
こ
ろ
は
、
結
婚
式
な
ど
は

大
勢
お
客
を
招
い
て
華
や
か
に
行
っ
て
い
ま
し

た
よ
ね
。
花
の
色
も
赤
や
緋
色
、
橙
色
、
黄
色

な
ど
華
や
か
な
も
の
が
好
ま
れ
ま
し
た
」

　
　

　

収
入
は
よ
か
っ
た
が
、作
業
は
大
変
だ
っ
た
。

「
バ
ラ
の
収
穫
時
期
は
、
夜
明
け
か
ら
日
が

沈
む
ま
で
一
日
中
作
業
。
夏
場
で
も
１
、２
時

間
休
む
だ
け
。
私
は
年
５
回
収
穫
を
行
い
ま
し

た
。
１
月
ご
ろ
か
ら
ハ
ウ
ス
ご
と
に
時
期
を
ず

ら
し
て
暖
房
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ハ
ウ
ス
の
花
の

咲
く
時
期
を
変
え
る
の
で
す
。
３
月
に
１
回
目

の
収
穫
を
行
い
、
そ
の
後
も
１
年
中
出
荷
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
収
穫
周
期
は
、
夏
は

１
カ
月
～
４０
日
、
冬
は
１
カ
月
半
か
ら
２
カ
月

ぐ
ら
い
。
暑
い
時
期
は
朝
・
夕
２
回
収
穫
を

行
っ
て
い
ま
し
た
」

　

家
族
だ
け
で
は
作
業
が
追
い
つ
か
な
い
た

め
、
日
本
各
地
か
ら
研
修
生
に
来
て
も
ら
っ
た

と
い
う
。
栃
木
、
岐
阜
、
福
島
の
人
が
多
か
っ

た
そ
う
だ
。
県
内
の
高
校
生
や
農
大
生
に
も
手

伝
っ
て
も
ら
う
な
ど
、
多
く
の
人
に
助
け
ら
れ

た
と
感
謝
し
て
い
る
。

　
　

　

坂
城
町
は
全
国
か
ら
注
目
を
集
め
、
昭
和
６１

年（
１
９
８
６
）に
は
、「
全
国
ば
ら
切
り
花
研

究
大
会
」
が
開
催
さ
れ
る
。
翌
年
、
上
山
田
町

（
当
時
）
で
開
催
さ
れ
た
「
日
本
ば
ら
切
り
花

協
会
総
会
・
研
究
会
」
で
は
、
竹
内
さ
ん
も
実

行
委
員
長
と
し
て
大
会
の
運
営
に
協
力
し
た
。

　
　

　

し
か
し
、
昭
和
６０
年
代
以
降
、
農
家
を
取
り

巻
く
状
況
は
大
き
く
変
化
す
る
。
花
き
の
輸
入

関
税
の
廃
止
や
円
高
に
よ
り
、
切
り
花
の
輸
入

が
増
加
。
国
内
で
も
、
か
つ
て
は
冷
涼
で
花
き

栽
培
に
適
さ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
北
海
道
や

東
北
で
花
き
栽
培
が
広
が
り
、
全
国
的
な
生
産

地
へ
と
成
長
す
る
。
高
速
道
路
の
整
備
に
よ

り
、
東
京
な
ど
大
都
市
に
も
出
荷
さ
れ
る
よ
う

な
り
、
産
地
間
競
争
が
激
化
し
て
い
っ
た
。

　

平
成
８
年
（
１
９
９
６
）
ご
ろ
に
な
る
と
、

後
継
者
の
い
な
い
農
家
が
大
型
ハ
ウ
ス
で
の
花

き
栽
培
か
ら
撤
退
を
始
め
、
花
き
栽
培
を
や
め

る
農
家
も
増
加
し
て
い
っ
た
。

「
令
和
の
今
、
町
内
の
切
り
バ
ラ
農
家
は
わ

ず
か
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
高
齢

で
す
し
、
極
め
て
厳
し
い
状
況
で
す
」

　
　「

平
成
の
時
代
は
我
慢
の
連
続
で
し
た
」
と

語
る
竹
内
さ
ん
。
厳
し
い
経
営
が
続
い
て
い
た

折
、
千
曲
市
の
若
手
農
家
か
ら
竹
内
さ
ん
の
ガ

ラ
ス
ハ
ウ
ス
を
借
り
て
ト
マ
ト
を
栽
培
し
た
い

と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
竹
内
さ
ん
自
身
７０
歳

を
過
ぎ
、
年
齢
的
な
限
界
も
感
じ
て
い
た
の
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ガラスハウスが立ち並ぶ「バラ団地」。かつては花き栽培で隆盛
を誇ったが、現在では、野菜の栽培への活用も進んでいる

で
、
花
き
栽
培
か
ら
の
引
退
を
決
意
し
た
。

　
　

　

現
在
、
町
内
で
は
、
１０
軒
が
花
き
栽
培
を
営

ん
で
い
る
（
２
０
２
０
農
林
業
セ
ン
サ
ス
農
林

業
経
営
体
調
査
結
果
）。
平
成
を
通
じ
て
農
家

の
数
は
減
少
し
て
し
ま
っ
た
が
、
切
り
花
の
加

工
や
観
光
へ
の
活
用
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
が
付
加

価
値
の
高
い
花
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
竹
内
さ
ん
の
ハ
ウ
ス
の
よ
う
に
、
か

つ
て
花
き
栽
培
が
行
わ
れ
て
い
た
ハ
ウ
ス
で
は
、

ト
マ
ト
な
ど
野
菜
の
栽
培
へ
の
活
用
も
進
ん
で
い

る
。
花
き
栽
培
で
培
わ
れ
た
も
の
を
土
台
と
し

て
、
新
た
な
産
業
も
芽
生
え
始
め
て
い
る
。

バ
ラ
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り

　

産
業
と
し
て
の
バ
ラ
栽
培
は
、
最
盛
期
と
比
べ
て
規
模
が

縮
小
し
て
し
ま
っ
た
が
、
平
成
期
に
は
、
官
民
が
一
体
と

な
っ
て
町
花
バ
ラ
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
、
坂
城

町
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
町
を
彩
っ
て
い
る
。

　

そ
の
中
心
と
な
る
の
は
、「
さ
か
き
千
曲
川
バ
ラ
公
園
」だ
。

町
民
が
広
く
バ
ラ
を
観
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
と
し
て
、

平
成
１４
年
（
２
０
０
２
）、
千
曲
川
に
架
か
る
大
望
橋
の
た
も

と
に
開
園
。
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
「
薔ば

ら
ー
ど

薇
人
の
会
」

が
中
心
と
な
っ
て
バ
ラ
の
管
理
を
行
い
、
約
２
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
敷
地
に
坂
城
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ロ
ー
ズ
「
さ
か
き
の
輝

か
が
や
き」

を

は
じ
め
、
３
３
０
品
種
２
３
０
０
株
の
バ
ラ
が
色
と
り
ど
り

の
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
毎
年
６
月
に
開
催
さ
れ
る
「
ば
ら

祭
り
」
に
は
、
４
万
人
を
超
え
る
来
場
者
が
訪
れ
る
な
ど
、

町
の
観
光
名
所
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

　

平
成
１７
年
度
（
２
０
０
５
）
に
は
、
町
内
企
業
・
団
体
が

バ
ラ
公
園
の
区
画
の
オ
ー
ナ
ー
と
な
っ
て
、
自
ら
バ
ラ
の
管

理
を
行
う
「
オ
ー
ナ
ー
ば
ら
園
」
制
度
を
始
め
、
２５
企
業
・

団
体
が
オ
ー
ナ
ー
と
し
て
、
個
性
あ
る
バ
ラ
づ
く
り
を
行
っ

て
い
る
。

　
　

　

ま
た
、
町
内
の
各
地
区
で
は
、
地
域
住
民
が
主
体
と
な
っ

て
バ
ラ
の
植
栽
に
取
り
組
み
、
町
を
訪
れ
る
人
々
の
目
を
楽

し
ま
せ
て
い
る
。

　

坂
城
の
花
づ
く
り
は
、
形
を
変
え
て
、
地
域
の
中
に
根
差

し
続
け
て
い
る
。

オリジナルローズ「さかきの輝」　さか
き千曲川バラ公園に植えられていた「グ
レンドーラ」の株から色変わりの枝が出
て咲いた花（平成１7年「第４回ばら祭り」
において、公募により命名）

さかき千曲川バラ公園
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