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廃棄物だった木くずを燃料として活用する真庭バイオマス発
電所をはじめ、多彩なのれんが町を彩る城下町・勝山の景色、
緑豊かな高原で健やかに育まれるジャージー牛など、多種多
様な地域の資源を生かしつつ真庭市はまちの活性化を目指す。

地
域
の
宝
物
を
見
い
だ
し

未
来
へ
と
歩
む
岡
山
県
真
庭
市

地域の底力

山
々
に
囲
ま
れ
た
真
庭
市
に
、

新
た
な
風
を
吹
か
せ
た
の
は
、

昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
資
源
と
、

気
概
あ
ふ
れ
る
人
々
の
心
だ
っ
た
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 
山
内
史
子



北部の湯原温泉は宇喜多秀家の母おふくが療
養に訪れたなど、戦国時代から湯治場として
知られてきた。川底の砂を吹き上げて湯が湧
く、川原の露天風呂「砂湯」が人気。

上／ 2011 年完成の真庭市役所では、庁舎前のバス待合所
に CLT を使用。下／市庁舎の冷暖房を担う、ガラス張り
のボイラー室。ガラスには、森の木が木質バイオマスとし
て燃料となるしくみが、わかりやすく描かれている。

南部、落合地区の春を彩る「醍醐の桜」は、樹齢 700 年
とも 1000 年ともいわれ、文字通り後醍醐天皇も目にし
たとの伝説が残る。県の天然記念物指定。
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安
定
し
た
暮
ら
し
の
た
め
に

地
域
の
資
源
を
生
か
す

　

東
西
約
三
〇
キ
ロ
、
南
北
約
五
〇
キ

ロ
。
岡
山
県
内
最
大
の
行
政
地
域
を
誇

る
真
庭
市
は
、
二
○
○
五
年
に
県
北
部

の
九
町
村
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
、
人

口
約
五
万
人
の
自
治
体
だ
。

　

中
国
山
地
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、

小
高
い
山
が
連
な
る
合
間
に
町
や
集
落

が
点
在
。
一
見
、
交
通
の
便
が
あ
ま
り

良
く
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し

な
が
ら
中
国
自
動
車
道
が
東
西
に
、
岡

山
自
動
車
道
と
米
子
自
動
車
道
が
結
節

し
て
南
北
に
走
り
、
岡
山
市
や
倉
敷
市

な
ら
一
時
間
弱
、
大
阪
ま
で
は
約
二
時

間
で
移
動
で
き
る
。

　

北
部
の
蒜ひ

る
ぜ
ん山
は
酪
農
、
そ
の
南
に
広

が
る
湯ゆ

ば
ら原

は
温
泉
、
南
部
は
農
業
な
ど
、

地
域
に
よ
り
主
力
産
業
は
異
な
る
が
、

要か
な
めの
一
つ
は
林
業
。
真
庭
市
の
八
割
は

森
林
が
占
め
、
江
戸
時
代
に
は
木
材
と

た
た
ら
製
鉄
で
栄
え
た
歴
史
が
あ
る
。

　

そ
し
て
現
在
、
国
内
外
の
関
心
を
集

め
る
の
は
、
そ
の
森
林
資
源
を
新
た
に

生
か
し
た
取
り
組
み
だ
。「
里
山
資
本
主

義
」（
地
域
の
里
山
の
恵
み
を
活
用
し
、

経
済
再
生
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
復
活

を
果
た
す
）
を
柱
に
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
真
庭
市
の
状
況
を
、
市
長
の
太
田

昇
氏
に
伺
っ
た
。

　
「
活
性
化
の
た
め
に
、
企
業
誘
致
し

よ
う
に
も
、
こ
こ
に
さ
ほ
ど
大
規
模
な

工
場
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

よ
り
も
地
元
の
資
源
を
見
い
だ
し
、
磨

き
を
か
け
る
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
、

資
源
を
き
ち
ん
と
生
か
す
こ
と
が
、
地

域
の
豊
か
さ
を
つ
く
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
」

　

真
庭
市
の
場
合
、
そ
の
地
域
資
源
の

一
つ
が
木
材
だ
。
各
地
で
減
少
、
あ
る

い
は
消
滅
し
て
い
る
製
材
所
が
現
在
で

も
ま
だ
お
よ
そ
三
〇
あ
り
、
植
林
、
育

林
、
伐
採
、
製
品
化
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
が
守
ら
れ
て
き
た
。
全
国
平
均
で

四
〇
％
の
山
の
境
界
画
定
が
、
九
四
％

進
ん
で
い
る
状
況
も
、
資
源
の
有
効
活

用
を
後
押
し
す
る
。

　
「
こ
の
数
字
が
意
味
す
る
の
は
、
森

林
が
管
理
さ
れ
て
い
る
、
山
の
木
を
大

事
に
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

業
界
的
に
は
厳
し
い
も
の
の
、
植
林
を

ふ
く
め
、
真
庭
の
林
業
は
し
っ
か
り
と

ま
わ
っ
て
い
ま
す
」

　

特
産
品
の
「
美

み
ま
さ
か作
檜ひ

の
き」
が
ふ
ん
だ
ん

に
使
わ
れ
た
市
庁
舎
が
、
な
ん
と
は
な

し
に
や
さ
し
い
温
も
り
に
包
ま
れ
て
い

る
よ
う
に
思
え
て
そ
の
理
由
を
尋
ね
る

と
、
太
田
氏
が
笑
顔
に
な
っ
た
。

　
「
冷
暖
房
は
チ
ッ
プ
と
ペ
レ
ッ
ト
を
ボ

イ
ラ
ー
で
た
き
、
電
気
は
木
質
バ
イ
オ

マ
ス
発
電
所
か
ら
引
い
て
い
ま
す
。
若

干
の
太
陽
光
を
含
め
て
一
〇
〇
％
自
然

再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
て
い
る
の

は
、
全
国
の
役
所
で
も
こ
こ
だ
け
だ
と

思
い
ま
す
」

　

市
役
所
の
一
角
、
ボ
イ
ラ
ー
室
は
ガ

湯原温泉

熊野本宮大社

熊野
速玉大社

館山市

●

伊勢路

大辺路

紀伊路

中辺路

小辺路

三
重
県

大阪府

真庭市

岡山市

紀勢本線

熊野川

吉野川

南紀白浜空港

三浦半島

房総半島

▲

阪和
線

館
山
自
動
車
道

紀ノ川

●

東京湾

東京湾
アクアライン

●●

千葉県

神奈川県

東京都

埼玉県
茨城県

日本海

瀬戸内海

▲大山

蒜山高原

山陽新
幹線

山陽
自動
車道

中国自動車道

●
おかやま

●
くらしき

姫新
線

鳥取県

岡山県

（落合）
新見市

津山市

津
山
線伯

備
線

米
子
自
動
車
道

岡
山
自
動
車
道広島県

よなご
●

くせちゅうごくかつやま
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京都府副知事を経て、2013 年に故
郷である真庭市の市長に就任した
太田昇氏。「木材業界をはじめ地域
を超えた民間企業と、行政との結
束力が真庭にはある」と話す。

バイオマス発電所の炎さながらに、熱い
エネルギーにあふれる銘建工業代表の中
島浩一郎氏。バイオマス発電所は燃料と
なる木くずの確保を含めて各所で人の手
を要するため、新たな雇用が生じるメ
リットもあるという。

ラ
ス
張
り
に
な
っ
て
お
り
見
学
が
で
き

る
。
電
気
を
つ
く
る
の
は
、
二
○
一
五

年
か
ら
稼
動
し
て
い
る
木
質
チ
ッ
プ
の

火
力
発
電
所
「
真
庭
バ
イ
オ
マ
ス
発
電

所
」（
真
庭
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
株
式
会
社
）

だ
。
真
庭
木
材
事
業
協
同
組
合
を
は
じ

め
と
す
る
林
業
関
係
者
に
加
え
て
、
真

庭
市
も
株
主
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
最
大
出
力
は
、
一
般
家
庭
な
ら
二
万

二
〇
〇
〇
世
帯
分
に
相
当
す
る
一
万
キ

ロ
ワ
ッ
ト
。
そ
の
う
ち
約
一
〇
〇
〇
キ

ロ
ワ
ッ
ト
を
所
内
の
動
力
と
し
て
使
用

し
、
残
り
の
九
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を

Ｐ
Ｐ
Ｓ
（
特
定
規
模
電
気
事
業
者
）
に

売
却
。
一
カ
月
で
二
億
円
ほ
ど
の
売
り

上
げ
が
あ
り
ま
す
」

　

発
電
所
を
訪
れ
た
際
に
そ
う
説
明
し

て
く
れ
た
の
は
、
大
学
の
工
学
部
を
卒

業
後
、
大
阪
の
ポ
ン
プ
メ
ー
カ
ー
に
勤

め
て
い
た
松
原
瑞み
ず

浦ほ

氏
だ
。
真
庭
市
の

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
事
業
は
、
人
気
の
高

い
視
察
ツ
ア
ー
と
い
っ
た
交
流
人
口
を

増
や
す
副
次
的
な
効
果
も
生
み
だ
し
た

が
、
松
原
氏
も
ま
た
ツ
ア
ー
が
き
っ
か

け
で
転
職
、
移
住
と
な
っ
た
。

　

景
色
は
い
わ
ゆ
る
工
場
な
の
だ
が
、

一
帯
は
心
地
良
い
木
の
香
り
に
あ
ふ
れ
、

し
ば
し
不
思
議
な
思
い
に
か
ら
れ
た
も

の
の
、
そ
れ
も
そ
の
は
ず
。
燃
料
ヤ
ー

ド
に
は
、
山
の
整
備
で
生
じ
る
間
伐
材

や
林
地
残
材
、
製
材
所
の
か
ん
な
く
ず
、

水
分
が
多
い
た
め
利
用
価
値
が
な
い
と

さ
れ
る
樹
皮
が
山
積
み
に
な
っ
て
い
た
。

　

見
学
中
も
、
燃
料
を
運
ぶ
ト
ラ
ッ
ク

が
次
々
と
到
着
し
、
製
材
所
や
林
業
関

係
の
業
者
が
燃
料
を
運
び
込
む
。
以
前

は
廃
棄
物
だ
っ
た
も
の
が
、
新
た
な
収

入
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
だ
。

大
切
に
使
い
切
れ
る
資
源 

木
の
時
代
が
や
っ
て
く
る

　

真
庭
市
の
バ
イ
オ
マ
ス
事
業
の
扉
を

ま
さ
に
開
い
た
の
は
、「
真
庭
バ
イ
オ
マ

ス
発
電
所
」
の
筆
頭
株
主
で
も
あ
る
大

正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
創
業
の
銘
建

工
業
代
表
の
中
島
浩
一
郎
氏
だ
。

　

中
島
氏
が
最
初
に
一
七
五
キ
ロ
ワ
ッ

ト
の
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
を
つ

く
っ
た
の
は
、
一
九
八
四
年
の
こ
と
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
小
さ
な
製
材
所
で
、

同
規
模
の
発
電
施
設
を
見
学
し
て
触
発

さ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
。

　
「
電
気
は
買
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
か
ら
、自
分
で
も
つ
く
れ
る
と
知
っ

た
の
は
大
き
な
転
換
で
し
た
ね
」

　

材
料
は
、
製
材
所
の
作
業
で
生
じ
る

木
く
ず
だ
。

　
「
夜
間
の
電
気
使
用
料
が
ほ
と
ん
ど
要

ら
な
く
な
り
、
乾
燥
用
の
蒸
気
も
十
分

確
保
で
き
る
な
ど
、
非
常
に
費
用
対
効

果
が
よ
く
、
大
変
気
分
の
い
い
ス
タ
ー

ト
で
し
た
」

　

そ
の
成
果
を
得
て
一
九
九
八
年
に
は

二
〇
〇
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
そ
し
て
一
万

キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
発
電
所
へ
と
つ
な
が
る

真庭市地域の底力

右／真庭バイオマス発電所の松原瑞浦氏は、市
主催のバイオマスツアー参加で初めて真庭を訪
れた。中国勝山駅に降り立った際、木の香りに
包まれたのが忘れがたい記憶だとか。
下／銘建工業の作業工程で生じる木くずと、そ
れを圧縮して作ったペレット。日に 130 トンほ
ど生じる木くずが、ペレットの製造や、2000
キロワットの自家発電に再活用されている。
 （写真提供：銘建工業）



蒜山酪農農業協同組合顧問の石倉健一
氏。代々受け継がれている組合内の青
年部が、酪農家や社会人としての意識
を若手が学べる場になっているという。

左／繊維が直角に交わるよう
に木材を重ねたパネル状の
CLT。ヨーロッパでは既に、
高層建築にも利用されている。
下／真庭バイオマス発電所内
の中央操作室。24 時間体制で、
ボイラーやタービン発電機な
どの管理を行う。

銘建工業の CLT 製造を担う大断面事業部の若手のひと
り、宿輪桃花氏。山口大学を卒業後、銘建工業の先進
性に関心をもち就職。真庭での暮らしがはじまった。
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が
、
中
島
氏
が
、
幾
度
と
な
く
口
に
し

た
の
は
、「
あ
る
も
の
を
使
い
切
る
」
と

い
う
表
現
だ
っ
た
。

　
「
本
来
、
日
本
人
は
も
の
を
全
部
使

い
切
る
の
が
上
手
な
民
族
の
は
ず
な
ん

で
す
。
と
こ
ろ
が
一
九
六
〇
年
代
後
半
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
前
後
か
ら
木
材
需
要
が

急
激
に
増
え
て
供
給
が
足
り
な
く
な
っ

た
こ
と
で
、
道
を
見
失
い
ま
し
た
」

　

国
産
の
木
材
価
格
は
上
が
り
、
需
要

に
応
え
る
た
め
コ
ス
ト
が
安
い
輸
入
材

が
重
宝
さ
れ
る
。
伐
採
と
成
長
の
バ
ラ

ン
ス
を
考
え
つ
つ
森
林
を
育
て
て
き
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
対
照
的
に
、
日
本
は

目
の
前
に
資
源
が
あ
る
の
に
使
わ
れ
な

い
ま
ま
に
な
り
、
山
は
荒
れ
て
い
く
。

そ
の
状
況
を
変
え
て
い
っ
た
の
が
、
中

島
氏
だ
。

　

バ
イ
オ
マ
ス
発
電
と
同
様
に
、
中
島

氏
が
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
の
が
Ｃ
Ｌ

Ｔ（Cross Lam
inated T

im
ber

／

直
交
集
成
板
、
繊
維
が
直
交
す
る
よ
う

に
木
材
を
重
ね
て
密
着
さ
せ
た
パ
ネ
ル
）

だ
。コ
ン
ク
リ
ー
ト
よ
り
も
軽
く
、断
熱
、

耐
火
、
耐
震
性
に
す
ぐ
れ
て
い
る
た
め
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
九
九
○
年
代
か
ら

注
目
さ
れ
て
い
る
。
中
島
氏
の
活
動
を

後
押
し
す
る
べ
く
、
真
庭
市
で
は
全
国

初
の
Ｃ
Ｌ
Ｔ
市
営
住
宅
を
二
○
一
五
年

に
完
成
さ
せ
る
な
ど
、
先
駆
的
に
導
入

を
進
め
て
き
た
。

　

日
本
で
も
よ
う
や
く
国
が
動
き
、
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
舞
台
と
な
る
新
国
立
競

技
場
の
一
部
に
も
使
わ
れ
る
予
定
だ
。

二
○
一
六
年
度
初
頭
に
は
国
交
省
の
建

築
基
準
法
に
基
づ
く
強
度
等
の
告
示
が

あ
り
、
高
層
階
の
建
築
に
も
対
応
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
の
新
工

場
を
二
〇
一
六
年
四
月
に
立
ち
上
げ
る

な
ど
中
島
氏
の
先
駆
的
な
試
み
に
惹
か

れ
、
県
外
か
ら
就
職
し
た
若
い
技
術
者

も
多
く
い
る
。

　

中
島
氏
の
言
葉
か
ら
は
、
あ
ふ
れ
ん

ば
か
り
の
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
が
伝
わ
っ

て
き
た
。

　
「
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
を
含
め

て
木
材
の
多
様
な
使
い
方
は
、
こ
れ
か

ら
ま
す
ま
す
広
が
る
。人
の
生
活
に
と
っ

て
、
木
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
よ
り
も
や
さ

し
い
。
二
一
世
紀
後
半
は
、
今
よ
り
も

木
材
を
使
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
は
な
い
、
再
生
可

能
な
資
源
な
ん
で
す
か
ら
」

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
や
資
源
の
利
用
。

日
本
の
未
来
に
関
わ
る
試
み
が
、
真
庭

市
で
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

太
田
市
長
も
ま
た
、
こ
う
語
っ
て
い

た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。

　
「
地
域
の
資
源
を
う
ま
く
使
う
こ
と
が

安
定
的
な
社
会
を
つ
く
り
、
ひ
い
て
は

地
域
の
魅
力
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

一
九
世
紀
は
鉄
、
二
〇
世
紀
は
コ
ン
ク

リ
ー
ト
、
そ
し
て
二
一
世
紀
は
木
の
時

代
な
ん
で
す
」

貫
い
た
信
念
が 

ほ
か
と
の
差
別
化
を
生
む

　

真
庭
市
の
里
山
が
も
た
ら
す
恵
み
は
、

木
材
だ
け
で
は
な
い
。
北
部
の
蒜
山
で

は
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
が
実
り
を
も
た
ら

し
て
い
る
。

　

蒜
山
酪
農
農
業
協
同
組
合
顧
問
の
石

倉
健
一
氏
に
よ
れ
ば
、
蒜
山
高
原
で
の

ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
の
歴
史
は
一
九
五
四
年

に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
。

　
「
当
時
の
国
の
方
針
で
、
北
海
道
か
ら

九
州
ま
で
、全
国
数
カ
所
に
ジ
ャ
ー
ジ
ー

牛
が
導
入
さ
れ
た
ん
で
す
。
価
格
が
安

い
、
防
疫
関
係
で
扱
い
や
す
い
、
牛
自
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左／「ひのき草木染織工房」代表の加納容子氏は、東京の
女子美術大学でデザインを学んだ後、家業の酒屋を継ぐた
めに故郷に戻った。右／ 1764 年 ( 明和元年 ) 築の実家は
現在、趣をたたえたギャラリーになっている。

組合が経営する「ひるぜんジャージーランド」では、牛乳・ヨー
グルト・ソフトクリームなどの加工品を販売。レストランでは、
ジャージー牛の肉料理も食べられる。　　

体
が
小
柄
で
順
応
性
が
高
い
な
ど
の
メ

リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
し
た
」

　

し
か
し
、
経
済
性
に
す
ぐ
れ
た
大
型

の
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
が
や
が
て
全
国
的
に

主
流
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蒜
山

に
ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
が
残
っ
た
の
は
な
ぜ

な
の
か
。

　
「
蒜
山
地
区
の
人
間
性
だ
と
、
僕
は
思

い
ま
す
。
真
面
目
な
ん
で
す
。
県
の
指

導
で
ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
を
入
れ
た
の
だ
か

ら
、
な
ん
と
か
続
け
よ
う
と
。
原
野
の

開
墾
か
ら
始
め
て
牧
草
を
育
て
、
牛
と

つ
き
あ
っ
て
き
た
の
も
影
響
し
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

や
が
て
ヨ
ー
グ
ル
ト
が
ヒ
ッ
ト
し
、

ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛
の
存
在
は
広
く
知
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
原
料
の
牛
乳
は
瓶

の
上
部
に
ク
リ
ー
ム
成
分
が
浮
く
ほ
ど

濃
厚
で
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
お
い
し
さ

が
あ
る
。
一
度
味
わ
え
ば
、
忘
れ
が
た

い
印
象
を
残
す
。

　

ほ
か
の
地
域
と
の
差
別
化
と
そ
の
品

質
を
保
つ
た
め
、
組
合
が
設
け
た
基
準

は
厳
し
い
。

　
「
お
い
し
い
牛
乳
を
搾
る
た
め
に
、
ま

ず
蒜
山
産
の
牧
草
を
た
く
さ
ん
食
べ
さ

せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
牧

草
地
の
土
壌
診
断
や
牧
草
の
成
分
検
査

を
し
ま
し
ょ
う
と
」

　

牛
乳
の
成
分
も
検
査
し
、
牛
舎
や
飼

育
環
境
も
く
ま
な
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。

　
「
点
数
化
し
て
公
表
す
る
ん
で
す
よ
。

厳
し
い
分
、
基
準
を
ク
リ
ア
し
た
牧
場

に
は
組
合
か
ら
余
分
に
利
益
を
分
け
て

い
ま
す
」

　

生
真
面
目
な
姿
勢
は
、
後
継
者
に
も

受
け
継
が
れ
て
い
る
そ
う
だ
。　

　
「
若
い
人
で
も
、
は
や
り
の
も
の
に
ぶ

れ
な
い
。
代
々
や
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、

僕
ら
は
こ
れ
で
行
く
と
」

　

い
っ
た
ん
歩
み
だ
し
た
ら
振
り
返
ら

ず
、
が
ん
こ
な
ま
で
に
努
力
を
重
ね
る

蒜
山
の
気
質
は
、
今
後
も
引
き
続
き
お

い
し
さ
を
生
む
の
だ
ろ
う
。

自
分
た
ち
が
楽
し
ん
で
こ
そ

町
は
元
気
を
取
り
戻
す

　

真
庭
の
資
源
の
な
か
に
は
、
歴
史
的

な
景
観
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
代
表
格
が
、

二
万
三
千
石
の
城
下
町
だ
っ
た
勝
山
だ
。

メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
出
雲
街
道
を
中

心
に
、
今
も
武
家
屋
敷
や
趣
の
あ
る
建

物
が
残
る
古
い
町
並
み
が
続
く
。

　

ひ
と
昔
前
は
人
通
り
も
少
な
く
が
ら

ん
と
し
て
い
た
景
色
を
変
え
た
の
が
、

「
ひ
の
き
草
木
染
織
工
房
」
代
表
を
務
め

る
染
織
家
の
加
納
容
子
氏
だ
っ
た
。
江

戸
期
に
建
て
ら
れ
明
治
か
ら
続
い
て
い

る
実
家
の
酒
屋
の
軒
先
を
、
加
納
氏
が

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
「
の
れ
ん
」
で
飾
っ
た

の
が
発
端
だ
。

　

そ
の
眺
め
に
惹
か
れ
て
賛
同
者
が

徐
々
に
増
え
、現
在
は
約
九
〇
軒
の
「
の

江
戸
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
武
家
屋
敷
や
白
壁
の

建
物
が
多
く
残
る
勝
山
の
町
は
、
や
わ
ら
か
な
景
色
の
な

か
、
の
れ
ん
の
鮮
や
か
な
色
が
映
え
る
。

真庭市地域の底力



辻本店代表取締役の辻総一郎氏(右)は、
伝統的なまつり「喧嘩だんじり」もこ
の地域の一体感の礎だと話す。姉の麻
衣子氏（左）は、岡山県初の女性杜氏。
代表銘柄「御前酒」は、勝山藩主が愛
飲した御膳酒だったことに由来する。

左
／
一
八
〇
四
年
（
文
化
元
年
）
の
創
業
当
時
の
姿

を
残
す
辻
本
店
の
蔵
は
、
有
形
登
録
文
化
財
指
定
。

下
／
昔
の
貯
蔵
庫
を
「
酒
蔵
レ
ス
ト
ラ
ン
西
蔵
」
と

し
て
再
活
用
。
イ
ベ
ン
ト
や
ラ
イ
ブ
も
行
わ
れ
る
。
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れ
ん
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
趣
向
を
こ
ら
し

て
通
り
を
彩
る
。
そ
の
景
色
を
目
当
て

に
訪
れ
る
観
光
客
は
年
々
増
加
。
二
〇

年
が
過
ぎ
、
勝
山
の
人
の
意
識
に
も
変

化
が
生
じ
た
と
加
納
氏
は
話
す
。

　
「
実
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
は
こ
こ
を
観

光
地
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
ま
ち
が
元
気
に
な
れ
ば
、

と
思
っ
た
だ
け
な
ん
で
す
。
お
宅
も
の

れ
ん
を
か
け
て
ほ
し
い
、
と
い
う
お
願

い
は
一
度
も
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
デ
ザ
イ
ン
と
い

う
も
の
を
、
ま
ち
の
人
も
だ
ん
だ
ん
わ

か
っ
て
き
た
。
感
覚
が
と
て
も
発
達
し

た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
、

の
れ
ん
や
町
並
み
に
思
い
入
れ
も
深

ま
っ
て
い
ま
す
」

　

ま
ち
の
活
性
化
を
考
え
る
た
め
、
加

納
氏
を
は
じ
め
有
志
が
集
ま
っ
て
は
い

た
が
、
そ
の
目
的
は
な
に
よ
り
も
自
分

た
ち
が
楽
し
む
こ
と
。
今
も
当
初
の
目

的
は
変
わ
ら
な
い
ま
ま
、
定
期
的
に
集

会
が
行
わ
れ
る
。

　

そ
の
集
い
の
場
を
彩
る
の
は
、
地
元

の
蔵
元
、
一
八
○
四
年
（
文
化
元
年
）

創
業
の
辻
本
店
が
醸
す
「
御
前
酒
」。
多

彩
に
旨
み
が
煌
め
い
て
魅
せ
、
名
残
の

キ
レ
の
良
さ
に
ふ
た
た
び
手
が
の
び
る
。

宴
が
つ
い
長
く
な
る
お
い
し
さ
だ
。

　

現
在
は
代
表
取
締
役
の
辻
総
一
郎
氏

と
杜と

う
じ氏

を
務
め
る
姉
の
麻
衣
子
氏
が
、

長
い
歴
史
を
背
負
う
。
ふ
た
り
の
父
親
、

先
代
の
辻
均
一
郎
氏
は
、
ま
ち
づ
く
り

に
尽
力
し
た
加
納
氏
の
同
志
だ
っ
た
。

　
「
最
近
は
、
移
住
者
も
増
え
て
き
た
。

勝
山
は
外
か
ら
来
た
人
を
受
け
入
れ
る

土
壌
が
あ
る
よ
う
で
す
」

　

勝
山
の
現
状
を
伺
う
な
か
、
麻
衣
子

氏
の
話
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
意
外
だ
っ

た
。
城
下
町
に
は
、
保
守
的
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　
「
ま
ち
づ
く
り
が
、
住
む
人
の
意
識

を
変
え
た
。
外
の
人
に
入
っ
て
も
ら
い
、

ま
ち
に
刺
激
を
与
え
た
方
が
豊
か
に
な

る
と
い
う
、
う
ち
の
父
や
加
納
さ
ん
た

ち
の
考
え
が
少
し
ず
つ
根
付
い
て
き
た

の
だ
と
思
い
ま
す
」

　

人
が
ま
ち
を
つ
く
り
、
ま
ち
が
ま
た

人
を
育
む
。
加
納
氏
が
話
し
て
い
た
、

デ
ザ
イ
ン
感
覚
も
ま
た
然
り
だ
。

　
「
勝
山
の
ま
ち
づ
く
り
は
や
が
て
、
世

代
交
代
が
必
要
に
な
る
。
今
は
そ
の
は

ざ
ま
で
す
。
我
々
若
手
は
行
政
が
協
力

し
て
く
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
が
、
自
分
た
ち
で
汗
を
流
さ
な

け
れ
ば
と
も
思
い
ま
す
」

　

そ
う
話
す
総
一
郎
氏
の
言
葉
に
も
、

実
は
均
一
郎
氏
の
面
影
が
隠
れ
て
い
る
。

　

合
併
に
よ
り
真
庭
市
が
誕
生
す
る
は

る
か
前
の
一
九
九
三
年
、
中
国
自
動
車

道
の
完
成
と
そ
の
後
の
ス
ト
ロ
ー
現
象

を
懸
念
し
て
、「
二
十
一
世
紀
の
真
庭
塾
」

と
い
う
組
織
が
立
ち
上
が
っ
た
。
均
一

郎
氏
や
銘
建
工
業
の
中
島
氏
ら
、
当
時

の
若
手
経
営
者
が
自
治
体
の
境
界
を
越

え
て
手
弁
当
で
集
ま
り
、
東
京
を
は
じ

め
各
地
か
ら
講
師
を
招
い
て
勉
強
会
を

開
催
。
そ
れ
が
現
在
の
ま
ち
づ
く
り
や

バ
イ
オ
マ
ス
事
業
が
生
ま
れ
る
礎
と

な
っ
た
の
だ
。

　
「
夜
な
夜
な
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
、
何

か
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
や
ろ
う
、
と
い

う
の
が
勝
山
の
ま
ち
づ
く
り
の
ス
タ
ー

ト
。
自
分
た
ち
が
楽
し
む
ス
タ
イ
ル
で

す
。
無
理
は
せ
ず
、そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
守
っ
て
い
く
の
が
、
一
番
必

要
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

そ
ん
な
総
一
郎
氏
の
言
葉
を
は
じ
め
、

真
庭
の
今
と
過
去
が
つ
な
が
る
不
思
議

な
感
動
を
覚
え
た
の
は
、
映
像
作
家
の

山
崎
樹
一
郎
氏
と
の
ひ
と
と
き
だ
っ
た
。
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「真庭市はそれぞれに個性の強い地域が隣接している」
と話す映像作家の山崎樹一郎氏。右上／ 290 年前の一
揆の様子を描いた「新しき民」は、黒澤明監督の「七人
の侍」を思い起こさせつつ、これまでの時代劇とは異な
る方向へ進むと、ニューヨークタイムズ紙で評価された。

蒜山高原のジャージー牛飼育頭数は約 2000 頭。この土地
で生まれ、高原の草をたっぷり食んで育つ正真正銘の蒜山
産。標高 500 ｍの一帯は夏場、目にも涼やかな草原が広が
り、西日本屈指のリゾート地としても知られる。

高さ 110 ｍ、幅 20 ｍ。市の中央部に位置する「神
庭の滝」は、「日本の滝百選」のひとつ。

人
の
心
も
ま
た 

江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
ず

　

山
崎
氏
は
学
生
時
代
か
ら
京
都
で
過

ご
し
て
い
た
が
、
一
〇
年
前
に
父
親
の

実
家
が
あ
る
真
庭
市
に
移
住
し
、
酪
農

や
農
業
な
ど
地
元
と
関
わ
る
作
品
を
発

表
し
て
い
る
。

　

脚
本
、
監
督
を
務
め
た
最
新
作
の

「
新
し
き
民
」
は
、
一
七
二
六
年
（
享
保

十
一
年
）、
津
山
藩
内
の
山
中
（
現
在
の

真
庭
市
北
部
）
に
暮
ら
す
農
民
た
ち
が

起
こ
し
た
「
山
中
一

揆
」
が
テ
ー
マ
だ
。

　
「
山
中
一
揆
で
は
、

約
六
〇
〇
〇
人
が

五
日
間
で
一
と
こ

ろ
に
集
結
し
た
。
そ

の
地
域
柄
は
、
今
も
生
き
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
な
に
も
せ
ず
に
時
を
過
ご
す

の
で
は
な
く
、
よ
く
も
悪
く
も
動
い
て

し
ま
う
。
何
か
や
っ
て
み
よ
う
、
変
え

て
い
こ
う
。
そ
ん
な
気
概
を
持
っ
た
人

が
多
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
」

　

こ
れ
ま
で
お
話
を
伺
っ
た
方
々
の
顔

が
、
胸
を
よ
ぎ
る
。
官
と
民
と
が
手
を

組
ん
で
動
い
て
い
る
の
が
江
戸
時
代
と

は
異
な
る
が
、
森
林
同
様
に
人
の
心
も

ま
た
継
が
れ
て
い
る
の
を
実
感
し
た
。

　

山
崎
氏
が
映
像
制
作
と
と
も
に
ト
マ

ト
の
栽
培
に
勤
し
む
、
兼
業
農
家
で
あ

る
こ
と
に
も
興
味
津
々
と
な
る
。

　
「
今
後
の
こ
と
を
考
え
る
中
で
、
表
現

活
動
の
前
に
農
業
を
や
っ
て
み
た
い
な

と
思
っ
た
ん
で
す
。
映
像
制
作
も
農
業

も
、
計
算
ど
お
り
に
は
な
ら
な
い
。
自

分
の
思
い
で
動
け
ま
せ
ん
が
、
だ
か
ら

こ
そ
お
も
し
ろ
い
」

　

農
業
を
営
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
生

ま
れ
る
な
に
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

銘
建
工
業
の
中
島
氏
も
ま
た
、
農
業

と
つ
な
が
る
未
来
を
描
い
て
い
た
の
を

思
い
出
す
。

　
「
今
後
、
よ
り
大
規
模
な
バ
イ
オ
マ
ス

発
電
所
を
つ
く
り
た
い
気
持
ち
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
は
農
業
利
用
と

一
緒
に
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
木

を
燃
や
し
た
際
に
出
る
二
酸
化
炭
素
は
、

光
合
成
に
使
え
る
。
廃
熱
利
用
も
で
き

る
。
あ
る
も
の
を
使
い
切
る
ん
で
す
」

　

こ
の
土
地
な
ら
で
は
の
も
っ
と
も
大

切
な
資
源
は
、「
な
に
か
し
よ
う
」
と
い

う
人
の
心
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

山
崎
氏
の
畑
を
真
っ
赤
な
ト
マ
ト
が

彩
る
、
夏
本
番
の
こ
れ
か
ら
の
季
節
、

勝
山
で
は
の
れ

ん
が
涼
し
げ
に

風
に
揺
れ
、
蒜

山
で
は
緑
の

牧
草
を
食
む

ジ
ャ
ー
ジ
ー
牛

か
ら
牛
乳
が
搾

ら
れ
る
。
バ
イ

オ
マ
ス
発
電
所

の
周
辺
は
、
よ

り
強
く
木
々
が
香
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
の
名
の
と
お
り
、
あ
ま
た
の
花
が

咲
き
ほ
こ
る
美
し
い
庭
の
よ
う
な
景
色

が
、
真
庭
市
に
は
広
が
っ
て
い
る
。

真庭市地域の底力


