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写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力  長野県南佐久郡佐久穂町

未
来
に
つ
な
が
る

ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
目
指
す

長
野
県
佐さ

く

ほ
久
穂
町ま

ち

行
政
と
住
民
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
進
め
る
挑
戦
。

移
住
者
の
増
加
が
見
ら
れ
る
長
野
県
佐
久
穂
町
で
は
、

受
け
継
が
れ
て
き
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
守
り
つ
つ
、

子
ど
も
た
ち
が
未
来
に
思
う
ふ
る
さ
と
が
育
ま
れ
て
い
る
。

未
来
に
つ
な
が
る

ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
目
指
す

長
野
県
佐さ

く

ほ
久
穂
町ま

ち

長野県南佐久郡佐久穂町はそのほぼ中央を千
ち

曲
くまがわ

川が南北に
貫き、人々の暮らしを潤してきた。町は川を軸に鳥の翼の
ごとく東西に広がり、東に「縁結びの山」として知られる
茂
も

来
らいさん

山が、西に長野県から山梨県まで八
やつ

ヶ
が

岳
たけ

が連なる。
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子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た
い

ふ
る
さ
と
の
魅
力

　

長
野
県
東
部
の
中
ほ
ど
、
南
佐
久

郡
北
部
に
位
置
す
る
佐
久
穂
町
は
、

二
〇
〇
五
年
に
旧
佐
久
町
と
旧
八
千

穂
村
の
合
併
に
よ
り
誕
生
。
人
口
は
約

一
万
人
を
有
す
る
。
町
の
中
央
を
千
曲

川
が
流
れ
、
西
に
連
な
る
八
ヶ
岳
を
は

じ
め
山
々
が
周
辺
を
囲
む
豊
か
な
自
然

が
景
色
を
彩
る
。

　

標
高
七
四
〇
～
一
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
帯
に
集
落
が
広
が
る
、
町
の
産
業

の
要
は
農
業
。
高
い
晴
天
率
と
昼
夜
の

寒
暖
差
が
大
き
い
夏
場
の
気
候
は
野
菜

の
生
育
に
適
し
て
お
り
、
花か

き卉
や
リ
ン

ゴ
な
ど
の
果
実
栽
培
も
盛
ん
だ
。
な
か

で
も
プ
ル
ー
ン
は
、
国
内
有
数
の
生
産

量
を
誇
る
。

　
「
合
併
以
降
、
佐
久
穂
町
は
『
水
と
緑

の
う
る
お
い　

人
の
営
み
が
奏
で
る
未

来
の
ふ
る
さ
と
』
を
基
本
理
念
と
し
て

き
ま
し
た
。『
未
来
の
ふ
る
さ
と
』と
は
、

古
き
良
き
時
代
に
戻
る
の
で
は
な
く
、

あ
ら
た
な
ふ
る
さ
と
を
つ
く
っ
て
い
く

こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
」

　

そ
う
語
る
町
長

の
佐
々
木
勝
氏
は
、

旧
八
千
穂
村
の
出

身
。
旧
八
千
穂
村

役
場
、
佐
久
穂
町
役
場
職
員
を
経
て
、

二
〇
一
七
年
か
ら
現
職
を
務
め
る
。
さ

ま
ざ
ま
な
施
策
の
な
か
で
も
、
未
来
の

ふ
る
さ
と
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
教
育

で
注
目
さ
れ
る
の
は
町
内
の
小
学
校
と

中
学
校
を
統
合
し
、
二
〇
一
五
年
に
新

規
ス
タ
ー
ト
し
た
一
貫
教
育
校
「
佐
久

穂
小
・
中
学
校
」
だ
。
小
学
一
年
生
か

ら
の
英
語
教
育
や
、
職
業
体
験
な
ど
を

通
し
て
地
域
の
産
業
を
知
る
「
キ
ャ
リ

ア
教
育（
ふ
る
さ
と
学
習
）」が
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

二
〇
一
六
年
度
か
ら
は
「
佐
久
穂
町

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
創
生
戦
略
」
と
し
て
、

高
齢
化
が
進
む
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

活
性
化
や
自
立
、
健
康
事
業
に
力
を
注

ぎ
、
集
落
点
検
も
開
始
し
た
。

　
「
集
落
点
検
の
目
的
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
持
つ
良
さ
を
見
つ

け
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
ど
う
残
す
の

か
、
そ
の
た
め
に
町
は
い
か
に
し
て
支

援
し
て
い
く
か
と
い
う
視
点
で
進
め
て

い
ま
す
」

　

公
募
に
よ
り
集
ま
っ
た
聞
き
手
が
住

民
を
訪
ね
、
若
い
世
代
に
伝
え
た
い
と

い
う
話
を
聞
き
取
っ
て
歩
い
た
調
査
も

興
味
深
い
。
集
落
点
検

の
結
果
を
ま
と
め
た
冊

子
『
佐
久
穂
の
集
落
聴

き
め
ぐ
り
』
は
、
写
真

と
と
も
に
各
集
落
の
か

つ
て
の
営
み
や
風
景
、

はぐろした

さくだいら

かいぜ

やちほ

佐久市

千
曲
川

群馬県

299

北陸
新幹
線

中
部
横
断
自
動
車
道

佐久穂町

小
海
線

141

小海町
北相木村

たかいわ

かるいざわ

至
小
淵
沢 

299

こもろ

佐久小諸JCT

八千穂高原 IC

18

茅野市

しなの鉄道

「町の多様な変化にともない、役場の職員
の意識も変わりつつあります」と話す町
長の佐々木勝氏。背景の壁をはじめ役場
の建物には、佐久穂町の森の多くを占め
るカラマツがふんだんに使われている。

長野県オリジナル品種の
プルーン「オータムキュー
ト」のなかでも、糖度の
高い大玉を「紫稀～ SHIKI
～」の名でブランド化し、
東京の老舗フルーツ専門
店で限定販売。
 （写真提供：佐久穂町）

大日向小学校の生徒や職員のためのランチルーム
「大日向食堂」では、保護者が食事の仲間に加わる
ことも。一角には、ワークショップで発表された
際の校名が大切に残されている。
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緑豊かな自然環境に恵まれた大日向小学校は、佐久
穂町の中心地から車で約 10 分の距離に位置する。

忘
れ
ら
れ
な
い
出
来
事
な
ど
が
語
ら
れ

た
読
み
応
え
の
あ
る
内
容
だ
。

　

未
来
の
ふ
る
さ
と
づ
く
り
に
お
い
て

は
、
移
住
者
の
増
加
も
必
要
だ
と
佐
々

木
氏
は
話
す
。
実
際
、
廃
校
を
再
活
用

し
た
新
規
学
校
法
人
の
誕
生
や
、
こ
れ

ま
で
に
七
〇
組
以
上
を
数
え
る
新
規
就

農
者
に
よ
り
、
佐
久
穂
町
に
は
未
来
を

培
う
新
し
い
風
が
吹
い
て
い
る
。

町
の
活
性
化
を
導
い
た 

小
学
校
の
開
校
と 

移
住
者
の
増
加

　

町
の
移
住
者
増
加
の
一
つ
の
転
機
に

な
っ
た
の
は
、
二
〇
一
九
年
に
開
校
し

た
「
学
校
法
人
茂も

来ら
い

学
園
し
な
の
イ
エ

ナ
プ
ラ
ン
ス
ク
ー
ル
大お

お

日ひ

向な
た

小
学
校
」

だ
。「
イ
エ
ナ
プ
ラ
ン
」
は
ド
イ
ツ
で
生

ま
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
で
広
ま
っ
た
「
一
人

ひ
と
り
を
尊
重
し
な
が
ら
自
立
と
共
生

を
学
ぶ
」
教
育
法
。
細
切
れ
の
時
間
割

は
な
く
、
子
ど
も
た
ち
が
自
ら
考
え
て

行
動
し
な
が
ら
主
体
的
に
学
ぶ
環
境
が

用
意
さ
れ
て
い
る
、
と
話
す
の
は
校
長

の
久
保
礼
子
氏
だ
。

　

日
本
で
は
二
〇
〇
四
年
に
イ
エ
ナ
プ

ラ
ン
に
関
す
る
書
籍
（
注
）
が
出
版
さ
れ
、

学
習
会
が
草
の
根
的
に
広
が
る
な
か
、

国
内
に
も
学
校
を
と
の
声
が
次
第
に
高

ま
っ
て
い
く
。
そ
の
後
、
関
係
者
の
尽

力
が
実
り
、
長
野
県
と
佐
久
穂
町
の
承

認
を
得
て
、
廃
校
に
な
っ
た
旧
佐
久
東

小
学
校
校
舎
の
再
活
用
が
決
ま
っ
た
。

　
「
こ
の
空
き
校
舎
が
も
う
一
度
学
校
と

し
て
復
活
し
、
若
い
世
代
が
来
る
よ
う
に

な
れ
ば
活
性
化
に
つ
な
が
る
と
、
佐
久
穂

町
に
は
歓
迎
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」

　

と
は
い
え
イ
エ
ナ
プ
ラ
ン
の
認
知
度

が
さ
ほ
ど
高
く
な
い
状
況
を
ふ
ま
え
、

開
校
前
に
は
住
民
に
理
解
を
得
る
た
め

の
説
明
会
が
幾
度
も
重
ね
ら
れ
た
。

　
「
よ
そ
か
ら
来
て
好
き
な
こ
と
を
や

り
、
結
局
失
敗
し
て
去
る
の
で
は
な
い

か
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
壊
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
は
少
な
か
ら

ず
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
子
ど
も
た
ち

が
来
る
の
は
う
れ
し
い
、
協
力
し
た
い

と
の
励
ま
し
も
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま

し
た
」

　

校
名
は
地
域
住
民
参
加
型
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
意
見
が
交
わ
さ
れ
、
学
校

の
正
面
に
立
つ
茂
来
山
や
、
地
域
名
の

大
日
向
が
含
ま
れ
た
。

　

初
年
度
の
応
募
は
当
初
、
三
〇
名
程

度
を
見
込
ん
で
い
た
が
、
結
果
的
に
は

全
国
各
地
か
ら
七
〇
名

が
入
学
。
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
移
住
し
た
五
八

世
帯
の
三
割
が
佐
久
穂

町
に
、
七
割
が
隣
接
す

る
佐
久
市
で
暮
ら
し
始

め
た
。
二
〇
二
二
年
に

は
中
学
校
が
開
校
し
、

二
〇
二
三
年
度
は
計

二
〇
一
名
の
生
徒
が
五

台
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で

登
校
し
て
い
る
。

　

佐
久
市
に
住
ま
い
を
定
め
た
久
保
氏

は
、
暮
ら
し
て
は
じ
め
て
利
便
性
の
高

さ
に
気
付
い
た
と
い
う
。

　
「
佐
久
穂
町
か
ら
J
R
佐
久
平
駅
ま

で
は
車
で
約
三
〇
分
、
佐
久
平
駅
～
東

京
駅
間
は
新
幹
線
で
一
時
間
二
〇
分
と
、

首
都
圏
は
感
覚
的
に
近
い
で
す
ね
。
新

幹
線
を
利
用
し
、
東
京
に
通
勤
し
て
い

る
保
護
者
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
」

　

大
日
向
小
学
校
・
中
学
校
の
開
校
は
、

学
校
側
、
町
側
と
も
に
期
待
し
て
い
た

以
上
の
あ
ら
た
な
流
れ
も
生
ん
だ
。

　
「
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
下
り
て
い
た
商
店
街

で
、
児
童
の
ご
家
族
や
関
係
者
が
飲
食

店
や
雑
貨
店
な
ど
を
開
い
て
人
気
を
集

め
、
賑に

ぎ

わ
い
が
戻
っ
て
き
た
と
評
判
に

な
っ
て
い
ま
す
。
学
校
の
理
念
に
共
感

長野県南佐久郡佐久穂町地域の底力

（注）『オランダの教育』（平凡社・リヒテルズ直子）

子どもたちが輪になって話し合う「サークル対話」
の様子。対話は、共生を培う土台になる大事な時間。

校長の久保礼子氏はもともと福岡県の中学校で教壇に
立っていたが、イエナプランを知ってオランダへの視察
に赴き、日本校の設立にも積極的に関わってきた。
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し
、
地
域
と
共
に
歩
も
う
と
い
う
思
い

を
持
つ
保
護
者
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
」

　

高
等
部
の
開
校
を
も
見
据
え
る
現
在

の
課
題
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
滞
っ
て
い
た

住
民
と
の
交
流
再
開
だ
が
、
よ
う
や
く

イ
ベ
ン
ト
の
開
催
や
用
水
路
の
掃
除
、

草
刈
り
と
い
っ
た
地
域
活
動
へ
の
積
極

的
な
参
加
が
可
能
と
な
っ
た
。
子
ど
も

た
ち
が
住
民
と
笑
顔
を
交
わ
す
光
景
は
、

や
が
て
周
辺
の
日
常
に
な
る
だ
ろ
う
。

多
く
の
人
を
魅
了
す
る 

土
壌
分
析
を
礎
と
す
る
農
法

　

一
九
九
八
年
に
佐
久
穂
町
で
新
規
就

農
し
、
妻
の
幸
代
氏
と
と
も
に
独
自
の

有
機
農
法
を
進
め
て
き
た
、と
語
る
「
の

ら
く
ら
農
場
」
代
表
の
萩
原
紀
行
氏
も

移
住
者
の
一
人
。
東
京
で
の
多
忙
な
営

業
職
で
体
調
を
崩
し
た
の
を
き
っ
か
け

に
、
農
業
を
目
指
し
た
。

　
「
佐
久
穂
町
を
選
ん
だ
の
は
、
埼
玉
で

の
修
業
時
代
の
夏
に
こ
の
町
を
訪
れ
、

涼
し
さ
や
山
々
の
景
色
、
き
れ
い
な
水

に
惹ひ

か
れ
て
の
こ
と
で
し
た
」

　

萩
原
氏
の
農
業
の
大
き
な
特
徴
は
、

土
壌
を
化
学
的
に
分
析
し
た
上
で
有
機

肥
料
の
施
し
方
を
「
設
計
」
し
、
さ
ら

に
は
野
菜
の
生
育
や
実
り
を
「
診
断
」

し
て
ケ
ア
を
重
ね
て
い
く
こ
と
。

　
「
分
析
、
設

計
、
診
断
の
結

果
と
野
菜
の
種

類
に
応
じ
て
、

使
う
肥
料
の
種

類
や
量
を
調
整

し
ま
す
が
、
そ

れ
に
よ
り
最
終

的
に
は
、
お
い

し
さ
は
も
ち
ろ

ん
栄
養
価
も
変

わ
っ
て
く
る
。

幾
度
も
の
試
行

錯
誤
を
経
て
数
値
化
が
可
能
に
な
り
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
形
式
知
が
生
ま

れ
、
現
在
は
ス
タ
ッ
フ
に
も
理
解
し
て

も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

地
元
の
方
々
か
ら
土
地
を
借
り
て
畑

を
拡
張
し
、
生
産
量
は
二
〇
年
で
二
〇

倍
に
成
長
。
現
在
は
約
六
〇
種
類
の
野

菜
を
、
専
門
店
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

直
販
を
介
し
て
販
売
し
て
い
る
。
実
際

に
食
べ
て
み
る
と
、
春
菊
は
生
の
ま

ま
で
も
爽
や
か
な
お
い
し
さ
が
立
ち
、

し
っ
か
り
し
た
ボ
デ
ィ
ー
の
ピ
ー
マ
ン

は
清す

が
す
が々

し
い
甘
味
が
感
じ
ら
れ
、
リ

ピ
ー
タ
ー
が
多
い
の
も
納
得
で
き
る
。

　

栽
培
か
ら
出
荷
ま
で
の
作
業
に
は

二
〇
名
ほ
ど
の
ス
タ
ッ
フ
が
携
わ
る

が
、
経
歴
は
多
様
。
就
農
経
験
者
だ
け

で
は
な
く
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や
管
理
栄

養
士
、
幼
児
教
育
の
専
門
家
、
は
た
ま

た
短
期
で
働
く
大
学
生
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
人
た
ち
が
の
ら
く
ら
農
場
に
集

ま
っ
て
い
る
の
が
面
白
い
。

　
「
う
ち
の
野
菜
を
食
べ
て
、
働
き
に
来

て
く
れ
た
人
も
い
ま
す
。
農
業
は
ど
う

い
う
仕
事
な
の
か
、
漠
然
と
し
た
思
い

の
人
で
も
僕
は
ウ
エ
ル
カ
ム
。
多
彩
な

メ
ン
バ
ー
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
、

ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い
な
が
ら
進
め
ら

れ
る
状
況
を
、
僕
自
身
が
楽
し
ん
で
い

ま
す
」

　

農
園
で
得
た
知
識
と
経
験
を
も
と
に

独
立
し
、
佐
久
穂
町
で
そ
の
ま
ま
農
業

を
続
け
る
ス
タ
ッ
フ
も
少
し
ず
つ
増
え

て
お
り
、
家
族
を
含
め
れ
ば
五
〇
人
以

上
が
、
萩
原
氏
を
介
し
た
縁
が
き
っ
か

ピーマン、トマト、ブロッコリー
など、「旨みやさい」と名付けら
れた「のらくら農場」の野菜は見
るからに食欲をそそるハリや色
つや。健やかに育った証しだ。

グリーンケールの畑に立つ「のらくら農場」代表の萩原紀行氏。こ
のグリーンケールをはじめ、収穫した野菜はスタッフとともに試作
する賄い料理でテイスティング。購入者には、旨

うま

さがより際立つレ
シピも提案している。

のらくら農場のスタッフは全員が、畑仕事から出荷
まですべての作物に携わる。

左／手のひらサイズの「坊ちゃん
かぼちゃ」は味が濃い上、少人数
の家族でも食べきれるのが特徴。
右／ 80 枚の畑をイメージ的にと
らえて国の名前をつけるなど、作
業管理の効率化にはユニークな工
夫が施されている。
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け
で
こ
の
地
に
根
を
お
ろ
し
て
き
た
。

　

農
作
業
が
で
き
な
い
冬
場
は
、
漬
物

や
ス
ー
プ
な
ど
の
加
工
品
を
製
造
。
萩

原
氏
は
農
法
に
関
す
る
講
演
を
行
っ
て

い
る
が
、
将
来
的
に
は
ノ
ウ
ハ
ウ
を
会

得
し
た
ス
タ
ッ
フ
を
講
師
と
し
て
派
遣

し
た
い
と
の
構
想
を
描
く
。
町
長
の

佐
々
木
氏
や
役
場
の
職
員
と
も
、
積
極

的
に
先
々
を
語
り
合
う
と
い
う
。

　
「
人
口
一
万
人
の
こ
の
町
は
、
役
場

や
町
長
さ
ん
と
の
距
離
が
と
て
も
近
い

し
、
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
で
き
る
土
壌

が
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
て
い
ま
す
」

最
新
技
術
を
駆
使
し
た 

空
き
ハ
ウ
ス
の
再
活
用

　

あ
ら
た
な
る
挑
戦
は
移
住
者
に
限
ら

ず
、
も
と
も
と
の
住
民
の
間
で
も
見
ら

れ
る
。
離
農
に
よ
る
空
き
ハ
ウ
ス
を
活

用
し
、
八
カ
所
三
〇
棟
で
有
機
農
業
を

展
開
す
る
大
塚
潤
也
氏
も
、
新
規
技
術

の
導
入
で
耳
目
を
集
め
る
存
在
だ
。

　

有
機
農
業
を
手
が
け
る
父
親
の
も
と

で
四
年
間
働
い
た
後
、
二
〇
一
八
年
に

独
立
し
た
大
塚
氏
は
、
多
様
な
機
器
と

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
つ
な
げ
る
「
Ｉ
ｏ

Ｔ
」
に
着
目
。
現
在
は
全
ハ
ウ
ス
内
の

温
度
や
湿
度
、
照
度
を
セ
ン
サ
ー
で
感

知
し
、
ビ
ニ
ー
ル
の
開
閉
か
ら
灌か

ん
す
い水
ポ

ン
プ
や
循
環
扇
、
換
気
扇
の
作
動
ま
で

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
制
御
、
管
理
し
て

い
る
。

　
「
最
初
の
頃
は
す
べ
て
の
ハ
ウ
ス
を
回

り
、
手
作
業
で
調
整
、
管
理
し
て
き
ま

し
た
が
、
そ
れ
に
費
や
さ
れ
る
労
力
や

時
間
の
解
消
を
考
え
る
な
か
で
、
Ｉ
ｏ

Ｔ
活
用
の
発
想
に
至
り
ま
し
た
」

　

必
要
な
機
器
は
通
信
販
売
で
部
品
を

購
入
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
含
め
て

す
べ
て
が
従
業
員
と
と
も
に
構
築
し
た

Ｄ
Ｉ
Ｙ
。
初
心
者
レ
ベ
ル
だ
っ
た
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
動
画
な
ど
を
参

考
に
制
作
を
始
め
、
約
二
カ
月
で
完
成

し
た
制
御
盤
の
コ
ス
ト
は
約
二
万
円
だ

と
い
う
。

　
「
効
率
良
く
適
切
な
管
理
が
で
き
る
だ

け
で
は
な
く
、
ク
ラ
ウ
ド
上
に
記
録
さ

れ
た
デ
ー
タ
か
ら
温
度
や
湿
度
と
収
穫

量
の
相
関
が
見
え
て
き
た
の
は
想
定
外

の
メ
リ
ッ
ト
で
し
た
。
そ
の
デ
ー
タ
を

利
用
す
れ
ば
先
々
、
よ
り
最
適
な
栽
培

の
パ
タ
ー
ン
や
管
理
法
が
分
か
っ
て
く

る
と
思
い
ま
す
」

　

成
果
は
「
第
六
一
回
全
国

青
年
農
業
者
会
議
」
で
発
表

さ
れ
、
大
塚
氏
は
農
林
水
産

大
臣
賞
を
受
賞
。
猛
暑
が
続

い
た
二
〇
二
三
年
夏
も
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
が
支

え
る
細
や
か
な
散
水
や
循
環
扇
の
作
動

に
よ
る
高
温
対
策
で
収
穫
量
は
ア
ッ
プ

し
た
そ
う
だ
。

　
「
目
指
す
の
は
、
作
る
人
に
も
食
べ
る

人
に
も
優
し
い
農
業
。
Ｉ
ｏ
Ｔ
に
よ
る

労
力
削
減
や
働
き
や
す
い
環
境
づ
く
り

と
、
有
機
農
法
で
消
費
者
に
安
心
安
全

な
作
物
を
届
け
る
こ
と
で
す
。
農
業
が

今
後
さ
ら
に
進
化
し
て
い
く
な
か
、
自

分
自
身
も
栽
培
技
術
を
上
げ
た
い
で
す

ね
。
こ
の
先
、
空
き
ハ
ウ
ス
の
増
加
が

予
想
さ
れ
る
な
か
、
そ
の
受
け
皿
に
な

り
た
い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
」

30 棟のハウスを IoT システム
で管理する、手作りの制御盤。
機材が増えても自分たちで接続
できるため、拡張性が高いメ
リットもあるという。

大
塚
氏
が
有
機
農
法
で
ミ
ニ
ト
マ
ト
を
育
て
る
夏
の

ハ
ウ
ス
内
は
、
濃
密
な
香
り
に
満
ち
て
い
た
。
収
穫

が
終
わ
っ
た
後
の
茎
や
葉
は
そ
の
ま
ま
砕
か
れ
て
土

に
返
り
、
次
の
実
り
の
礎
に
。

「
セ
ン
サ
ー
に
よ
る
管
理
で
、
病
害
虫
が
発

生
し
に
く
い
環
境
を
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
有
機
農

業
と
I
o
T
は
と
て
も
親
和
性
が
高
い
と

思
い
ま
す
」
と
語
る
、
大
塚
潤
也
氏
。
ハ

ウ
ス
の
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
ど
こ
か
ら
で
も
操
作
が
可
能
。
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愛
飲
家
を
惹
き
つ
け
る 

老
舗
蔵
の
チ
ャ
レ
ン
ジ

　

豊
か
な
水
と
米
、
そ
し
て
寒
さ
が

厳
し
い
冬
。
そ
ん
な
自
然
環
境
を
活
か

し
た
酒
造
り
に
お
い
て
、
周
囲
に
先
駆

け
た
取
り
組
み
を
打
ち
出
し
続
け
て

い
る
の
が
町
で
唯
一
の
酒
蔵
、
創
業

一
八
五
八
年
（
安
政
五
）
の
黒
澤
酒
造

だ
。
六
代
目
を
数
え
る
黒
澤
孝
夫
氏

は
、
引
退
し
た
父
親
の
後
を
継
い
で

二
〇
一
三
年
か
ら
代
表
取
締
役
社
長
を

務
め
、
弟
の
洋
平
氏
が
杜
氏
と
し
て
仕

込
み
を
担
う
。

　

地
元
の
冠
婚
葬
祭
に
欠
か
せ
な
い
存

在
で
あ
る
代
表
銘
柄「
井
筒
長
」に
加
え
、

日
本
酒
愛
好
家
が
熱
い
眼
差
し
を
送
る

の
が
、
一
九
九
二
年
に
ア
メ
リ
カ
へ
の

輸
出
を
目
的
と
し
て
誕
生
し
た
ブ
ラ
ン

ド
「
黒
澤
」
だ
。

　
「
海
外
へ
の
進
出
と
し
て
は
か
な
り
早

い
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
し
た
が
、
父
親
の
同

級
生
が
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
い
た
こ
と
が

き
っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。
味
わ
い
や

価
格
を
調
整
す
る
う
ち
に
ご
縁
や
流
通

が
広
が
り
、
今
は
和
食
店
だ
け
で
は
な

く
ワ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
で
も
扱
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
」

　

現
地
で
の
知
名
度
は
高
く
、
多
い
と

き
に
は
輸
出
が
生
産
量
の
半
数
を
占
め

る
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
。
近
年
で
は
国
内

の
厳
選
し
た
酒
販
店
で
も
販
売
さ
れ
、

さ
ら
な
る
フ
ァ
ン
が
増
え
て
い
る
。
敷

地
内
に
は
郷
土
の
文
化
や
歴
史
に
も
ふ

れ
ら
れ
る
資
料
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
カ

フ
ェ
も
あ
り
、
シ
ョ
ッ
プ
で
の
試
飲
以
外

に
も
蔵
を
訪
れ
た
人
の
楽
し
み
は
多
い
。

　

二
〇
一
九
年
に
は
、
佐
久
地
方
の
蔵

元
五
軒
と
連
携
し
て
「
佐
久SA

K
E 

A
ging

研
究
会
」
を
発
足
。
佐
久
穂
町

に
あ
る
二
つ
の
ダ
ム
内
の
ト
ン
ネ
ル
な

ど
を
利
用
す
る
、
貯
蔵
実
験
が
始
ま
っ

た
。
熟
成
に
よ
り
味
わ
い
が
ま
ろ
や
か

に
な
る
と
い
う
そ
の
「
ダ
ム
熟
」
の
酒

を
は
じ
め
、
原
料
米
は
全
量
長
野
県
産

で
六
割
が
近
郊
で
の
栽
培
。
う
ち
五
％

を
占
め
る
の
は
、
自
社
田
米
だ
。

　

こ
の
自
社
田
米
は
、
黒
澤
氏
の
発
案

に
よ
り
二
〇
〇
一
年
か
ら
続
く
「
体
験

型
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
八
千
穂
美
醸
会
（
米

作
り
か
ら
酒
造
り
ま
で
）」
の
活
動
に
よ

る
も
の
で
、
佐
久
穂
町
へ
と
日
本
酒
好

き
を
導
く
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

　
「
田
植
え
か
ら
稲
刈
り
、
酒
造
り
ま
で

関
わ
っ
て
い
た
だ
く
消
費
者
参
加
型
の

取
り
組
み
は
、
当
初
は
契
約
農
家
さ
ん

に
お
任
せ
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
ず
れ

2022 年 7 月に、築 100 年超の建物を活用した 1 日
1 組限定の「古民家宿 黒澤邸 hanare」が開業。地
域の食材が味わえる料理のサービスにも対応する。

下
／
蔵
の
近
く
に
広
が
る
自
社
田
。
稲
の

間
に
雑
草
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
除
草

剤
を
使
っ
て
い
な
い
た
め
。
左
／
黒
澤
酒

造
の
敷
地
内
で
は
、
千
曲
川
の
伏
流
水
で

あ
る
仕
込
み
水
が
こ
ん
こ
ん
と
湧
く
。

「町の賑わいや地域おこしに何かしらの形で
つながれば、という思いでさまざまな取り組
みを進めています」と話す、黒澤酒造代表取
締役の黒澤孝夫氏。

佐久 SAKE Aging 研究会
による、日本酒のダム貯
蔵が行われている余

よ じ

地ダ
ムと、ダム内での貯蔵の
様子。気温が 10 度程度
までしか上がらない夏場
を含め、年間を通して安
定した気温が保たれてい
るため、ゆっくりと酒の
熟成が進む。
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は
自
社
の
田
ん
ぼ
を
と
思
っ

て
い
た
と
こ
ろ
に
、
田
ん
ぼ

が
空
い
た
と
い
う
お
声
が
け

を
い
た
だ
き
、
以
来
自
社
田

が
増
え
て
い
ま
す
」

　

黒
澤
酒
造
を
訪
れ
る
参
加

者
は
四
季
折
々
、
美
し
い
景

色
の
移
ろ
い
を
感
じ
な
が
ら
、

自
ら
が
造
り
に
携
わ
っ
た
美
酒
を
味
わ

う
の
だ
ろ
う
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
守
り 

町
を
進
化
さ
せ
る

　

各
地
を
巡
り
な
が
ら
印
象
深
か
っ
た

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
ら
た
な
挑
戦
を

楽
し
ん
で
い
る
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
、

や
わ
ら
か
な
笑
顔
だ
っ
た
。
町
の
変
化

を
住
民
は
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
の
か

と
の
問
い
に
対
す
る
、
町
長
の
佐
々
木

氏
の
答
え
も
心
に
強
く
響
い
た
。

　
「
遊
休
荒
廃
農
地
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
が
、
誰
も
が
そ
う
し
た
く
て
農
地

を
荒
廃
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
一
方
で
自
分
た
ち
が
住
む
地
域

の
魅
力
に
は
、
な
か
な
か
気
付
か
な
い

も
の
で
す
が
、
移
住
し
た
方
々
は
佐
久

穂
町
の
良
さ
を
語
っ
て
く
れ
る
。
刺
激

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
町
の
進
化
・

発
展
の
た
め
に
は
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、

変
化
を
受
け
入
れ
て
い
る
住
民
が
多
い

と
思
い
ま
す
」

　

町
の
変
化
、
進
化
は
地
域
の
産
業
に

確
実
に
プ
ラ
ス
の
影
響
を
も
た
ら
し
、

さ
ら
な
る
人
が
集
ま
る
だ
ろ
う
と
佐
々

木
氏
は
期
待
を
寄
せ
る
。
し
か
し
な
が

ら
移
住
者
を
歓
迎
し
つ
つ
も
現
時
点
に

お
い
て
は
、
町
で
集
合
住
宅
を
建
築
す

る
と
い
っ
た
大
が
か
り
な
受
け
入
れ
の

検
討
は
し
て
い
な
い
と
も
話
す
。

　
「
田
舎
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
、
都
会

に
は
な
い
し
き
た
り
が
あ
り
ま
す
。
誰

が
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
か
皆
、
分
か
っ

て
い
る
し
、
水
路
の
掃
除
や
草
刈
り
、

冬
の
雪
か
き
な
ど
を
共
同
で
行
う
慣
わ

し
は
昔
か
ら
や
っ
て
き
た
こ
と
で
、
明

確
な
理
由
を
論
理
的
に
説
明
す
る
の
は

難
し
い
。
も
し
そ
ん
な
暮
ら
し
に
対
す

る
考
え
が
異
な
る
方
が
急
激
に
増
え
る

と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
壊
れ
て
し
ま
う

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
で

す
か
ら
ま
ず
は
、
空
き
家
を
活
用
し
な

が
ら
、
ゆ
っ
く
り
し
た
ペ
ー
ス
で
進
め

て
い
ま
す
」

　

子
ど
も
た
ち
の
学
ぶ
場
に
関
し
て
は
、

佐
久
穂
小
・
中
学
校
と
大
日
向
小
学
校
・

中
学
校
の
教
師
の
交
流
や
共
同
の
研
修

も
行
わ
れ
、
連
携
が
深
ま
っ
て
い
る
。

大
日
向
小
学
校
に
は
定
員
が
あ
る
た
め
、

教
育
を
目
的
と
し
て
移
住
し
た
家
族
に

と
っ
て
も
、
先
駆
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

を
進
め
る
佐
久
穂
小
・
中
学
校
は
頼
り

に
な
る
存
在
だ
。

　

佐
久
穂
町
は
ゆ
っ
く
り
、
ゆ
っ
く
り

と
未
来
へ
と
進
む
。
こ
の
町
を
ふ
る
さ

と
と
す
る
子
ど
も
た
ち
は
、
少
し
ず
つ

増
え
て
い
く
。
彼
ら
の
心
に
は
、
日
々

の
生
活
で
培
わ
れ
る
人
と
の
つ
な
が
り

や
美
し
い
風
景
が
、
自
分
た
ち
の
町
の

良
さ
と
し
て
刻
ま
れ
て
い
く
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

長野県南佐久郡佐久穂町地域の底力 酸がきれいに立つ「黒澤」をはじめ、黒澤酒
造の日本酒は和洋ともに食が映える懐の深さ
があり、その旨さはカフェ（下）でも味わえる。

佐久穂町を訪れる人の楽しみの一つが、自然散策。町
の東に位置する「古

こ や

谷渓谷」は清流の抜
ぬく

井
い

川
がわ

沿いに遊
歩道が設けられており、２筋の滝が流れる「乙女の滝」
のほか美しい景色が望める。

八ヶ岳の麓
ふもと

、町の南西部に位置する「八千穂レイク」は、イワナやニジマ
スなどの釣りをキャッチ＆リリースで楽しめる、家族連れにも人気の場所。
近くにはシラカバの群生地も広がる。




