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山
内
史
子

地域の底力  兵庫県養父市

先
例
に
と
ら
わ
れ
な
い

官
民
そ
れ
ぞ
れ
の
挑
戦
が

地
域
を
切
り
拓ひ

ら

く

兵
庫
県
養や

ぶ父
市

幅
広
い
世
代
へ
の
多
彩
な
支
援
か
ら
、

農
業
を
は
じ
め
と
す
る
規
制
改
革
ま
で
、

兵
庫
県
養
父
市
の
画
期
的
な
挑
戦
の
数
々
が
、

広
く
世
間
の
耳
目
を
集
め
て
い
る
。

市
民
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で

あ
ら
た
な
試
み
に
挑
み
、
ま
ち
は
前
進
を
続
け
る
。

6 月の夜、数
あま

多
た

のホタルが光の筋を描く、兵庫県内有数のホ
タルの名所として知られる養父市奥

おくめい

米地
じ

地区「ほたるの里」。
敷地内の宿泊可能な「自然体験学習館『めいじ』」などの施
設を利用して、地域の自然に関して通年学ぶことができる。
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時
代
の
変
化
に
応
じ
た 

積
極
的
な
支
援
と
改
革

　

兵
庫
県
北
部
の
但た

じ
ま馬
地
域
に
位
置
す

る
養
父
市
は
、
二
〇
〇
四
年
に
養
父
郡

八よ
う

鹿か

町ち
ょ
う、

養
父
町
、
大
屋
町
、
関せ

き
の
み
や宮

町
の
四
町
が
合
併
し
て
誕
生
し
た
。
約

二
万
人
が
暮
ら
す
ま
ち
は
、
県
下
最
高

峰
の
氷

ひ
ょ
う

ノの

山せ
ん

の
ほ
か
標
高
一
〇
〇
〇

メ
ー
ト
ル
級
の
山
々
に
囲
ま
れ
、
森
林

が
八
割
強
を
占
め
る
な
ど
、
豊
か
な
自

然
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
市
の
全
域
が
中

山
間
地
域
に
当
た
り
、
そ
の
営
み
を
支

え
る
農
業
が
経
済
の
要
だ
。

　

初
見
で
は
正
し
く
読
み
づ
ら
い
市
名

は
、
実
は
「
や
ぶ
医
者
」
の
語
源
と
い

わ
れ
る
。
五
代
将
軍
・
徳
川
綱
吉
の
御

殿
医
を
務
め
た
養
父
出
身
の
名
医
・
長

島
的て
き
あ
ん
庵
に
あ
や
か
る
べ
く
多
く
の
医
者

が
「
や
ぶ
」
の
看
板
を
掲
げ
た
た
め
、

逆
の
意
味
で
根
づ
い
た
と
語
る
の
は
市

長
の
広
瀬
栄
氏
だ
。　

　

広
瀬
氏
は
民
間
企
業
勤
務
を
経
て

一
九
七
六
年
に
旧
八
鹿
町
役
場
の
職
員

と
な
り
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
現
職
を
務

め
る
。
就
任
以
来
、
多
く
の
改
革
を
行

い
、
結
婚
、
出
産
、
医
療
、
教
育
と
い
っ

た
若
い
世
代
に
向
け
た
サ
ポ
ー
ト
も
周

辺
に
先
駆
け
て
手
厚
く
行
っ
て
き
た
。

　
「
少
子
化
が
進
む
地
域
に
と
っ
て
子

ど
も
は
宝
で
す
か
ら
、
ま
ち
の
持
続
の

た
め
に
必
要
な
施
策
と
し
て
進
め
て
き

た
だ
け
の
こ
と
で
す
」

　

広
瀬
氏
は
控
え
め
に
語
る
が
、
現
に

移
住
者
が
増
え
て
い
る
。
市
の
「
や
ぶ

暮
ら
し
住
宅
支
援
制
度
」
を
利
用
し
定

住
に
つ
な
が
っ
た
実
績
は
、
二
〇
二
三

年
度
ま
で
の
五
年
間
の
累
計
で
二
五
九

組
、
五
五
一
名
を
数
え
、
移
住
を
案
内

す
る
情
報
誌
の
「
住
み
た
い
田
舎
ベ
ス

ト
ラ
ン
キ
ン
グ
」
で
は
こ
こ
数
年
、
近

畿
エ
リ
ア
一
位
に
選
ば
れ
て
い
る
。

　

基
幹
産
業
で
あ
る
農
業
に
お
い
て

も
、
助
力
を
惜
し
ま
な
い
。
農
業
委
員

会
の
同
意
を
得
て
、
農
地
権
利
移
動
許

可
事
務
を
市
が
行
え
る
よ
う
に
し
た
ほ

か
、
農
業
生
産
法
人
（
現
・
農
地
所
有

適
格
法
人
）
の
設
立
要
件
緩
和
、
企
業
に

よ
る
農
地
取
得
の
実
現
（
現
在
、
一
二
法

人
が
営
農
中
）
と
い
っ
た
規
制
改
革
を

進
め
て
き
た
。
こ
う
し
た
規
制
改
革
の

進
展
は
、
二
〇
一
四
年
の
国
家
戦
略
特

区
指
定
が
後
押
し
し
た
と
広
瀬
氏
は
話

す
。

　
「
農
業
従
事
者
が
減
り
耕
作
放
棄
地

が
増
え
る
状
況
を
変
え
る
べ
く
、
新
規

就
農
者
を
増
や
し
た
い
と
思
っ
て
も
、

現
行
制
度
で
は
無
理
で
し
た
。
し
か
し

特
区
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
で
手
を
つ

け
ら
れ
ず
に
い
た
提
案
が
受
け
入
れ
ら

れ
、
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

　

高
齢
者
に
向
け
て
は
、
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
会
員
の
就
業
時
間
拡
大
、

タ
ク
シ
ー
事
業
者
と
連
携
し
た
自
家
用

車
利
用
の
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
サ
ー
ビ
ス

「
や
ぶ
く
る
」
な
ど
、
暮
ら
し
の
充
実
に

向
け
た
特
例
が
特
区
指
定
と
と
も
に
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍

前
か
ら
始
ま
っ
た
テ
レ
ビ
電
話
に
よ
る

服
薬
指
導
な
ど
、
養
父
市
の
特
例
か
ら

全
国
に
広
ま
っ
た
規
制
改
革
は
少
な
く

な
い
。

　
「
移
動
手
段
の
確
保
を
含
め
、
た
と
え

過
疎
地
で
あ
っ
て
も
豊
か
に
暮
ら
せ
る

こ
と
が
市
民
の
権
利
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
制
度
を
理
由
に
で
き
な
い
と
言

う
の
は
簡
単
で
す
が
、
正
す
べ
き
は
是

正
し
、
市
民
が
普
通
の
生
活
を
当
た
り

前
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
行
政
の

役
目
。
社
会
制
度
は
世
の
中
の
変
化
に

合
わ
せ
て
変
え
て
い
く
べ
き
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
」

通
年
雇
用
の
持
続
を
思
い 

異
分
野
に
乗
り
出
す
企
業

　

先
例
に
と
ら
わ
れ
な
い
挑
戦
は
、
市

中
に
も
見
ら
れ
る
。
二
〇
一
五
年
か
ら

ニ
ン
ニ
ク
栽
培
に
進
出
し
た
「
ナ
カ
バ

ヤ
シ
」
の
兵
庫
工
場
も
そ
の
一
つ
だ
。

　

大
阪
市
に
本
社
が
あ
り
、
ア
ル
バ

ム
や
ノ
ー
ト
と
い
っ
た
紙
製
品
、
事

務
機
器
な
ど
を
扱
う
ナ
カ
バ
ヤ
シ
は
、

「
市
民
の
み
な
さ
ん
が
快
適
で
豊
か
な
生
活
、
幸
せ
な
生

活
を
送
れ
る
の
な
ら
、
ど
ん
な
交
渉
の
場
に
で
も
立
て

ま
す
」
と
、
市
長
の
広
瀬
栄
氏
は
語
る
。

八
鹿
地
区
、妙
み
ょ
う
け
ん
さ
ん

見
山
の
中
腹
に
立
つ
「
名な

草ぐ
さ

神
社
」
は
、

写
真
の
三
重
塔
の
ほ
か
本
殿
、
拝
殿
が
国
の
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
三
重
塔
は
江
戸
期
寛か
ん
ぶ
ん文

年
間
に
行
わ
れ
た
出
雲
大
社
大
改
修
の
際
、
銘
木
と

し
て
知
ら
れ
る
妙
見
杉
を
提
供
し
た
返
礼
と
し
て
譲

渡
さ
れ
た
。

養父市の特産品の代表格は、
江戸時代から受け継がれてき
た在来種の「朝倉山

さんしょ

椒」( 左上）
とその加工品。最近ではニン
ニクも認知度が高まっている。
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賑に
ぎ

わ
い
を
見
せ
た
明あ

け
の
べ延
鉱
山
が
あ
っ
た

が
、
一
九
七
〇
年
ご
ろ
に
規
模
が
縮
小

さ
れ
た
際
、
町
が
雇
用
確
保
の
た
め
に

企
業
誘
致
を
進
め
た
と
話
す
の
は
、
生

産
管
理
課
長
の
滝
野
正
人
氏
だ
。

　
「
製
本
は
職
人
技
を
要
し
ま
す
が
、
人

の
出
入
り
が
激
し
い
都
市
部
で
は
技
術

の
継
承
が
難
し
い
。
跡
継
ぎ
が
多
い
地

方
な
ら
、
長
く
勤
め
て
も
ら
え
る
の
で

は
と
の
思
い
か
ら
進
出
を
決
め
た
と
聞

い
て
い
ま
す
」

　

製
本
事
業
は
平
成
の
半
ば
に
ピ
ー
ク

を
迎
え
、
電
子
化
な
ど
時
代
の
変
遷
と

と
も
に
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
た
。
そ

れ
を
補
完
す
る
べ
く
活
路
を
見
い
だ
し

た
の
が
、
秋
に
植
え
て
春
に
収
穫
す
る

ニ
ン
ニ
ク
だ
っ
た
と
、
竹
内
氏
は
あ
ら

た
な
挑
戦
の
背
景
を
語
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
の
主
要
顧
客
で
あ
る
大

学
図
書
館
か
ら
製
本
の
発
注
が
入
る
の

は
、
大
学
が
休
み
と
な
る
夏
と
冬
の
期

間
。
す
な
わ
ち
弊
社
で
は
、
春
と
秋
は

閑
散
期
に
当
た
り
ま
す
。

こ
の
谷
間
に
ぴ
た
り
と
は

ま
っ
た
の
が
ニ
ン
ニ
ク
栽

培
で
し
た
。
同
時
期
に
、

企
業
に
よ
る
農
地
取
得
が

養
父
市
で
可
能
に
な
っ
た

こ
と
も
幸
い
で
し
た
。
こ

れ
で
通
年
雇
用
を
守
れ
る
上
、
耕
作
放

棄
地
を
活
用
で
き
る
と
な
れ
ば
、
地
域

に
恩
返
し
を
す
る
と
い
う
弊
社
方
針
と

も
合
致
す
る
た
め
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
決

め
ま
し
た
」

　

竹
内
氏
、
滝
野
氏
を
含
め
て
社
員
は

基
本
、
製
本
業
と
ニ
ン
ニ
ク
栽
培
の
双

方
を
担
う
が
、
家
業
が
農
業
だ
っ
た

り
、
米
や
野
菜
を
自
家
栽
培
し
て
い
た

り
と
、
多
く
の
従
業
員
に
農
業
経
験
が

あ
っ
た
た
め
、
農
作
業
を
行
う
こ
と
へ

の
抵
抗
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
。
と
は

い
え
、
最
初
は
苦
労
の
連
続
だ
っ
た
と

滝
野
氏
は
話
す
。

　
「
栽
培
か
ら
保
管
、
出
荷
、
販
路
開
拓

ま
で
未
知
の
こ
と
ば
か
り
。
商
談
で
は
専

門
用
語
が
ま
っ
た
く
分
か
ら
ず
、
常
に

学
び
な
が
ら
の
前
進
で
し
た
が
、
展
示

会
参
加
を
通
じ
、
次
第
に
業
界
関
係
者

と
の
つ
な
が
り
が
で
き
て
い
き
ま
し
た
」

　

従
業
員
の
高
齢
化
や
気
候
変
化
へ
の

対
応
な
ど
、
今
後
の
課
題
は
残
る
も
の

の
、
一
〇
年
を
経
て
阪
神
地
域
を
中
心

に
供
給
先
が
広
が
っ
た
。
需
要
の
拡
大

に
合
わ
せ
て
同
社
が
買
い
取
り
を
行
う

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
協
力
農
家
が
増

え
、
ニ
ン
ニ
ク
の
生
産
量
ラ
ン
キ
ン
グ

で
は
こ
れ
ま
で
圏
外
だ
っ
た
兵
庫
県
が

下／ニンニクは根のカットなどの処理を施し、約 1
カ月かけてゆっくり乾燥させた後に出荷される。右
／ナカバヤシ兵庫工場では全国の大学の 8 割のほか、
各地の学校から製本の依頼を受ける。

一
九
二
三
年
の
創
業
。
兵
庫
工
場
は

一
九
七
三
年
、
旧
大
屋
町
の
時
代
に
操

業
を
始
め
、
同
社
の
主
力
で
あ
る
製
本

事
業
を
担
っ
て
き
た
と
、
工
場
長
の
竹

内
徹
氏
は
話
す
。

　

か
つ
て
大
屋
地
区
に
は
日
本
有
数
の

ナカバヤシ兵庫工場長の竹内徹氏（右）と、生産管理課長の滝野正人氏（左）は
ともに地元出身。夏は農業、冬は出稼ぎが一帯の慣わしだったが、ナカバヤシを
はじめとした企業の進出が、多くの通年雇用につながったという。

収穫したばかりのニンニク
と、ナカバヤシのニンニク
畑。約 10 年前の耕作放棄
地は、開墾を経て立派なニ
ンニク畑へと変貌した。

312

北近畿豊岡自動車道養父市
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絡
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路

八木川87 272

朝来市
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（写真提供：ナカバヤシ広報 IR 室）
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ベ
ス
ト
テ
ン
に
入
る
ま
で
に
。
そ
の
半

数
を
、
ナ
カ
バ
ヤ
シ
が
占
め
る
。

　
「
長
年
、
製
本
技
術
は
社
外
秘
と
さ

れ
、
見
学
す
ら
一
切
受
け
入
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
ニ
ン
ニ
ク
栽
培
を

き
っ
か
け
に
受
け
入
れ
を
始
め
、
役
所

や
近
隣
の
農
家
さ
ん
な
ど
地
元
と
の
つ

な
が
り
が
生
ま
れ
た
の
が
最
も
大
き
な

変
化
で
す
」

　

竹
内
氏
の
言
葉
を
、
滝
野
氏
が
継
ぐ
。

　
「
市
が
推
進
す
る
食
育
の
授
業
で
先

生
を
務
め
、
弊
社
の
ニ
ン
ニ
ク
を
使
っ

た
給
食
を
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
食
べ

る
と
い
う
、
初
め
て
の
経
験
を
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
た
」
と
、
小
学
校
の
教
壇

に
立
っ
た
記
憶
を
振
り
返
り
笑
顔
に

な
っ
た
。

若
い
世
代
に
寄
り
添
い 

移
住
、
就
農
を
サ
ポ
ー
ト

　

農
業
は
移
住
者
を
引
き
寄
せ
る
力
に

も
な
り
、
と
り
わ
け
若
い
世
代
の
関
心

が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
現
状
を
語

る
の
は
、
二
〇
一
七
年
の
設
立
以
来
、

市
と
連
携
し
な
が
ら
移
住
相
談
窓
口
を

担
う
一
般
社
団
法
人
「
田
舎
暮
ら
し
倶

楽
部
」
代
表
の
西
垣
憲
志
氏
だ
。

　
「
若
い
方
た
ち
は
自
然
農
法
や
オ
ー

ガ
ニ
ッ
ク
と
い
っ
た
食
の
安
心
・
安
全

へ
の
思
い
入
れ
が
強
く
、
子
ど
も
に
は

自
分
で
作
っ
た
確
か
な
も
の
を
与
え
た

い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

国
家
戦
略
特
区
で
農
業
改
革
が
行
わ
れ

た
こ
と
を
知
り
、
養
父
市
は
農
業
を
始

め
や
す
そ
う
だ
と

思
わ
れ
る
方
も
増

え
て
き
ま
し
た
」

　

田
舎
暮
ら
し
倶

楽
部
へ
の
相
談
を

経
て
、
こ
れ
ま
で

多
く
の
家
族
が
養

父
市
へ
の
移
住
や

就
農
を
果
た
し

た
。
一
方
で
農
業

未
経
験
者
か
ら

の
相
談
も
多
い

が
、
収
入
や

労
働
時
間
と

い
っ
た
現
実

に
ふ
れ
、
夢

を
あ
き
ら
め

た
人
も
少
な

く
な
か
っ
た

と
い
う
。

　

そ
れ
な
ら

ば
自
分
た
ち
が
「
稼
げ
る
農
家
」
の
モ

デ
ル
に
な
り
、
移
住
・
就
農
の
相
談
者

に
少
し
で
も
希
望
を
与
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
ろ
う
と
、
田
舎
暮
ら
し
倶
楽
部
で

は
絶
滅
寸
前
だ
っ
た
在
来
品
種
の
大
豆

「
八よ

う
鹿か

浅あ
さ

黄ぎ

」
の
栽
培
に
着
手
。
大
豆
の

加
工
技
術
を
一
か
ら
学
び
、
き
な
粉
や

味
噌
の
商
品
化
を
実
現
し
た
。
こ
う
し

た
商
品
は
地
元
の
量
販
店
や
通
信
販
売

で
も
人
気
を
博
し
て
お
り
、「
八
鹿
浅

黄
」
の
知
名
度
は
大
き
く
向
上
し
た
と

い
う
。

　
「
八
鹿
浅
黄
そ
の
も
の
の
需
要
も
増

え
る
中
、
市
内
で
の
栽
培
量
の
拡
大
を

狙
い
数
年
前
に
在
来
種
研
究
会
を
立
ち

上
げ
ま
し
た
。
今
で
は
大
豆
栽
培
を
始

め
る
人
が
増
え
、
中
に
は
離
農
し
た
高

齢
者
が
復
活
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま

す
」
と
、
西
垣
氏
は
話
す
。

　

二
〇
二
二
年
に
は
農
業
体
験
を
目
的
と

し
た
「
駅
近
百
姓
塾
」
を
発
足
さ
せ
、
年

間
を
通
し
て
農
業
体
験
が
で
き
る
環
境
を

整
え
る
と
と
も
に
、
農
場
に
隣
接
す
る

古
民
家
を
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
し
て
用
意

し
、
希
望
に
応
じ
て
、
長
期
間
の
農
業

体
験
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　
「
よ
り
多
く
の
方
が
ご
家
族
で
養
父

田舎暮らし倶楽部では、地元で開催される移住説明会にとどま
らず、東京や大阪のフェアに出向くことも多い。西垣氏は「右
肩上がりの社会で生きてきた僕らが今の若い世代の気持ちを
キャッチするには、カウンセリングマインドが大切」と、移住
相談に際しての心構えを語る。 （写真提供：田舎暮らし倶楽部）

近年は発酵食品やきな粉ブームが
追い風となり、八鹿浅黄の栽培は
追いつかないほど需要が高まって
いる。きな粉は、豆の風味が驚く
ほど豊かに立つおいしさだ。

左／デザイナー、教員、版画家など多彩な経歴
を重ね、現在は農業と移住促進に励む田舎暮ら
し倶楽部の西垣憲志氏。上／農業体験の申し込
みは家族連れも多く、地元の小学生が参加する
ことも。 （写真提供：田舎暮らし倶楽部）



NICHIGIN 2024 NO.7913

市
に
移
り
住
み
、
こ
こ
を
ふ
る
さ
と
と

す
る
子
ど
も
た
ち
が
増
え
て
い
く
の
が

わ
れ
わ
れ
の
願
い
で
す
。
そ
の
た
め
に

も
、
農
業
や
養
父
市
に
夢
を
求
め
る
若

い
世
代
の
心
に
、
で
き
る
だ
け
寄
り
添

い
た
い
。
移
住
者
が
増
え
れ
ば
新
し
い

風
を
吹
き
込
み
、
地
域
の
人
の
意
識
が

変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ゆ
く
ゆ
く

は
こ
の
活
動
を
次
世
代
に
つ
な
い
で
い

き
た
い
と
も
考
え
て
い
ま
す
が
、
思
い

を
託
す
た
め
に
は
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
が

地
域
に
愛
着
を
も
っ
て
暮
ら
す
こ
と
が

肝
心
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

一
軒
残
っ
た
養
豚
農
家
の 

起
死
回
生
に
向
け
た
挑
戦

　

養
父
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
若
い
世

代
に
も
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
見
ら
れ
る
。

二
〇
一
三
年
に
「
お
だ
が
き
さ
ん
家ち

の

八
鹿
豚
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上

げ
た
、
八
鹿
畜
産
養
豚
部
の
島
垣
縁ゆ
か
り

氏
も
そ
の
一
人
だ
。
実
家
の
小
田
垣
家

が
営
む
養
豚
業
に
両
親
、
弟
と
と
も
に

携
わ
り
、
約
千
頭
の
豚
の
世
話
か
ら
経

理
事
務
、
営
業
ま
で
幅
広
く
こ
な
し
て

い
る
。

　

養
父
市
に
は
も
と
も
と
七
戸
の
養
豚

農
家
が
あ
っ
た
が
、
後
継
者
不
足
や
飼

料
の
高
騰
な
ど
諸も

ろ
も
ろ々

の
事
情
に
よ
り
廃

業
が
進
み
、
二
〇
一
二
年
に
は
祖
父
の

代
か
ら
続
く
小
田
垣
家
一
戸
だ
け
と
い

う
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
。

　
「
廃
業
寸
前
ま
で
追
い
込
ま
れ
、
な

ん
と
か
生
き
延
び
た
い
と
い
う
必
死
の

思
い
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
ブ
ラ
ン
ド
化

で
し
た
。
給
料
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
抑
え

る
苦
し
い
時
期
が
続
き
ま
し
た
が
、
豚

肉
の
お
い
し
さ
や
安
心
・
安
全
を
消
費

者
に
い
か
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

を
考
え
る
い
い
機
会
だ
っ
た
と
、
今
は

思
え
ま
す
」

　

畜
舎
は
、
市
の
中
心
地
か
ら
離
れ
た

山
奥
。
健
や
か
な
山
の
水
を
与
え
ら
れ
、

自
然
豊
か
な
環
境
で
ス
ト
レ
ス
な
く
育

つ
豚
の
飼
料
に
は
、
乳
酸
菌
な
ど
天
然

由
来
の
栄
養
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
は
祖
父
が
始
め
た
養
豚
業
が
、
軒

下
で
飼
う
残
飯
養
豚
だ
っ
た
こ
と
に
も

思
い
が
至
っ
た
と
い
う
。

　
「
時
代
や
方
法
は
違
い
ま
す
が
、
エ
コ

フ
ィ
ー
ド
の
先
駆
け
と
も
い
え
る
祖
父

の
ス
タ
イ
ル
を
受
け
継
ぎ
た
い
と
も
考

え
、
差
別
化
を
図
る
意
味
で
も
地
元
の

菓
子
店
で
余
っ
た
ケ
ー
キ
の
切
れ
端
を

飼
料
に
混
ぜ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　

立
ち
上
げ
に
向
け
た
ブ
ラ
ン
ド
名
の

考
案
や
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
作
成
は
、
島
垣

氏
自
身
が
手
が
け
た
。
こ
れ
ま
で
接
点

が
な
か
っ
た
市
役
所
や
商
工
会
に
も
足

を
運
び
、
存
続
へ
の
熱
い
思
い
を
語
っ

た
こ
と
で
、
市
内
は
も
ち
ろ
ん
但
馬
地

域
内
で
支
援
の
声
が
広
が
り
、
市
の
ブ

ラ
ン
ド
推
奨
品
「
や
ぶ
の
太
鼓
判
」
に

も
認
定
さ
れ
た
。
尽
力
の
か
い
あ
っ
て

う
ま
味
、
甘
味
が
際
立
ち
、
脂
身
が
と

ろ
け
る
豚
肉
の
お
い
し
さ
は
認
知
さ
れ

て
い
く
。
知
名
度
の
向
上
と
と
も
に
、

小
学
校
で
の
食
育
授
業
を
依
頼
さ
れ
る

機
会
が
増
え
、
子
ど
も
た
ち
と
ふ
れ
あ

う
時
間
も
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

現
在
は
事
業
の
拡
大
や
法
人
化
を
目

指
す
と
と
も
に
、
豚
皮
を
使
っ
た
革
製

品
の
製
造
な
ど
、
恵
み
を
余
す
こ
と
な

く
活
用
す
る
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
い

る
と
い
う
。

　
「
い
ず
れ
は
豚
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
を
、

と
い
う
夢
も
持
っ
て
い
ま
す
。
う
ち
の

豚
の
知
名
度
向
上
が
、
雇
用
を
含
め
た

地
元
へ
の
貢
献
に
な
れ
ば
と
い
う
思
い

養
豚
場
が
あ
る
の
は
、
緑
に
包
ま
れ
た
畜
産
団
地
内
。

「
う
ち
の
豚
は
い
つ
も
熟
睡
し
て
い
て
、
簡
単
に
は
起

き
て
く
れ
な
い
ん
で
す
」
と
、
健
や
か
に
育
つ
様
子
を

島
垣
氏
は
笑
顔
で
語
る
。（
写
真
提
供：㈱
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
）

上／誕生直後の子豚を取り上げる、八鹿畜産養
豚部の島垣縁氏。子どもたちに向けた食育の授
業では、繁殖から手がける養豚業の説明ととも
に、「命をいただくことの大切さ」を語る。
 （写真提供：㈱ピーナッツ）
下／事務所を飾る多数の豚グッズは、新たに生
まれた縁の広がりを物語る贈り物が中心。

「八鹿豚を但馬牛のようなブランドに」との思いを込め、島
垣氏は高校時代に「日本学校農業クラブ全国大会」で家業に
ついて語り最優秀賞・農林水産大臣賞に輝いた。自ら筆を執っ
た「八鹿豚」の文字は、その意志の表れのように力強い。

お
だ
が
き
さ
ん
家
の
八
鹿
豚
は
ハ
ム
や
ベ
ー
コ

ン
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
と
い
っ
た
加
工
品
が
多
種
そ

ろ
い
、
贈
答
品
と
し
て
も
人
気
が
高
い
。



14NICHIGIN 2024 NO.79

も
生
ま
れ
ま
し
た
。
食
育
授
業
を
通
じ

て
知
り
合
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
お
手
本

に
も
な
り
た
い
で
す
ね
。
上
手
に
商
売

を
さ
れ
て
い
る
先
輩
方
は
、
い
つ
も
笑

顔
。
大
人
が
楽
し
そ
う
に
過
ご
し
て
い

れ
ば
、
故
郷
を
離
れ
た
子
ど
も
た
ち
も

帰
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
」

人
の
つ
な
が
り
を
生
み
心
を

育
む
ア
ー
ト
の
拠
点

　

市
民
の
心
に
彩
り
を
与
え
る
存
在
と

し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
「
お
お
や
ア
ー
ト
村
」
の
拠
点
と
し

て
二
〇
一
二
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
大

屋
地
区
の
「
Ｂ
Ｉ
Ｇ 

Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
」
だ
。

二
〇
一
〇
年
に
廃
校
と
な
っ
た
県
立
高

校
の
建
物
を
施
設
と
し
て
そ
の
ま
ま
活

用
。
木
彫
り
や
木
工
、
絵
画
、
書
道
と

い
っ
た
各
種
教
室
の
開
催
や
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
に
向
け
た
貸
し
ア
ト
リ
エ
の
提

供
、
体
育
館
で
の
企
画
展
な
ど
を
行
っ

て
い
る
。
施
設
内
に
は
地
元
ゆ
か
り

の
作
家
の
作
品
が
多
数
展
示
さ
れ
、

歩
く
だ
け
で
自
然
と
ア
ー
ト
に
ふ
れ

ら
れ
る
。

　

理
事
長
の
金
谷
智
之
氏
に
よ
れ
ば
、

地
元
出
身
の
木
彫
作
家
・
松
田
一か
ず

戯き

氏

を
慕
っ
て
平
成
の
頃
か
ら
多
く
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
が
移
り
住
み
、
自
主
的
な
作

品
展
が
開
か
れ
て
い
た
と
か
。
そ
の
流

れ
か
ら
、
ア
ー
ト
で
ま
ち
に
賑
わ
い
を

と
の
目
的
で
養
父
市
が
「
お
お
や
ア
ー

ト
村
構
想
」
を
掲
げ
、
兵
庫
県
に
掛
け

合
っ
て
建
物
が
譲
渡
さ
れ
た
と
い
う
。

　
「
明
延
鉱
山
が
あ
っ
た
大
屋
は
、
関

係
者
の
出
入
り
が
昔
か
ら
頻
繁
だ
っ
た

せ
い
か
、
外
か
ら
来
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

に
対
し
て
『
よ
う
来
ん
さ
っ
た
』
と
受

け
入
れ
る
土
壌
が
あ
り
ま
し
た
。
ラ
ボ

の
誕
生
以
降
も
、
そ
の
存
在
に
惹ひ

か
れ

て
国
内
外
か
ら
作
家
さ
ん
が
移
住
し
て

く
る
流
れ
が
続
い
て
い
ま
す
。
住
民
に

も
少
し
ず
つ
施
設
の
存
在
が
認
知
さ

れ
、
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
い

た
り
、
近
所
の
方
が
趣
味
を
活
か
し
て

『
大
屋
手
づ
く
り
市
』
に
参
加
し
て
く

れ
た
り
、
若
い
世
代
や
ア
ー
ト
と
は
関

係
の
な
い
仕
事
を
す
る
方
が
活
動
を
手

伝
っ
て
く
れ
た
り
と
、
年
々
人
が
集
ま

る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
」

　

そ
う
語
る
金
谷
氏
の
本
業
は
、
有
機

栽
培
を
手
が
け
る
農
家
。
ラ
ボ
の
オ
ー

プ
ン
直
前
、
準
備
の
た
め
に
夜
遅
く
ま

で
つ
い
て
い
た
明
か
り
に
引
き
寄
せ
ら

れ
た
の
が
縁え

ん

で
、
経
理
な
ど
事
務
作
業

を
手
伝
う
形
で
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。

　

ラ
ボ
で
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
は
じ

め
子
ど
も
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
充

実
し
て
い
る
の
に
加
え
、
夜
間
も
利
用

で
き
る
多
目
的
の
研
修
室
や
、
雑
貨
か

ら
野
菜
ま
で
販
売
す
る
「
日
曜
購
買
部
」

な
ど
、
大
人
向
け
の
メ
ニ
ュ
ー
も
多
い
。

　
「
ア
フ
タ
ー
フ
ァ
イ
ブ
の
娯
楽
が
な

い
田
舎
で
す
が
、
例
え
ば
一
日
中
、
畑

で
黙
々
と
働
い
た
後
、
こ
こ
に
来
れ
ば

別
の
刺
激
を
受
け
る
。
そ
ん
な
時
間
を
、

僕
自
身
が
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
今
後
は

上／体育館を利用する展示では、来場者の作品が会場をつくり
上げる企画もある。下／子どもたちが遊びを介してアートにふ
れる、ワークショップの準備中。画家の田中今子氏（右）は縁
あって養父市に移住し、おおやアート村の初代理事長を務めた。
アーティスト羽渕祐輔氏（左）は、U ターン。ともに施設のア
トリエを利用している。

「農業はすべての原点であり、有機農業も
アートだと松田一戯さんが言ってくれまし
た。だから僕は、畑のアーティストです」。
そう照れくさそうに語るおおやアート村理
事長の金谷智之氏は、地元のホールで音響
オペレーターも担っている。

養
蚕
農
家
だ
っ
た
築
約
一
八
〇
年
の
古
民
家
を
、
ギ
ャ

ラ
リ
ー
と
し
て
活
用
し
た
「
分
散
ギ
ャ
ラ
リ
ー
養
蚕
農

家
」。
養
父
市
を
拠
点
と
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
多
く
、

展
示
施
設
以
外
の
ま
ち
な
か
で
も
各
所
で
多
数
の
ア
ー

ト
に
ふ
れ
ら
れ
る
。
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食
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
な
ど
、
ア
ー
ト

と
は
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
も
取
り
上
げ
な

が
ら
、
多
様
な
出
会
い
が
生
ま
れ
る
場

所
を
地
域
に
提
供
し
、
住
民
が
あ
ら
た

な
発
見
や
癒
や
し
を
得
ら
れ
る
環
境
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

日
本
の
中
山
間
地
域
の 

営
み
を
守
り
継
ぐ
た
め
に

　

市
民
の
豊
か
な
暮
ら
し
の
た
め
、
行

政
の
改
革
は
、
こ
の
先
も
重
ね
ら
れ
る
。

市
長
の
広
瀬
氏
は
、
中
山
間
地
域
で
あ

る
が
ゆ
え
の
課
題
を
全
国
に
通
ず
る
も

の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
話
す
。

　
「
日
本
の
国
土
の
約
六
割
強
、
耕
地

面
積
の
約
四
割
が
中
山
間
地
域
に
あ
り

ま
す
。
国
民
の
約
一
割
が
暮
ら
し
、
食

料
生
産
、
洪
水
や
土
砂
災
害
の
防
止
と

い
っ
た
多
く
の
重
要
な
機
能
を
持
っ
て

い
ま
す
。
中
山
間
地
域
に
位
置
す
る
養

父
市
の
挑
戦
は
、
同
じ
環
境
の
ほ
か
の

地
域
の
課
題
解
決
に
も
つ
な
が
る
と

思
っ
て
い
ま
す
」

　

二
〇
二
一
年
度
に
は
将
来
の
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
な
ま
ち
づ
く
り
に
向
け

て
、「
や
ぶ
２
０
５
０
～
居い

空く
う
か
ん間

構
想
～
」

が
定
め
ら
れ
た
。

　
「
今
の
社
会
は
複
雑
多
様
か
つ
、
不

確
実
で
曖
昧
。
正
解
を
出
す
の
が
難
し

い
状
況
下
で
、
人
々
が
孤
立
せ
ず
、
生

き
づ
ら
さ
を
感
じ
な
い
社
会
を
目
指
し

て
い
ま
す
」

　

農
業
、子
育
て
、福
祉
の
充
実
と
い
っ

た
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
は
、
よ
り
充

実
が
図
ら
れ
る
。
加
え
て
、
普
及
率
が

九
割
を
超
え
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

と
連
携
し
た
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
、

下
水
か
ら
感
染
症
の
状
況
を
解
析
す
る

下
水
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
先
駆

的
な
試
み
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
市
役
所
で
は
、
二
〇
一
八
年
か
ら

行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
で
人
材
育

成
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
課
題
に
対
し

て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
的
な
発
想
が
自
然
と

で
き
る
よ
う
に
し

た
い
、
と
の
考
え

か
ら
で
す
」

　

の
ど
か
な
景
色

に
和
む
養
父
市
を

巡
り
、
何
度
か
耳

に
し
た
の
は
、「
働

き
者
で
、
と
き
に

頑
固
な
ほ
ど
真
面

目
」
と
い
う
地

域
特
有
の
気
質
だ
。
豪
雪
地
帯
と
い
う

環
境
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
多
く
の
人
が
厳
し
い
環
境
に
屈

せ
ず
、
自
身
で
突
破
口
を
見
つ
け
て
未

来
を
切
り
拓
こ
う
と
す
る
姿
が
印
象
深

か
っ
た
。

　

官
民
そ
れ
ぞ
れ
の
挑
戦
は
ま
だ
ま
だ

続
く
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
先
に
実
る
、

先
例
の
な
い
成
果
に
期
待
し
た
い
。

上
／
マ
ン
ガ
も
ま
た
、
日
本
が
世
界
に
誇
る

ア
ー
ト
の
一
つ
。
人
気
コ
ミ
ッ
ク
を
並
べ
た
お

と
な
も
憩
え
る
空
間
は
、
か
つ
て
の
校
長
室
だ
。

左
／
玄
関
の
ロ
ッ
カ
ー
を
は
じ
め
、
施
設
内
の

各
所
で
多
種
多
様
な
ア
ー
ト
が
見
ら
れ
る
。

兵庫県養父市地域の底力

天滝渓谷の遊歩道を渓流沿いに登れば、「日本の滝
百選」にも選ばれた落差 98 メートルの「天滝」の
絶景が見られる。養父市内には、ほかにも豊かな
自然にひたれるトレッキングコースが複数設けら
れている。

日本屈指の錫
すず

の産出を誇った明延鉱山跡は、日本遺
産「播

ばんたん

但貫く、銀の馬車道 鉱石の道～資源大国日
本の記憶をたどる73kmの轍

わだち

～」の構成遺産の一つ。
坑道内は見学（要予約）ができ、4 ～ 11 月は稼働
時さながらに走る「一円電車」に乗る機会もある。

鉢
はちぶせやま

伏山中腹、標高約 700 メートルに約 180 枚の棚
田が広がる「別

べっくう

宮の棚田」。「日本の棚田百選」に数
えられる眺めを、兵庫県では最高峰の氷ノ山が彩る。

（写真提供：養父市立あけのべ自然学校）


