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物を探し

て

0 1



0 20 2

遊
佐
の
在
来
作
物 

―
親
か
ら
子
へ
、
世
代
を
こ
え
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
種
―

〝
土
地
の
味
〟の
伝
承
者

　

在
来
作
物
と
は
、
播は

種
か
ら
栽
培
、

収
穫
、
そ
し
て
種
の
採
取
ま
で
、
一
連

の
作
業
を
毎
年
行
わ
な
け
れ
ば
種
が
絶

え
て
し
ま
う
作
物
の
こ
と
で
す
。
そ
の

多
く
は
文
化
や
気
候
風
土
な
ど
地
域
の

特
性
を
受
け
な
が
ら
、
長
い
年
月
を
か

け
て
そ
の
土
地
に
適
応
し
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
作
物
が
も
つ
辛
味
、
苦
味
、

え
ぐ
み
な
ど
は
、
ま
さ
に
〝
土
地
の

味
〟。
在
来
作
物
は
、個
性
豊
か
な
「
昔

な
が
ら
の
作
物
」
の
魅
力
を
持
っ
て
い

る
の
で
す
。
京
野
菜
や
加
賀
野
菜
と
呼

ば
れ
て
い
る
も
の
も
、
在
来
作
物
の
一

種
だ
と
い
う
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

山
形
県
は
、
そ
れ
ら
に
比
べ
る
と
知

名
度
は
低
い
も
の
の
、
そ
の
種
類
の
多

さ
で
は
群
を
抜
い
て
い
ま
す
。
穀
物
、

野
菜
、
果
樹
な
ど
を
含
め
る
と
、
現
在

県
内
に
は
１
６
０
品
目
以
上
の
在
来
作

物
が
あ
る
と
言
わ
れ
、
そ
の
中
に
は 

３
０
０
年
以
上
の
歴
史
が
あ
る
も
の

や
、
た
っ
た
１
軒
だ
け
で
育
て
、
守
ら

れ
て
き
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

作
物
の
消
失
は
食
文
化
の
消
失

　

時
は
流
れ
、
現
代
は
大
量
生
産
、
大

量
消
費
の
時
代
。
今
、
在
来
作
物
は
全

国
各
地
で
地
域
か
ら
ひ
そ
か
に
姿
を
消

し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
山
形
で
も
こ
こ
数

十
年
で
30
種
類
以
上
の
種
が
消
え
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
地
域
に
し
か

な
い
在
来
作
物
は
、
一
度
姿
を
消
し
て

し
ま
う
と
二
度
と
戻
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
作
物
と
一
緒
に
継
承
さ
れ

て
き
た
栽
培
方
法
や
食
文
化
の
消
失
で

も
あ
り
ま
す
。

在
来
作
物
を
求
め
て

　

そ
ん
な
中
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊

は
、
守
り
続
け
て
き
た
野
菜
を
自
分
の

代
で
絶
え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
、
自

家
採
取
し
な
が
ら
栽
培
を
続
け
て
い
る

生
産
者
や
、
在
来
作
物
を
使
っ
て
地
域

や
家
庭
に
伝
わ
っ
て
き
た
伝
統
の
味
を

継
承
し
て
い
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
と
出
会
い
ま
し
た
。

　

彼
ら
が
守
り
続
け
て
き
た
在
来
作
物

と
は
、そ
し
て
作
り
続
け
て
き
た
理
由

は
、一
体
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
今
回
の

「
ゆ
ざ
の
み
」

は
、
そ
ん
な
遊

佐
の
在
来
作
物

の
中
で
、「
善
吉
菜
」

と「
イ
ガ
な
し
栗
」

の
2
つ
を
と
り
あ
げ
、

遊
佐
の「
食
」の
魅
力
に

違
っ
た
角
度
か
ら
光
を
当

て
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

写真：善吉菜の種
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ど
ん
な
作
物
︱
？

　

善
吉
菜
は
タ
イ
サ
イ
の
仲
間
。
チ
ン

ゲ
ン
菜
の
よ
う
な
形
で
、
30
㎝
以
上
の

大
き
さ
に
育
ち
ま
す
。
８
月
下
旬
か
ら

９
月
下
旬
頃
に
種
を
蒔
き
、
本
葉
が
４

枚
に
な
っ
た
ら
形
の
良
い
も
の
を
選
別

し
定
植
し
ま
す
。
収
穫
は
11
月
下
旬
か

ら
12
月
上
旬
頃
。
種
取
り
は
６
月
上
旬

頃
。
株
元
が
大
き
く
葉
や
茎
が
カ
チ
ッ

と
し
て
、
葉
先
が
丸
く
、
色
が
薄
い
も

の
を
選
び
ま
す
。

　

善
吉
菜
の
葉
は
厚
く
、雪
に
一
度
う

た
せ
る
こ
と
で
と
ろ
み
が
出
て
甘
み
が

増
し
ま
す
。漬
物
や
弁
慶
飯
、芯
の
部
分

は
煮
付
け
た
り
干
し
た
り
し
て
食
さ
れ
、

タ
コ
煮
と
呼
ば
れ
る
茎
か
ら
葉
の
部
分

を
用
い
た
煮
物
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

善
ぜ ん き ち

吉菜
な

発祥は下当集落の金野治右衛門さんの家。
１００年以上前から育てられており、善吉菜という
名称は屋号の「善吉」からきているとか

善吉菜の生産者、白崎さんの弁慶飯。善吉
菜のほのかな甘みはご飯との相性抜群

播種・発芽
（8月下旬～9月下旬）

大体１週間程度で芽が出ます

収穫
（11月下旬～12月上旬）

大きな葉に育ちました。生産者の
方によると、昔はもっと大きかっ
たとのこと

選別
（9月上旬～10月上旬）

ここで形の良いものを選別します

種取り
（６月上旬）

５月下旬に、菜の花のような黄色
い花を咲かせます。花が終わると、
なたねと同じくらいの大きさの種
がとれます

善吉菜 栽培スケジュール
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善
吉
菜
の
今
―
―
―
―
―

　

昭
和
50
年
頃
ま
で
は
多
く
の
家
で
作

ら
れ
て
い
た
善
吉
菜
。
し
か
し
、
山
形

菜
や
チ
ン
ゲ
ン
菜
の
普
及
に
よ
り
、
生

産
者
は
減
っ
て
い
き
ま
し
た
。
現
在
も

変
わ
ら
ず
作
り
続
け
て
い
る
の
は
、
下

当
上
集
落
の
金
野
菊
さ
ん
を
含
む
２
軒

を
中
心
に
、
下
当
か
ら
種
を
譲
り
受
け

た
と
い
う
藤
井
集
落
の
白
崎
キ
ミ
子
さ

ん
ら
。
二
つ
の
地
区
の
善
吉
菜
に
は
若

干
色
の
違
い
が
み
ら
れ
、
同
じ
町
内
で

も
、
畑
の
土
や
肥
料
、
水
、
立
地
、
気

候
な
ど
の
違
い
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土

地
に
適
し
た
形
で
栽
培
さ
れ
て
き
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
高
齢
化
に
よ
り
、
体
力
的

に
も
不
安
を
感
じ
始
め
て
い
た
二
人
。

「
そ
ろ
そ
ろ
作
る
の
を
や
め
よ
う
か
と

　協力隊がその存在を知ったときには、既に伝承の危
機にあった善吉菜。しかし、生産者を支えていたのは
まさに「食の魅力」でした

思
っ
て
い
た
」と
は
金
野
さ
ん
。
で
も
、

そ
ん
な
二
人
を
支
え
て
い
た
の
は
善
吉

菜
の「
味
」で
し
た
。「
お
父
ち
ゃ
ん︵
旦

那
さ
ん
︶
が
美
味
し
い
と
言
っ
て
食
べ

て
く
れ
る
。
そ
の
う
ち
に
、
息
子
も
好

ん
で
食
べ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

︵
白
崎
さ
ん
︶「
善
吉
菜
に
は
ど
の
野
菜

と
も
違
う
昔
か
ら
の
味
が
あ
る
」︵
金

野
さ
ん
︶。

　

善
吉
菜
の
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
は
、

生
産
者
は
も
ち
ろ
ん
、食
べ
る
人
に
支

え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

昨
年
、
協
力
隊
は
金
野
さ
ん
と
白
崎

さ
ん
の
畑
か
ら
苗
を
株
分
け
し
て
い
た

だ
き
、
7
名
の
農
家
の
方
に
配
り
ま
し

た
。
彼
女
た
ち
が
守
っ
て
き
た
種
と
味

が
、
こ
れ
か
ら
も
受
け
継
が
れ
て
い
く

こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

右上：白崎さんの畑の善吉菜。下当のものより葉の色が明るいのが特徴です
左上：栽培者の一人、金野菊さん（下当上）。お姑さんの見よう見まねで栽
 培を始め、もう70年。90歳とは思えないほど明るくエネルギッシュです

白崎キミ子さん（藤井）
「身体が動くうちは栽培を続けたい。家の味と善吉菜を

食べる習慣が後の代までつながってくれたら。」と想い
を語ります

善
吉
菜
栽

支
え
る
も
培
を

の
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遊
佐
町
が
発
祥
？
―
―
―
―
―

　

実
は
、
秋
田
魁
新
報
に
取
り
上
げ
ら

れ
る
前
の
明
治
30
年
頃
に
、
山
形
県
中

由
来
は
？
︱
︱
︱
︱
︱

　

ト
ゲ
な
し
栗
が
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
昭
和
10
年
。
秋
田
営
林
局

が
酒
田
署
管
内
の
栗
の
調
査
を
し
た

際
、
蚕
桑
集
落
の
佐
々
木
鐵て

つ

三
さ
ぶ
ろ
う

郎
氏

が
所
有
す
る
林
の
中
か
ら
、
た
っ
た
１

本
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で

す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
同
年
12
月

11
日
、
秋
田
魁

さ
き
が
け

新
報
に
掲
載
。「
イ

ガ
に
ト
ゲ
の
な
い
栗
の
樹
発
見
。
全
国

的
に
最
初
の
珍
種
で
あ
る
」
と
し
て
発

表
さ
れ
ま
し
た
。
同
年
12
月
16
日
に
は

東
京
朝
日
新
聞
に
も
掲
載
さ
れ
、「
味

は
な
か
な
か
に
結
構
」
と
評
さ
れ
て
い

ま
す
。

トゲなし栗
イガにトゲのない不思議な栗。空白の時を経て、記憶
から蘇った作物

トゲなし栗のイガ。
イガの特徴である
鋭いトゲは一部分
にしか残されてい
ません

山
町
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
樹
が
昭
和
２
年
頃
、
新

聞
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
岡
山

県
和
気
町
や
埼
玉
県
安
行
村
︵
当
時
︶、

ア
メ
リ
カ
に
穂
木
が
渡
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
遊
佐
町
の
ト
ゲ

な
し
栗
の
ル
ー
ツ
が
中
山
町
で
あ
る
か

ど
う
か
は
不
明
で
す
。

　

ち
な
み
に
こ
の
栗
は
秋
田
県
で
栽
培

振
興
さ
れ
、
現
在
は
カ
タ
ロ
グ
で
注
文

す
れ
ば
誰
で
も
栽
培
で
き
る
ほ
ど
に
普

及
し
て
い
ま
す
。
先
に
取
り
上
げ
た
善

吉
菜
と
は
反
対
の
運
命
を
た
ど
っ
た
在

来
作
物
な
の
で
す
。

秋田魁新報の記事。「全国的に最初の珍種である」
と紹介されています
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美
味
し
け
れ
ば
、高
級
も

下
級
も
あ
り
ま
せ
ん

　

齋
藤
さ
ん
が
ト
ゲ
な
し
栗
を
植
え
た

の
は
、
今
か
ら
15
年
程
前
。
子
ど
も
の

頃
、
遊
佐
で
実
際
に
生
え
て
い
た
木
を

見
た
こ
と
が
あ
り
、
珍
し
さ
と
懐
か
し

さ
か
ら
、
苗
木
屋
で
購
入
し
た
そ
う
で

す
。

　
「
ト
ゲ
な
し
栗
の
果
実
は
、
丸
く
大

き
い
も
の
が
一
つ
だ
け
。
受
粉
が
悪
く

梅
雨
明
け
に
落
果
す
る
こ
と
も
多
い
た

め
、
一
般
的
な
栗
に
比
べ
て
多
く
は
採

れ
な
い
。
栗
玉
虫
の
駆
除
な
ど
手
入
れ

も
大
変
」。
齋
藤
さ
ん
の
言
葉
か
ら
は
、

ト
ゲ
な
し
栗
が
普
及
し
な
か
っ
た
訳
を

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

齋藤さんちの
トゲなし栗

トゲなし栗の木。一般的な栗の木と大きな違いはないようです。
一房から取れる栗は１個～２個です。

　

齋
藤
さ
ん
は
、
家
で
採
れ
た
栗
の
実

を
、
家
族
と
食
べ
た
り
ふ
ら
っ
と
の
産

直
で
販
売
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
収
量

は
多
く
な
い
た
め
わ
ず
か
な
が
ら
の
販

売
で
は
あ
り
ま
す
が
、
購
入
者
か
ら
は

美
味
し
い
と
評
判
で
す
。

　
「
こ
の
栗
は
塩
茹ゆ

で
す
る
だ
け
で
お

い
し
い
ん
で
す
。
ス
ー
パ
ー
な
ど
の
市

場
に
出
す
ほ
ど
の
量
や
、
規
定
の
形
に

は
満
た
な
く
て
も
、
お
い
し
い
も
の
を

追
求
す
れ
ば
そ
れ
で
良
い
は
ず
。
味
が

良
け
れ
ば
、
作
物
に
は
高
級
も
下
級
も

あ
り
ま
せ
ん
」。

　

テ
マ
ヒ
マ
か
か
る
在
来
作
物
。
そ
れ

を
作
り
続
け
る
理
由
は
、
決
し
て
特
別

な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
当
時
、
全
国
各
地
か
ら
の
反
響
を
受

け
普
及
に
乗
り
出
し
た
の
は
秋
田
県
で

し
た
。
遊
佐
町
内
で
は
、
蚕
桑
で
発
見

さ
れ
た
樹
も
や
が
て
切
り
倒
さ
れ
、
そ

の
存
在
は
忘
れ
ら
れ
た
か
に
見
え
ま
し

た
。

　
し
か
し
昨
年
、
遊
佐
町
図
書
館
か
ら

ト
ゲ
な
し
栗
が
あ
る
ら
し
い
と
の
話
が

あ
が
り
、
聞
き
取
り
を
行
っ
た
結
果
、

野
沢
集
落
の
齋
藤
一い

ち
お男
さ
ん
の
畑
に
２

本
の
ト
ゲ
な
し
栗
を
発
見
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
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注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
在
来
作
物

　

こ
こ
し
ば
ら
く
、
日
本
人
は
経
済
効

率
や
生
産
効
率
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と

に
「
効
率
」
を
優
先
さ
せ
、
様
々
な
も

の
を
失
い
、
失
く
し
て
か
ら
そ
の
価
値

に
気
付
い
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
地
域
の
伝
統
的
な
食
文
化
や
食
材

を
見
直
す
「
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
」
や
、ゆ
っ

た
り
と
し
た
時
の
流
れ
の
中
で
暮
ら
す

「
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
」
と
い
っ
た
考
え
方

に
つ
な
が
り
、
私
た
ち
の
生
活
に
徐
々

に
浸
透
し
て
き
て
い
ま
す
。
在
来
作
物

も
今
、
そ
の
流
れ
の
中
に
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
れ
ま
で
在
来
作
物
の
種

を
守
り
、
受
け
継
い
で
き
た
人
た
ち
も

高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
栽

培
が
難
し
く
、
種
取
り
が
大
変
な
昔
な

が
ら
の
作
物
を
苦
労
し
て
作
ら
な
く
て

も
、
比
較
的
栽
培
し
や
す
く
、
万
人
受

け
す
る
野
菜
を
作
れ
ば
い
い
と
い
う
意

見
も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
人
た
ち
が
在
来
作
物

を
作
り
続
け
る
の
は
、「
家
族
や
孫
に

食
べ
さ
せ
た
い
か
ら
」「
子
ど
も
の
頃

か
ら
食
べ
て
い
て
他
に
は
な
い
お
い
し

さ
が
あ
る
か
ら
」「
先
祖
代
々
伝
え
ら

れ
て
き
た
種
を
自
分
の
代
で
は
絶
や
し

た
く
な
い
か
ら
」。
作
り
手
の
様
々
な

想
い
が
、
こ
れ
ま
で
種
を
守
り
続
け
て

き
た
大
き
な
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

「
守
る
」体
制
の
構
築
を

　

こ
の
よ
う
な
在
来
作
物
を
こ
れ
か
ら

も
守
り
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、「
地

域
の
食
」
の
存
在
価
値
や
魅
力
を
理
解

し
、「
自
分
た
ち
が
守
る
」
取
り
組
み

を
創
り
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
学
校
の
授
業
な
ど
で
在
来

作
物
を
守
り
続
け
て
き
た
「
地
域
の
先

生
」
に
教
わ
り
な
が
ら
、
一
緒
に
栽
培

す
る
授
業
は
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
取
り
組
み
は
既
に
他
地
域
で

も
行
わ
れ
て
お
り
、
学
び
、
食
べ
る
こ

と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
遊
佐
の
食
に
誇

り
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
地
域
の
食
材
を
活
用
す
る
飲

食
店
を
増
や
し
、
そ
こ
で
様
々
な
イ
ベ

ン
ト
を
行
っ
た
り
、
生
産
者
や
飲
食

店
、
行
政
な
ど
で
組
織
す
る
在
来
作
物

の
推
進
協
議
会
の
設
置
や
、
地
域
に
残

る
作
物
の
認
定
制
度
、
出
口
戦
略
と
し

て
の
需
要
拡
大
や
商
品
化
を
考
え
る
こ

と
も
大
事
で
す
。
こ
の
よ
う
に
遊
佐
の

魅
力
を
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
こ
と
で
、
遊
佐

固
有
の
地
域
資
源
が
守
ら
れ
、
誇
る
べ

き
魅
力
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
地
域
に
根

ざ
し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

人
と
人
を
つ
な
ぐ
地
域
資
源

　

鶴
岡
の
「
だ
だ
ち
ゃ
豆
」
の
よ
う
に
、

そ
れ
を
「
食
べ
て
み
た
い
か
ら
遊
佐
に
行

く
！
」
と
い
う
よ
う
な
在
来
作
物
は
、

ま
だ
ま
だ
眠
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
て
い
ま
す
。
今
回
取
り
上
げ
た

２
つ
の
作
物
以
外
に
も
、
ヘ
ア
ミ
ア
ズ

キ
、
ド
ウ
ラ
ク
ア
ズ
キ
、
テ
ン
コ
ア
ズ

キ
と
呼
ば
れ
る
ア
ズ
キ
や
、
ヨ
メ
ノ
カ

オ
と
い
う
名
前
の
菊
な
ど
、
数
点
の
情

報
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
は
、
こ
れ
か
ら

も
地
域
資
源
を
調
査
・
発
掘
し
、
地
域

内
外
の
人
を
「
つ
な
ぐ
」
魅
力
的
な
も

の
と
し
て
発
信
し
続
け
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
も
在
来
作
物
で
は
な
い
か
？

と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
是
非
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
協
力
隊
と
一
緒
に
、
遊
佐

の
魅
力
を
再
発
見
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

在
来
作
物
に
見
る
、遊
佐
の
新
た
な
魅
力
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　月
3
年

「本音」で向き合った３年間
　早いもので 遊 佐町の協力隊活動がはじまり、 ３年が経 過しました。 そして私
はこの３月末をもって任期を満了することになりました。 協力隊活動を終えるに
あたりこれまでを振り返ると、地域のみなさんの様々なご協力があってはじめて、
沢山の企画を一 緒に創り上げることができたのだということをあらためて感じて
います。
　生まれ育った遊 佐町のこれからを想う一人一人と、遊 佐の魅力にひかれ移住し
て来た私が協力隊という「縁」でつながり、互いに感じ考えている町への「想い」
を本音で話し合うことができたこの３年間は本当に貴重な時間でした。あっとい
う間に過ぎた短い時間ではありましたが、これからのまちづくりにつながる小さ
なきっかけを、いくらかでも生みだすことができていたら嬉しく思います。
　私の協力隊をしての活動は終了しますが、 山形や 遊 佐 町がもっともっと元 気
で 魅力的な町になるよう、 これからも活 動を続けていきたいと思います。 ３年
間本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。

遊佐町をもっと面白く
　 神 奈 川県 の川 崎 市から、 ここ遊 佐 町に移り住み 早 2 年が 経ちました。 日々、
沢山の方の助けを借りながら活動させていただいています。
　2 年目の 活 動 で は、1 年目の 活 動 を 通して感じた課 題をもとに、 少しずつで
も変 化するきっかけ、 より良くなるきっかけを作っていこうという思いで 活 動し
てきました。 そして、 一つひとつ のプロジェクトを 終えるたび に、 次の 活 動 に
つながるヒントを得てきたことを実 感しています。 同時に、遊 佐町をもっともっ
と発 信していかなければならないという意識も強くなりました。 そして、3 年目
を 迎 える今、 新たに「遊 佐 町 いまむ かし 風 景写 真コンクール」 という企 画が
動 き出しています。 遊 佐 町の風 景 に焦 点を当て内 から外から見つめることで、
変 化していく町の様 子 や 私たちの暮らし、 遊 佐 町の良さに目を向けるきっかけ
になれば嬉しいです。 皆さんと遊 佐町をもっと面白くしていきたいです。

自然とともに
　昨年の４月に家族で遊 佐へ移住し、「地 域おこし協力隊」として活動させてい
ただいてから、早いものでまもなく一年になろうとしています。
　来て早々に田植えの季 節となり、 見ず知らずの者に支 援の 依 頼など来るのだ
ろうか…？ という不安もすぐに消し飛ぶほどに、毎日の新たな出会いと、心 地よ
い汗 のかける野良仕事が 待っていてくれたことは、 移 住への不安も同 時に感 謝
の気持ちに変えてくれました。
　一年目は、 温かく迎えてくださった広 野集落での農作業の支援が中心の活動
でした。加えて二年目からは、私たち家族が移住するきっかけともなった東日本
大 震 災と原発事故の、 被 災者や 避 難 者の方々への空き家等を活用した「保 養」
支援を通して、 遊 佐に来ていただくことによって移 住・定住に結びつけられるよ
うな活 動を具体化していきたいと考えています。 私 達自身が 感じた 遊 佐 町の自
然の良さを、今も痛みや苦しみを感じている方々に伝えていく中で、地元の皆さ
んとも分かち合っていけたら幸せです。

岡
おか

　部
べ

　裕
ゆう

　三
ぞう

坪
つぼ

　沼
ぬま

　雪
ゆき

　人
と

鍋
なべ

　内
うち

　愛
まな

　美
み

こんにちは！
地域おこし協力隊です

遊佐の地域活性化をめざす地域おこし協力隊。
岡部裕三、鍋内愛美、坪沼雪人の活動をお伝えします。

「ゆざのみ」とは…漢字にすると 〝遊佐の実 ”。果実の中に種があるように、遊佐のおいしさが詰まった「ゆざのみ」を読んだあと、みなさんの
　  中に食への興味の芽がでるように、との想いが込められています。


