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●
紀
州
四
百
年
の
匠
。世
界
最
高
品
質
の
炭
。

●
木
切
り
３
年
、窯
づ
く
り
10
年
、炭
焼
き
一
生
。ま
だ
ま
だ
勉
強
せ
え
な
。

徹
底
研
究
「
紀
州
備
長
炭
」�

伝
統
の
製
法
で
良
質
の
炭
を
守
る
。

み
な
べ
　
　 

紀
行�

梅のまち�

MINABE

対
談
　
み
ん
な
み
な
べ
が
好
き
だ
か
ら
。�

�

自
然
の
恵
み
の
中
で
人
が
輝
く

快
適
な
ま
ち「
み
な
べ
町
」を
め
ざ
し
て
。

ま
ち
づ
く
り
の
施
策
と
基
本
方
針�

教
育
・
文
化
の
充
実
・
創
造�

こ
こ
ろ
豊
か
な
ひ
と
づ
く
り
、ま
ち
づ
く
り

交
流
・
連
携
の
強
化�

子
ど
も
た
ち
が
安
心
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

保
健
・
福
祉
の
充
実�

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

環
境
の
整
備
・
保
全
と
生
活
基
盤
の
整
備�

安
全
で
快
適
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

行
政
・
議
会�

人
々
と
共
に
歩
み
考
え
る
、よ
り
開
か
れ
た
行
政
へ

町
民
憲
章
、町
の
花
・
木
・
鳥
・
魚�

みなべ       紀行�

●
日
本
の
味
を
受
け
継
ぐ
、梅
の
王
国
、誕
生
。

●
自
分
の
子
ど
も
み
た
い
に
一
粒
ず
つ
愛
お
し
く
世
話
す
る
ん
や
。

最
前
線
レ
ポ
ー
ト
「
紀
州
み
な
べ
南
高
梅
」�

21
世
紀
に
進
化
す
る
梅
の
未
来
。

●
梅
料
理

み
な
べ
　
　 

紀
行�

み
な
べ
　
　 

紀
行�

み
な
べ
　
　 

紀
行�

●
８
０
０
種
類
の
魚
が
揚
が
る
、黒
潮
の
幸
の
宝
庫
で
す
。

ウ
ミ
ガ
メ
の
ふ
る
さ
と�

●
魚
介
料
理

み
な
べ
　
　 

紀
行�

●
初
め
て
の
人
に
も
優
し
い
、自
然
と
人
間
が
自
慢
で
す
。�

み
な
べ
　
　 

紀
行�

●
南
部
川
の
清
流
に
、四
季
の
花
に
心
も
洗
わ
れ
て
。

み
な
べ
　
　 

紀
行�

●
い
に
し
え
の
神
々
の
さ
さ
や
き
に
耳
を
澄
ま
し
て
。

●
脈
々
と
伝
わ
る
祈
り
。
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平
成
16
年
10
月
１
日
、旧
南
部
町
と
旧
南
部
川
村
が
合
併
し
、

日
本
一
の
梅
の
町
、み
な
べ
町
が
誕
生
し
ま
し
た
。

海
、山
、川
に
恵
ま
れ
た
四
季
の
幸
い
っ
ぱ
い
の
み
な
べ
町
。

昔
話
や
お
と
ぎ
話
の
風
景
に
ふ
っ
と
迷
い
こ
ん
だ
よ
う
な

日
本
人
の
心
の
ふ
る
さ
と
に

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な

優
し
く
て
美
し
い
自
然
に
抱
か
れ
た
町
に
は

未
来
に
向
か
っ
て
イ
キ
イ
キ
と
輝
く

可
能
性
が
溢
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
魅
力
は
、自
然
の
幸
を
飾
る
こ
と
な
く

ギ
ュ
ッ
と
結
ん
で

お
楽
し
み
の
多
彩
な
具
を
つ
め
た
お
に
ぎ
り
の
よ
う
。

み
な
さ
ん
も
、ピ
ク
ニ
ッ
ク
気
分
で
町
を
探
索
。

自
分
だ
け
の
み
な
べ
の
魅
力
を
再
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

い
ろ
い
ろ
な
魅
力
が
い
っ
ぱ
い
の
、�

新
し
い
み
な
べ
町
を
再
発
見
し
て
み
ま
せ
ん
か
。�

親�神� 清� 振�森�深�

心�

●
心
つ
な
い
で

笑
顔
の
輪
を
ひ
ろ
げ
る

地
域
づ
く
り
。

さ
ぁ
、海
へ
、山
へ
、熊
野
古
道
へ
。

み
な
べ
満
喫
イ
ラ
ス
ト
マ
ッ
プ�
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み
な
べ
　
　
　
紀
行�

振�

�

日本の味を受け継ぐ、梅の王国、誕生。�味を受け継ぐ、梅の王

南
部
梅
林

岩
代
大
梅
林

み
な
べ
町
の
梅
の
歴
史
。�

　
平
安
時
代
の
中
期
の
文
献
に
も
す
で
に
「
梅

干
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
梅

の
歴
史
は
千
有
余
年
も
前
に
遡
り
ま
す
。�

　
南
部
郷
で
梅
栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は

江
戸
時
代
初
め
か
ら
で
、
紀
州
田
辺
藩
は
自

生
梅
し
か
育
た
な
い
や
せ
地
を
免
税
地
に
し

て
年
貢
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
農
民
を

助
け
梅
栽
培
を
広
げ
ま
し
た
。
や
が
て
梅
干

は
江
戸
で
人
気
が
出
る
よ
う
に
。
良
品
の
梅

を
厳
選
し
た
南
部
梅
は
「
紀
伊
田
辺
産
」
の
焼

き
印
を
押
し
た
樽
に
詰
め
ら
れ
、
江
戸
で
有

名
に
な
り
ま
し
た
。�

　
明
治
時
代
に
は
南
部
郷
晩
稲
の
内
中
源
蔵

翁
が
郷
内
に
加
工
場
を
建
て
、
梅
の
生
産
か

ら
加
工
ま
で
一
貫
し
た
商
品
化
に
成
功
。
梅

の
里
と
し
て
発
展
す
る
契
機
と
な
り
ま
し
た
。

南
部
梅
林
内
の
小
殿
神
社
前
に
は
そ
の

功
徳
を
偲
ん
で
顕
彰
碑
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。�梅

の
最
高
品
種�

「
南
高
梅
」
の
誕
生
。�

　
大
粒
で
肉
厚
、
ジ
ュ
ー
シ
ー

な
南
高
梅
は
、
南
部
郷
で
長
い
年
月

の
研
究
の
末
に
た
ど
り
つ
い
た
最
高
級

品
の
漬
け
梅
品
種
で
、
紀
州
み
な
べ
の
梅
干

の
原
料
と
な
り
ま
す
。�

　
昭
和
25
年
、
戦
後
の
農
業
復
興
に
際
し
、

南
部
郷
の
梅
の
品
種
統
一
を
図
る
た
め
、
郷

内
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
１
１
４
種
類
の
梅
の

中
か
ら
、
５
年
の
歳
月
を
費
や
し
て
最
優
良

品
種
の
選
抜
を
実
施
。
そ
の
結
果
、
「
高
田

梅
」
ほ
か
７
種
が
優
良
母
樹
に
選
定
さ
れ
ま

し
た
。
中
で
も
最
も
風
土
に
適
し
た
最
優
良

品
種
と
評
価
さ
れ
た
「
高
田
梅
」
は
、
母
樹
選

定
調
査
研
究
に
深
く
か
か
わ
っ
た
南
部
高
等

学
校
園
芸
科
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
「
南
高

梅
」
と
命
名
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
40
年
に
は

難
関
を
突
破
し
て
当
時
の
農
林
省
に
種
苗
名

が
登
録
さ
れ
、
栽
培
は
郷
内
全
域
に
広
が
り

ま
し
た
。�

　
現
在
「
南
高
梅
」
は
、
み
な
べ
町
で
栽
培
さ

れ
る
梅
の
８
割
を
占
め
、
梅
の
ト
ッ
プ
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
全
国
に
、
世
界
に
そ
の
名
を
馳

せ
て
い
ま
す
。�

内
中
源
蔵
翁
顕
彰
碑

南
高
梅
誕
生
の
地
に
あ
る
碑た

わ
わ
に
実
っ
た
南
高
梅
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21世紀に進化する梅の未来。�

自
分
自
分
の
子
ど
も
み
た
い
に
一
粒
ず
つ�

愛
お
し
く
世
話
世
話
す
る
ん
や
。�

最
前
線
レ
ポ
ー
ト�

み
な
べ�

南
高
梅�

　
梅
干
に
最
適
な
完
熟
し
た
南
高
梅
は
、

花
が
終
わ
っ
た
後
の
５
月
か
ら
７
月
に

収
穫
さ
れ
ま
す
。
枝
か
ら
落
ち
た
梅
も

山
腹
の
斜
面
に
張
っ
た
ネ
ッ
ト
で
傷
が

つ
か
な
い
よ
う
に
保
護
し
、
大
切
に
集

め
ま
す
。�

　
収
穫
し
た
梅
の
実
は
流
水
で
き
れ
い

に
洗
い
、
品
質
検
査
の
後
に
サ
イ
ズ
別

に
選
別
、
漬
槽
タ
ン
ク
の
中
で
１
カ
月

以
上
漬
け
込
み
ま
す
。�

　
８
月
、
梅
の
実
か
ら
梅
酢
が
あ
ふ
れ

だ
し
、
美
味
し
い
梅
干
が
漬
け
上
が
る
と
、

い
よ
い
よ
天
日
干
し
。
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ

ス
の
中
で
一
粒
ず
つ
裏
返
し
な
が
ら
丁

寧
に
乾
か
し
ま
す
。
そ
う
し
て
、
「
自
分

の
子
ど
も
み
た
い
に
一
粒
ず
つ
愛
お
し

く
世
話
し
た
」
紀
州
み
な
べ
の
美
味
し
い

梅
干
の
出
来
上
が
り
で
す
。�

みなべ　　　紀行�振�
自
分
の
子
ど
も
み
た
い
に
一
粒
ず
つ�

愛
お
し
く
世
話
す
る
ん
や
。�

　
「
う
め
２１
研
究
セ
ン
タ
ー
」
は
、
梅
農
家
の
方
々

が
昔
か
ら
培
っ
て
き
た
梅
栽
培
の
知
識
を
科
学
的

に
分
析
し
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
こ
と
で
、
町
の

特
産
物
で
あ
る
梅
の
可
能
性
を
拡
げ
て
い
こ
う
と

い
う
目
的
で
設
立
さ
れ
ま
し
た
。�

　
今
ま
で
の
研
究
成
果
で
は
、
南
高
梅
に
は
ク
エ

ン
酸
な
ど
体
に
良
い
成
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
県
立
和
歌
山
医
科
大

学
と
の
共
同
研
究
に
よ
り
、
生
活
習
慣
病
を
促
す

動
脈
硬
化
を
抑
制
し
、
ま
た
、
消
化
性
潰
瘍
発
症

に
関
係
が
あ
る
と

さ
れ
る
ヘ
リ
コ
バ
ク

タ
ー
・
ピ
ロ
リ
菌
を
減

少
さ
せ
る
働
き
が
あ
る
こ

と
な
ど
も
解
明
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。�

　
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
を
も
と
に
、
医
学
的
な

分
野
で
も
南
高
梅
の
効
能
を
活
か
す
こ
と
が
で
き

な
い
か
と
新
し
い
梅
の
可
能
性
を
探
求
し
て
い
ま

す
。�

　
ま
た
、
さ
ら
に
美
味
し
い
梅
づ
く
り
を
目
指
し
、

南
高
梅
栽
培
に
最
適
な
台
木
品
種
の
研
究
や
南
高

梅
の
遺
伝
子
を
受
け
継
い
だ
新
品
種
の
探
求
、
農

薬
や
肥
料
を
最
小
限
に
抑
え
た
環
境
に
や
さ
し
い

栽
培
方
法
の
確
立
、
新
た
な
加
工
技
術
の
開
発
な

ど
、
梅
と
言
え
ば
み
な
べ
町
と
言
わ
れ
る
ブ
ラ
ン

ド
づ
く
り
に
日
夜
、
研
究
を
重
ね
て
い
ま
す
。�

「うめ21研究センター」の平喜之
さん（右）と林尚和さん（左）。梅
農家からの相談には現場に赴い
て対応するなど「地域に密着した、
愛される研究員がモットーです」
と多忙な日々を送ります。

「うめ21研究センター」は研究の中心拠
点だけでなく、産地としての情報発信
基地という大きな役割も果たしています。

うめ21研究センターとともに「梅のま
ち」みなべ町のシンボル、うめ振興館。
町や梅の歴史を楽しく学べます。多く
の人々が交流する道の駅でもあります。

実験農場で花の受粉状態をチェック。花が大きけれ
ば受粉能力も高まり、実をつけやすくなります。

「将来は、地域のリーダー的な存在に」
研究センターでは、毎年、研修生を受け
入れ、1年間みっちり梅栽培のノウハウ
を伝授しています。

実
験
室
で
梅
干
の
果
肉
に
含
ま
れ
る
塩
分
や

ク
エ
ン
酸
の
含
有
量
を
測
定
。

紀  州�
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ミ
ネ
ラ
ル
を
は
じ
め
ク
エ
ン
酸
や

ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
を
た
っ
ぷ
り
含
ん

だ
梅
は
、
ま
さ
に
健
康
食
品
の
王
様
。

疲
労
回
復
や
骨
祖
し
ょ
う
症
・
骨
折

の
予
防
、
血
液
を
サ
ラ
サ
ラ
に
す
る

血
行
改
善
、
食
欲
を
増
進
さ
せ
胃
を

守
る
効
果
な
ど
身
体
に
良
い
効
能
が
い
っ

ぱ
い
で
す
。�

　
梅
の
味
わ
い
を
上
手
に
ア
レ
ン
ジ

し
た
、
み
な
べ
町
な
ら
で
は
の
ヘ
ル
シ
ー

な
郷
土
料
理
を
ご
紹
介
し
ま
す
。�

梅
料
理�

梅�
サンドイッチ�

梅巻寿司�

梅茶粥�

梅天ぷら�

梅寒天�

梅むすび�

梅羊羹�

「私たちが作りました」
みなべ町梅料理研究会の皆さん
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み
な
べ
　
　
　
紀
行�

白
炭
は
、
製
炭
の
段
階
で
、
窯
の
中
に
空
気
を
入
れ
、

炭
材
が
熱
分
解
す
る
時
に
ほ
ぼ
焼
き
上
が
っ
た
炭
を
１

０
０
０
℃
の
高
温
の
中
で
精
錬
し
ま
す
。

製
炭
士
の
熟
練
と
勘
で
、
真
っ
赤
に
な
っ
た
炭
を
１
本

ず
つ
窯
口
か
ら
素
早
く
取
り
出
し
、
灰
と
土
を
混
ぜ
た

消
粉
と
呼
ば
れ
る
灰
を
か
け
て
冷
や
し
な
が
ら
炭
を
消

火
さ
せ
ま
す
。
炭
の
表
面
に
灰
が
つ
い
て
炭
が
灰
白
色

と
な
る
こ
と
か
ら
「
白
炭
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

山
肌
に
生
え
て
い
る
ウ
バ
メ
ガ
シ
。
炭
に
す
る
原
木
は

樹
齢
20
〜
30
年
の
も
の
を
使
い
ま
す
。

曲
が
り
く
ね
っ
て
硬
い
ウ
バ
メ
ガ
シ
は
、
窯
に
た
く
さ

ん
入
る
よ
う
に
ノ
コ
ギ
リ
で
切
り
目
を
入
れ
ま
っ
す
ぐ

に
加
工
し
ま
す
。

紀州四百年の匠。 世界最高品質の炭。�森�

白
炭
の
最
高
傑
作
、紀
州
備
長
炭
。�

　
炭
に
は
温
暖
な
地
域
に
の
み
生
育
す
る
硬

い
材
質
の
ウ
バ
メ
ガ
シ
や
ア
ラ
カ
シ
の
木
を

１
０
０
０
℃
以
上
の
高
温
で
焼
く
白
炭
と
、

ナ
ラ
や
カ
シ
の
木
な
ど
を
４
０
０
〜
７
０
０

℃
位
の
低
温
で
焼
く
黒
炭
が
あ
り
ま
す
。
着

火
し
や
す
く
高
温
に
な
る
が
火
持
ち
が
短
い

黒
炭
に
対
し
て
、
白
炭
は
着
火
し
に
く
い
が

火
力
が
強
く
長
持
ち
す
る
の
が
特
徴
で
す
。

生
活
燃
料
と
し
て
発
達
し
、
昔
か
ら
う
な
ぎ

の
蒲
焼
き
や
高
級
料
理
の
燃
料
と
し
て
重
宝

さ
れ
て
き
ま
し
た
。�

　
な
か
で
も
、
和
歌
山
県
の
県
木
で
あ
り
、

み
な
べ
町
の
木
で
も
あ
る
ウ
バ
メ
ガ
シ
を
使
っ

た
紀
州
備
長
炭
は
世
界
の
最
高
傑
作
と
し
て

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。�

�

紀
州
備
長
炭
の
起
源
と
歴
史
。�

　
紀
州
備
長
炭
の
起
源
は
古
く
、
平
安
朝
時

代
の
弘
法
大
師
の
頃
と
伝
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
ル
ー
ツ
は
紀
南

地
方
の
村
々
で
焼
か
れ
て
い
た

良
質
堅
炭
「
熊
野
木
炭
」
に
遡
り

ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
炭
焼
き

人
に
よ
っ
て
備
長
炭
の
製
法
や

窯
の
形
、
焼
き
方
に
独
自
の
方

法
が
発
達
し
、
徳
川
家
へ
の
献

上
品
に
選
定
さ
れ
る
な
ど
藩
の

貴
重
な
特
産
品
と
な
り
ま
し
た
。�

　
備
長
炭
の
名
前
の
由
来
は
、

元
禄
年
間
に
紀
州
田
辺
藩
で
炭

問
屋
を
営
ん
で
い
た
備
中
屋
長
左
衛
門
が
自

分
の
名
前
を
と
っ
て
名
付
け
た
の
が
始
ま
り

と
言
わ
れ
ま
す
。
江
戸
で
大
好
評
を
得
た
こ

と
か
ら
一
躍
、
そ
の
名
を
知
ら
し
め
る
人
気

商
品
と
な
り
ま
し
た
。�

　
和
歌
山
県
内
の
紀
州
備
長
炭
製
炭
技
術
は

昭
和
49
年
４
月
に
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
か
で
も
み
な
べ
町
の

備
長
炭
は
、
現
在
も
昔
な
が
ら
の
伝
統
を
受

け
継
い
だ
熟
練
の
製
炭
技
術
で
、
日
本
一
の

品
質
と
日
本
有
数
の
生
産
量
を
誇
っ
て
い
ま

す
。�

�

新
た
な
分
野
に
広
が
る
炭
の
効
用
。�

　
紀
州
備
長
炭
は
、
う
な
ぎ
の
蒲
焼
き
や
焼

き
鳥
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
魚
、
肉
な
ど

焼
き
物
料
理
の
旨
味
を
増
し
、
う
ち
わ
１
本

で
火
加
減
の
微
妙
な
調
整
が
思
う
が
ま
ま
に

で
き
る
燃
料
と
し
て
料
理
人
に
愛
用
さ
れ
て

き
ま
し
た
。�

　
近
年
、
炭
の
消
臭
・
除
湿
効
果
や
、
汚
水

や
空
気
を
浄
化
す
る
作
用
を
活
用
し
た
、
燃

料
以
外
の
効
能
が
脚
光
を
浴
び
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
硬
く
て
丈
夫
な
備
長
炭
は
、
長
期

間
の
使
用
に
耐
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
新
分
野

で
も
重
宝
さ
れ
、
脱
臭
剤
、
湿
気
を
調
整
す

る
建
築
資
材
、
ま
た
食
品
添
加
物
や
繊
維
加

工
の
分
野
な
ど
様
々
な
場
面
で

ユ
ニ
ー
ク
な
製
品
が
開
発

さ
れ
人
気
を
集
め
て
い

ま
す
。�

備
長
炭
の
調
湿
、
殺
菌
・
消
臭
、
空
気
清
浄
効
果
を
活
か
し
て
、

イ
ン
テ
リ
ア
グ
ッ
ズ
や
、
『
着
る
炭
』
Ｔ
シ
ャ
ツ
な
ど
ユ
ニ
ー
ク

な
商
品
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す
。
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みなべ　　　紀行�

原さんの炭焼きの窯。昔の製炭士はウバメガシを育てながら山から山へ窯を移
動させ、環境を保全しながら炭を焼いた。

備長炭生産者組合長の原正昭さん（右）とお父さんの原幸夫さん（左）。
製炭士として父に教わることは多い。

　館内には、備長炭の歴史や製造工程がわかる資料や道具が展示され、

製炭窯では窯出しの見学や体験実習も楽しめます。また、テレビアニ

メでも放映された、みなべ川森林組合のマスコットキャラクター「び

んちょうタン」も好評で、関連グッズなどが人気を集めています。�

森�

　
「
木
切
り
３
年
、
窯
づ
く
り
１０
年
、
炭
焼

き
一
生
。
ま
だ
ま
だ
勉
強
せ
え
な
」
と
話
す

の
は
、
み
な
べ
町
備
長
炭
生
産
者
組
合
長

の
原
正
昭
さ
ん
。
お
父
さ
ん
も
炭
づ
く
り

５０
年
の
経
歴
を
持
つ
ベ
テ
ラ
ン
の
製
炭
士

で
す
。�

　
代
々
製
炭
士
の
家
系
で
育
っ
た
原
さ
ん
は
、

昔
な
が
ら
の
製
炭
技
術
を
受
け
継
ぎ
、
自

分
の
目
で
原
木
を
厳
選
し
、
自
分
の
手
で

伐
採
し
た
も
の
を
自
家
製
の
窯
で
焼
き
ま
す
。

「
み
な
べ
は
良
質
の
備
長
炭
づ
く
り
に
必
要

な
す
べ
て
が
揃
う
町
で
す
。
自
然
条
件
が

厳
し
い
山
で
育
っ
た
ウ
バ
メ
ガ
シ
は
た
く

ま
し
く
、
窯
に
使
用
す
る
土
も
１
０
０
０

度
の
高
温
に
耐
え
ら
れ
る
粘
質
の
強
い
み

な
べ
の
土
が
最
適
で
す
」
と
話
す
原
さ
ん
に

製
炭
士
の
職
人
気
質
と
誇
り
が
み
な
ぎ
り

ま
す
。�

　
現
在
は
製
炭
士
を
め
ざ
す
Ｕ
タ
ー
ン
者
、

Ｉ
タ
ー
ン
者
な
ど
若
い
人
た
ち
も
増
え
、

女
性
な
が
ら
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
人

も
い
る
中
、
「
永
い
歴
史
と
伝
統
を
誇
る
製

炭
技
術
を
守
り
、
備
長
炭
を
み
な
べ
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
浸
透
さ
せ
て
い
く
た
め
に
も
、

み
ん
な
で
良
い
も
の
を
作
る
ん
や
と
い
う

こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
精
進
し
た
い
」
と
原
さ

ん
の
炭
づ
く
り
へ
の
夢
は
大
き
く
広
が
り

ま
す
。�

　
紀
州
備
長
炭
の
製
炭
技
術
は
昭
和
49
年
４
月

９
日
に
県
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
県

で
指
導
製
炭
士
を
認
定
し
て
い
ま
す
。�

　
み
な
べ
町
で
は
、
日
本
有
数
の
紀
州
備
長
炭

の
産
地
と
し
て
伝
統
的
な
炭
焼
き
技
術
を
継
承

し
、
良
質
の
炭
を
お
届
け
す
る
た
め
に
、
未
来

の
後
継
者
の
発
掘
・
育
成
を
図
る
と
と
も
に
ウ

バ
メ
ガ
シ
の
原
木
の
確
保
・
育
成
に
努
め
て
い

ま
す
。�

　
ほ
ん
ま
も
ん
を
求
め
る
人
が
増
え
、
ま
た
炭

の
効
能
が
話
題
に
な
っ
て
、
紀
州
備
長
炭
の
需

要
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
中
、
熟
練
製
炭
士
と
若

い
製
炭
士
が
炭
づ
く
り
に
情
熱
を
燃
や
す
現
場

を
ご
紹
介
し
ま
す
。�

徹
底
研
究�

紀
州�

備
長
炭�

伝統の製法で良質の炭を守る。�

紀
州
備
長
炭
振
興
館�
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みなべ　　　紀行�800種類の魚が揚がる、�
黒潮の幸の宝庫です。�

ウミガメのふるさと�

　
紀
州
灘
に
面
し
て
黒
潮
の
恵
み
を
受

け
る
、
み
な
べ
の
豊
か
な
水
産
業
。
漁

港
で
は
、
イ
ワ
シ
、
ヒ
ラ
メ
、
伊
勢
エ

ビ
、
カ
ツ
オ
、
ア
ジ
、
タ
チ
ウ
オ
、
ガ

シ
ラ（
カ
サ
ゴ
）、
サ
バ
な
ど
を
は
じ
め
、

タ
カ
ア
シ
ガ
ニ
、
タ
コ
、
イ
カ
な
ど
８

０
０
種
を
超
え
る
近
海
も
の
の
鮮
魚
介

類
が
水
揚
げ
さ
れ
、
活
気
に
満
ち
た
大

漁
の
歓
声
が
響
き
ま
す
。�

　
ま
た
、
め
ざ
し
や
イ
カ
の
一
夜
干
し
、

シ
ラ
ス
ち
り
め
ん
、
ア
ジ
の
開
き
、
カ

マ
ス
の
開
き
な
ど
の
干
物
を
は
じ
め
水

産
加
工
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。�

深�
　みなべ町の自然豊かな美しい海岸、千里の浜や岩代
の浜はアカウミガメの産卵地としても有名で、本州一
の産卵数を誇ります。�
　産卵シーズンである5月から8月上旬にかけてたく
さんのアカウミガメが夜間に上陸し、卵が水に浸って
死んでしまわないように高潮線よりも高地の砂場を選
んで卵を産みつけます。上陸して卵を産み、海へ戻る
まで約2時間の大仕事です。�
　卵は2カ月ほどでふ化し、子ガメたちは夜を待って
海に向かいます。夜は海面が反射して明るいからです。
建物などの人工灯が多い浜では子ガメは方向を誤って
海へ戻れないため、親ガメは本能的に光のある浜を嫌
がり、自然豊かな浜を選ぶのかもしれません。�
　無事に生まれた子ガメたちも小さいうちは鳥や魚の
餌食になることが多く、 1シーズンに成熟体になるの
は1～2匹ぐらいではないかといわれています。�
　ウミガメを守る人たちは、生まれてくるかけがえの
ない小さな命のために安全な環境づくりに活動してい
ます。�

20年以上もウミガメ保護活動を続ける
町ウミガメ研究班の後藤清さん。

青年クラブのウミガメパトロー
ル。夜の浜を見回り、卵が危険
な場所にあると、慎重に掘り返
し、安全な場所に移動させる。



1314

魚
介
料
理�

いわしと梅の�
たきあわせ�

いわし寿司�

いわしの天ぷら�

　
み
な
べ
町
の
家
庭
で
は
、
都
会
で
は
な
か
な
か

味
わ
え
な
い
、
と
れ
と
れ
の
旬
の
新
鮮
な
海
の
幸

が
食
卓
を
彩
り
ま
す
。�

　
そ
の
メ
ニ
ュ
ー
は
、
家
庭
で
代
々
受
け
継
が
れ

て
き
た
お
ふ
く
ろ
の
味
か
ら
、
祭
り
を
祝
う
伝
統

の
ご
馳
走
ま
で
多
種
多
彩
で
す
。�

　
地
元
な
ら
で
は
の
、
素
材
の
味
わ
い
を
活
か
し

た
季
節
の
料
理
を
ご
紹
介
し
ま
す
。�

いわしの�
宝楽焼き�

クツエビのむし煮�

カワハギの刺身�

「私たちも作りました」
お魚ママさんと南部漁協女性部の皆さん
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親�
初めての人にも優しい、 自然と人間が自慢です。�

み
な
べ
　
　
　
紀
行�

　
海
あ
り
、
山
あ
り
、
川
あ
り
、
温
泉

あ
り
、
そ
し
て
人
情
あ
り
。
み
な
べ
町

の
豊
か
な
自
然
と
、
町
に
住
む
人
た
ち

は
、
町
を
訪
れ
る
お
客
様
を
お
お
ら
か

に
受
け
入
れ
ま
す
。�

　
み
な
べ
町
で
は
、
観
梅
、
磯
遊
び
、

熊
野
古
道
め
ぐ
り
、
海
辺
と
山
あ
い
の

温
泉
め
ぐ
り
…
と
、
春
夏
秋
冬
を
通
じ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ー
ン
を
楽
し
め
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
は
お
も
て
な
し
す
る

人
が
い
ま
す
。�

　
こ
れ
か
ら
も
、
み
な
べ
町
を
訪
問
し

て
く
れ
た
お
客
様
が
「
二
度
も
三
度
も

来
て
み
た
い
」
と
思
っ
て
く
だ
さ
る
よ

う
に
、
観
光
地
や
施
設
だ
け
で
な
く
、

町
そ
の
も
の
の
魅
力
、
人
の
魅
力
を
パ

ワ
ー
ア
ッ
プ
し
て
い
き
ま
す
。�

花
火
祭
り

み
な
べ
の
沖
に
浮
か
び
、
津
波
か
ら
何
回
も

町
を
救
っ
て
く
れ
た
鹿
島
に
感
謝
し
て
、
宝

永
５（
１
７
０
８
）年
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

お魚ママさんと南部漁協女性部が町外からのおさかな応援団を
魚料理でおもてなし

梅料理研究会が南部梅林のお客様を梅料理でおもてなし深い山あいの野趣豊かな鶴の湯温泉

「あ、魚がはねてる！」漁師さんの船に乗って刺し網漁体験

眼下に大海原が広がる南部温泉（国民宿舎）「大きくなって帰ってきて」と稚魚の放流体験
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南部川の清流に、�
四季の花に心も洗われて。�

　
み
な
べ
町
の
最
も
奥
深
い
山
、
虎
ヶ
峰

に
源
を
発
す
る
南
部
川
は
、
町
の
景
色
を

映
し
な
が
ら
、
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
ま

す
。
町
を
縦
断
し
て
太
平
洋
に
注
ぐ
こ
の

清
流
に
は
、
カ
ワ
ム
ツ
、
オ
イ
カ
ワ
、
ヒ

ラ
テ
ナ
ガ
エ
ビ
、
ト
ン
ボ
や
ト
ビ
ケ
ラ
の

幼
虫
、
ア
メ
ン
ボ
…
な
ど
川
の
住
人
た
ち

が
暮
ら
し
ま
す
。�

　
四
季
の
花
々
が
川
辺
に
季
節
の
訪
れ
を

知
ら
せ
、
長
い
旅
を
終
え
飛
来
し
た
野
鳥

の
群
れ
が
水
浴
び
を
楽
し
み
ま
す
。
そ
の

風
景
は
、
ま
る
で
優
し
い
水
彩
の
絵
の
よ

う
で
す
。�

　
人
々
は
そ
ん
な
南
部
川
を
見
な
が
ら
、

移
り
ゆ
く
自
然
に
日
々
の
多
忙
を
忘
れ
、

の
ん
び
り
と
心
和
む
時
を
過
ご
し
ま
す
。�

清�



　
平
成
16
年
７
月
７
日
、
和
歌
山
県
の
高
野
・

熊
野
地
域
を
は
じ
め
、
奈
良
県
、
三
重
県
に

ま
た
が
る
「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」
が

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
ま
し
た
。�

　
熊
野
信
仰
は
平
安
時
代
に
皇
族
や
貴
族
た

ち
が
秘
境
熊
野
に
現
世
浄
土
を
求
め
た
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
み
な
べ
町
に
も
登
録

こ
そ
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
古
代
の
人
々
が

粛
々
と
歩
い
た
熊
野
参
詣
道（
熊
野
古
道
）が

通
っ
て
い
ま
す
。�

　
有
間
皇
子
結
松
記
念
碑
が
建
つ
岩
代
の
地

か
ら
海
岸
に
沿
う
よ
う
に
熊
野
古
道
を
辿
る

と
、
熊
野
詣
の
旅
人
が
体
を
休
め
熊
野
に
向

か
っ
て
遥
拝
し
た
と
い
う
王
子
社
や
往
時
を

し
の
ぶ
風
景
が
残
り
、
い
に
し
え
人
の
さ
さ

や
き
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。�

　
特
に
、
岩
代
か
ら
目
津
崎
に
至
る
、
古
代

か
ら
岩
代
の
浜
・
千
里
の
浜
と
呼
ば
れ
た
道
は
、

熊
野
詣
の
旅
人
が
長
い
道
中
で
初
め
て
海
辺

を
歩
い
た
場
所
で
す
。
そ
の
喜
び
の
気
持
ち

を
映
し
て
か
、
伊
勢
物
語
、
枕
草
子
、
大
鏡
、

新
古
今
和
歌
集
な
ど
多
く
の
文
献
に
千
里
の

浜
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
熊
野
古
道
を
辿
っ
て
国
民
宿
舎

「
紀
州
路
み
な
べ
」
近
く
ま
で
歩
を

進
め
る
と
、
埴
田
崎
の
沖
あ
い
約

５
０
０
メ
ー
ト
ル
に
美
し
い
姿
を

見
せ
る
鹿
島
。
鹿
島
神
社
の
神
域

で
、
古
代
よ
り
神
の
島
と
崇
め
ら

れ
る
周
囲
約
１
．５
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
島
は
、
見
る
方
向
に
よ
っ
て
三

つ
の
鍋
を
伏
せ
た
よ
う
な
形
に
見

え
ま
す
。
み
な
べ
の
名
は
そ
の
姿

に
由
来
し
て
い
る
と
も
伝
え
ら
れ

ま
す
。�

　
現
在
は
県
立
自
然
公
園
第
１
種

特
別
地
域
に
指
定
さ
れ
、
島
の
自

然
や
歴
史
の
足
跡
が
大
切
に
保
護

さ
れ
て
い
ま
す
。�

いにしえの神々のささやきに  �
耳を澄まして。�

神
が
棲
む
島「
鹿
島
」�

有間皇子結松記念碑

千里の浜

鹿島神社

神�

西
岩
代
八
幡
神
社

東
岩
代
八
幡
神
社

須賀神社

高城天宝神社

清川天宝神社

1920

岩
代
王
子

千
里
王
子

三
鍋
王
子

みなべ　　　紀行�

熊野古道に往時を偲ぶ�



みなべ　　　紀行�神�
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脈々と伝わる祈り。�
　10月になると町は祭り一色で賑やかに彩られま

す。馬駆けが迫力の「須賀神社の秋祭り」、子ど

もたちの子踊りが愛くるしい「東岩代神社の秋祭

り」「西岩代神社の秋祭り」を皮切りに、神輿や

奴行列が華やかな「鹿島神社の秋祭り」、そして

獅子舞が勇ましい「高城天宝神社の秋祭り」や「清

川天宝神社の秋祭り」と、毎週、町民や大勢の見

物人の歓声が響きわたります。�

鹿
島
神
社
秋
祭
り�

東
岩
代
神
社
秋
祭
り�

西
岩
代
神
社
秋
祭
り�

須
賀
神
社
秋
祭
り�

高
城
天
宝
神
社
秋
祭
り�

清
川
天
宝
神
社
秋
祭
り�



南部湾�

印南町�

みなべ町�

みなべIC
岩
代
駅�

南部駅�

芳養駅�

南
部
川�

島
ノ
瀬
ダ
ム�

東
岩
代
川�

目津崎�

南
部
梅
林�

岩代大梅林�

鹿島神社�

鶴の湯温泉�

紀州備長炭振興館�

みなべ町役場第2庁舎�

千里の浜�

千里王子社�
千里観音�

岩
代
王
子
社�

う
め
21
研
究�

セ
ン
タ
ー�

みなべ町うめ振興館�
（道の駅）�

清川天宝神社�

高城天宝神社�

須賀神社�

鹿島�

三鍋王子社�

猪の山公園�

田辺市�

鶴の湯�
トンネル�

西
岩
代
川�

万葉歌碑�

南部漁港�

堺漁港�

県農林水産総合技術センター�
果樹試験場うめ研究所�

紀の国の名水「三里が峰の湧水」�

小目津公園�

万葉歌碑�

有
間
皇
子
結
松�

記
念
碑�

さぁ、海へ、山へ、熊野古道へ。�

みなべ満喫イラストマップ�みなべ満喫イラストマップ�

熊野古道散策マップ�
いにしえ人の思いを胸に�

42

42

424

有
間
皇
子�

結
松
記
念
碑�

あ
り
ま
の
み
こ�

岩
代
王
子�

い
わ
し
ろ�

千
里
王
子�

千
里
観
音�

せ
ん
り�

三鍋王子�
みな べ �

岩
代
駅�

南
部
駅�

東岩代八幡神社�

西
岩
代
八
幡
神
社�

千里の浜�

南部峠の地蔵像�

丹
河
地
蔵
堂
の
銀
杏�

鹿
島
神
社�
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国民宿舎国民宿舎�
紀州路紀州路みなべ�

橋本�

紀伊田辺�
白浜�

新宮�

熊野�

奈良�

五条�

天王寺天王寺�天王寺�

難波難波�難波�

大阪�

新大阪�新神戸� 名古屋�

至東京�本宮�

�

龍神

京都�

王寺�

和歌山�

紀伊勝浦�

串本�

御坊�

海南�

新新新新新新新新新新新幹幹幹幹幹幹幹幹幹線線線線線線線線線線線線

関西国際空港�

南紀白浜空港�

高野山�

南部�

みなべIC

き
の
く
に
線�

和歌山IC

泉佐野JCT

松原JCT

御坊IC

海南IC

み
な
べ
町�

謀反の罪に問われ19歳
の命を散らした悲劇の有
間皇子が、護送の道中に
この地で松の枝を引き結
び「磐代の浜松が枝を引
き結び真幸くあらばまた
還り見む」などの歌を詠
みました。（県指定史跡）�

熊野九十九王子社の
中でも最も早くから
知られた有名な王子
社。熊野詣の人々は
岩代の神を敬い祈り
を捧げました。�
（県指定史跡）�

千里王子社に隣接する観
音堂。王子社の本地仏の
如意輪観音と小栗判官が
暴風雨から救われた御礼
に奉納した馬頭観音が分
離して祀られ、厄除け観
音としても知られています。�

古代から近世にかけて花山法
皇や後鳥羽上皇、紀州藩主、
田辺領主が参詣された王子社。�
熊野九十九王子社の本殿の中
でも、三鍋王子社と共に古い
建造物です。（県指定史跡）�

後鳥羽上皇が参詣のみぎりに、
絹や綿、馬を奉納したほどの
大社。境内には小栗判官が水
を飲んだという小栗井戸があり、
社の下は弥生中期の遺跡があ
ります。（県指定史跡）�

ふれ愛センター�
　（保健福祉センター）�

みなべ町役場�
第1庁舎�

平成19年度に田辺市
まで開通予定�

国民宿舎�
紀州路みなべ�
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心�
心つないで  �

笑顔の輪をひろげる  �
地域づくり。�

み
な
べ
　
　
　
紀
行�

　
子
育
て
の
悩
み
、
高
齢
化
の
問
題
、
世

代
を
越
え
た
友
達
づ
く
り
。
一
人
ひ
と
り

で
は
実
現
で
き
な
い
こ
と
も
地
域
の
み
ん

な
が
協
力
す
れ
ば
、
素
敵
な
ふ
れ
あ
い
の

輪
が
広
が
る
。
そ
ん
な
地
域
交
流
の
取
り

組
み
が
行
政
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
町
民
の

皆
さ
ん
が
一
体
と
な
っ
て
始
ま
っ
て
い
ま
す
。�

みなべ町地域子育て支援センター「こひつじランド」での教
室風景。子育てに悩む若いお母さんの頼もしい味方として、
育児講座など学習会の開催をはじめお母さんたちの友達づ
くり、コミュニケーションづくりに役立っています。
「こひつじランド」では地域のサークル支援をはじめ、子育
て応援ボランティアの輪も広げています。

「ハッハッハ～！」。ふれ愛センター(保健福祉センター)の一角にあるふれ愛喫
茶からみんなの笑い声が聞こえてきます。喫茶を切り盛りするスタッフは全
員ボランティア、交替で月曜日から金曜日まで午前・午後に２時間ずつ（土曜
日も午前だけ）営業しています。そもそも、ふれ愛喫茶は「みんなが集まって
気楽にしゃべって笑う場があったらええな」というみんなの願いを受けて、
平成10年、ふれ愛センター開館と同時に始まりました。以来、口コミでだん
だんと増え続け今では70人ほどにもなった笑顔美人のスタッフの皆さんが、
今日も笑顔でお客さんをおもてなししています。
ふれ愛センターの２階には子どもも大人も楽しめるクライミングウォール（ロッ
ククライミングの練習の壁）もあり、歓声が響きます。



将
来
の
み
な
べ
町
を
担
う
原
動
力
と
な
る
若
者
の
質
問
に
、
山
田
町

長
が
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
答
え
る
対
談
ス
タ
イ
ル
で
、
皆
さ
ん
に
大
好

き
な
故
郷
の
こ
れ
か
ら
を
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。�

み
ん
な
み
な
べ
が
好
き
だ
か
ら
。�

対　談�

2728

細
川
　
そ
れ
で
は
ま
ず
合
併
に
関
し

て
の
話
か
ら
進
め
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
ご
質
問
を
お
願
い
し
ま
す
。�

�

早
川
　
合
併
に
よ

る
メ
リ
ッ
ト
・
デ

メ
リ
ッ
ト
は
何
だ

と
お
考
え
で
す
か
。�

�

町
長
　
本
当
の
合

併
と
は
行
政
だ
け

で
な
く
住
民
同
士

が
一
つ
に
な
る
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

旧
南
部
町
、
旧
南

部
川
村
の
と
き
か

ら
産
業
も
生
活
文
化
も
人
の
考
え
方

も
似
て
お
り
、
合
併
前
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
も
２
町
村
同
士
の
合
併
を
望
む

声
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
み
な
べ
町

で
は
、
す
で
に
そ
れ
が
で

き
つ
つ
あ
り
ま
す
。
あ
と

は
ど
ん
ど
ん
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
け
ば
い
い
。

そ
れ
が
メ
リ
ッ
ト
で
す
ね
。

デ
メ
リ
ッ
ト
は
ほ
と
ん
ど

見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
小
さ
な
合
併
と
い
う

こ
と
か
ら
人
口
が
比
較
的

少
な
く
、
こ

れ
か
ら
解
決

の
た
め
努
力
し
て
い
か

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。�

�

早
川
　
今
後
さ
ら
に
広

域
合
併
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
時
、
み
な

べ
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。�

�

町
長
　
今
後
10
年
間
ぐ

ら
い
は
大
き
な
動
き
は

な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
こ
の
10
年
間
に
経
済
、
福
祉
、

教
育
…
、
町
の
力
を
し
っ
か
り
蓄
え

て
お
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
20
年
後
、

30
年
後
の
大
き
な
う
ね
り
に
備
え
て

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
れ
る
町
と
し

て
成
長
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
も
若
い
皆
さ
ん
に
頑
張
っ

て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。�

�

細
川
　
将
来
の
発
展
を
考
え
る
と
い

う
こ
と
で
は
基
幹
産
業
で
あ
る
梅
産

業
の
活
性
化
が
重
要
と
な
り
ま
す
ね
。�

�

井
口
　
今
後
の

梅
産
業
の
発
展

策
に
つ
い
て
具

体
的
な
取
り
組

み
は
あ
り
ま
す
か
。�

�

町
長
　
み
な
べ

の
梅
産
業
は
町

の
経
済
を
豊
か

に
し
、
ひ
い
て

は
教
育
や
福
祉

事
業
を
充
実
さ

せ
る
原
動
力
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
今
、
日
本
経
済
の
低
迷
、
中
国

産
梅
増
加
、
国
内
の
産
地
間
競
争
激

化
な
ど
に
よ
り
梅
の
売
れ
行
き
が
伸

び
悩
ん
で
い
ま
す
。
こ
う
い
う
と
き

こ
そ
み
な
べ
の
梅
ブ
ラ
ン
ド
を
守
り

続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
国

内
で
も
国
外
で
も
打
ち
勝
っ
て
い
く

力
を
つ
け
る
た
め
、
農
業
者
、

農
協
、
梅
加
工
販
売
業
者
、
町

行
政
の
４
者
が
が
っ
ち
り
歯
車

を
か
み
合
わ
せ
て
取
り
組
ま
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。�

�

有
本
　
梅
干
が
も
っ
と
売
れ
る

た
め
に
、
良
い
ア
イ
デ
ア
は
あ
り
ま

す
か
。�

�

町
長
　
や
は
り
高
齢
者
に
も
っ
と
食

べ
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
梅
干
の

需
要
を
将
来
ま
で
確
実
に
増
加
さ
せ

る
た
め
に
は
子
ど
も
の
時
か
ら
梅
干

を
食
べ
る
習
慣
を
浸
透
さ
せ
る
努
力

も
大
切
で
し
ょ
う
。
家
庭

は
も
ち
ろ
ん
給
食
で
も
梅

干
を
食
べ
て
も
ら
え
る
よ

う
全
国
P
R
を
し
た
り
、

バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
な
ら

ぬ
梅
干
デ
ー
を
つ
く
っ
た

り
、
子
ど
も
に
も
食
べ
ら

れ
る
よ
う
な
梅
商
品
の
開

発
な
ど
も
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。
ま

た
最
近
、
町
が
研

究
し
て
い
た
梅
の

も
つ
成
分
の
医
学
的
効
能
の

結
果
が
出
ま
し
た
の
で
、
確

た
る
健
康
食
品
と
し
て
売
り

出
し
て
い
き
ま
す
。�

�

東
　
新
し
い
需
要
を
創
造
す

る
と
い
う
点
で
梅
農
家
が
で

き
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。�

�

町
長
　
今
は
作
れ
ば
売
れ
る
と
い
う

時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
梅
農
家
は

対
加
工
業
者
、
対
消
費
者
と
い
っ
た

こ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
信
用
取
引
を

大
事
に
し
な
が
ら
、

新
た
な
売
り
方
を
一

致
団
結
し
て
考
え
て

い
た
だ
き
た
い
。
そ

の
た
め
に
行
政
は
支

援
を
惜
し
み
ま
せ
ん
。�

�

林
　
梅
と
言
え
ば
観

梅
の
お
客
様
も
大
事

で
す
。
高
速
道
路
が

田
辺
ま
で
延
び
る
こ

と
に
よ
っ
て
観
光
や
産
業
へ
の
影
響

を
ど
う
お
考
え
で
す
か
。�

�

町
長
　
高
速
道

路
が
延
伸
す
れ

ば
み
な
べ
が
素

通
り
さ
れ
て
し

ま
う
と
い
う
懸

念
は
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
ら
な
い

よ
う
に
、
平
成

19
年
２
月
の
全

国
梅（
花
）サ
ミ
ッ

ト
開
催
を
誘
致

す
る
な
ど
積
極

的
に
観
光
と
産
業
を
結
び
つ

け
た
P
R
活
動
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
ご

ろ
外
国
か
ら
の
宿
泊
客
も
増

加
傾
向
に
あ
り
ま
す
の
で
、

彼
ら
の
興
味
を
ひ
く
魅
力
づ

く
り
や
観
光
P
R
も
重
要
に
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
町
の
環
境
整
備

も
大
切
で
す
。
町
民
の
快
適
な
暮
ら

し
の
た
め
に
も
、
狭
い
道
を
拡
げ
た

り
、
携
帯
電
話
の
通

信
不
能
地
域
を
解
消

し
た
り
、
ま
た
ブ
ロ
ー

ド
バ
ン
ド
網
の
整
備

な
ど
に
も
尽
力
し
て

い
ま
す
。�

�

中
早
　
私
た
ち
若
者

に
期
待
さ
れ
る
こ
と

や
ご
意
見
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。�

�

町
長
　
合
併
後
１
年
が
経
ち
、
あ
な

た
た
ち
青
年
ク
ラ
ブ
や
婦
人
会
な
ど

各
団
体
が
積
極
的
に
活
動
し
て
く
だ

さ
る
お
か
げ
で
、
地
域
が
融
合
し
て

う
ま
く
ま
ち
づ
く
り
が
進
ん
で
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
町
が
活
性
化
さ
れ
、

軌
道
に
乗
っ
て
い
る
今
、
そ
れ
ぞ
れ

の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
一
人
ひ
と
り
の
活

躍
を
願
っ
て
い
ま
す
。
若
い
方
は
、

新
し
い
感
覚
で
勉
強
も
い
ろ
ん
な
活

動
も
精
い
っ
ぱ
い
頑
張
っ
て
い
た
だ

き
た
い
。
自
分
た
ち
で
自
分
た
ち
な

り
の
新
し
い
道
を
ど
ん
ど
ん
切
り
拓

い
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
若
い
力
で
み
な
べ
町
を
よ
り

一
層
活
気
あ
る
町
に
し
て
い
っ
て
く

だ
さ
い
。
あ
な
た
た
ち
の
柔
軟
で
の

び
や
か
な
パ
ワ
ー
に
大
い
に
期
待
し

て
い
ま
す
。�

細川安宏さん(みなべ町筋)�
司会進行。みなべ町教育委
員会地域教育主事。�

早川明由美さん�
(みなべ町北道)�
JAみなべいなみ勤務。�
「大学時代、みなべ
に帰ってきて海や山
を見るたびホッとし
ました。これからも
自然に囲まれた美し
いみなべ町を守って
いってほしいと思い
ます」�

山田五良町長�
(みなべ町晩稲)�
旧南部川村長。�
「行政に携わる者として
昭和、平成と2度の合併
を体験しました。小さく
とも個性あるまちづくり
のため頑張っています」�

中早大輔さん�
(みなべ町西岩代)�
青年クラブみなべ会長。
梅農家。�
「様々な青年活動が盛ん
なみなべ町を誇りに思い
ます。これは、みんな町
が好きだという証拠だと
思いますし、行政のバッ
クアップのおかげと感謝
しています」�

林 晴香さん�
(みなべ町東本庄)�
みなべ町商工会
勤務。�
「町で楽しく暮ら
しています。外
灯が少なめなの
で、みんなの安
全のために増や
してほしいと思
います」�

有本圭吾さん�
(みなべ町東岩代)�
青年クラブみなべ副会長。
梅農家。�
「人情味あふれるみなべ
の人たちが大好きです。
残念なのは古川が汚いこ
と。早くきれいな川に戻
してほしいと思います」�

井口裕元さん�
(みなべ町西本庄)�
青年クラブみなべ副会
長。会社役員。�
「みなべ町のいいとこ
ろは田舎の安らぎ空間
があることです。町へ
戻ってくる若い人たち
の知識や経験を活かせ
る場をもっとつくって
ほしいと思います」�

東 匡一さん�
(みなべ町晩稲)�
みなべ梅郷クラブ所属。
梅農家。�
「少しの間外へ出てい
ましたが、町へ帰って
きたときはホッとしま
した。救急車や消防車
が入れない道が結構多
いので、早く拡幅して
ほしいと思います」�



み�

な�う�

ちょ� べ�

緑豊かで�
快適なまち�

便利・安心・�
安全なまち�

町民参画と�
公民協働のまち�

永
く
住
み
た
い�

魅
力
あ
る
ま
ち�

う
め
日
本
一
の�

元
気
な
ま
ち�
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空撮協力　西山博康さん（みなべ町筋）

まちづくりの�
施策と基本方針�

自然の恵みの中で�
人が輝く快適なまち�
「みなべ町」をめざして�
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教育・文化の充実・創造�

こころ豊かなひとづくり、まちづくり�
　
町
内
の
交
流
と
連
携
を
充
実
さ
せ

る
こ
と
で
安
全
で
安
心
で
き
る
ま
ち

づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
特
に

地
域
の
宝
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
を
危

険
か
ら
守
る
た
め
に
交
流
と
連
携
が

進
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、
通
学
路

の
お
店
や
事
業
所
、
一
般
家
庭
な
ど

約
２
５
０
軒
が
「
い
ざ
」
と
い
う
と
き

の
避
難
所
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

か
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
自
家

用
車
に
「
校
内
見
回
り
中
」
と
い
う
ス

テ
ッ
カ
ー
を
貼
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
、
町
民
み
ん
な
で
子

ど
も
を
守
っ
て
い
る
と
い
う
連
携
意

識
を
高
め
、
防
犯
効
果
に
も
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
町
も
子
ど
も
た
ち
の
健
全

な
育
成
を
見
守
る
拠
点
と
し
て
青
少

年
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
ま
し
た
。
セ

ン
タ
ー
の
中
に
は
不
登
校
や
引
き
こ

も
り
が
ち
な
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に

少
し
年
上
の
相
談
相
手
メ
ン
タ
ル
フ

レ
ン
ド
も
い
ま
す
。�

　
町
の
次
代
を
担
う
子
ど
も
た

ち
の
す
こ
や
か
な
育
成
の
た
め

に
、
学
校
で
は
自
ら
学
ぶ
意
欲

と
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
る
能
力
を
は

ぐ
く
む
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
町

が
行
う
生
涯
学
習
や
ス
ポ
ー
ツ
の
各
事
業

で
も
、
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
町
民
す

べ
て
が
気
軽
に
参
加
し
交
流
で
き
る
よ
う

に
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
や
各
公
民
館
、

図
書
館
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
な
ど
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
様
々
な
機
会
を
提
供
し
て

い
ま
す
。�

　
ま
た
、
先
人
が
残
し
て
く
れ
た
熊
野
古

道
な
ど
貴
重
な
歴
史
的
・
文
化
的
遺
産
を

守
り
、
さ
ら
に
後
世
へ
伝
え
て
い
く
べ
く

努
め
て
い
ま
す
。�

「目指すは宇宙飛行士！」、宇宙少年団の子どもたち 中央公民館よさこい教室「プラリズム」の皆さん

「よろしく、おっちゃんたちは地域安全推進委員です」

「
そ
れ
か
ら
…
」、図
書
館
分
館
で
読
み

聞
か
せ
に
聴
き
入
る
子
ど
も
た
ち

「
学
校
、楽
し
か
っ
た
？
お
う
ち

ま
で
気
を
つ
け
て
帰
っ
て
ね
」

南
部
梅
林
で
紀
州
梅
林
太
鼓
を
披
露
す
る

上
南
部
中
学
生
た
ち

交流・連携の強化�

子どもたちが安心できるまちづくり�

思
春
期
体
験
学
習
で
中
学
生
が

乳
幼
児
健
診
の
お
手
伝
い

見回りステッカーを
つけた車で配達中

「いざ」というときの避難所
「きしゅう君の家」
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保健・福祉の充実�

だれもが安心して暮らせるまちづくり�
　
「
人
生
幸
福
の
原
点
は
健
康
」
。
町
民

の
幸
せ
を
願
っ
て
、
保
健
事
業
は
健
康

の
増
進
か
ら
疾
病
の
予
防
、
早
期
発
見
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
一
貫
し
た

体
制
の
も
と
に
、
健
診
事
業
の
効
率
ア
ッ

プ
な
ど
各
種
事
業
の
推
進
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。�

　
ま
た
、
障
が
い
者
・
児
童
・
高
齢
者
、

生
活
保
護
、
介
護
保
険
、
国
民
健
康
保

険
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
福
祉
分
野
は
、

町
民
み
ん
な
が
安
心
し
て
充
実
し
た
生

活
が
送
れ
る
よ
う
支
援
の
充
実
と
地
域

社
会
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

子
育
て
支
援
対
策
は
、
児
童
手
当
や
医

療
費
扶
助
な
ど
国
や
県
の
施
策
と
と
も

に
拡
大
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。�

環境の整備・保全と生活基盤の整備�

安全で快適に暮らせるまちづくり�
　
海
、
山
、
川
、
平
野
が
も
た
ら
す

豊
か
な
自
然
環
境
を
守
る
た
め
、
下

水
道
の
整
備
を
は
じ
め
、
ご
み
の
減

量
や
省
資
源
化
、
リ
サ
イ
ク
ル
推
進

に
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
い
っ
た

ん
は
造
成
さ
れ
荒
れ
地
と
な
っ
て
い

た
山
林
を
１
０
０
年
か
け
て
自
然
樹

林
に
戻
す
壮
大
な
計
画
に
取
り
組
み

は
じ
め
ま
し
た
。�

　
生
活
基
盤
に
お
い
て
は
道
路
、
橋

梁
、
河
川
の
整
備
に
努
め
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
近
い
将
来
必
ず
起
き
る

と
い
わ
れ
る
大
地
震
に
備
え
て
防
災

計
画
と
防
災
対
策
の
整
備
を
急
ぐ
と

と
も
に
、
「
ま
ず
自
助
・
共
助
か
ら
」

と
町
内
全
地
区
へ
の
自
主
防
災
組
織

設
置
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

よ
り
地
域
情
報
を
発
信
し
、
生
活
の

利
便
性
を
高
め
る
た
め
ブ
ロ
ー
ド
バ

ン
ド
網
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。�

保健・福祉の拠点、ふれ愛センター

「普段、健康で仕事できるから、ゲートボールもよけ楽しいんやで」
と清川ゲートボールクラブの皆さん

「ぼくたちも三里ヶ峰へ100年かけ
て森づくりのお手伝い」

中学生も水辺のクリーンアップ大作戦に参加して南部海岸を大掃除町の中心部を南進する高速道路

近い将来必ず起きるといわれる大地震に備えて、町内一斉防災訓練

い
き
い
き
体
操乳幼児健診



　
多
様
化
す
る
町
民
の
ニ
ー
ズ
に
迅
速

に
対
応
す
る
た
め
、
広
報
広
聴
活
動
を

充
実
し
、
事
務
の
合
理
化
・
ス
ピ
ー
ド

ア
ッ
プ
に
努
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
と

も
に
、
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
な
ど

民
間
団
体
と
の
協
働
に
努
め
、
ス
ム
ー

ス
な
行
政
執
行
を
目
指
し
て
行
政
組
織

の
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。�

　
町
政
に
町
民
の
声
を
反
映
さ
せ
る
と

い
う
重
要
な
役
割
を
担
う
町
議
会
は
、

合
併
後
の
多
様
化
す
る
行
政
需
要
に
対

応
す
る
た
め
能
率
的
な
議
事
運
営
を
図
っ

て
い
ま
す
。 

そ
れ
と
と
も
に
、
人
々
と

共
に
歩
み
考
え
る
開
か
れ
た
行
政
を
目

指
し
て
、
様
々
な
施
策
を
み
な
べ
町
に

暮
ら
す
町
民
の
視
点
で
考
え
、
常
に
適

性
・
公
平
・
効
率
的
か
つ
民
主
的
に
活

動
し
て
い
ま
す
。�

行
政
・
議
会�

人
々
と
共
に
歩
み
考
え
る
、よ
り
開
か
れ
た
行
政
へ
。�
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み
な
べ
町
民
憲
章�

わ
た
し
た
ち
は
　
日
本
一
の
梅
の
里�

み
な
べ
町
の
歴
史
と
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し�

だ
れ
も
が
住
み
た
い
と
思
え
る�

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
へ
の
誓
い
を
こ
め
て�

こ
こ
に
町
民
憲
章
を
定
め
ま
す�

�

１
　
海  

山  

川
の
自
然
を
愛
し
　
美
し
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す�

�

１
　
産
業
に
誇
り
を
も
ち
　
活
力
あ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す�

�

１
　
健
康
と
安
全
を
願
い
　
笑
顔
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す�

�

１
　
歴
史
に
学
び
　
香
り
高
い
文
化
の
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す�

�

１
　
交
流
の
輪
を
広
げ
　
互
い
に
支
え
あ
う
ま
ち
を
つ
く
り
ま
す�

町の花　うめ� 町の木　うばめがし�

町の鳥　うぐいす� 町の魚　いわし�

議
　
会�

行
　
政�

役
場
第
１
庁
舎

人
文
字
で
つ
く
っ
た
町
章（
平
成
17
年
10
月
、

合
併
１
周
年
記
念
・
み
な
べ
わ
い
わ
い
バ
ー
ス

デ
ー
で
町
民
約
５
０
０
人
が
参
加
し
て
つ
く
っ

て
く
れ
ま
し
た
）


