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【写真上】記念楯の贈呈式の様子。「田舎暮らしの本」
編集長の柳順一氏（左）と竹腰創一市長（右）。

【写真右】総合第１位の楯

大田市が総合第1位を獲得！
日本「住みたい田舎」
ベストランキング

㈱宝島社「田舎暮らしの本」
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▶
「
田
舎
暮
ら
し
の
本
（
２
月
号
）」
で
ベ
ス
ト
ラ

ン
キ
ン
グ
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

▶
古
民
家
を
改
修
し
た
「
甍
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
馬
路
」

は
地
域
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

武
田
さ
ん
と
兄
の
宇
留
島
さ
ん
は
「
田

舎
暮
ら
し
の
本
」
に
、
市
の
空
き
家
情
報

が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
大

田
市
に
興
味
を
持
ち
、
現
在
の
住
居
を
購

入
、
平
成
25
年
４
月
に
移
住
し
ま
し
た
。

　

60
歳
を
契
機
に
田
舎
暮
ら
し
を
計
画
し

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
築
１
０
０
年
超
の

古
民
家
を
改
修
し
田
舎
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
宿

に
登
録
、「
甍
（
い
ら
か
）
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

馬
路
」
を
開
設
し
ま
し
た
。

　

大
阪
で
「
お
好
み
焼
屋
」
を
経
営
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
地
域
の
要
望
も
あ
っ
て

飲
食
も
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

移
住
後
、
市
が
開
催
し
て
い
る
「
農
援

塾
」
を
受
講
。
宿
で
提
供
さ
れ
る
野
菜
は

全
て
自
家
製
と
い
う
こ
だ
わ
り
ぶ
り
で

す
。

　

こ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
は
平
成
24
年
度
か
ら

実
施
さ
れ
て
お
り
、
今
回
が
３
回
目
と
な

り
ま
す
。
今
年
度
は
、
全
国
約
５
０
０
の

自
治
体
に
対
し
、「
移
住
す
る
う
え
で
魅

力
的
な
田
舎
」
に
関
す
る
項
目
（
移
住
者

歓
迎
度
、
移
住
者
支
援
制
度
の
充
実
度
、

子
育
て
の
し
や
す
さ
、
災
害
リ
ス
ク
な
ど

10
項
目
）
を
同
社
が
調
査
（
２
９
５
自
治

体
が
回
答
）
し
、
大
田
市
が
総
合
第
１
位

と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
部
門
別
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
も
子

育
て
世
代
に
ぴ
っ
た
り
な
田
舎
部
門
第
２

位
、
シ
ニ
ア
世
代
が
暮
ら
し
や
す
い
田
舎

部
門
第
１
位
、
古
き
よ
き
日
本
の
田
舎
部

門
第
３
位
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
若
者
に

お
す
す
め
の
田
舎
部
門
第
４
位
と
な
り
ま

し
た
。

　

市
内
外
の
利
用
者
と
の
交
流
活
動
を
通

じ
、
大
田
市
の
情
報
発
信
の
拠
点
と
も

な
っ
て
い
る
施
設
で
す
。

　

大
田
市
へ
の
移
住
の
理
由
を
聞
く
と
、

「
人
と
場
所
に
惹
か
れ
た
か
ら
」
と
迷
う

こ
と
な
く
答
え
る
武
田
さ
ん
。
移
住
の
前

に
大
田
市
を
訪
れ
た
時
に
、
町
を
歩
く
子

ど
も
連
れ
の
親
子
や
高
齢
者
ま
で
、
見
知

ら
ぬ
自
分
に
あ
い
さ
つ
を
し
て
く
れ
る
こ

と
が
、
驚
き
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

　

大
田
市
の
魅
力
に
取
り
つ
か
れ
た
武
田

さ
ん
は
、
今
後
に
つ
い
て
「
こ
の
地
域
の

人
の
結
び
つ
き
を
強
く
す
る
た
め
、
催
し

物
な
ど
を
し
て
地
域
を
盛
り
上
げ
て
い
き

た
い
」
と
熱
く
語
っ
て
い
ま
す
。

大
田
市
の
魅
力
に
心
奪
わ
れ
て

▲武田さん（右）と兄の宇留島さん（左）。

　㈱宝島社が発行している月刊誌「田舎暮らしの本」の中で実施されている『日本「住みたい田舎」ベ
ストランキング』で大田市が総合第１位を獲得しました。それにともない、平成26年12月には「田舎暮
らしの本」編集部編集長の柳順一氏が市役所を訪問、市長に楯が贈呈されました。

第３回　日本「住みたい田舎」ベストランキング

大田市が総合第1位を受賞
第３回　日本「住みたい田舎」ベストランキング

「
田
舎
暮
ら
し
の
本
」
を
読
ん
で

大
阪
市
か
ら
Ｉ
タ
ー
ン

武
田
明
美
さ
ん

大田市が総合第1位を受賞
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▶
右
か
ら
山
田
一
夫
さ
ん
、
長
女
の
桂
香
さ
ん
、

妻
の
み
ど
り
さ
ん
、
二
女
の
千
里
さ
ん
。

　

市
外
出
身
の
寺
田
さ
ん
は
、
19
歳
で
日

本
画
を
始
め
、
２
０
０
０
年
に
ド
イ
ツ
へ

渡
り
、
現
在
は
抽
象
画
を
中
心
に
活
動
し

て
い
る
画
家
で
す
。

　

日
本
で
の
活
動
拠
点
を
探
し
て
い
た
寺

田
さ
ん
は
、
知
人
の
紹
介
で
大
田
市
の
運

営
す
る
「
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
」
を
利
用

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
出
会
っ
た
の
が
波
根

町
に
あ
る
製
菓
工
場
と
し
て
使
わ
れ
て
い

た
空
き
家
で
す
。

　

昨
年
８
月
、
自
ら
空
き
家
を
改
築
し
、

「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
竹
下
成
果
工
場
」
が
開

館
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
絵
画
の
展
覧

会
や
写
真
展
、
音
楽
イ
ベ
ン
ト
な
ど
様
々

な
催
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
寺
田
さ
ん

　

平
成
21
年
４
月
に
千
葉
県
か
ら
大
田
市

山
口
町
へ
移
住
（
Ｉ
タ
ー
ン
）
し
た
山
田

さ
ん
一
家
。

　

田
舎
へ
の
移
住
計
画
を
進
め
る
な
か

で
、
島
根
県
が
主
催
す
る
定
住
相
談
会
へ

参
加
し
ま
し
た
。
職
員
の
対
応
の
良
さ
に

島
根
県
へ
の
興
味
が
湧
き
、
島
根
県
全
域

を
見
て
回
っ
た
そ
う
で
す
。

　

移
住
の
大
き
な
決
め
手
と
な
っ
た
の

は
、
子
ど
も
が
安
心
し
て
遊
べ
る
環
境
が

あ
り
、
山
村
留
学
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
大
田

市
で
し
た
。

　

こ
の
山
村
留
学
セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
一

つ
に
農
家
で
の
生
活
や
体
験
を
通
し
て
、

昔
の
伝
統
や
智
恵
を
学
ぶ
こ
と
が
、
子
ど

も
へ
の
刺
激
に
な
る
し
、
子
ど
も
に
と
っ

て
良
い
環
境
が
こ
こ
に
あ
っ
た
そ
う
で

す
。

　

現
在
は
、
自
営
農
業
で
一
年
中
大
忙
し

の
山
田
さ
ん
。「
自
然
が
い
っ
ぱ
い
の
三

瓶
山
の
麓
で
作
物
を
生
産
す
る
農
業
は
楽

し
い
」
と
、
い
つ
も
笑
顔
で
、
雪
の
中
で

も
元
気
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　

妻
の
み
ど
り
さ
ん
は
、「
田
舎
と
い
う

環
境
に
価
値
が
あ
り
、
人
が
生
き
て
行
く

う
え
で
大
切
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
あ
る
」

と
夫
の
一
夫
さ
ん
を
支
え
な
が
ら
、
子
育

て
に
奮
闘
中
で
す
。

　

ま
た
、
山
田
さ
ん
一
家
の
住
ま
い
の
あ

る
山
口
町
の
地
域
の
皆
さ
ん
が
元
気
で
、

一
緒
に
活
動
し
て
も
元
気
を
貰
い
、
や
る

気
に
な
る
ら
し
く
、「
田
舎
暮
ら
し
の
選

択
は
間
違
い
な
か
っ
た
」
と
日
々
の
暮
ら

し
を
満
喫
し
て
い
ま
す
。

は
、
こ
こ
が
芸
術
文
化
を
発
信
す
る
場
と

な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

開
館
と
同
時
に
行
わ
れ
た
ア
ー
ト
・
イ

ベ
ン
ト
の
優
秀
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
23
名
の
作

品
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
あ
る
寺
田
さ
ん
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
展
示
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
に
は
、
海
外
か
ら
の

出
展
も
あ
り
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
、
芸
術

文
化
の
発
信
場
所
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
大
田
市
は
何
も
な
い
所
が
良
い
」
と

語
る
寺
田
さ
ん
。
芸
術
家
に
と
っ
て
、
決

ま
っ
た
美
し
さ
で
固
ま
っ
て
い
る
土
地
よ

り
も
、
大
田
市
の
よ
う
な
何
も
な
い
シ
ン

プ
ル
な
土
地
と
い
う
の
は
、
の
び
の
び
と

自
由
な
表
現
が
で
き
る
そ
う
で
す
。
実
際

に
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
竹
下
成
果
工
場
は
、

建
物
全
体
が
寺
田
さ
ん
の
一
つ
の
作
品
と

な
っ
て
お
り
、
寺
田
さ
ん
の
思
い
描
く
と

お
り
の
作
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
竹
下
成
果
工

場
か
ら
寺
田
さ
ん
の
思
い
描
く
芸
術
が
世

界
へ
発
信
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

何
も
な
い
所
が
良
い

田
舎
に
は
大
切
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
あ
る

▲開館と同時に開かれたアー
ト・イベントの様子。国内外か
ら約３００点の作品の出展があり
ました。

▲雪の中で育つ自然薯（じねん
じょ）の生育状態を確認する
山田さん。

大田市が総合第1位を受賞
日
本
の
拠
点
を
大
田
へ

画
家　

寺
田　

琳
さ
ん

山
村
留
学
の
活
動
が
決
め
手
に

山
田
一
夫
さ
ん
一
家
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新
谷
さ
ん
は
、
大
学
院
で
植

物
病
理
学
を
学
び
、
稲
の
病
気

や
木
の
病
気
な
ど
に
つ
い
て
研

究
を
し
て
い
ま
し
た
。「
就
職

す
る
な
ら
樹
木
に
関
わ
る
職
に

就
き
た
い
」
と
考
え
、
森
林
組

合
の
募
集
を
知
り
、
す
ぐ
に
応

募
し
た
そ
う
で
す
。

　
〝
男
性
の
職
場
〟
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
の
強
い
林
業
の
仕
事
に

就
く
こ
と
に
抵
抗
は
な
か
っ
た

そ
う
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
、
自

分
の
興
味
が
あ
る
こ
と
、
や
り

た
い
こ
と
を
仕
事
に
す
る
こ
と

の
方
が
重
要
だ
と
新
谷
さ
ん
は

語
り
ま
す
。

　
「
笑
っ
と
か
ん
と
や
れ
ん
。

体
力
的
に
辛
い
時
で
も
、
笑
っ

て
い
れ
ば
辛
く
は
な
い
」
と
明

る
く
話
す
新
谷
さ
ん
。

　

仕
事
は
、
実
際
に
現
場
に
出

て
、
木
の
伐
採
な
ど
を
行
っ
て

　

大
田
市
森
林
組
合
参
事
の
林

達
夫
さ
ん
は「
新
谷
さ
ん
に
は
、

職
場
に
新
し
い
風
を
吹
か
し
て

ほ
し
い
。
今
ま
で
は
、
島
根
県

内
の
人
の
採
用
を
続
け
て
き
た

が
、
新
谷
さ
ん
の
よ
う
な
県
外

出
身
者
の
採
用
を
す
る
こ
と

で
、
今
ま
で
に
な
い
、
新
し
い

発
想
や
要
素
な
ど
を
取
り
入
れ

て
ほ
し
い
」
と
語
り
、
新
谷
さ

ん
に
期
待
を
込
め
て
い
ま
す
。

認
め
る
も
の
で
、
職
場
の
人
も

「
根
が
明
る
い
の
で
す
ぐ
に
馴

染
ん
で
い
た
」
と
の
こ
と
。

い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
体
力
的
に
辛

い
こ
と
が
多
い
様

子
で
す
が
笑
っ
て

い
れ
ば
、
気
持
ち

が
く
じ
け
る
こ
と

は
無
い
と
語
り
ま

す
。

　

そ
の
明
る
さ

は
、
自
他
と
も
に

や
り
た
い
事
を
仕
事
に

辛
い
時
こ
そ
笑
顔
で

職
場
に
新
し
い
風
を
！

（
写
真
）
重
機
を
操
作
す

る
新
谷
さ
ん
。
女
性
が
操

作
す
る
方
が
上
手
い
と
職

場
の
先
輩
は
言
い
ま
す
。

　
「
仕
事
は
、
楽
し
い
！
」
と
明
る
く
話
す
の
は
、
広
島
県
出
身
の

女
性
、
新
谷
悠
さ
ん
。
大
学
院
を
卒
業
後
、
平
成
25
年
４
月
に
大
田

市
森
林
組
合
に
就
職
し
ま
し
た
。

　
〝
男
性
の
職
場
〟
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
林
業
の
世
界
へ
、
足

を
踏
み
入
れ
た
力
強
い
女
性
を
紹
介
し
ま
す
。

▲チェーンソーを巧みに使って木を伐採する新谷さん。

　広島県出身。大学院を卒業後、
大田市森林組合に就職。
　就職後、国の制度を利用し研修
などの支援を受けています。研修
では、重機やチェーンソーなどの
仕事に必要な専門的な技術を学
び、実際の現場に出て鍛えあげら
れています。

新谷　悠さん（26歳）

本
物
の
森
ガ
ー
ル
を
目
指
し
て



5 どがなかな大田市です　2015.2

　

内
田
さ
ん
が
酪
農
の
仕
事
に

興
味
を
持
っ
た
の
は
、
中
学
生

の
頃
。
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
た

北
海
道
の
広
い
牧
草
地
で
行
わ

れ
る
酪
農
の
仕
事
を
み
て
、
こ

の
仕
事
に
憧
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
の
こ
と
。
中
学
、
高
校
で

の
職
場
体
験
は
、
牧
場
に
体
験

を
す
る
程
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
、
牧
場
で
の
仕
事
を
夢
み
て

い
た
よ
う
で
す
。

　

大
学
で
は
、
農
学
部
へ
進
学

し
、
酪
農
に
必
要
な
知
識
や
技

術
を
学
び
、
家
畜
人
工
授
精
師

　
「
吉
浦
牧
場
は
、
大
き
く
て

驚
い
た
」
と
話
す
内
田
さ
ん
。

吉
浦
牧
場
の
約
１
２
０
０
頭
の

牛
の
数
に
驚
き
を
隠
せ
な
か
っ

た
そ
う
で
す
。

　

現
在
の
仕
事
は
、
牛
舎
の
掃

除
や
搾
乳
な
ど
の
仕
事
を
任
さ

　
「
子
牛
の
世
話
の
担
当
者
が

休
み
の
時
は
、
世
話
を
任
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
、
病
気
な
ど
に

気
を
つ
け
る
こ
と
が
大
変
。
で

も
、
酪
農
の
基
盤
は
、
子
牛
で

あ
り
、
上
手
く
管
理
し
子
牛
を

育
て
る
こ
と
が
酪
農
を
支
え
て

な
ど
の
資
格
を
取
得
し
て
い
ま

す
。

　
「
大
学
の
実
習
で
、
自
分
で

授
精
さ
せ
た
牛
が
出
産
し
た
と

き
は
、
す
ご
く
嬉
し
か
っ
た
」

と
話
し
、
大
学
で
の
日
々
が
酪

農
の
仕
事
へ
の
思
い
を
強
く
さ

せ
ま
し
た
。

れ
て
い
ま
す
。「
仕
事
は
、
覚

え
る
こ
と
が
多
く
、
怒
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
け
ど
、
日
々
、
勉

強
し
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
ま

す
。
現
場
で
の
仕
事
は
、
大
学

で
学
ん
だ
こ
と
よ
り
、
多
く
の

こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
」
と

話
し
ま
す
。

い
る
ん
だ
と
仕
事
を
任
さ
れ
る

こ
と
で
、
実
感
し
た
」
と
話
し

ま
す
。

　

今
後
は
、
家
畜
人
工
授
精
師

の
資
格
を
活
か
し
、
人
工
授
精

の
仕
事
な
ど
子
牛
に
関
わ
る
仕

事
を
し
た
い
と
話
す
内
田
さ

ん
、
今
年
の
４
月
か
ら
子
牛
の

哺
乳
の
担
当
を
任
さ
れ
る
と
の

こ
と
。「
少
し
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

を
感
じ
て
い
る
け
ど
、
自
分
の

育
て
た
子
牛
が
元
気
に
成
長
す

る
こ
と
を
目
指
し
て
頑
張
り
た

い
」
と
こ
れ
か
ら
の
目
標
を
語

り
ま
し
た
。

き
っ
か
け
は
北
海
道

毎
日
が
勉
強
！

酪
農
の
基
盤
は
子
牛

　島根県雲南市出身。宮崎の大学
を卒業後、大田市温泉津町の吉浦
牧場へ就職。
　牧場の寮で暮らし、休日は、実
家のある雲南にもどり、友人たち
と遊ぶとのこと。中学・高校・大
学と柔道部に所属していたという
意外な一面もあります。

内田早紀さん（23歳）

◀
吉
浦
牧
場
。
約
１
２
０
０
頭
の
牛
を

飼
育
す
る
中
国
地
方
最
大
級
の
メ
ガ

フ
ァ
ー
ム
。
年
間
で
約
８
０
０
頭
の
牛

が
誕
生
す
る
。

酪農家に憧れて！
　大田市へＩターンをした島根県雲南市出身の内田早紀
さんは、温泉津町にある吉浦牧場へ平成26年４月から働
き始めました。酪農家に憧れて牧場へ就職した内田さん
を紹介します。

（
写
真
）
牧
場
で
の
仕
事
は
、
力
仕

事
が
多
い
。
ま
た
、
重
機
の
運
転
が

必
要
な
場
面
も
あ
り
ま
す
。
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平
成
26
年
11
月
、
秋
の
褒
章
受
章
者

が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
の

「
業
務
に
精
励
し
衆
民
の
模
範
た
る
べ

き
者
」
に
授
与
さ
れ
る
『
黄
綬
褒
章
』

を
宮
大
工
・
森
下
孝
明
さ
ん
が
受
章
し

ま
し
た
。

　

森
下
さ
ん
は
、
昭
和
37
年
に
地
元
祖

式
町
の
石
原
建
築
に
内
弟
子
と
し
て
入

り
、
昭
和
59
年
に
独
立
し
、
平
成
５
年

に
有
限
会
社
森
下
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

を
創
立
。
こ
れ
ま
で
様
々
な
技
術
を
会

得
し
、
日
本
各
地
の
神
社
仏
閣
の
建
築

や
補
修
に
全
霊
を
注
い
で
い
ま
す
。
今

◀
木
材
に
つ
い
て
説
明
す
る
森
下
さ
ん
。
材
料

の
目
利
き
は
自
他
と
も
に
認
め
る
実
力
。
見
た

だ
け
で
何
に
使
え
る
か
一
発
で
わ
か
る
そ
う
。

回
、
栄
え
あ
る
黄
綬
褒
章
の
受
章
に
対

し
て
本
人
は
、「
ど
う
い
う
褒
章
な
の

か
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
ま
わ
り
か
ら

す
ご
い
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
も
す
ご
さ

を
実
感
で
き
な
か
っ
た
」
と
の
こ
と
。

森
下
さ
ん
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
を

日
々
続
け
て
き
た
だ
け
な
の
で
、
突
然

の
こ
と
に
喜
び
よ
り
驚
き
が
勝
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。

　

大
工
に
な
る
た
め
に
石
原
建
築
に
内

弟
子
と
し
て
入
っ
た
の
が
15
歳
。
内
弟

子
と
し
て
師
匠
の
家
族
と
一
緒
に
暮
ら

し
な
が
ら
働
き
、
必
要
な
技
術
を
教
え

て
も
ら
っ
て
い
ま
し
た
。

　
「
私
が
最
後
の
内
弟
子
だ
っ
た
け
ど
、

本
当
に
大
変
で
、
生
活
の
す
べ
て
を
手

伝
わ
な
い
と
い
け
な
か
っ
た
。
朝
４
時

に
起
き
て
草
刈
、
牛
の
世
話
、
庭
掃

除
、
６
時
の
朝
食
後
に
は
一
番
に
現
場

に
行
っ
て
仕
事
の
準
備
を
す
る
。
内
弟

子
に
な
っ
て
か
ら
の
３
年
間
は
ほ
と
ん

ど
雑
用
で
、
７
年
目
か
ら
よ
う
や
く
一

人
役
と
し
て
扱
っ
て
も
ら
え
た
」

　

内
弟
子
と
し
て
の
生
活
は
大
変

だ
っ
た
と
語
る
森
下
さ
ん
で
し
た
が
、

後
々
、
雑
用
の
大
切
さ
を
思
い
直
し
た

そ
う
で
す
。

　
「
雑
用
は
あ
ら
ゆ
る
事
の
段
取
り
が

わ
か
る
。
大
工
仕
事
だ
け
じ
ゃ
な
く
、

基
礎
の
穴
掘
り
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
配

分
も
全
部
覚
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
他

に
も
山
で
木
を
切
っ
て
製
材
す
る
技

術
、
そ
れ
を
通
し
て
木
の
癖
を
覚
え

て
、
木
を
見
る
力
が
養
わ
れ
た
。
今
で

も
木
を
見
れ
ば
ど
ん
な
材
料
に
す
れ
ば

い
い
か
す
ぐ
分
か
る
」

　

様
々
な
こ
と
を
自
分
の
糧
と
し
て
仕

事
に
打
ち
込
ん
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
今

の
森
下
さ
ん
が
あ
る
と
感
じ
さ
せ
て
く

れ
る
話
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
大

と
に
か
く
人
の
倍
は

努
力
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た

最
初
は
褒
章
の
す
ご
さ
が

わ
か
ら
な
か
っ
た

52年の積み重ねが生み出す
　　　　　匠の技術と信頼

宮大工　森下孝明（67歳）
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工
仕
事
も
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
雑
用
時

代
で
も
積
極
的
に
学
ぶ
こ
と
を
怠
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　
「
職
人
さ
ん
が
帰
っ
た
あ
と
に
、
そ

の
人
が
し
た
仕
事
を
見
て
勉
強
を
し
て

い
た
。
作
っ
た
も
の
を
く
ま
な
く
見
た

り
、
実
際
に
道
具
を
あ
て
て
動
き
を
ま

ね
し
て
み
た
り
し
た
。
と
に
か
く
人
の

倍
は
や
ろ
う
と
思
っ
て
毎
日
過
ご
し
て

い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
親
父
（
師
匠
）

か
ら
、
手
ご
ろ
な
家
が
あ
る
か
ら
と
初

め
て
任
せ
て
も
ら
っ
た
物
件
を
、
何
も

聞
か
ず
に
仕
上
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

親
父
は
何
も
口
出
し
し
な
か
っ
た
が
、

き
っ
と
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
聞
い
て

く
る
と
考
え
て
い
た
と
思
う
。
だ
か
ら

仕
上
げ
た
と
き
は
、
ど
こ
で
仕
事
を
覚

え
た
ん
だ
と
驚
か
れ
た
」

▶
大
田
市
の
建
築
関
係
の
事
業
所
が
組
織
す
る

『
石
州
素
舞
流
』
の
会
長
で
も
あ
り
ま
す
。
モ
デ

ル
ハ
ウ
ス
見
学
や
彼
岸
市
で
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
努
力
と
研
鑽さ

ん

を
重
ね
て
き

た
森
下
さ
ん
で
す
が
、
ま
だ
自
分
は
半

人
前
だ
と
言
い
ま
す
。

　
「
今
６
人
の
弟
子
が
い
る
が
、
人
を

育
て
る
と
い
う
の
は
物
事
を
教
え
て
わ

か
っ
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な
い
の
で

と
て
も
難
し
い
。
自
分
が
覚
え
る
の
と

は
わ
け
が
違
う
。
私
の
こ
れ
か
ら
の
目

標
は
こ
の
若
い
世
代
を
育
て
て
い
く
こ

と
。
私
が
身
に
付
け
た
技
術
を
彼
ら
が

習
得
し
て
、
社
会
的
に
自
立
し
て
、
結

婚
し
て
、
技
術
的
に
も
社
会
的
に
も
認

め
ら
れ
た
と
き
が
、
や
っ
と
自
分
を
一

人
前
に
し
て
も
ら
え
る

4

4

4

4

4

4

時
だ
と
思
っ
て

い
る
。
自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
半
人

前
、
次
の
世
代
に
繋
い
で
そ
の
子
が

き
っ
ち
り
や
っ
て
く
れ
た
の
を
見
て

や
っ
と
一
人
前
」

　

全
国
的
に
も
宮
大
工
の
継
承
者
は
そ

う
多
く
な
い
そ
う
で
す
。
技
術
の
伝

承
、
弟
子
の
将
来
、
そ
れ
ら
を
見
届
け

る
こ
と
、
一
人
前
と
認
め
て
も
ら
う
た

め
に
森
下
さ
ん
は
ま
だ
ま
だ
人
一
倍
の

努
力
を
つ
づ
け
ま
す
。

次
の
世
代
に
繋
い
で

　
　
　

よ
う
や
く
一
人
前
に

森下孝明さん

　昭和37年に石原建築に内弟子として入社。昭和
59年に独立し、森下コンストラクターを創立。平
成５年に法人化、有限会社森下コンストラクター
とし、代表取締役に就く。現在に至るまで、一級
とび技能士をはじめ様々な資格を取得。卓越した
技術により平成22年に現代の名工の表彰を受け、
平成26年11月に黄綬褒章を受章。

宮大工

石
せき

州
しゅう

素
す

舞
まい

流
る

とは？
　平成15年に地元の建築関係事業者
により発足した会で、現在15社の会
員とアドバイザーで構成されていま
す。石州瓦や地元の木材などの地元
の自然素材と匠の技を用い、自然の
優しさの中に伝統とデザイン性を兼
ね備えた石州素舞流ならではの住宅
を提案しています。

▲「大田市ものづくり名人」として
登録いただいており、子どもたちに
技術やものづくりの楽しさを伝えて
もらっています。

有限会社
森下コンストラクター
島根県大田市祖式町1068 - 1
TEL 0854 - 85 - 2338
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ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
健
康

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
温
泉
療
法
な

ど
の
医
学
的
な
根
拠
に
基
づ
き

健
康
回
復
や
維
持
増
進
を
図
る

観
光
旅
行
の
こ
と
で
す
。
大
田

市
で
は
、
一
昨
年
か
ら
温
泉
津

温
泉
や
三
瓶
、
石
見
銀
山
な
ど

で
、
地
域
資
源
を
生
か
し
た
ヘ

ル
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

自
然
と
歴
史
を
体
感
し
て
も

ら
い
、
健
康
増
進
と
温
泉
津
の

良
さ
を
Ｐ
Ｒ
し
よ
う
と
、
早
朝

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
が
平
成
26
年
12

月
14
日
に
温
泉
津
温
泉
街
周
辺

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
温
泉
津

温
泉
旅
館
組
合
と
温
泉
津
町
ヘ

ル
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会

が
企
画
し
た
も
の
で
す
。

　

早
朝
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
に
は
、

自
律
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え

血
流
ア
ッ
プ
や
ス
ト
レ
ス
解

消
、
免
疫
力
の
向
上
、
脳
の
活

性
化
な
ど
多
く
の
効
果
が
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
岡
山
県
や
山
口
県

な
ど
か
ら
参
加
し
た
温
泉
津
温

泉
宿
泊
者
と
地
元
住
民
を
合
わ

せ
た
23
人
が
、
約
１
時
間
、
温

泉
津
の
町
並
み
を
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
し
、
楽
し
み
ま
し
た
。

　

ま
た
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
出
発

前
と
終
了
後
に
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を

利
用
し
た
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

を
行
う
と
、
ほ
と
ん
ど
の
参
加

者
の
ス
ト
レ
ス
値
が
減
少
し
ま

し
た
。

　

今
回
は
試
験
的
な
取
り
組
み

で
、
来
年
度
か
ら
定
期
的
な
開

催
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

温
泉
津
で
の
取
り
組
み
の
他

に
も
、
国
民
宿
舎
さ
ん
べ
荘
に

よ
っ
て
企
画
さ
れ
た
「
さ
ん
べ

健
康
楽
座
」
が
11
月
６
日
か
ら

一
泊
二
日
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

用
意
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

一
つ
が
、
２
本
の
ス
キ
ー
で
使

用
す
る
よ
う
な
専
用
ポ
ー
ル
を

使
う
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ

ン
グ
で
、
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

温
泉
津
温
泉
で

早
朝
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

一
泊
二
日

　
　
「
さ
ん
べ
健
康
楽
座
」

ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

▲温い海水と冷たい海水で
交互に足浴を行う参加者
（温泉津）

▲琴ヶ浜第一高架橋からの風景

山陰道　仁摩・温泉津道路

全線開通
　昨年、仁摩・温泉津道路の内「湯里ＩＣ～石見福光
ＩＣ間（5.9㎞）」が大田市で初めての高規格道路とし
て開通しました。平成27年３月14日（土）には、残る

「仁摩・石見銀山ＩＣ～湯里ＩＣ間（5.9㎞）」の開通
が予定されており、いよいよ「仁摩・温泉津道路（11.9㎞）」が全線開通となります。
　現在、市内では「仁摩・温泉津道路」のほか、「多伎・朝山道路（9.0㎞、平成30年度開通予定）」、「朝
山・大田道路（6.3㎞、平成30年度開通予定）」、「大田・静間道路（5.0㎞）」、「静間・仁摩道路（7.9㎞）」
の各区間で事業が進められており、「福光・浅利間」では事業化の前提となる都市計画決定に向けた手
続きが進められています。
　山陰道の整備により国道９号通行止め時の代替路の確保、狭いトンネルや急なカーブを回避するこ
とにより交通事故の削減につながるだけでなく、輸送や移動時間が短縮され、相互の地域間交流の活
発化、物流、産業の活発化、地域経済の活性化が期待されます。
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の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
参
加

者
は
、
三
瓶
観
光
リ
フ
ト
か
ら

始
ま
る
約
４
㎞
の
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

ま
た
、
さ
ん
べ
荘
の
温
泉
や

地
元
の
食
材
を
使
っ
た
夕
食
の

後
に
は
、「
ロ
コ
モ
テ
ィ
ブ
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
（
運
動
器
の
衰
え

な
ど
で
、
介
護
が
必
要
と
な
る

リ
ス
ク
が
高
ま
る
状
態
）」
の

予
防
の
た
め
の
講
習
会
も
行
わ

れ
ま
し
た
。
講
習
会
は
、
大
田

市
医
師
会
よ
り
派
遣
さ
れ
た
医

師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
参
加
者

は
熱
心
に
講
習
を
受
け
て
い
ま

し
た
。

　

そ
の
他
に
も
、
三
瓶
山
で
ト

レ
ッ
キ
ン
グ
を
行
う
な
ど
、
三

瓶
の
自
然
を
満
喫
す
る
プ
ロ
グ

ラ
ム
が
組
ま
れ
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
定
期
的
な
開
催
が

予
定
さ
れ
、
健
康
の
た
め
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
用
意
さ
れ
ま
す
。

も
参
加
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ

ズ
ム
の
取
り
組
み
は
、
観
光
振

興
だ
け
で
な
く
、
高
齢
化
の
進

む
地
元
住
民
の
健
康
意
識
の
変

化
を
促
す
こ
と
や
、
地
域
の
資

源
を
再
認
識
さ
せ
る
有
効
な
手

法
と
し
て
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

今
後
、
大
田
市
全
体
で
の
広

が
り
が
期
待
さ
れ
る
ヘ
ル
ス

ツ
ー
リ
ズ
ム
。
興
味
の
あ
る
方

は
、
参
加
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
行
わ
れ
た
取
り
組
み
で

は
、
市
外
か
ら
来
る
観
光
客
だ

け
で
な
く
、
多
く
の
地
元
住
民

ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
へ
の
期
待

【問い合わせ】
●早朝ウォーキング
　温泉津温泉旅館組合
　☎0855－65－2998
●さんべ健康楽座
　国民宿舎さんべ荘
　☎0854－83－2011

▲木々に囲まれた自然豊か
なコースを参加者たちは歩
きます。（さんべ健康楽座）

▼体を動かすだけでなく、
健康などの知識も学びま
す。（さんべ健康楽座）

　大田市マスコットキャラクターらとちゃんが
エントリーしていた「ゆるキャラグランプリ
2014」の投票結果が発表されました。エント
リーした1,699キャラクターの内、らとちゃん
は32,427票131位！（前回は1,580エントリー中
21,860票123位）
　当初の目標は「目指せ100位以内‼」と出場
しましたが、残念ながら目標を達成できません
でした。しかし、前回の投票数より約1.5倍の
投票数でした。
　応援する方の声に応えたい強い思いを胸に、
学校訪問、駅前、県内外でのイベント参加な
ど、昨年にも増して、様々な活動を通し、PR

ゆるキャラグランプリ2014
応援ありがとうございました！

してきました。
　出会った方からの「頑張ってるね‼」「投票
してるよ‼」という暖かい声が、何よりもらと
ちゃんの力になりました。
　グランプリ投票は終わりましたが、らとちゃ
んは引き続き大田市のPRを頑張
ります。今後とも大田市のマス
コットキャラクター「らとちゃん」
をよろしくお願いいたします。

らとちゃん劇場⑥
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シリーズ石見銀山㉙　豊
とよ

栄
さか

神
じん

社
じゃ

―毛利氏ゆかりのお社
やしろ

―

　銀山公園から龍
りゅう

源
げん

寺
じ

間
ま

歩
ぶ

へ至る道の中ほどに建
つ豊栄神社には、幕末の慶応３年（1867年）に長
州藩より寄進されたことで知られる社殿が残りま
す。このお社、もとは長

ちょう

安
あん

寺
じ

という寺院のなかに
毛
もう

利
り

元
もと

就
なり

を祀る御
ご

霊
りょう

社
しゃ

して建てられたもので、明
治３年（1870年）に寺院から神社へとかえられた
のでした。
　長安寺の寺

じ

伝
でん

では、元亀２年（1571年）、元就
の孫輝

てる

元
もと

が山
やま

吹
ぶき

城内に安置してあった木像に戦火
が及ぶことを危惧して移すため、城下の下

しも

河
が

原
わら

へ
洞
どう

春
しゅん

山
ざん

長安寺を建立したとされます。江戸時代を
経て、幕末には、進駐した長州軍が元就の木像が
祀られていることに感激し修復を行いました。か
つては「銀山百ケ寺」といわれるほど、石見銀山
には数多くの寺院がありました。そのなかの一つ
である長安寺は、戦国期の毛利氏による建立には
じまり、幕末に再び長州藩の手で復興・再建され

るという運命的な歴史をたどってきました。まさ
に銀山支配の転機と大きく関わった寺院・神社と
して、石見銀山の歴史においても重要です。
　このような由緒をもつ豊栄神社は、かつては多
くの地域住民によって支えられ、大正年間には約
500戸の信徒がいました。しかし近年の過疎化によ
り、神社の維持はしだいに困難になりましたが、
地元の人々の努力によって守られてきました。
　境内には、本殿、拝殿、随身門や土塀の一部が
残ります。かなり傷んだ状態ではありますが、細
部の造りや彫刻を眺めると、当時、大森・銀山な
どで活躍した腕利きの宮大工の仕事であることが
わかります。また、本殿が寺院の経蔵のような方

ほう

形
ぎょう

の土蔵造りである点に、長安寺の御霊社として
の名残も見て取れます。現在は国史跡石見銀山遺
跡の構成要素となっている、貴重な文化財です。
　豊栄神社を守ろうと、現在地元の皆さんによる
保存の機運も高まっています。文化財である社殿
を未来に引き継いでいくよう、これからの取り組
みが大切となってきます。

[問い合わせ] 
大田市教育委員会
教育部石見銀山課
☎0854 - 83 - 8133▲土蔵造りの本殿

▲拝殿の彫刻

　昨年７月、定住促進と若者の地域参加を目的に、「仁摩で恋活（婚活）」イ
ベントがサンドミュージアムと琴ヶ浜を主会場として行われました。このイ
ベントを企画したのは、「仁摩で恋活実行委員会」。町内事業所の若者と仁摩
地域まちづくり委員会で組織され、約１年間の準備作業やイベントの開催を
通して幅広いネットワークと一体感が生まれました。同実行委員会では、さ
らなるステップアップを目指し、地域をもっと元気にしようと、次は『仁摩
地域活性化シンボルキャラクター』を作成することになりました。
　９月から募集をし、大田市内在住者から44点の応募があり、その中から、
仁摩町民の投票により長見和美さん（仁摩町天河内）作品の「にまちょう琴
音ちゃん」に決定しました。
　今後、「にまちょう琴音ちゃん」を活用して、仁摩町をどんどんＰＲして
いきます。お披露目は３月８日（日）の山陰道仁摩・温泉津道路全線開通記念
プレイベントです。みなさんに会えるのを楽しみに待ってます！

「にまちょう琴
こと

音
ね

ちゃん」に会いに帰ってきてね‼

プロフィール
住　所：大田市仁摩町馬路
　　　　琴ヶ浜
誕生日：11月２日
年　齢：永遠の10歳
　琴は弾けないけど聴くのは
大好き♪
　手のひらのハート♡にタッ
チすると幸運が訪れるかも⁉
しれないので、みなさんタッ
チしてくださいね！
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３月24日（火）
・三瓶山西の原
　三瓶山の防火対策と草原の維持再生を目的に毎
年この時期に行われます。大草原に立ち上がる炎
は見る者を圧倒し必見です。
※見学自由

【問】大田市役所農林水産課　☎0854 - 83 - 8085

３月21日（土）・22日（日）
・大田市駅通りなど
　彼岸の縁日に、お寺の境内で物々交換をしたの
が「市」の始まりで、400年以上の歴史を持つ大
田市の伝統行事です。
　植木市など、当日は大田市駅から約1.5kmにわ
たり、約250の露店が並びます。

【問】大田商工会議所　☎0854 - 82 - 0765

５月16日（土）
・三瓶町池田
　田植えばやしを聞きながらの田植え体験のほか、
山菜採り、三瓶温泉などをお楽しみいただけます。

【問】三瓶米づくり体験ツアー実行委員会　
　　　☎0854 - 83 - 2168（池田まちづくりセンター内）

５月10日（日）予定　
・久手海水浴場（受付、スタート・ゴール会場）
※事前申し込みが必要です
　石見地方の絶好のロケーションの「石見山塊往
還コース（200㎞）」などを駆ける、自然と石見の
歴史文化を体感するサイクリングイベントです。

【問】ＮＰＯ法人サイクリストビュー　
　　　☎0852 - 21 - 3920

みんな待っとるでな～

三瓶山西の原火入れ

春の彼岸市「中日つぁん」

田植え体験ツアー

石見グランフォンド2015

　宅野子ども神楽は、仁摩町宅野地区に宝暦年
間（約270年前）から伝わる伝統芸能で、大田
市の無形文化財に指定されています。
　この神楽は社中ではなく、宅野地区の小学１
年生から中学３年生まで全員で構成され、今年
は35名の子どもたちで活動しています。奏楽か
ら舞いまで、すべて子どもたちだけで神楽を演
じ、伝統芸能を受け継いでいます。
　昔、宅野は北前船の寄港地であった関係から
伊勢の大神楽や歌舞伎の影響を受けており、獅
子舞、三番叟という演目は、関西から取り入れ

（大田市仁摩町）

宅野子ども神楽保存会
大田市の神楽団 られたと伝えられています。

　老人ホームや各地でも公演しており、なかで
も獅子舞、恵比須は大変喜ばれます。また、か
つてはアメリカやモンゴルで海外公演をしたこ
ともあります。
　宅野子ども神楽の活動としては、正月三が日
は、獅子舞で宅野地区の各家庭を訪問し、夜は、
伝統芸能伝承館にて神楽上演を行っています。
　毎年、建国記念日（２月11日）には、子ども
神楽発表会を開催し、今年で36回目を迎えるこ
とになりました。平成24年に結成された子ども
神楽OBによる宅野神楽団の指導も受けながら、
子どもたちは披露に向けての練習に励んでいま
す。
　今後、子どもたちが少なくなるなかで、どの
ように継承して
いくのかが課題
となっています
が、この伝統芸
能をいつまでも
続けていきたい
と思います。
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ふるさとは今
　年頭、大浦の港で、小正月行事（１月11日～15日）として伝承されている

「グロ」が行われました。
　グロとは、大浦地区の漁師たちが、木、竹、ササで壁を造りゴザで屋根架
けした直径８ｍほどの円錐状の仮屋をつくり、歳徳神（としとくじん）を迎
え、豊漁と無病息災を祈願し、最後の日に住民が持ち寄った正月飾りととも
に仮屋を焼き払う行事です。
　11日（日）、朝８時、当番にあたった20～80歳代の約40名がグロの組み立て
を始めました。最初に、根本の直径が約15㎝、長さ約20ｍのモウソウ竹を２
本束ねた「センボクさん（神木）」を、グロ中央に掘った穴へ立てつけます。
しかし、この日は、みぞれ混じりの雨と強風が吹き荒れ作業は難航。
　「〇〇、▽＆％□…。◎◎、＋※◎△…！」、聞き取り不可能な世話役漁師
の言葉が飛び、呼応して、うんともすんとも言わず、持ち場のそれぞれが
ロープを引いたり緩めたりしながら、センボクサンを立ち上げました（写真
左）。きっと、「○○さんの持ち場はロープを緩め、◎◎さんの方はロープを

思いっきり引け！」といったような指示でしょう。
　荒ぶる海上で同船し漁を営んでいる漁師さんたちだけに通じる簡にして
明の指示や合図の一端が垣間見えた瞬間でした。
　この後、仮屋を完成させ神迎えの神事を経ると、地元の住民たちが集ま
り、センボクサンを中心に組まれた３基の囲炉裏端に腰を下ろします。「こ
の火にあたり煙をあび、この火で焼いた餅などを食べるとその年は病気に
ならないよ」との話しをしながら、だれかれとなく話しがはずみます。
　さて、皆さんがお住まいのところには仮屋やとんど（小正月の火祭り行
事。いろいろな呼び方あり）が今でも営まれているでしょうか。そうであ
るなら、ぜひ参加していただき、残し続けて欲しいものですね。

五十猛のグロ【国指定重要無形民俗文化財】

▲青竹の先端部の葉が大きく揺れ、垂
直に立てる作業は難航

▲「餅を焼くときゃ、壁の竹の枝を折っ
てその先っぽに餅を刺して焼くだで…」
とのアドバイスあり

鳥井町　売買380万円

長久町　売買1,800万円

海岸部に位置する明治34年築
の古民家住宅です。台所、浴
室は改修工事が必要です。

大型スーパー、ホームセン
ター、バス停も近くにあり日
常生活には便利な物件です。

温泉津町　賃貸月1.5万円
　　　　　売買170万円
ＵＩターン者用の物件で、海
岸部に位置する明治43年築の
古民家住宅です。

おおだ空き家情報
平成27年１月30日現在

　Ｕターン、Ｉターンなど定住についてのご相談や空き
家情報についてのお問い合わせは、『おおだ定住支援セ
ンター』までお願いします。
　空き家物件の現地案内もいたします（物件所有者との
調節が必要ですので、必ず事前の連絡をお願いします）。
　今回掲載されていない物件もあります。詳しくはお問
い合わせください。なお、空き家情報は、定住サイト

『どがどが』でご覧いただくことができます。
　おおだ定住支援センター〈大田市役所地域振興課定住
推進室☎0854 ‐ 83 ‐ 8029）に相談ください。

【参考文献：文化庁国指定文化財等データベース】


