
“ふじのくに美しく品格のある邑”から季節の情報を発信
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　日本一高い富士山や日本一深い駿河湾など、変化に富んだ地形と
清らかな水に恵まれた静岡県は、農作物や水産物の品目数において
全国トップクラス。この豊かな食材を生産する県内の農山漁村に
は、棚田や茶畑といった美しい風景に加えて、古くから伝わる文化
や伝統が息づく地域それぞれの「宝（資源）」があります。
　
　「ふじのくに美しく品格のある邑」とは、地域の宝を大切に思い、
それを守り、次世代につなげていこうとする人々が集まって、真摯
に活動を行う理想の農山漁村として「ふじのくに美しく品格のある
邑づくり」連合が認定した地域（邑）です。平成24年度に県内35市
町の45地域が認定されたのを皮切りに、毎年登録数が増え続け、
令和元年9月現在で129地域が名を連ねています。
　
　「ふじのくに美しく品格のある邑」は、深い山々に囲まれた山間地
の集落から、周囲が市街地化された農園まで、その個性はさまざま
です。
　周辺環境だけに留まらず、規模の大小、文化や歴史、特産品や名
物など、129の地域にはそれぞれに特徴があり、県全域で多彩で多
様な魅力を形成しています。
　
　また、そこで活躍する人々も魅力的です。自分たちの地域を愛
し、活動に誇りを持つ人たちの自信に満ちた姿は、訪れる人にとっ
て、忘れられない「美しい思い出」となるはずです。
　
　「ふじのくに美しく品格のある邑」の詳しい情報は連合のホーム
ページにあります。魅力的な場所、地域の特産品、参加できるイベ
ント情報なども掲載されているので、まずは気になる邑を訪ねてみ
ましょう。

ふじのくに
美しく品格のある邑って?
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【オクシズエリア】（静岡市）

「ふじのくに美しく品格のある
邑づくり」連合とは、邑づくり
の趣旨に賛同した県内全35市
町、静岡県、企業等が会員とな
り、「美しく品格のある邑」の
魅力向上やブランド力強化の
ために、広報活動、情報収集、
調査研究を行い、「美しく品格
のある邑」についての審査・登
録事務を行う組織です。

〈令和元年9月現在〉

「ふじのくに美しく
品格のある邑づくり」連合とは

表紙／久留女木の棚田～竜宮小僧伝説の邑～〈浜松市〉
7.7haの面積に約800枚の田んぼが広がる久留女木の
棚田は、県内屈指の耕作面積を誇り、その美しい景観は
「日本の棚田百選」や「静岡県景観賞」に選ばれていま
す。「直虎が見た風景再生プロジェクト」として、「稲作体
験会」「久留女木棚田塾」など、米作りに触れ、耕作を学
ぶ多くの人々が訪れます。 （第4回静岡県農村の魅力フォ
トコンテスト入賞作品／「稲が飛ぶ」松浦嘉人）
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田
畑
に
囲
ま
れ
た
住
宅
街
の
す
ぐ

そ
ば
に
、
1.7
　
も
の
自
然
豊
か
な
里

山
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
雑

草
が
生
い
茂
り
、
不
法
投
棄
さ
れ
た

ゴ
ミ
が
散
乱
し
て
い
た
こ
の
場
所
も
、

現
在
は
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
所
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
手
が

け
た
の
は
、
里
山
の
環
境
整
備
、
地

元
の
子
ど
も
た
ち
へ
自
然
体
験
学

習
を
行
っ
て
い
る
「
諸
井
里
山
の
会
」

で
す
。

「
こ
こ
は
自
分
た
ち
が
子
ど
も
の
こ
ろ

に
は
き
れ
い
な
川
が
流
れ
、
魚
を
捕
っ

た
り
、
ト
ン
ボ
や
ホ
タ
ル
を
追
い
か
け

た
り
し
て
い
た
思
い
出
の
場
所
で
し

た
」
と
話
す
の
は
、
同
会
会
長
の
戸
塚

さ
ん
。
何
か
し
な
く
て
は
と
、
仲
間
と

と
も
に
草
刈
り
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
田

ん
ぼ
だ
っ
た
所
に
は
木
道
を
、
山
に

は
階
段
を
整
備
。
散
策
道
や
花
壇
も

で
き
ま
し
た
。
数
年
も
た
つ
と
ザ
リ

ガ
ニ
や
ト
ン
ボ
な
ど
が
現
れ
、
徐
々
に

で
は
あ
り
ま
す
が
か
つ
て
の
自
然
の

風
景
が
戻
っ
て
来
ま
し
た
。
現
在
は
、

隣
接
す
る
諸
井
里
山
遊
水
池
公
園
と

一
体
化
し
、
ト
イ
レ
や
駐
車
場
が
整
備

さ
れ
、
小
さ
な
子
ど
も
や
お
年
寄
り

が
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
場
所
に
な
り

ま
し
た
。

む
ら
の
声
mu

ra note file No

#01

　
同
会
で
は
、
地
元
の
幼
稚
園
や
保
育

園
、
小
学
校
を
対
象
に
、
自
然
観
察
や

昆
虫
採
集
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

ど
ん
ぐ
り
を
使
っ
た
ヤ
ジ
ロ
ベ
エ
づ
く

り
は
、
子
ど
も
た
ち
に
人
気
だ
と
か
。

多
世
代
が
交
流
し
、
年
配
の
人
た
ち
の

知
識
や
経
験
が
子
ど
も
た
ち
に
し
っ
か

り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
他

に
も
、
小
学
校
へ
出
向
き
、
昔
な
が
ら

の
農
具
を
使
っ
た
脱
穀
体
験
も
行
っ
て

い
ま
す
。
毎
年
4
月
に
な
る
と
里
山
の

谷
あ
い
は
、
80
匹
以
上
も
の
こ
い
の
ぼ

り
で
埋
め
尽
く
さ
れ
ま
す
。
子
ど
も
の

成
長
を
祈
っ
て
始
ま
っ
た
活
動
は
、
1

カ
月
で
7
5
0
人
ほ
ど
が
訪
れ
る
人
気

の
イ
ベ
ン
ト
に
ま
で
成
長
し
ま
し
た
。

「
最
初
は
幼
な
じ
み
と
一
緒
に
始
め
た

活
動
で
し
た
が
、
い
ま
は
地
元
の
大
人

や
子
ど
も
た
ち
、
さ
ら
に
地
域
以
外
か

ら
も
多
く
の
方
が
手
伝
っ
て
く
れ
る
よ

荒
れ
果
て
た
里
山
が

有
志
数
人
の
手
で
復
活
し

地
域
の
大
切
な
場
所
に
変
わ
る●車／東名高速袋井ICから車で約11分 

●電車・バス／JR袋井駅からタクシーで約10分

諸井里山の会
もろいさとやまのかい

袋井市諸井1810（諸井里山遊水池公園）

里
山
の
自
然
を
通
じ
て

地
域
と
子
ど
も
が
つ
な
が
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り

EVENT info
諸井里山こいのぼり

●開催／毎年4月上旬～5月上旬の毎日
●時間／終日（7：00～7：30メンテナン
　スのためこいのぼりを下ろします）
●会場／諸井里山遊水池公園う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
活
動
を

続
け
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
輪
が

も
っ
と
広
が
っ
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
で

す
ね
」
と
戸
塚
さ
ん
。
里
山
か
ら
生
ま
れ

た
つ
な
が
り
は
、
世
代
を
超
え
て
確
か
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ha
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むら
の声

　
田
畑
に
囲
ま
れ
た
住
宅
街
の
す
ぐ

そ
ば
に
、
1.7
　
も
の
自
然
豊
か
な
里

山
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
は
雑

草
が
生
い
茂
り
、
不
法
投
棄
さ
れ
た

ゴ
ミ
が
散
乱
し
て
い
た
こ
の
場
所
も
、

現
在
は
地
域
住
民
の
憩
い
の
場
所
と

し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
手
が

け
た
の
は
、
里
山
の
環
境
整
備
、
地

元
の
子
ど
も
た
ち
へ
自
然
体
験
学

習
を
行
っ
て
い
る
「
諸
井
里
山
の
会
」

で
す
。

「
こ
こ
は
自
分
た
ち
が
子
ど
も
の
こ
ろ

に
は
き
れ
い
な
川
が
流
れ
、
魚
を
捕
っ

た
り
、
ト
ン
ボ
や
ホ
タ
ル
を
追
い
か
け

た
り
し
て
い
た
思
い
出
の
場
所
で
し

た
」
と
話
す
の
は
、
同
会
会
長
の
戸
塚

さ
ん
。
何
か
し
な
く
て
は
と
、
仲
間
と

と
も
に
草
刈
り
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
田

ん
ぼ
だ
っ
た
所
に
は
木
道
を
、
山
に

は
階
段
を
整
備
。
散
策
道
や
花
壇
も

で
き
ま
し
た
。
数
年
も
た
つ
と
ザ
リ

ガ
ニ
や
ト
ン
ボ
な
ど
が
現
れ
、
徐
々
に

で
は
あ
り
ま
す
が
か
つ
て
の
自
然
の

風
景
が
戻
っ
て
来
ま
し
た
。
現
在
は
、

隣
接
す
る
諸
井
里
山
遊
水
池
公
園
と

一
体
化
し
、
ト
イ
レ
や
駐
車
場
が
整
備

さ
れ
、
小
さ
な
子
ど
も
や
お
年
寄
り

が
気
軽
に
立
ち
寄
れ
る
場
所
に
な
り

ま
し
た
。

　
同
会
で
は
、
地
元
の
幼
稚
園
や
保
育

園
、
小
学
校
を
対
象
に
、
自
然
観
察
や

昆
虫
採
集
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

ど
ん
ぐ
り
を
使
っ
た
ヤ
ジ
ロ
ベ
エ
づ
く

り
は
、
子
ど
も
た
ち
に
人
気
だ
と
か
。

多
世
代
が
交
流
し
、
年
配
の
人
た
ち
の

知
識
や
経
験
が
子
ど
も
た
ち
に
し
っ
か

り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
他

に
も
、
小
学
校
へ
出
向
き
、
昔
な
が
ら

の
農
具
を
使
っ
た
脱
穀
体
験
も
行
っ
て

い
ま
す
。
毎
年
4
月
に
な
る
と
里
山
の

谷
あ
い
は
、
80
匹
以
上
も
の
こ
い
の
ぼ

り
で
埋
め
尽
く
さ
れ
ま
す
。
子
ど
も
の

成
長
を
祈
っ
て
始
ま
っ
た
活
動
は
、
1

カ
月
で
7
5
0
人
ほ
ど
が
訪
れ
る
人
気

の
イ
ベ
ン
ト
に
ま
で
成
長
し
ま
し
た
。

「
最
初
は
幼
な
じ
み
と
一
緒
に
始
め
た

活
動
で
し
た
が
、
い
ま
は
地
元
の
大
人

や
子
ど
も
た
ち
、
さ
ら
に
地
域
以
外
か

ら
も
多
く
の
方
が
手
伝
っ
て
く
れ
る
よ

邑びと
メッセ

ージ

戸塚 安雄さん

地域住民と子どもたちの
ふれあいの場として活用

袋井市諸井出身。定
年退職後、地元自治
会長などに携わり、
仲間とともに諸井里
山の会を立ち上げ、
同会会長を務める。
趣味は野菜づくり、
写真、釣り。

う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
活
動
を

続
け
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
輪
が

も
っ
と
広
が
っ
て
く
れ
た
ら
う
れ
し
い
で

す
ね
」
と
戸
塚
さ
ん
。
里
山
か
ら
生
ま
れ

た
つ
な
が
り
は
、
世
代
を
超
え
て
確
か
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

里山で使われるベンチやテー
ブルの塗装や花壇の花の植え
付けは、地元の中学生がボラ
ンティアとしてサポートして
くれています。近隣の小学校
などを対象にした自然観察会
やものづくりなど、多世代が
交流する地域活動の場とし
て、静岡県の教育委員会教育
長賞や、静岡県コミュニティ
づくり推進協会 コミュニティ
活動優秀賞などをいただくこ
とができました。

❶

❹

❺

❷

❸

❶田んぼだった場所に木道を整備。季節ご
とにメンテナンスや草刈りなどを行い、美しい
自然を守り続けています。　
❷近隣の中学生がボランティアで広場にあ
るベンチやテーブルを塗装

里山には全長1km
ほどの遊歩道が整備され、四

季折々の花や自然が訪れる人の目を
楽しませてくれます。敷地の一角には、伐採

をまぬがれ移植されたイチョウの大木があり、秋
には紅葉が見事。袋井市街を見渡す展望台や駐
車場もあるので、気軽に散策に来てください。

❸❹草木や昆虫の名前、木の実を使った工作
など、豊かな自然を題材に自然教室を開催　
❺農業体験では足踏み脱穀機を使って脱穀作
業やしめ縄づくりを指導しています。

遊びに来て!
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冬
の
間
、
乾
い
て
い
た
茶
褐
色
の

水
田
が
、
清
ら
か
な
瑞
々
し
さ
を
取

り
も
ど
す
春
。
や
が
て
夏
に
は
そ
の

光
景
が
ま
ば
ゆ
い
陽
光
に
青
々
と
き

ら
め
き
、
秋
に
は
黄
金
色
の
稲
穂
が

あ
た
り
を
染
め
る
。
米
づ
く
り
の
盛

ん
な
湖
西
市
に
は
、
そ
ん
な
美
し
い

四
季
が
あ
り
ま
す
。「
佐
吉
の
里
・

山
口
」
も
そ
の
一
つ
。「
こ
こ
は
大
所

帯
じ
ゃ
な
い
し
、
昔
か
ら
知
っ
て
い

る
仲
間
ば
か
り
な
の
で
、
団
結
し
や

す
い
土
地
柄
で
す
。
み
か
ん
の
防
除

用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
配
管
も
、
そ

の
昔
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
つ
く
り

ま
し
た
」
。
過
疎
高
齢
が
進
む
中
、

農
村
風
景
を
守
る
た
め
５
年
前
に
起

ち
上
が
っ
た
「
山
口
保
全
組
合
」
の

人
た
ち
は
、
邑
の
長
所
を
そ
う
語
り

ま
す
。
稲
作
の
ほ
か
に
ミ
カ
ン
栽
培

も
盛
ん
で
、
養
豚
に
お
け
る
出
荷
頭

数
も
県
内
屈
指
。
端
か
ら
端
ま
で
わ

ず
か
2.5
㎞
ほ
ど
の
邑
で
す
が
、
農
業

地
区
と
し
て
の
活
気
や
自
負
が
垣
間

見
え
ま
す
。

　

晩
秋
を
迎
え
、
収
穫
を
終
え
た
農

村
は
閑
寂
な
風
景
に
包
ま
れ
る
も
の

で
す
が
、
邑
で
は
１
年
で
最
も
賑
わ

う
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
か
つ
て
一

帯
が
遠
江
国
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
、

こ
の
山
口
村
で
生
ま
れ
、
国
内
外
に

お
い
て
84
件
も
の
特
許
を
取
得
し
て

発
明
王
と
呼
ば
れ
た
、
豊
田
佐
吉
の

功
績
を
讃
え
る
「
豊
田
佐
吉
翁
顕
彰

祭
」
で
す
。
そ
う
、
山
口
は
、
今
や
世

界
的
企
業
と
な
っ
た
ト
ヨ
タ
グ
ル
ー

プ
創
始
者
の
生
誕
地
な
の
で
す
。
開

催
日
は
佐
吉
の
命
日
で
あ
る
10
月

30
日
。
当
日
は
ト
ヨ
タ
の
名
誉
会
長

の
豊
田
章
一
郎
氏
、
社
長
の
豊
田
章

男
氏
を
は
じ
め
、
関
係
企
業
の
代
表

ク
ラ
ス
、
い
わ
ば
日
本
経
済
界
の
重

鎮
が
、
こ
の
小
さ
な
邑
に
顔
を
揃
え

世界的発明王を生んだ
ちいさな邑に宿る誇り

む
ら
の
声
mu

ra note file No

#02

今
も
暮
ら
し
に
活
力
を
与
え
る

偉
大
な
る
先
人
の
存
在

ま
す
。
中
で
も
豊
田
章
一
郎
名
誉
会

長
は
「
毎
年
、
こ
こ
に
来
る
の
が
本

当
に
楽
し
み
で
す
」
と
語
り
、
ど
ん

静岡県湖西市山口113‐2
（豊田佐吉記念館）

●車／東名高速三ヶ日ICから30分
●電車・バス／JR鷲津駅からコーちゃ
んバス・白須賀鷲津線 長谷西行き「豊
田佐吉記念館」下車（約15分）※バスは
土日運休
またはJR鷲津駅からタクシーで約１０分

佐吉の里・山口
さきちのさと・やまぐち

な
予
定
を
差
し
置
い
て
も
欠
か
さ

ず
出
席
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
「
佐
吉
翁
は
偉
人
で
す
が
、
祖
父

が
幼
い
こ
ろ
は
、
た
こ
あ
げ
な
ど
遊

ん
で
も
ら
っ
た
と
思
い
出
を
よ
く
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
面
識
は

な
く
て
も
身
近
に
感
じ
て
い
る
し
、

邑
の
み
ん
な
も
並
々
な
ら
ぬ
思
い
入

れ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
特

別
な
存
在
な
ん
で
す
よ
」
。
ほ
が
ら

か
に
そ
う
語
る
邑
び
と
の
言
葉
は
、

世
界
の
発
明
王
と
故
郷
へ
の
誇
り
に

満
ち
、
そ
れ
が
今
の
暮
ら
し
に
も
潤

い
と
活
力
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

豊田佐吉記念館。館内には豊田佐吉の生涯を細かく
知ることができる資料などが、数多く展示されていま
す。トヨタ関連企業が研修に訪れることもしばしば。
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冬
の
間
、
乾
い
て
い
た
茶
褐
色
の

水
田
が
、
清
ら
か
な
瑞
々
し
さ
を
取

り
も
ど
す
春
。
や
が
て
夏
に
は
そ
の

光
景
が
ま
ば
ゆ
い
陽
光
に
青
々
と
き

ら
め
き
、
秋
に
は
黄
金
色
の
稲
穂
が

あ
た
り
を
染
め
る
。
米
づ
く
り
の
盛

ん
な
湖
西
市
に
は
、
そ
ん
な
美
し
い

四
季
が
あ
り
ま
す
。「
佐
吉
の
里
・

山
口
」
も
そ
の
一
つ
。「
こ
こ
は
大
所

帯
じ
ゃ
な
い
し
、
昔
か
ら
知
っ
て
い

る
仲
間
ば
か
り
な
の
で
、
団
結
し
や

す
い
土
地
柄
で
す
。
み
か
ん
の
防
除

用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
配
管
も
、
そ

の
昔
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
つ
く
り

ま
し
た
」
。
過
疎
高
齢
が
進
む
中
、

農
村
風
景
を
守
る
た
め
５
年
前
に
起

ち
上
が
っ
た
「
山
口
保
全
組
合
」
の

人
た
ち
は
、
邑
の
長
所
を
そ
う
語
り

ま
す
。
稲
作
の
ほ
か
に
ミ
カ
ン
栽
培

も
盛
ん
で
、
養
豚
に
お
け
る
出
荷
頭

数
も
県
内
屈
指
。
端
か
ら
端
ま
で
わ

ず
か
2.5
㎞
ほ
ど
の
邑
で
す
が
、
農
業

地
区
と
し
て
の
活
気
や
自
負
が
垣
間

見
え
ま
す
。

　

晩
秋
を
迎
え
、
収
穫
を
終
え
た
農

村
は
閑
寂
な
風
景
に
包
ま
れ
る
も
の

で
す
が
、
邑
で
は
１
年
で
最
も
賑
わ

う
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
か
つ
て
一

帯
が
遠
江
国
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
、

こ
の
山
口
村
で
生
ま
れ
、
国
内
外
に

お
い
て
84
件
も
の
特
許
を
取
得
し
て

発
明
王
と
呼
ば
れ
た
、
豊
田
佐
吉
の

功
績
を
讃
え
る
「
豊
田
佐
吉
翁
顕
彰

祭
」
で
す
。
そ
う
、
山
口
は
、
今
や
世

界
的
企
業
と
な
っ
た
ト
ヨ
タ
グ
ル
ー

プ
創
始
者
の
生
誕
地
な
の
で
す
。
開

催
日
は
佐
吉
の
命
日
で
あ
る
10
月

30
日
。
当
日
は
ト
ヨ
タ
の
名
誉
会
長

の
豊
田
章
一
郎
氏
、
社
長
の
豊
田
章

男
氏
を
は
じ
め
、
関
係
企
業
の
代
表

ク
ラ
ス
、
い
わ
ば
日
本
経
済
界
の
重

鎮
が
、
こ
の
小
さ
な
邑
に
顔
を
揃
え

ま
す
。
中
で
も
豊
田
章
一
郎
名
誉
会

長
は
「
毎
年
、
こ
こ
に
来
る
の
が
本

当
に
楽
し
み
で
す
」
と
語
り
、
ど
ん

心の交流がある
顕彰祭は

邑びとの誇りです。

❶記念館とその奥にある佐吉の生家には、佐
吉の発明の代表格である織機の数々が展示
されています。
❷佐吉の生家の脇にある休憩所の織機は、実
際に動かして機織りの模擬体験をすることが
できます。
❸米づくり、養豚と並び、みかんの産地でもあ
る山口。昔はどの家の軒先にも1本くらいはみ
かんの木が生えていたそうです。
❹邑のいたるところで季節の花々を鑑賞する
ことができます。育てているのは保全会ととも
に活動をする女性主体の「山口花の会」。
❺水田の広がる山口の風景。農地や農業用
施設を維持管理する「山口保全組合」をはじ
め、邑びとたちの手によって美しい景観が保
たれています。中央奥に見えるのが豊田佐吉
記念館。

な
予
定
を
差
し
置
い
て
も
欠
か
さ

ず
出
席
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
「
佐
吉
翁
は
偉
人
で
す
が
、
祖
父

が
幼
い
こ
ろ
は
、
た
こ
あ
げ
な
ど
遊

ん
で
も
ら
っ
た
と
思
い
出
を
よ
く
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
面
識
は

な
く
て
も
身
近
に
感
じ
て
い
る
し
、

邑
の
み
ん
な
も
並
々
な
ら
ぬ
思
い
入

れ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
特

別
な
存
在
な
ん
で
す
よ
」
。
ほ
が
ら

か
に
そ
う
語
る
邑
び
と
の
言
葉
は
、

世
界
の
発
明
王
と
故
郷
へ
の
誇
り
に

満
ち
、
そ
れ
が
今
の
暮
ら
し
に
も
潤

い
と
活
力
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

邑びと
メッセ

ージ

野口 和明さん

旧山口村生まれ。この
地で育ち、会社員とし
て勤務していた頃も、
山口を離れなかった地
元人。現在は家業のみ
かん農家を継ぎなが
ら、地域のために尽力。
現・山口保全組合長。

近隣の「道の駅 潮見坂」
で山口産の米や野菜が
購入できます。また市内の
和菓子店「ひので軒」で
は、佐吉にちなんだ銘菓
「くるまもなか」などを製造・
販売しています。
●道の駅 潮見坂
湖西市白須賀1896-2
年中無休　
8:00～19:00

EVENT info
豊田佐吉翁顕彰祭
●開催／毎年10月30日
●会場／鷲津中学校 他　
●時間／10：00～

豊田佐吉翁顕彰祭の様子

食べてみて!

❹

❷

❶

❺

❸

買い
に

 きて
!

顕彰祭では、トヨタ関連企
業の幹部クラス、湖西市
長、市内企業のトップの人
たち、そして邑人を交え
た、心温まる交流があり
ます。名誉会長のこと
も、みんな『章一郎さ
ん』と呼んで慕って
います。顕彰祭は私
たちの誇りであり、一
番の楽しみです。
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東
伊
豆
町
北
端
の
急
傾
斜
地
に
広

が
る
大
川
地
区
は
、
良
質
な
温
泉
と

山
、
川
、
海
の
大
自
然
に
抱
か
れ
た

小
さ
な
邑
で
す
。
昔
は
山
に
群
生
す

る
椿
を
用
い
た
炭
焼
き
や
シ
キ
ミ
栽

培
が
盛
ん
で
、
明
治
初
期
に
は
薬

草
・
ミ
シ
マ
サ
イ
コ
の
産
地
と
し
て
も

有
名
に
。
そ
の
後
は
絹
サ
ヤ
や
柑
橘

類
、
ス
ト
レ
リ
チ
ア
の
花
な
ど
、
時
代

と
と
も
に
主
要
農
産
物
が
移
り
変
わ

り
、
現
在
は
ワ
サ
ビ
も
名
物
で
す
。

　

決
し
て
産
業
に
恵
ま
れ
た
邑
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
徳
川
家
康
が
開
幕

後
に
江
戸
城
改
修
を
行
っ
た
際
に

は
、
築
城
石
の
一
大
産
地
と
な
り
ま
し

た
。
任
務
を
受
け
た
大
名
た
ち
は
こ
の

地
の
採
石
場
か
ら
、
競
う
よ
う
に
巨
石

を
切
り
出
し
船
で
運
搬
。
今
も
邑
の

至
る
所
に
大
名
の
刻
印
入
り
の
大
石

が
点
在
し
、
中
で
も
町
指
定
文
化
財

で
あ
る
「
ぼ
な
き
石
」
に
は
、
羽
柴
左

衛
門
大
夫
（
福
島
正
則
）
の
名
前
と
○

に
二
ツ
雁
紋
の
印
が
は
っ
き
り
と
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。

む
ら
の
声
mu

ra note file No

#03

　

伊
豆
に
は
他
に
も
築
城
石
の
産
地

が
あ
り
ま
す
が
、
大
川
が
特
に
優
れ

て
い
る
の
は
、
当
時
の
諸
大
名
か
ら

届
い
た
石
の
預
か
り
証
文
な
ど
の
古

文
書
が
数
多
く
現
存
す
る
こ
と
。
こ

の
歴
史
的
財
産
を
残
す
べ
く
、
前
区

長
の
飯
田
伊
三
男
さ
ん
が
約
4
年
前

か
ら
古
文
書
の
解
読
に
着
手
。
邑
の

年
配
者
が
集
う
「
い
き
い
き
サ
ロ

ン
」
な
ど
で
語
り
広
め
て
い
ま
す
。

　

歴
史
が
息
づ
く
邑
に
は
、
も
う
一

つ
大
切
に
守
り
続
け
る
宝
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
大
川
三
島
神
社
と
伝

統
芸
能
の
三
番
叟
で
す
。
三
島
神
社

は
、
室
町
中
期
（
１
４
５
４
年
）
の

改
修
時
に
納
め
た
棟
札
と
、
松
崎
町

出
身
の
名
工
・
石
田
半
兵
衛
が
手
掛

け
た
拝
殿
の
彫
刻
が
町
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
邑
の
鎮
守
。
毎
年

10
月
末
に
行
わ
れ
る
例
大
祭
は
、
区

邑
の
ル
ー
ツ
を
紐
解
く

築
城
石
の
古
文
書
と

三
島
神
社
の
三
番
叟

●車／東名高速沼津ICまたは
新東名高速長泉沼津ICから国
道135号経由で約110分 
●電車・バス／伊豆急行伊豆
大川駅下車

大川
おおかわ

賀茂郡東伊豆町大川78
（三島神社）

EVENT info
大川三島神社大祭

大
自
然
の
懐
で
、

伝
統
文
化
を
守
り
続
け
る

悠
久
の
郷

民
が
総
出
で
参
加
し
絆
を
深
め
る

一
大
行
事
で
、
昔
よ
り
連
綿
と
続

け
ら
れ
、
青
年
会
に
よ
り
三
番
叟

が
奉
納
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
一
時

は
、
少
子
化
に
伴
う
青
年
会
の
解

散
で
存
続
危
機
に
陥
り
ま
し
た

が
、
平
成
21
年
に
全
邑
び
と
か
ら

な
る
三
番
叟
保
存
会
を
発
足
。
演

舞
回
数
は
縮
小
さ
れ
た
も
の
の
、

邑
の
ル
ー
ツ
で
あ
り
、
心
の
よ
り

所
で
も
あ
る
祭
り
文
化
と
伝
統
芸

能
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
邑
に
は
区
民
で

造
っ
た
大
川
自
然
椿
園
や
6
月
は

ほ
た
る
鑑
賞
会
で
に
ぎ
わ
う
竹
ヶ

沢
公
園
、
ア
マ
ゴ
釣
り
が
楽
し
め

る
向
井
田
川
（
大
川
）
や
温
泉
な

ど
、
大
地
の
恵
み
も
満
載
。
厳
か

な
自
然
の
中
で
悠
久
の
歴
史
情
緒

を
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

●開催／10月28日～29日
●会場／三島神社境内（東
伊豆町大川78）
●内容／28日宵祭…各組の
演芸・夜店など
　29日本祭（10時～）は神
事に合わせて三番叟奉
納、山車・樽神輿など

三島神社のお祭りで
は、区内各組による
演芸や山車の引き回
しなども行われます。

大川三
島神社

。名

宮大工
・石田

半兵

衛の手
による

拝殿

向拝と
脇障子

の彫

刻は圧
巻。

伝統芸能の三番
叟は、三島神社例
大祭で神事に合わ
せて奉納。
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むら
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東
伊
豆
町
北
端
の
急
傾
斜
地
に
広

が
る
大
川
地
区
は
、
良
質
な
温
泉
と

山
、
川
、
海
の
大
自
然
に
抱
か
れ
た

小
さ
な
邑
で
す
。
昔
は
山
に
群
生
す

る
椿
を
用
い
た
炭
焼
き
や
シ
キ
ミ
栽

培
が
盛
ん
で
、
明
治
初
期
に
は
薬

草
・
ミ
シ
マ
サ
イ
コ
の
産
地
と
し
て
も

有
名
に
。
そ
の
後
は
絹
サ
ヤ
や
柑
橘

類
、
ス
ト
レ
リ
チ
ア
の
花
な
ど
、
時
代

と
と
も
に
主
要
農
産
物
が
移
り
変
わ

り
、
現
在
は
ワ
サ
ビ
も
名
物
で
す
。

　

決
し
て
産
業
に
恵
ま
れ
た
邑
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
徳
川
家
康
が
開
幕

後
に
江
戸
城
改
修
を
行
っ
た
際
に

は
、
築
城
石
の
一
大
産
地
と
な
り
ま
し

た
。
任
務
を
受
け
た
大
名
た
ち
は
こ
の

地
の
採
石
場
か
ら
、
競
う
よ
う
に
巨
石

を
切
り
出
し
船
で
運
搬
。
今
も
邑
の

至
る
所
に
大
名
の
刻
印
入
り
の
大
石

が
点
在
し
、
中
で
も
町
指
定
文
化
財

で
あ
る
「
ぼ
な
き
石
」
に
は
、
羽
柴
左

衛
門
大
夫
（
福
島
正
則
）
の
名
前
と
○

に
二
ツ
雁
紋
の
印
が
は
っ
き
り
と
刻
ま

れ
て
い
ま
す
。

　

伊
豆
に
は
他
に
も
築
城
石
の
産
地

が
あ
り
ま
す
が
、
大
川
が
特
に
優
れ

て
い
る
の
は
、
当
時
の
諸
大
名
か
ら

届
い
た
石
の
預
か
り
証
文
な
ど
の
古

文
書
が
数
多
く
現
存
す
る
こ
と
。
こ

の
歴
史
的
財
産
を
残
す
べ
く
、
前
区

長
の
飯
田
伊
三
男
さ
ん
が
約
4
年
前

か
ら
古
文
書
の
解
読
に
着
手
。
邑
の

年
配
者
が
集
う
「
い
き
い
き
サ
ロ

ン
」
な
ど
で
語
り
広
め
て
い
ま
す
。

　

歴
史
が
息
づ
く
邑
に
は
、
も
う
一

つ
大
切
に
守
り
続
け
る
宝
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
大
川
三
島
神
社
と
伝

統
芸
能
の
三
番
叟
で
す
。
三
島
神
社

は
、
室
町
中
期
（
１
４
５
４
年
）
の

改
修
時
に
納
め
た
棟
札
と
、
松
崎
町

出
身
の
名
工
・
石
田
半
兵
衛
が
手
掛

け
た
拝
殿
の
彫
刻
が
町
の
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
邑
の
鎮
守
。
毎
年

10
月
末
に
行
わ
れ
る
例
大
祭
は
、
区

❹かつての名主の庭園を譲り受けて整備された竹ヶ沢公
園。毎年6月上～中旬には「ほたる鑑賞の夕べ」を開催。　
❺8月には地元っ子を対象に、アマゴのつかみ取り大会を
開催。子どもたちが川や自然に親しむ機会を作っています。
❻急傾斜地に広がる柑橘畑。温州みかんやニューサマーオ
レンジ等が生産されています。

❶伊豆各地の三番叟や邑の説話など伝統文化を研究し、
冊子にまとめる山田稔さん。
❷築城石などの古文書の解読に尽力する飯田伊三男さん
（右）と区長の稲葉保さん。後ろの巨石は港まで運べずに
放置されたという「ぼなき石」。
❸築城石関係の古文書。これは1635年に9人の大名によ
る石の預かり証文。邑には他にも江戸末期の村絵図など貴
重な歴史資料が多数残ります。

邑びと
メッセ

ージ

稲葉 保さん

伝統文化を
守り続けることが
邑人の絆も育む

地元JAに勤務す
る。現在は大川
区長を務める。

民
が
総
出
で
参
加
し
絆
を
深
め
る

一
大
行
事
で
、
昔
よ
り
連
綿
と
続

け
ら
れ
、
青
年
会
に
よ
り
三
番
叟

が
奉
納
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
一
時

は
、
少
子
化
に
伴
う
青
年
会
の
解

散
で
存
続
危
機
に
陥
り
ま
し
た

が
、
平
成
21
年
に
全
邑
び
と
か
ら

な
る
三
番
叟
保
存
会
を
発
足
。
演

舞
回
数
は
縮
小
さ
れ
た
も
の
の
、

邑
の
ル
ー
ツ
で
あ
り
、
心
の
よ
り

所
で
も
あ
る
祭
り
文
化
と
伝
統
芸

能
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
。

　

こ
の
他
に
も
、
邑
に
は
区
民
で

造
っ
た
大
川
自
然
椿
園
や
6
月
は

ほ
た
る
鑑
賞
会
で
に
ぎ
わ
う
竹
ヶ

沢
公
園
、
ア
マ
ゴ
釣
り
が
楽
し
め

る
向
井
田
川
（
大
川
）
や
温
泉
な

ど
、
大
地
の
恵
み
も
満
載
。
厳
か

な
自
然
の
中
で
悠
久
の
歴
史
情
緒

を
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

湯の郷でもある大川の名物といえば、大川
海岸の波打ち際にある公共露天風呂「磯
の湯」。荒天時以外は年中無休、ワンコイ
ンの500円で、良質な温泉を楽しめます。眼
前に広がるのは雄大な相模灘。伊豆大島
も望む開放的な空間で、ぜひ心も身体もリ
フレッシュしてみてください！（平日11：00～
18：00 ※土日祝と7～8月は20：00まで）

大川は小さな集落ですが、美
しい自然と伝統文化を皆で大
切に守り続けています。特に三
島神社の祭りは、1か月以上前
から準備を始め、老若男女全
ての邑人が役割を担って参
加。祭りの諸行事を通じて邑
の規範や儀礼、しきたりなどで
連帯感が一層強くなる効果が
あります。そこで育まれた絆や
愛郷心が、道路整備や防災訓
練などへの協力の高さにもつ
ながっています。築城石など
の貴重な古文書に関しても、
廃校になった小学校を
使った資料館造りを
検討中です。

❸

❹

❺

❷

❶

遊びに来て!

❻
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駿
東
郡
小
山
町
の
「
吉
久
保
日
吉

の
里
」
。
西
に
雄
大
な
富
士
山
、
東

に
三
百
名
山
の
金
時
山
を
眺
め
る
雄

大
な
景
色
が
自
慢
で
す
。
昭
和
42
年

に
結
成
さ
れ
た
邑
の
有
志
に
よ
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
「
日
吉
会
」
と
、
地

域
の
資
源
を
活
か
し
守
る
「
吉
久
保

地
域
自
然
保
全
会
」
が
、
邑
を
良
く

し
、
盛
り
上
げ
る
た
め
に
活
動
し
て
い

ま
す
。
稲
作
が
盛
ん
で
、
地
域
の
特

産
米
「
ご
て
ん
ば
こ
し
ひ
か
り
」
は
、

甘
く
艶
や
か
な
食
味
が
好
評
。
階

段
状
の
水
田
が
美
し
く
、
黄
金
色
の

稲
穂
が
頭
を
垂
れ
る
頃
に
は
、
県
道

3
9
5
号
を
下
っ
た
辺
り
に
群
生
す

る
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
も
満
開
に
。
そ
の

真
っ
赤
な
景
色
は
、
ま
さ
に
圧
巻
。

邑
び
と
た
ち
が
知
っ
て
欲
し
い
と
願

う
隠
れ
た
名
所
で
す
。
吉
久
保
の
交

差
点
そ
ば
に
は
「
ハ
ス
田
」
が
あ
り
、

御
殿
場
市
塚
原
地
区
か
ら
譲
り
受
け

た
約
30
種
も
の
ハ
ス
が
植
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
邑
び
と
た
ち
が
丹
精
込
め

て
育
て
る
ハ
ス
は
、
代
わ
る
代
わ
る

大
輪
の
花
を
つ
け
、
7
月
か
ら
9
月

ま
で
訪
れ
る
人
の
目
を
楽
し
ま
せ

ま
す
。
初
夏
の
夜
を
彩
る
ホ
タ
ル

を
守
る
活
動
な
ど
、
地
域
の
自
然

を
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
活
動
も
活

発
で
す
。

　

「
日
吉
会
」
で
は
、
休
耕
地
を
借

り
受
け
て
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
サ
ツ
マ
イ

モ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
を
栽
培
し
、
毎

年
７
〜
８
月
に
「
あ
お
ぞ
ら
市
」
を

開
催
し
て
販
売
し
て
い
ま
す
。
こ
の

市
に
は
、
会
に
参
加
す
る
農
家
の
朝

獲
れ
野
菜
も
並
び
ま
す
。
ま
た
、
地

域
の
祭
り
で
は
、
自
ら
の
手
で
育
て

た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
で
作
る
じ
ゃ
が
バ

タ
ー
も
販
売
。
ほ
く
ほ
く
と
美
味
し

半世紀以上に渡る
ボランティア活動を通じて、
一致団結！

む
ら
の
声
mu

ra note file No

#04

富
士
山
と
金
時
山
を
の
ぞ
む

美
し
い
農
村
風
景
を
守
り
、

育
て
た
野
菜
で
被
災
地
を
支
援

い
じ
ゃ
が
バ
タ
ー
は
大
人
気
で
、
出

店
の
た
び
に
完
売
す
る
そ
う
で
す
。

　

あ
お
ぞ
ら
市
が
始
ま
っ
た
の
は
２

０
１
１
年
。
２
０
１
０
年
夏
の
豪
雨

で
水
害
に
遭
っ
た
小
山
町
を
、
同
じ

県
境
の
町
だ
か
ら
と
支
援
し
て
く
れ

た
福
島
県
新
地
町
に
対
し
て
、
恩
返

し
を
す
る
の
が
目
的
で
し
た
。
あ
お

ぞ
ら
市
で
得
た
売
上
金
と
自
ら
育

て
た
農
産
物
を
携
え
、
５
年
間
、
福

島
へ
出
向
い
て
炊
き
出
し
を
実
施
。

仮
設
住
宅
で
の
暮
ら
し
や
閑
散
と

し
た
街
並
み
を
見
た
邑
び
と
た
ち

は
、
ふ
る
さ
と
の
大
切
さ
を
改
め
て

認
識
し
、
以
来
、
地
元
の
自
然
や
暮

ら
し
を
守
る
活
動
が
よ
り
活
発
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。

小山町吉久保152
（吉久保水神社）
●東名高速足柄スマートIC
から約10分 
●電車・バス／JR御殿場線
足柄駅から徒歩約50分

吉久保
日吉の里
よしくぼひよしのさと

富士山からの豊富な湧水をたたえた階段状の水田が広がります。
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駿
東
郡
小
山
町
の
「
吉
久
保
日
吉

の
里
」
。
西
に
雄
大
な
富
士
山
、
東

に
三
百
名
山
の
金
時
山
を
眺
め
る
雄

大
な
景
色
が
自
慢
で
す
。
昭
和
42
年

に
結
成
さ
れ
た
邑
の
有
志
に
よ
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
「
日
吉
会
」
と
、
地

域
の
資
源
を
活
か
し
守
る
「
吉
久
保

地
域
自
然
保
全
会
」
が
、
邑
を
良
く

し
、
盛
り
上
げ
る
た
め
に
活
動
し
て
い

ま
す
。
稲
作
が
盛
ん
で
、
地
域
の
特

産
米
「
ご
て
ん
ば
こ
し
ひ
か
り
」
は
、

甘
く
艶
や
か
な
食
味
が
好
評
。
階

段
状
の
水
田
が
美
し
く
、
黄
金
色
の

稲
穂
が
頭
を
垂
れ
る
頃
に
は
、
県
道

3
9
5
号
を
下
っ
た
辺
り
に
群
生
す

る
ヒ
ガ
ン
バ
ナ
も
満
開
に
。
そ
の

真
っ
赤
な
景
色
は
、
ま
さ
に
圧
巻
。

邑
び
と
た
ち
が
知
っ
て
欲
し
い
と
願

う
隠
れ
た
名
所
で
す
。
吉
久
保
の
交

差
点
そ
ば
に
は
「
ハ
ス
田
」
が
あ
り
、

御
殿
場
市
塚
原
地
区
か
ら
譲
り
受
け

た
約
30
種
も
の
ハ
ス
が
植
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
邑
び
と
た
ち
が
丹
精
込
め

て
育
て
る
ハ
ス
は
、
代
わ
る
代
わ
る

大
輪
の
花
を
つ
け
、
7
月
か
ら
9
月

ま
で
訪
れ
る
人
の
目
を
楽
し
ま
せ

ま
す
。
初
夏
の
夜
を
彩
る
ホ
タ
ル

を
守
る
活
動
な
ど
、
地
域
の
自
然

を
次
世
代
へ
引
き
継
ぐ
活
動
も
活

発
で
す
。

　

「
日
吉
会
」
で
は
、
休
耕
地
を
借

り
受
け
て
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
サ
ツ
マ
イ

モ
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
を
栽
培
し
、
毎

年
７
〜
８
月
に
「
あ
お
ぞ
ら
市
」
を

開
催
し
て
販
売
し
て
い
ま
す
。
こ
の

市
に
は
、
会
に
参
加
す
る
農
家
の
朝

獲
れ
野
菜
も
並
び
ま
す
。
ま
た
、
地

域
の
祭
り
で
は
、
自
ら
の
手
で
育
て

た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
で
作
る
じ
ゃ
が
バ

タ
ー
も
販
売
。
ほ
く
ほ
く
と
美
味
し

い
じ
ゃ
が
バ
タ
ー
は
大
人
気
で
、
出

店
の
た
び
に
完
売
す
る
そ
う
で
す
。

　

あ
お
ぞ
ら
市
が
始
ま
っ
た
の
は
２

０
１
１
年
。
２
０
１
０
年
夏
の
豪
雨

で
水
害
に
遭
っ
た
小
山
町
を
、
同
じ

県
境
の
町
だ
か
ら
と
支
援
し
て
く
れ

た
福
島
県
新
地
町
に
対
し
て
、
恩
返

し
を
す
る
の
が
目
的
で
し
た
。
あ
お

ぞ
ら
市
で
得
た
売
上
金
と
自
ら
育

て
た
農
産
物
を
携
え
、
５
年
間
、
福

島
へ
出
向
い
て
炊
き
出
し
を
実
施
。

仮
設
住
宅
で
の
暮
ら
し
や
閑
散
と

し
た
街
並
み
を
見
た
邑
び
と
た
ち

は
、
ふ
る
さ
と
の
大
切
さ
を
改
め
て

認
識
し
、
以
来
、
地
元
の
自
然
や
暮

ら
し
を
守
る
活
動
が
よ
り
活
発
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。

この精神と活動を全国へ。
邑びと

メッセ
ージ

❶休耕地を借り受け、トウモロコシやジャガイ
モ、サツマイモなどを栽培。みんなで汗を流し、
丹精込めて育てます。
❷獲れたトウモロコシは朝収穫し、「あおぞら
市」で販売します。ひっきりなしにお客さんが
やってきて、飛ぶように売れていきます。※「あお
ぞら市」は7～8月の毎週土曜日朝9時～
❸女性が活躍する「日吉会」。模擬店では、自分
たちで育てたジャガイモを調理し、販売するとこ
ろまで全て、自分たちで手がけます。

金時山を眺める畑で、
甘くて美味しいトウモ
ロコシを育てます。

「日吉神社」は、「日吉会」の
名の由来となっている地域の
氏神様。新年には、会で作っ
た門松を奉納しています。

小山町吉久保地区に生
まれ育つ。静岡市内に
勤務していた頃は単身
赴任で同地区を離れて
いたが、日吉会にはその
間も所属。令和元年度
の日吉会会長を務め
る。会の中にある「吉久
保よいとこ見つけ隊作
り隊」にも参加。

岩田 法次さん

県道151号と394号の交差点「吉久
保」を東へ約50m進んだところにある
「ハス田」。コンクリートに覆われた三
角地に水を張り、育てています。会員
はもちろん、地主や地域の人々の協力
で、毎年、美しい花を咲かせます。ハス
の花の見頃は７～9月まで。約30種が
次 と々開花するので、長く楽しめます。
多くの写真愛好家が訪れます。

❷

❶

❸

2010年夏、小山町は水害に
遭いました。2018年は、わが
町同様に豪雨による災害に
遭った福知山市へ寄付を行い
ました。地域へのボランティ
ア精神で始まった「日吉会」
ですが、今や全国へと思いを
馳せるようになりました。こ
の活動と精神を、次世代へ
と繋いでいきたいです。

遊びに
来て!

EVENT info
吉久保伊奈神社祭典
●開催／10月26日（土）
●時間／18:00～21:00
●会場／吉久保水神社境内
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森
町
天
方
は
、
清
流
太
田
川
沿
い
に
点

在
す
る
集
落
か
ら
な
り
、ふ
じ
の
く
に
美

し
く
品
格
の
あ
る
邑
に
選
ば
れ
て
い
ま

す
。
天
方
地
区
に
あ
る
鍛
治
島
は
、国
内

で
も
有
数
の
半
夏
生
の
自
生
群
生
地
で
、

森
の
中
に
生
い
茂
る
一
面
の
緑
に
白
い
葉

が
浮
か
び
上
が
る
光
景
は
な
ん
と
も
幻

想
的
で
、お
と
ぎ
の
世
界
を
思
わ
せ
ま
す
。

　

半
夏
生
と
は
、二
十
四
節
気
の
夏
至
か

ら
数
え
て
１１
日
目（
今
年
は
７
月
２
日
で

し
た
）を
指
し
、昔
か
ら
「
田
植
え
は
半
夏

生
ま
で
に
終
え
る
」と
、
農
事
暦
に
記
さ

れ
、俳
句
で
は
夏
の
季
語
に
な
っ
て
い
ま

す
。こ
の
頃
に
花
が
咲
き
、葉
の
一
部
が
白

く
な
る
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
の
が
、

植
物
の
「
半
夏
生
」で
す
。

　

群
生
地
ま
で
は
2
ヶ
所
の
入
り
口（
い

ず
れ
も
駐
車
場
付
き
）が
あ
り
ま
す
が
、

今
回
は
門
田
集
落
を
出
発
し
て
1
キ
ロ
ほ

ど
の
ハ
イ
キ
ン
グ
を
し
ま
し
た
。入
り
口
に

は
手
作
り
の
杖
が
立
て
掛
け
て
あ
り
、一

本
一
本
に
「
あ
な
た
の
足
が
頼
り
で
す
」、

「
よ
う
こ
そ
半
夏
生
の
里
へ
」
な
ど
と
書

か
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
ん
で
思
わ
ず
ニ

ン
マ
リ
〜
。　　

　

こ
の
散
策
道
は
、
昔
は
子
ど
も
た
ち
の

通
学
路
で
し
た
。人
が
減
り
、
荒
れ
て
い

た
山
道
を
平
成
２８
年
、「
て
ん
ぽ
う
の
里

半
夏
生
」の
メ
ン
バ
ー
９
人
で
よ
み
が
え

ら
せ
た
の
で
す
。
県
の
事
業
「
美
し
い
茶

園
で
つ
な
が
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
活
用

し
、
雑
木
の
枝
を
払
い
、
下
草
を
刈
り
、

木
道
か
ら
展
望
台
ま
で
ほ
と
ん
ど
手
作

業
で
整
備
し
ま
し
た
。

　
「
て
ん
ぽ
う
の
里
半
夏
生
」
代
表
の
浦

上
正
男
さ
ん（
74
）に
よ
る
と
、
ド
ク
ダ

ミ
科
の
半
夏
生
は
昔
か
ら
田
ん
ぼ
の
畦

に
よ
く
生
え
て
い
た
そ
う
で
す
。
雑
草
だ

と
引
っ
こ
抜
い
て
い
た
半
夏
生
に
、「
こ
ん

な
に
も
人
を
呼
ぶ
魅
力
が
あ
っ
た
と
は
」

と
、
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
田
ん
ぼ
も
人

通
り
も
な
く
な
っ
た
森
の
中
で
半
夏
生

は
、
静
か
に
根
を
張
り
、
見
事
な
群
生
地

に
成
長
し
て
い
た
の
で
す
。
代
々
こ
の
土

地
を
耕
し
て
き
た
人
た
ち
へ
の
森
か
ら

の
恩
返
し
に
思
え
ま
し
た
。

　

て
ん
ぽ
う
の
里
で
は
、
今
年
初
め
て
、

夜
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
開
催
し
ま
し
た
。

あ
ぜ
道
で
静
か
に
出
番
を

待
っ
て
い
た
半
夏
生

梅
雨
の
さ
な
か
で
し
た
が
、
多
く
の
家
族

づ
れ
や
カ
ッ
プ
ル
が
来
て
く
れ
た
そ
う
で

す
。
イ
ベ
ン
ト
も
保
全
活
動
も
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
は
い
え
費
用
は
か
か
り
ま
す
。

　

一
方
、
訪
問
客
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
ん

な
に
も
清
々
し
く
緑
の
中
で
癒
さ
れ
、
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
て
、
イ
ン
ス
タ
映
え
す
る

写
真
ま
で
撮
れ
る
の
で
す
か
ら
、
入
場
料

を
払
っ
て
で
も
訪
れ
た
い
有
名
な
庭
園
と

同
じ
で
す
。
有
料
化
に
は
責
任
も
生
ま
れ

ま
す
が
、
人
が
喜
ん
で
払
い
た
く
な
る
仕

組
み
づ
く
り
が
必
要
で
す
。ヒ
ン
ト
は
す

ぐ
そ
ば
の
無
農
薬
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
園
に
あ

り
ま
し
た
。
１
カ
ッ
プ
５
０
０
円
の
摘
み

取
り
体
験
で
、
試
食
も
で
き
る
と
人
気
で

す
。
観
光
客
が
収
穫
し
て
く
れ
て
、
喜
ぶ

顔
が
見
ら
れ
、お
い
し
い
お
い
し
い
と
褒

め
て
く
れ
る
の
で
す
か
ら
、一
石
何
鳥
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。こ
う
し
た
活
動
に
は
森

町
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
会
の
会
長
の
𠮷
筋

惠
治
さ
ん（
67
）も
協
力
し
て
、
町
と
の
連

携
や
P
R
に
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
３
年
前
か
ら
は
、
耕
作
者
の
い

な
く
な
っ
た
２０
a
の
田
ん
ぼ
で
も
ち
米
栽

培
を
始
め
ま
し
た
。
感
謝
祭
の
餅
つ
き
に

は
１
０
０
人
以
上
が
集
ま
り
、販
売
し
た

も
ち
米
は
完
売
、
活
動
資
金
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。
半
夏
生
を
き
っ
か
け
に
鍛
治
島

は
、
歩
い
て
、
眺
め
て
、
参
加
す
る
ヘ
ル
ス

ツ
ー
リ
ズ
ム
で
、
人
々
に
心
と
身
体
の
健

康
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

●車／新東名高速森掛川ＩＣ
から約10分
東名高速袋井ＩＣから約30分 
●電車／天竜浜名湖鉄道遠
州森駅から町営バス（予約制）
下田バス停下車（約１５分）

天方
あまがた

周智郡森町鍛冶島544
（かづさや）

静
岡
県
ふ
じ

のく
に美
しく品格のある邑づくり

推
進
委
員

小谷あゆみの
「むらレポ」
Vol.

半夏生の群生地は
森の神様からの
贈り物

半夏生が咲く頃、駐車場で行われる呈茶サービス

小谷あゆみ
フリーアナウンサー／農業ジャーナリスト 野菜
をつくるベジアナとして農ある暮らしの豊かさ
を提唱。全国の農村を取材。ＮＨＫＥテレ「ハー
トネットTV介護百人一首」司会、ブログ「ベジ
アナの野菜畑チャンネル」で食と農に関
わる情報を配信中。静岡県ふじのくに
美しく品格のある邑づくり推進委員

心
と
身
体
の
充
足
に

歩
け
ば
ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
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森
町
天
方
は
、
清
流
太
田
川
沿
い
に
点

在
す
る
集
落
か
ら
な
り
、ふ
じ
の
く
に
美

し
く
品
格
の
あ
る
邑
に
選
ば
れ
て
い
ま

す
。
天
方
地
区
に
あ
る
鍛
治
島
は
、国
内

で
も
有
数
の
半
夏
生
の
自
生
群
生
地
で
、

森
の
中
に
生
い
茂
る
一
面
の
緑
に
白
い
葉

が
浮
か
び
上
が
る
光
景
は
な
ん
と
も
幻

想
的
で
、お
と
ぎ
の
世
界
を
思
わ
せ
ま
す
。

　

半
夏
生
と
は
、二
十
四
節
気
の
夏
至
か

ら
数
え
て
１１
日
目（
今
年
は
７
月
２
日
で

し
た
）を
指
し
、昔
か
ら
「
田
植
え
は
半
夏

生
ま
で
に
終
え
る
」と
、
農
事
暦
に
記
さ

れ
、俳
句
で
は
夏
の
季
語
に
な
っ
て
い
ま

す
。こ
の
頃
に
花
が
咲
き
、葉
の
一
部
が
白

く
な
る
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
の
が
、

植
物
の
「
半
夏
生
」で
す
。

　

群
生
地
ま
で
は
2
ヶ
所
の
入
り
口（
い

ず
れ
も
駐
車
場
付
き
）が
あ
り
ま
す
が
、

今
回
は
門
田
集
落
を
出
発
し
て
1
キ
ロ
ほ

ど
の
ハ
イ
キ
ン
グ
を
し
ま
し
た
。入
り
口
に

は
手
作
り
の
杖
が
立
て
掛
け
て
あ
り
、一

本
一
本
に
「
あ
な
た
の
足
が
頼
り
で
す
」、

「
よ
う
こ
そ
半
夏
生
の
里
へ
」
な
ど
と
書

か
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
ん
で
思
わ
ず
ニ

ン
マ
リ
〜
。　　

　

こ
の
散
策
道
は
、
昔
は
子
ど
も
た
ち
の

通
学
路
で
し
た
。人
が
減
り
、
荒
れ
て
い

た
山
道
を
平
成
２８
年
、「
て
ん
ぽ
う
の
里

半
夏
生
」の
メ
ン
バ
ー
９
人
で
よ
み
が
え

ら
せ
た
の
で
す
。
県
の
事
業
「
美
し
い
茶

園
で
つ
な
が
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
活
用

し
、
雑
木
の
枝
を
払
い
、
下
草
を
刈
り
、

木
道
か
ら
展
望
台
ま
で
ほ
と
ん
ど
手
作

業
で
整
備
し
ま
し
た
。

　
「
て
ん
ぽ
う
の
里
半
夏
生
」
代
表
の
浦

上
正
男
さ
ん（
74
）に
よ
る
と
、
ド
ク
ダ

ミ
科
の
半
夏
生
は
昔
か
ら
田
ん
ぼ
の
畦

に
よ
く
生
え
て
い
た
そ
う
で
す
。
雑
草
だ

と
引
っ
こ
抜
い
て
い
た
半
夏
生
に
、「
こ
ん

な
に
も
人
を
呼
ぶ
魅
力
が
あ
っ
た
と
は
」

と
、
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
田
ん
ぼ
も
人

通
り
も
な
く
な
っ
た
森
の
中
で
半
夏
生

は
、
静
か
に
根
を
張
り
、
見
事
な
群
生
地

に
成
長
し
て
い
た
の
で
す
。
代
々
こ
の
土

地
を
耕
し
て
き
た
人
た
ち
へ
の
森
か
ら

の
恩
返
し
に
思
え
ま
し
た
。

　

て
ん
ぽ
う
の
里
で
は
、
今
年
初
め
て
、

夜
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を
開
催
し
ま
し
た
。

梅
雨
の
さ
な
か
で
し
た
が
、
多
く
の
家
族

づ
れ
や
カ
ッ
プ
ル
が
来
て
く
れ
た
そ
う
で

す
。
イ
ベ
ン
ト
も
保
全
活
動
も
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
は
い
え
費
用
は
か
か
り
ま
す
。

　

一
方
、
訪
問
客
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
ん

な
に
も
清
々
し
く
緑
の
中
で
癒
さ
れ
、
リ

フ
レ
ッ
シ
ュ
で
き
て
、
イ
ン
ス
タ
映
え
す
る

写
真
ま
で
撮
れ
る
の
で
す
か
ら
、
入
場
料

を
払
っ
て
で
も
訪
れ
た
い
有
名
な
庭
園
と

同
じ
で
す
。
有
料
化
に
は
責
任
も
生
ま
れ

ま
す
が
、
人
が
喜
ん
で
払
い
た
く
な
る
仕

組
み
づ
く
り
が
必
要
で
す
。ヒ
ン
ト
は
す

ぐ
そ
ば
の
無
農
薬
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
園
に
あ

り
ま
し
た
。
１
カ
ッ
プ
５
０
０
円
の
摘
み

取
り
体
験
で
、
試
食
も
で
き
る
と
人
気
で

す
。
観
光
客
が
収
穫
し
て
く
れ
て
、
喜
ぶ

顔
が
見
ら
れ
、お
い
し
い
お
い
し
い
と
褒

め
て
く
れ
る
の
で
す
か
ら
、一
石
何
鳥
か

わ
か
り
ま
せ
ん
。こ
う
し
た
活
動
に
は
森

町
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
会
の
会
長
の
𠮷
筋

惠
治
さ
ん（
67
）も
協
力
し
て
、
町
と
の
連

携
や
P
R
に
一
役
買
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
３
年
前
か
ら
は
、
耕
作
者
の
い

な
く
な
っ
た
２０
a
の
田
ん
ぼ
で
も
ち
米
栽

培
を
始
め
ま
し
た
。
感
謝
祭
の
餅
つ
き
に

は
１
０
０
人
以
上
が
集
ま
り
、販
売
し
た

も
ち
米
は
完
売
、
活
動
資
金
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。
半
夏
生
を
き
っ
か
け
に
鍛
治
島

は
、
歩
い
て
、
眺
め
て
、
参
加
す
る
ヘ
ル
ス

ツ
ー
リ
ズ
ム
で
、
人
々
に
心
と
身
体
の
健

康
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

左から萩原誠さん、尾﨑みつえさ
ん、筆者、浦上正男さん、𠮷筋惠治
さん、社澤和好さん、西澤静男さん

てんぽうの里半夏生の

活動が平成29年度に

静岡県景観賞優秀賞

を受賞しました。

⬆左から岡本かねさん、店長
の娘の北川歩美さん、瀧下り
つ子さん、店長の社澤和子さ
ん、夫の社澤和好さん。

お惣菜「かづさ
や」の地元野菜など
を使った煮物やポテトサ
ラダが人気。社澤さんが自宅
車庫を改装して2016年に
オープン。移動販売やデイ
サービスでも販売し、買い物
が不便なお年寄りに喜
ばれています。

葉が白く
半化粧するから
半夏生という

説も！

ブルーベリー園の
瀧下進一さん。
数種類のブルー
ベリーの食べ比べ

が楽しい。
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「
と
う
も
ん
の
里
」
で
は
、
と
う
も
ん
の

会
の
方
々
が
中
心
と
な
っ
て
、
子
ど
も
た
ち

に
農
業
や
農
村
の
魅
力
を
伝
え
る
活
動
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
を
訪
れ

る
子
ど
も
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

私
た
ち
は
、
地
域
の
自
然
と
触
れ
あ
い
な
が

ら
、子
ど
も
た
ち
が
興
味
を
示
し
、楽
し
め
る

イ
ベ
ン
ト
の
企
画
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
昨
年
度
は
学
生
た
ち
が
製
作

し
た
竹
の
遊
具
で
子
ど
も
た
ち
と
遊
ん
だ

り
、
道
端
に
生
え
て
い
る
植
物
を
探
し
て
行

う
「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ビ
ン
ゴ
」
を
実
施
し
ま
し

た
。
ま
た
「
と
う
も
ん
の
里
」
で
見
つ
け
た

動
植
物
を
絵
に
描
い
て
、
自
分
だ
け
の
図
鑑

を
つ
く
る
「
と
う
も
ん
図
鑑
」
も
考
案
し
ま

し
た
。
今
年
度
は
、
チ
ョ
ー
ク
を
使
っ
て

「
と
う
も
ん
の
里
」
の
壁
一
面
に
お
絵
か
き

を
す
る
「
チ
ョ
ー
ク
ア
ー
ト
」
や
、
自
分
で

探
し
た
草
花
を
貼
り
付
け
て
絵
を
描
く

「
草
花
ア
ー
ト
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
「
昔
の
人
は
、
低
気
圧
や
高
気
圧
な
ん
て

気
に
し
ち
ゃ
い
な
か
っ
た
。
風
と
反
対
の
方

向
か
ら
台
風
が
や
っ
て
く
る
と
か
、
温
か
い

風
が
吹
い
た
ら
夏
が
や
っ
て
く
る
と
か
、
海

の
音
が
激
し
い
と
風
が
荒
れ
る
と
か
、
肌
で

自
然
を
感
じ
と
っ
て
、
生
活
を
し
て
い

た
。
」

　
こ
の
よ
う
に
先
人
た
ち
に
よ
っ
て
育
ま

れ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
知
識
や
経
験
は
、

今
で
も
地
域
の
人
び
と
の
暮
ら
し
に
生
き

続
け
て
い
ま
す
。
農
業
や
農
村
の
暮
ら
し

は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
身
近
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。「
と
う
も
ん
の
里
」
で
の
活
動
を
通
し

て
、
私
た
ち
は
農
業
・
農
村
の
魅
力
や
大
切

さ
に
気
づ
か
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
は
、
私
た
ち

自
身
の
暮
ら
し
を
見
つ
め
直
す
機
会
に
も

な
り
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
も
、
と
う
も
ん
の

会
の
方
々
と
連
携
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち

を
「
と
う
も
ん
の
里
」
に
呼
び
込
む
た
め
の

環
境
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
ゆ
き
ま
す
。

自
然
の
魅
力
を

次
世
代
の
子
ど
も
た
ち
へ

「
と
う
も
ん
の
里
」で

私
た
ち
が
学
ん
だ
こ
と

Shizuoka University

静岡大学では、農学部や地域
創造学環で、地域課題を解決
する能力を育むため、現地での
フィールドワークを行っていま
す。今回は「田園空間博物館　
南遠州とうもんの里」（以下、
「とうもんの里」と明記）での
取り組みを紹介します。

掛川市・袋井市・磐田市の南
部に広がる広大な田園地域
のことを「とうもん」と言い、
「稲面（とうも）」または「田面
（たおも）」がその言葉の由来
とされる。NPO法人とうもんの
会は、とうもんの里総合案内
所を拠点に、住む人が誇りを
持ち、来る人との心豊かなふ
れあいを創造していくことを目
的に、地域で営まれる農業や
農村文化の情報発信、体験
交流等を行なっています。

とうもんの里
とうもんのさと

地
域
創
造
学
環
で
は
、
2
0
1
6
年
度
よ
り
N
P
O
法
人

と
う
も
ん
の
会
と
連
携
し
、「
と
う
も
ん
の
里
」
で
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
を
「
と
う
も
ん
の
里
」
に
呼

び
込
む
た
め
の
環
境
づ
く
り
を
目
的
と
し
、
さ
ら
に
学
生

た
ち
が
そ
の
「
鍵（
k
e
y
）」に
な
る
と
の
思
い
を
込
め
て

「
K
e
e
Y
M
o
n
（
キ
ー
モ
ン
）」
を
合
言
葉
に
活
動
を
し

て
い
ま
す
。

●車／東名高速掛川ICから約２０分 
●電車・バス／JR袋井駅南口から
秋葉バスサービス秋葉中遠線に乗
車、「石津」下車、徒歩10分

掛川市山崎233
（とうもんの里）

❶

❶学生が製作した竹馬
❷自然を使ってネイ
チャービンゴ
❸地元の人に教わって
みかんゼリーづくり
❹地元NPO法人とうも
んの会の方々

文
：
久
保
山
健
太
（
地
域
創
造
学
環
3
年
）

フィールドワークレポート静岡大学

自由に
お絵かき！
チョークアート

❸

❹

切って！
貼って！
草花アート

❷

むらのおと 13



●車／新東名高速島田金谷ICから国道473号経由
で約60分　
●電車・バス／大井川鐡道駿河徳山駅下車

伝統文化継承のほか、さくらの郷づくりや、ホ
タルの保全、自然観察公園（ときどんの池）の
維持管理などに地域ぐるみで取り組んでいま
す。毎年4月に開催される徳山さくらまつりで
は、しだれ桜やソメイヨシノが咲き誇り地域全
体が桜に彩られ、多くの人で賑わいます。

自家栽培の野菜
を使った、愛情
たっぷりのお昼
ごはん 「これぞ
日本の味」 ▼

　大井川の中流域に位置する徳山には、国指定
重要無形民俗文化財の「徳山の盆踊」や県指定
無形民俗文化財「徳山神楽」が継承されています。
　「徳山の盆踊」の一つ「鹿ん舞」は500年程前
から継承されている徳山だけの珍しいもので、鹿
の神様を奉ると同時に、舞いながら鹿が農地を
荒らさないように祈ります。この両側面があるのは
驚きでした。なぜなら、ブラジルの神様が悪行を
行うことは全くないからです。ゴイアス州には、「カ
ヴァリアダス（馬上槍試合）祭」があり、変った牛の
お面をかぶります。日本とは反対に位置するブラ
ジルの祭りと徳山のお面の、その「とぼけた表情」
がよく似ているのが不思議だと思いました。
　「徳山の盆踊」は見物客も大歓迎！もちろん外
国人の皆様も！お面をかぶって写真が撮れたり、
簡単なしぐさも教えてくれます。
　また、踊り手を確保するため、小学校の学習発
表会で取り組んだり、地区外の子にも声を掛けた
りして工夫しています。この魅力的なお祭りが、こ
の先も継承されていくよう応援したいです。

　徳山の豊かさを味わうのには、農家民宿を利
用するのがおすすめです。なんと、これまで利用
した人の半数以上が、外国人だそうです。
　自家栽培の野菜を使った手作りの料理が魅
力で、「あしたばの宿」の横澤さん夫婦が一生懸
命、食べ切れないほどの宴を用意してくださいま
した。お二人が優しく気さくに接してくれて、アット
ホームな時間を過ごすことができ、このような家
庭的な触れ合いが、外国人を惹きつけているん
だと実感しました。

　徳山にも他地域同様、少子高齢化などの課題
はありますが、近年移り住んで来る若い人たちも
いるそうです。住み慣れた方々は、なぜなのかは
わからないと話しますが、実際に徳山を訪問し、
文化や自然、そして地域住民の方 と々接してみる
と、都会の暮らしでは不足しがちな、人と人、ある
いは人と自然との濃密な関わりを、この徳山では
充足できるからだという気がしました。
〈文：チアゴ・フェルナンド〉

むらのおとフォリナーズアイ

日本の伝統文化を体感！ 忘れられないお父さんお母さんの
Ｏ・ＭＯ・ＴＥ・ＮＡ・ＳＨＩ！！

日本の若い世代そして
外国人を惹きつける徳山の魅力

川根本町徳山1369
（徳山コミュニティ防災センター）

鹿ん舞の舞台浅間神社の前で。徳山古典芸能保存会　左から上野信吾さん、林泰明さん、澤本等さん、右側の鹿チアゴさん、左側の鹿ヨザさん

アディダヤ・ヨザ【インドネシア】チアゴ・フェルナンド【ブラジル】
静岡県くらし・環境部多文化共生課  国際交流員 静岡県くらし・環境部多文化共生課  国際交流員

「鹿」になるための棒さばきを習う。意外と
簡単！（ヨザさんは、苦戦！）

徳山のすぐそばにある
「フォーレなかかわね茶茗
舘」で、川根茶を味わう。淹
れ方でこんなにも味が変
わるなんて！茶文化に触れ
る貴重な体験でした。

徳山
とくやま

大人の
ためのかき氷「川
根紅茶のグラッタ
ケッカ」 外国人にも
ウケること間違い

なし！

お 父 さ ん
（横澤幹三さ
ん）とお母さん（く
みこさん）と一緒に
　「コンドハ、トマ
リタイヨ！」 樹齢1000年を超える

「浅間神社の鳥居スギ」から
パワーチャージ！

カヴァリアダス祭の
お面「似ている・・・」

14



❷

静岡市葵区の足久保地区は、静岡茶
発祥の地と言われるエリア。お茶の
栽培に適した気候で、今も良質なお
茶を生産しています。ここを訪れた
なら、急傾斜地を利用した石積みの
段々茶畑は必見。山間にモザイク模
様のように広がる茶園は、とても美
しく、歴史の石積みを感じさせます。

歴史を感じる石積みは
静岡茶のルーツ

有東木は、わさび栽培の発祥地。地元のお母さん
たちが切り盛りする地場産品販売所「うつろぎ」で
は、手打ちそばとともに、わさびの葉の天ぷらも味
わえます。わさび漬け、わさびのり等の加工品に加
え、お茶やほう葉餅等も販売しています。わさび漬
け体験やそば打ち体験も人気です（要予約）。

わさび栽培の発祥地！
葉っぱの天ぷらは必食の美味

オクシズエリア

1.手打ちそば、地元食材の天
ぷら、わさび漬け、わさびのり
などがセットになった「うつろ
ぎ定食」は有東木の名物。
2.標高約600ｍという高地にあ
る「うつろぎ」。清流のせせらぎ
を聞きながら食事ができます。
3.有東木のわさびは、シャープ
な辛味と後味に残るほのかな
甘みが特徴。絶品です。

N

❹

❸
静岡市の繁華街から車で30分圏内。豊かな山村
の風情が味わえる玉川地区の名物は農産物加工
所「玉ゆら」の「玉ゆらまん」です。地元の食材を
ふんだんに使った焼き饅頭には自然の恵みがいっ
ぱい。地域に流れる中河内川は、キャンプ、バー
ベキュー、川遊びのスポットとしても人気です。

名物「玉ゆらまん」は
売り切れゴメンの人気商品

静岡市の大代地区は、標高約
720ｍの急斜面に茶畑が広が
り、静岡のマチュピチュと呼ば
れています。特産品は、原木
で育てたシイタケ。肉厚で味
が濃く、香りが強いのも特長
です。志村農園ではシイタケ
狩りが体験でき、採ったシイ
タケはその場で炭火焼きにし
て食べることもできます。

風味豊かな
原木しいたけに舌鼓

静岡市葵区有東木280-1 ☎054-298-2900
●時間／平日10：00～15：00、土日祝9：00～16：00
●休日／第３火曜、年末年始、農繁期（５月上中旬、詳し
くは問い合わせ）
●交通／車：新東名高速 新静岡ICから県道29号経由約40分
電車・バス：JR静岡駅からしずてつジャストラインバス「安
倍線」運転免許センター行き（麻機行き除く）「有東木橋」
下車すぐ（約75分）

●期間／毎月第3土曜（茶畑保全活動）
●時間／9：00～16：00　
●交通／車：新東名高速新静岡ICから県
道29号、205号経由約20分
電車・バス：JR静岡駅からしずてつジャス
トラインバス美和大谷線奥長島行き「奥
長島」下車

静岡市葵区落合742 ☎054-292-2522
●営業／毎週土・日曜の10：00～15：00
●交通／車：新東名高速 新静岡ICから県道27号経由約20分
電車・バス：JR静岡駅からしずてつジャストラインバス安
倍線・上落合行き「奥の原」下車(約60分）

「うつろぎ
定食」

（1,050円
）

「ふじのくに美しく品格のある邑」をエリアごとに案内する「むらとりっぷ」。
今号はオクシズエリアにある〝食"やアクティビティの人気スポットを紹介。
一度訪ねてみれば、きっと新しい邑の魅力と出合えるはず。

駿河湾

静岡
静岡IC

藤枝岡部IC

静岡スマートIC

清水いはらIC

清水IC新静岡IC

安倍川

静岡県庁

29

205

27

60

新東
名高
速道
路

中
部
縦
貫
自
動
車
道

茶園風景（静岡
のマチュピチュ）
志村農園

縁側カフェ

湯ノ島温泉

東静岡

草薙

清水

久能山東照宮

150

362

黒俣の大イチョウ
水見色きらく市

玉ゆら❸

❷

だんだん茶畑❶

❽

❼

❻

❹

❺

うつろぎ

1

静岡市

藤枝市

焼津市

東
名
高

速道
路

だんだん茶畑奥長島（足久保）

❶

うつろぎ
（うとうぎ）

有東木農林産物加工販売所

玉川

玉ゆら農産物
加工所

たまゆ
ら

　静岡市葵区足久保奥組
☎054-221-2646（静岡県農地整備課：
しずおか棚田・里地くらぶ事務局）

　静岡市葵区梅ヶ島2512（志村農園）  
☎054-269-2006
●時間／10：00～15：00（不定休）
●交通／車：新東名高速 新静岡ICから県道29
号経由約60分
電車・バス：JR静岡駅からしずてつジャストライ
ンバス「六郎木」下車（約80分)、徒歩約40分

土地の形状を利
用した、石積み
の段々茶畑は足
久保地区のシン
ボルです。

1

2 3

清流・中河内川
のせせらぎも聞
こえてきます。

生地に地元の里芋を
練り込んだ「玉ゆらま
ん」。具材はあんこ、
切干大根や季節の具
材を詰めたものも。
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（有東木）

（大沢地区）

（大代）

（玉川）

（奥藁科・大川）

（奥長島〈足久保〉）

（水見色）
（清沢）



❺

❽

藁科川沿いにある湯ノ島温泉は、川のせせ
らぎや山々の緑が楽しめる名湯。ナトリウム
炭酸水素塩泉の泉質は、肌がすべすべに
なると話題。新東名SAスマートICから車で
約30分というアクセスの良さも人気の理
由。広い休憩所（120人収容）では手打ち
蕎麦やおでん等の食事もできます。

好アクセスの名湯で
のんびりゆったり

民家がお茶とお茶請けを提供する
「縁側カフェ」が大人気。地区の全
23世帯中、毎回10～12軒ほどが自宅
の軒先を開放します。各農家による自
園自製のお茶は、それぞれに風味が
異なり、何度訪れても新しい発見が。
心のこもったお茶請けも魅力。何軒も
はしごするカフェ巡りがおすすめ。

心が落ち着く
贅沢な時間を満喫

❼
地元のお母さんたちが運営する「水見色き
らく市」は、商品開発に力を入れたメ
ニューが自慢。こんにゃく唐揚げ、クロワッ
サンたい焼き、がんもどき、みそカレーな
ど、バラエティーに富んだ地元グルメは要
チェックです。季節ごとに行われる食体験
や自然体験プログラムも見逃せません。

ユニークな地元グルメで
豊かな山村を味わう

黒俣川沿いの坂野集落に屹立する「黒俣の大イ
チョウ」は樹高20m、周囲8.7ｍ、推定樹齢500
年を誇る静岡県指定天然記念物です。11月中旬
から12月上旬にかけて紅葉の見ごろを迎え、近
くには周囲を一望できる展望台もあります。手前
に並ぶ赤鳥居とのコントラストもキレイです。

樹齢500 年の天然記念物！
見頃は11月中旬から12月上旬

　静岡市葵区湯ノ島304-３  ☎054-291-2177

1.山々に囲まれた斜面に広が
る大代地区の茶畑は、インカ
帝国（現ペルー）の遺跡、マ
チュピチュを思わせます。
2.志村農園の原木シイタケ狩
りは一人1,500円～（要予約）。
滋味あふれる風味をぜひ！

1 .山紫水明なロ
ケーションに建つ湯
ノ島温泉。　2.温泉
の休憩所に併設さ
れた玄国茶屋。藁科
川を眺めながら食
事もできます。

1.地域の人たちと会話が
弾む「縁側カフェ」。毎回
通うリピーターや首都圏
から訪れるファンも。
2.お茶とお茶請け。地場
産品のお土産を販売して
いるところも。

こんにゃく唐揚げ
は、手作りこんにゃ
くをタレに漬け込
んだ唐揚げ。お
肉のような食感。

道路を挟んで反
対側にある展望
台からは周辺の
見事な景観も楽
しめます。

●開催日時／毎月第２・第４日曜
　【4～10月】10：00～15：00
　【11～3月】10：00～14：00
●休憩料／一人300円
●交通／車：新東名高速 新静岡ICから県道27
号、189号経由約40分
電車・バス：JR静岡駅からしずてつジャストライン
バス安倍線横沢行き「大沢入口」下車、徒歩20分

　静岡市葵区大沢276  ☎054-292-2656

●開催日時／毎月第２・第４日曜
　【4～10月】9：00～17：00
　【11～3月】9：00～16：00
●休館日／毎週火、第1・3木曜、８月14～16日、12月
29日～1月４日
●交通／車：新東名高速 静岡スマートICから国道
362号経由約30分
電車・バス：JR静岡駅からしずてつジャストラインバス
藁科線水見色行き「水見色公民館前」下車（約45分）

　静岡市葵区水見色808-1  ☎054-279-0766

静岡市葵区黒俣字田島沢
●交通／車：新東名高速静岡スマートICから国道
362号、県道32号経由約30分  ※駐車場なし
電車・バス：JR静岡駅からしずてつジャストラインバ
ス藁科線久能尾行き終点「久能尾」下車（約1時間）、
徒歩約70分　

●時間／9：30～16：30（入場は16：00まで）
●休館日／毎週木曜（祝日の場合は翌日）、年末年始
（12月29日～1月2日）
●料金／大人：500円、小人：200円
●交通／車：新東名高速 静岡スマートICから国道362
号、県道60号経由約30分
電車・バス：①JR静岡駅からしずてつジャストラインバス
藁科線日向行き「日向」下車、徒歩30分　②JR静岡駅か
らしずてつジャストラインバス藁科線日向行き「谷津バ
スターミナル」下車、谷津から湯ノ島温泉までデマンドバ
ス（事前予約制）が運行。デマンドバス問い合わせはしず
てつジャストライン（☎054-277-0622）

黒俣の大イチョウ
くろまたのおおいちょう

清沢

水見色きらく
市

みずみ
いろき

らくい
ち

水見色

湯ノ島温泉ゆのしまおんせん

奥藁科・大川

縁側カフェえんがわかふぇ

大沢地区

❻

湯ノ島温泉の泉
質はナトリウム炭
酸水素塩泉。無色
透明ですが、入浴
後は肌がすべす
べに。

大代

茶園風景（静岡の

マチュピチュ）

1

1

1

2

2

2
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伝統ある祭典。盆踊り、子供
相撲大会、打ち上げ花火等を実施

金毘羅神社の祭典

金比羅神社境内
問天子ケ岳の郷保存の会（書記：渡邊和良） ☎0544‐54‐1332
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SUN MON TUE WED THU FRI SAT

勤労感謝の日

文化の日

体育の日

即位礼正殿の儀

裾野市パノラマロードを花でいっぱいに
する会菜の花種まきイベント
裾野市パノラマロードを花でいっぱいにする会の会員（市民・
団体）とボランティアによる菜の花の種まきイベント

問裾野市パノラマロードを花でいっぱいにする会
事務局（担当：勝又） ☎055‐995‐1823（農林振興課）   
●1人1本飲み物を支給

裾野市須山地区 ※駐車場無料パノラマ遊花の里
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2
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1

8
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29

SUN MON TUE WED THU FRI SAT
月

敬老の日

秋分の日

※ご意見とともに、住所・氏名・電話番
号・年齢をご記載ください。
※頂いたご意見は次号以降で掲載させ
ていただく場合があります。
※個人情報は、連絡のため以外には使
用いたしません。

〒420-8601　
静岡県静岡市葵区追手町9番6号　
静岡県経済産業部農地局農地保全課
FAX 054-221-2809
E-mail : nouchihozen@pref.

shizuoka.lg.jp

西部

中部

東部

伊豆

9月7日（土）  
16:00～20:00

10月12日（土）

天子ヶ岳の里

9:00～11:00（雨天は13日）

稲刈り、蓮華（レンゲ）の種まき体験。新米やらまいか２㎏つき

稲刈り体験

ファームカモ田圃
浜松市西区雄踏町山崎　※駐車場あり　
問地域活性化プロジェクトらびりんすゆうとう（担当：加茂
博子）  ☎090‐4112‐8410  ●会費／2,0００円

10月20日（日）  14:00～16:00
らびりんすゆうとう

9月14日（土）～16日（月・祝）

皇室にも献上される森の特産品、治郎柿の収穫時期
治郎柿の収穫時期

各直売所
問森町役場産業課 ☎0538‐85‐6315

周智郡森町

稲刈り後の棚田で、プロのアーティスト等を呼んで音楽祭
を実施。他にも食べ物や雑貨の露店も出店

棚田フェス in 棚田音楽祭

石部棚田
ウンド駐車場を利用（無料・会場まで送迎あり）　問松崎町
役場企画観光課 美しい村推進係 ☎0558‐42‐3964

賀茂郡松崎町石部  ※旧三浦小学校グラ

10月～11月
森町南部

龍山の特産品や美味しい秋の味覚に出会う。

ほっとぴあ龍山産業祭

龍山総合運動場 浜松市天竜区龍山町戸倉
※駐車場あり　問ほっとぴあたつやま産業祭実行委員会
浜松市龍山協働センター ☎053‐966‐2111   ●参加無料

11月10日（日）

11月10日（日）  9:00～12:00

ほっと龍山

芋掘り会
６月に蔓挿しをした畑で芋掘り。焼き芋にして頂く。

焼津市方ノ上
問方ノ上美農里事務局（担当：平井） ☎054‐629‐1607　
●参加無料

閻魔堂広場（集合）

10月6日（日） 14:00～
方ノ上

餅つき大会
地元で収穫した古代米で餅つき。つきたてを美味しく頂く。

焼津市方ノ上
問方ノ上美農里事務局（担当：平井） ☎054‐629‐1607
●参加無料

閻魔堂広場（集合）

10月12日（土） 14:00～
方ノ上

八幡神社祭典
様々な良縁祈願計七神社を祀る八幡神社の、年に一度の
祭典。地元当番組手作りのおもてなしも。

川根本町久野脇付近
問坂本政司 ☎090‐5860‐1032
三津間集落センター近く

10月12日（土） 
縁結びの村くのわき

パノラマ遊花の里

県指定民族無形文化財 湯立神楽

沼田子之神社
問沼田ホタルねっと（代表 根上孝吉） ☎090‐7859‐3570

御殿場市沼田238  ※駐車場あり

沼田ロマンチック街道

無病息災と豊年を祈願し湯立神楽の舞を奉納する。

10月26日（土）  18:00～（雨天中止）

10月下旬～11月中旬

平成棚田ウォーキング大会

原川親水公園白糸土地改良記念碑前
富士宮市原1793　※白糸小学校駐車場を利用
問白糸の里事務局（担当：佐藤）  ☎090‐2181‐3962
●参加費無料（昼食に白糸こしひかり塩おにぎりと豚汁・
新米販売）

原川親水公園出発・白糸自然公園・白糸の滝・駒止の桜・平
成棚田・原川親水公園まで約3時間コース

白糸の里

ざる菊畑見ごろ

富士宮市内房
（県道清水富士宮線沿い）
※隣接閑地に駐車可
問内房里づくりの会事務局（担
当：鈴木隆） ☎090‐5623‐9599

県道沿いの遊休農地1100㎡
にざる菊1500本が開花

内房の里

県指定の無形民俗文化財の「徳山
の神楽」を奉納する。

徳山神社祭典
徳山神社境内

※徳山コミュニティ防災センターに駐車場あり　問徳山コ
ミュニティ防災センター内徳山区事務所 ☎0547‐57‐2843

榛原郡川根本町徳山地内

徳山
10月13日（日） 

遊休地を利用したコスモス畑。地元農産物などの販売も。

コスモスイベント

殿公会堂
問岡部総合案内所 ☎054‐667‐6060

藤枝市岡部町殿５２４ 付近

殿
10月中旬～下旬の土日

11月9日（土）  振替休日

富士宮市村山

平成23年から現在まで半野佐折区区民
が植栽した彼岸花の開花を撮影する。

彼岸花写真コンクール

半野佐折地区の彼岸花を植栽した道路

9月20日前後の彼岸花開花時期
天子ヶ岳の里

富士宮市半野佐折　問天子ケ岳の郷保存の会
（書記：渡邊和良） ☎0544‐54‐1332

猪之頭振興協議会で新商品の「金時落花生のピクル
ス」試食販売

JR東海さわやかウォーキング

あさぎりフードパーク
問NPO法人猪之頭振興協議会 ☎090‐8672‐2388

10月5日（土）  8:30～15:00
五感で癒される湧水の里いのかしら

富士宮市根原449‐11

石部赤根田村百笑の里

３日間でアルプホルンセミナーを開催。３日目は受講生の
発表会とコンサートがあります。

アルプホルンセミナー

旧熊中学校
問NPO法人夢未来くんま
☎053‐929‐0050（担当：大平） ●定員／定員20名
●会費／20，０００円（宿泊料は含まない） 

夢未来くんま

浜松市天竜区熊2153 ※駐車場あり

むらのおと 17



恩地町みどり朝市

地域いきいき共生！恩地町環境みどり会

浜松市南区恩地町443  ※駐車場あり  
問地域いきいき共生！恩地町環境みどり会
（代表：見野）  ☎053-426-2888

恩地町公会堂広場
地元の農産物販売

竜ヶ石山～西四村の里～

※オープンデッキ、トイレ、駐車場あり
問里山元気もりもり隊西四村ふるさとの会
☎053-543-0108（竜ヶ岩洞：小野寺）  

竜ヶ石山ハイキングコース

竜ヶ岩洞（集合）
標高359.1ｍ棚田の緑と遠州灘のコントラスト

浜松市北区引佐町田畑193

通　年

毎月第3日曜日  9:00～9:30

人・自然の暮らしぶりを味わう里山めぐり
オープンハウス  ぷぶふの日

天方・三倉地区
問森町ツーリズム研究会 ☎0538‐85‐6315

天方

信長公黄葉まつり

富士山西山本門寺 富士宮市西山671

問信長公黄葉まつり実行委員会（芝川商工会）
☎0544‐65‐0273
●JR富士宮駅からシャトルバス運行

信長公首塚に纏わる供養祭から始まり、武者行列・
火縄銃演武など盛りだくさんのイベント。楽市楽
食・信長夢の食街道も行われる。

柚野の里

11月中旬

手作りの工芸品
が並ぶ。

森町クラフトフェア
アクティ森

周智郡森町問詰1115‐1 ※無料駐車場あり
問アクティ森 ☎0538‐85‐0115

天方
11月23日（土・祝）・24日（日）

龍山ふれあい文化祭の屋外イベントとして、歌
謡ショーや串芋、五平餅など販売

ほっと龍山 秋の実・感謝祭

龍山森林文化会館駐車場
浜松市天竜区龍山町瀬尻982‐2  ※駐車場あり
問NPO法人ほっと龍山（担当：内山）
☎053‐986‐0360

11月24日（日）
ほっと龍山

小学生を中心にお米の一生を学習する取り組み
の中の「最後のイベントで食べて楽しもう」を開催

餅つき大会

西大山集会所
浜松市西区大山町  ※駐車場あり
問和地ふるさと会 西大山地区(担当：豊田啓一）
☎053‐486‐3664、090‐8672‐7581
●定員25名（最小敢行人数10名）、参加無料

11月24日（日） 10:00～12:00
和地ふるさと会

川沿いの散歩道で紅葉が楽しめる。
小國神社紅葉見頃

小國神社
周智郡森町一宮3956‐1  ※無料駐車場あり
問小國神社 ☎0538‐89‐7302  
●シャトルバスあり（紅葉期間中）

11月下旬
一の宮の里

山芋掘り体験・とろろご飯、他亥の子ぼた餅づくり
ドラゴンママ「食」体験

ドラゴンママ加工場
浜松市天竜区龍山町瀬尻930‐1  ※駐車場あり
問ドラゴンママ加工場　☎053‐968‐0011
●定員／20名　
●会費／3,500円（10歳以下2,000円）

11月17日（日）
ほっと龍山

11月10日（日）  9:00～15:00

芝川日和「柚野の里まつり」

富士山縄文の里「大鹿館」
富士宮市 大鹿窪1556 
問柚野の里まつり実行委
員会（富士宮市観光課）
☎0544‐22‐1155
●最寄りの駐車場
からシャトルバス運行

国指定の大鹿窪遺跡の歴史と、里山の自然あ
ふれる柚野地域を楽しめるイベントで、美味し
い食の出店も楽しめる。

柚野の里
11月23日（土・祝）  9:00～15:00

伊豆見高入谷高原温泉紅葉
ふれあいまつり

伊豆見高入谷高原温泉
河津町見高2064‐13　※駐車場あり
問伊豆見高入谷高原温泉☎0558‐32‐3556
●小雨決行

農産物即売・もちつき他

11月23日（土・祝）  10:00～14:00

ＪＲ東海さわやかウォーキング
「ようこそ秋の三島へ
 ～テクテク銀杏並木を街道散策～」

三島市文教町イチョウ並木周辺及び
源兵衛川上流など

問三島市商工観光課　☎055‐983‐2656
●定員／30名　
●会費／2,500円（3～10歳1,500円、2歳以下無料）

※駐車場あり（少）

約600ｍに渡るイチョウ並木の黄葉を楽しみ、源兵
衛川を巡るウォーキング

中郷地区
11月16日（土） 

彼岸花植栽及び9月20日前後の彼岸花写真の審査
及び表彰

彼岸花植栽及び彼岸花
写真コンクールの成績発表会

半野区民館
問天子ケ岳の郷保存の会（書記：渡邊和良） 
☎0544‐54‐1332

11月17日（日）  10:00～14:00
天子ヶ岳の里

富士宮市半野550‐1

農産物品評会、三島箱根西麓及び中郷地区を含
む三島・函南地区の農産物即売会等

第27回JA三島函南農業祭（畜産祭り）

長伏公園
問三島函南農協 総務課 ☎055‐971‐8211

12月1日（日）  9:00～14:00
三島箱根西麓地区／中郷地区

三島市長伏274‐3

三島のグルメや箱根西麓三島野菜などの特産品を
多数集め、「食と食育のまち三島」をＰＲするイベント

三島秋まつり
～三島フードフェスティバル2019～

水上通り、ほか市内各所
問三島フードフェスティバル実行委員会　
☎055‐983‐2766

11月23日（土・祝）  10:00～15:00
三島箱根西麓地区

伊豆見高入谷高原

11月23日（土・祝） 棚田散策・棚
田米で竹筒ご
はん作り大栗安 棚田ウォーク

大栗安の棚田（集合：くんま水車の里）
浜松市天竜区大栗安の棚田  ※駐車場あり
問NPO法人夢未来くんま（担当：石打良子）
☎053‐929‐0636
●会費／大人2,000円、小学生1,000円

夢未来くんま

12月7日（土）  9:30～14:00

冬の里山での伝統的な紙すき体験。里山を歩きな
がら、紙の原料となる植物も見学できる。

復活！ 鎮玉和紙をつくろう

的場四方浄公民館
浜松市北区引佐町的場512‐1  ※駐車場あり
問NPO法人ひずるしい鎮玉（担当：廣瀬稔也）
☎053‐544‐1045
●定員／30名（小学生以上） 
●会費／2,000円（材料費、保険料込み）

ひずるしい鎮玉

12月7日（土）・8日（日）  9:30～14:00

協働センターまつり初日のみ、餅つき大会とつきた
てお餅をふるまう（例年600食）。

和地協働センターまつり

和地協働センター
浜松市西区和地町  ※駐車場あり
問和地協働センター 
☎053‐486‐0253 ●参加無料

和地ふるさと会

（受付9：00～9：30）

地元産そば粉を使用
した手打ちそば・地場
野菜の販売

浮橋そばの里祭り
浮橋公民館

問伊豆の国市商工会 大仁支所  ☎0558‐76‐3060
伊豆の国市浮橋900‐5

12月1日（日）
浮橋

27種、370本のみかんがある「ふるさとみかん山」で
収穫体験やみかんを使った料理の試食会を行う。

ふるさとみかん山収穫体験

福祉センターきすみれ 
ふるさとみかん山

藤枝市岡部町内谷１４００‐１付近
問福祉センターきすみれ 
☎054‐667‐3144
●藤枝市在住、藤枝市在勤者
が対象。要事前申込み

岡部本郷
12月8日（日） 予定
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無料

気になるものがあったらぜひ「来て！」 「食べて！」 「見て！」 ください！！
あなたのちょっとしたアクションが、

農山村を盛り上げることにつながります。

https ://www.facebook.com/muradoki/
オフィシャルウェブサイト
http://www.fujinokuni-mura.net

Facebook

ふじのくに美しく品格のある邑づくり
情報発信チーム『邑ドキッ！』美しく品格のある邑 検索「ふじのくに美しく品格のある邑づくり」連合

www.shizuoka-murasapo.net
しずおか　むらサポ 検索

オフィシャルウェブサイト

Facebook
www.facebook.com/
shizuokamurasapo/

Instagram
www.instagram.
com/murasapo/

来て！食べて！見て！
魅力いっぱいの
農山村を応援しよう
まずは登録！
農山村の旬な情報満載のメルマガが
あなたのもとに届きます！！

◎企業の強みを農山村支援に活かしたい！→ 支援を求める農山村とマッチングします。

◎農山村を応援する法人・団体として「むらサポ」WEBサイトで紹介します。
企業や
大学も

大歓迎！

登録
無料登録はこちらから！

食べ
て！

旬な農産物や

特産品

来て！
イベントや農業体験、ボランティア活動

見て！
棚田や茶園、

花畑など季節の
美しい景観
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