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千
葉
県
神
崎
町
で
「
こ
う
ざ
き
自
然
塾
」
を
主
宰
す
る
鈴
木
一
司
は
、
か
つ
て
5
人
の
生

産
者
と
と
も
に
農
業
生
産
法
人
「
こ
う
ざ
き
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
21
」
を
指
揮
し
て
、
コ

メ
、
大
豆
、
小
麦
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
の
生
産
・
販
売
を
拡
大
し
て
い
た
リ
ー
ダ
ー
だ
っ

た
。
鈴
木
は
国
家
の
圃
場
整
備
事
業
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
土
地
に
最
先
端
の
機
械
を
導
入

し
、
ピ
ー
ク
時
で
作
付
面
積
80�

ha
と
い
う
大
規
模
経
営
を
実
践
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
3

年
前
、
鈴
木
は
会
社
と
農
地
を
手
放
し
ゼ
ロ
か
ら
の
出
発
を
図
る
。
そ
れ
は
ホ
ン
モ
ノ
の

農
作
物
を
つ
く
り
、
楽
し
い
農
業
が
し
た
い
と
い
う
動
機
に
由
来
し
て
い
た
。
鈴
木
の
い

う
「
楽
し
い
農
業
」
と
は
何
な
の
か
。�
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今
さ
ら
な
が
ら
だ
が
、
農
業
経
営
と
は

農
場
の
資
源
を
う
ま
く
利
用
し
て
、
農
家

が
豊
か
に
な
る
道
を
探
る
こ
と
だ
。
そ
の

た
め
に
農
家
は
市
場
の
動
向
を
見
き
わ
め

て
、
必
要
な
投
資
を
行
な
い
、
経
営
形
態

の
多
様
化
や
拡
大
を
め
ざ
す
。
そ
う
し
た

経
営
セ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
る
時
代
だ
。

こ
う
ざ
き
自
然
塾
代
表
の
鈴
木
一
司
も

ま
た
、
そ
う
し
た
農
業
経
営
の
リ
ー
ダ
ー

だ
っ
た
。
１
９
９
５
年
、
５
人
で
つ
く
っ

た
農
業
生
産
法
人
㈲
こ
う
ざ
き
グ
リ
ー
ン

サ
ー
ビ
ス
21
は
、
初
め
は
15�

ha
で
水
田
転

作
の
麦
や
大
豆
の
栽
培
を
は
じ
め
、
さ
ら

に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
契
約
栽
培
、
ヤ
マ
ト
イ

モ
や
黒
豆
、
枝
豆
な
ど
を
く
わ
え
て
、
耕

作
放
棄
さ
れ
た
農
地
を
借
り
て
経
営
面
積

を
拡
大
し
て
い
っ
た
。

若
い
頃
か
ら
「
で
か
い
農
業
が
や
り
た

か
っ
た
」
と
い
う
鈴
木
は
最
先
端
の
農
業

機
械
を
積
極
的
に
導
入
し
て
、
着
々
と
経

営
面
積
を
広
げ
、
ピ
ー
ク
時
に
は
延
べ
作

付
面
積
80�

ha
、
売
上
は
９
０
０
０
万
を
超

え
る
ま
で
に
成
長
し
た
。
大
豆
の
栽
培
･

加
工
、
さ
ら
に
直
売
も
行
な
い
、
年
間
を

通
し
て
生
産
と
販
売
を
行
な
う
仕
組
み
も

で
き
た
。
い
ず
れ
は
売
り
上
げ
１
億
、
面

積
も
将
来
的
に
２
０
０
ha
を
目
指
そ
う
と

い
う
勢
い
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
3
年
前
の
２
０
０
８
年
、

鈴
木
は
13
年
つ
づ
け
た
こ
う
ざ
き
グ
リ
ー

ン
サ
ー
ビ
ス
21
の
代
表
の
座
を
退
き
、
土

地
も
会
社
も
手
放
す
。
農
業
を
や
め
た
わ

け
で
は
な
い
。
一
人
に
戻
っ
て
グ
リ
ー
ン

サ
ー
ビ
ス
の
販
売
部
門
で
あ
っ
た
こ
う
ざ

き
自
然
塾
の
代
表
と
し
て
、
新
し
い
経
営

の
形
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
や
め
た
と

き
は
、
自
分
の
土
地
ま
で
グ
リ
ー
ン
サ
ー

ビ
ス
に
５
年
契
約
で
貸
し
て
い
た
た
め
田

畑
も
な
か
っ
た
。
長
年
の
経
験
と
信
用
は

あ
っ
た
と
は
い
え
、
か
ぎ
り
な
く
ゼ
ロ
に

近
い
出
発
だ
っ
た
。

最
先
端
の
農
業
機
械
を
用
い
て
「
で
か

い
農
業
」
を
目
指
し
て
い
た
鈴
木
が
、
ど

う
し
て
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
、
た
っ
た
一

人
で
再
出
発
を
図
っ
た
の
か
。
経
営
は
順

調
だ
っ
た
し
、
今
後
の
成
長
の
伸
び
し
ろ

も
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鈴
木
は

そ
の
路
線
を
自
ら
外
れ
る
こ
と
に
し
た
。

そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
か
。

拡
大
路
線
型
の
農
業
よ
り

今
で
き
る
「
楽
し
い
農
業
」
を
め
ざ
す

「
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
が
、
一

つ
に
は
〈
楽
し
い
農
業
〉
を
し
た
い
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
は
高
度
成

長
の
波
に
乗
っ
て
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

農
業
も
ま
た
多
額
の
投
資
を
し
て
、
大
型

の
機
械
を
導
入
し
て
規
模
を
拡
大
し
て
い

く
。
そ
う
い
う
成
長
路
線
で
発
展
す
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
で
も
、
無
理
に
規
模

を
拡
大
す
る
と
、
お
金
は
か
か
る
し
、
機

械
を
ど
ん
ど
ん
入
れ
れ
ば
そ
の
分
故
障
も

増
え
る
。
そ
れ
を
メ
ン
テ
し
た
り
買
い
換

え
た
り
す
る
の
に
、ま
た
費
用
が
か
か
る
。

そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
に
気
を
使
う
よ
う
に

な
る
と
、
何
の
た
め
に
農
業
を
や
っ
て
い

る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
い

う
農
業
は
楽
し
い
と
思
え
な
い
ん
で
す
」

農
業
を
趣
味
で
や
っ
て
い
る
人
や
、
エ

コ
ロ
ジ
ー
主
義
者
の
人
が
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
を
い
う
の
な
ら
わ
か
る
。
し
か
し
、

「
で
か
い
」「
最
先
端
」
の
農
業
を
目
指
し
、

実
際
に
そ
の
形
を
ほ
ぼ
実
現
し
て
い
た
鈴

木
の
口
か
ら
、
こ
う
し
た
あ
る
意
味
「
後

ろ
向
き
」
な
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
意
外

な
気
も
す
る
。
鈴
木
は
つ
づ
け
る
。

「
拡
大
路
線
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
作
っ

て
は
壊
し
、
作
っ
て
は
壊
し
を
く
り
返
す
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よ
う
な
や
り
方
で
す
。
そ
こ
に
は
終
わ
り

が
な
い
。
苦
労
し
て
機
械
を
次
々
と
導
入

し
、
苦
労
し
て
農
地
を
集
め
る
。
そ
う
や

っ
て
が
ん
ば
っ
て
い
て
も
今
回
の
よ
う
な

原
発
事
故
が
あ
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
５
年

先
ど
こ
ろ
か
来
年
ど
う
な
る
か
も
わ
か
ら

な
い
。そ
れ
よ
り
無
理
に
拡
大
し
な
い
で
、

今
で
き
る
範
囲
の
中
で
〈
楽
し
い
農
業
〉

を
目
指
し
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
お
金
も
使

わ
な
く
て
い
い
。
収
入
は
減
る
け
れ
ど
、

逆
に
そ
の
ほ
う
が
楽
し
い
し
、
本
当
に
い

い
も
の
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」

そ
れ
は
た
し
か
に
後
ろ
向
き
か
も
し
れ

な
い
が
、
む
し
ろ
積
極
的
後
ろ
向
き
と
も

い
う
べ
き
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う

に
も
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
方
向
転
換
の
き

っ
か
け
の
一
つ
と
な
っ
た
の
は
、
懇
意
に

し
て
い
る
老
舗
の
造
り
酒
屋「
寺
田
本
家
」

の
社
長
の
言
葉
だ
っ
た
と
い
う
。

寺
田
本
家
は
神
崎
町
で
3
3
0
年
つ
づ

く
老
舗
で
、現
社
長
は
23
代
目
に
あ
た
る
。

今
か
ら
25
年
ほ
ど
前
に
、
経
営
危
機
や
病

気
を
き
っ
か
け
に
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使

わ
な
い
お
米
で
、
無
添
加
の
酒
造
り
を
始

め
た
。
か
つ
て
は
醸
造
に
機
械
を
使
っ
て

い
た
が
、
今
で
は
機
械
を
使
わ
ず
す
べ
て

職
人
の
手
作
り
で
や
っ
て
い
る
。
そ
う
や

っ
て
作
っ
た
酒
が
評
判
に
な
り
、
今
で
は

全
国
の
フ
ァ
ン
か
ら
強
い
支
持
を
集
め
て

い
る
蔵
元
で
あ
る
。

５
、６
年
前
、
鈴
木
は
長
年
の
つ
き
あ

い
の
あ
っ
た
寺
田
社
長
に
「
酒
も
農
産
物

も
同
じ
。
農
業
を
や
る
な
ら
ホ
ン
モ
ノ
の

農
産
物
を
作
っ
た
ら
ど
う
か
」と
い
わ
れ
、

農
薬
や
肥
料
に
頼
ら
な
い
農
業
を
し
よ
う

と
決
め
た
。
ち
な
み
に
神
崎
町
は
古
く
か

ら
酒
造
り
を
は
じ
め
と
し
て
味
噌
や
醤
油

造
り
な
ど
発
酵
食
品
の
製
造
が
盛
ん
な

「
発
酵
の
里
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
ざ
き
自
然
塾
と
し
て
独
立
し
た
鈴

木
は
、
地
域
と
の
連
携
を
図
っ
て
、
収
穫

し
た
大
豆
を
加
工
し
て
自
家
製
味
噌
を
作

っ
た
り
、
寺
田
本
家
と
協
力
し
て
酒
の
仕

込
み
体
験
イ
ベ
ン
ト
を
行
な
っ
た
り
、
小

学
生
を
対
象
に
大
豆
の
種
ま
き
や
枝
豆
の

収
穫
体
験
を
さ
せ
た
り
と
い
う
企
画
を
実

践
し
て
い
る
。
楽
し
い
で
す
か
、
と
聞
く

と
、「
楽
し
い
で
す
ね
。
な
に
が
楽
し
い

か
と
い
う
と
、
農
業
を
通
し
て
人
と
人
と

が
つ
な
が
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
楽
し
い
農

業
な
ん
で
す
」
と
い
っ
て
鈴
木
は
笑
う
。

安
全
な
農
作
物
を

自
分
で
売
る
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り

鈴
木
は
兼
業
農
家
の
長
男
と
し
て
生
ま

れ
た
。
神
崎
町
に
は
専
業
農
家
は
少
な
か

っ
た
が
、
長
男
だ
っ
た
鈴
木
は
将
来
は
き

っ
と
農
業
を
や
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と

思
い
、
農
業
高
校
を
出
た
後
、
農
機
具
の

特
約
店
に
就
職
し
た
。
時
は
昭
和
40
年
代

半
ば
、
テ
レ
ビ
で
は
井
関
農
機
が
売
り
出

し
た
田
植
機
「
さ
な
え
」
の
C�

M
が
流
れ

て
い
る
頃
だ
っ
た
。
国
産
農
機
が
よ
う
や

く
本
格
生
産
さ
れ
始
め
た
時
期
だ
っ
た
。

1こうざき自然塾の理念・理想の詰まった書籍『発酵道—酒蔵の微生物が教えてくれた人間
の生き方』。著者は地元の酒蔵元「寺田本家」23代目当主・寺田啓佐氏。鈴木のオフィス
には寺田本家の家訓が掲示されている。2弟の正司さん（左）が生産部門の大黒柱。3大塚
チルド食品の商品名を冠したスタッフ向けの体験農場。企業向けにも体験の場を用意する。
4「発酵の里」メンバーの地元豆腐店“月のとうふ”にて。店主やお客さんと話が弾む。鈴
木の神崎在来大豆でつくる豆腐を求めて、茨城や東京から　もお客が訪れる。年間の大豆使
用量は約9t。一店舗で3ha分の大豆を使いきる。56豆腐は寄せ豆腐、堅豆腐のほか、絹と
木綿の４品。黒豆きなこ、味噌、煎り豆など、こうざき自然塾の大豆食がメイン商材だ。
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鈴
木
は
会
社
に
勤
め
つ
つ
、
土
日
に
は

家
の
農
業
を
手
伝
い
、
仕
事
の
暇
な
冬
に

は
雪
山
で
ス
キ
ー
の
指
導
員
を
し
て
い

た
。
国
産
農
機
の
黎
明
期
か
ら
農
機
具
会

社
に
勤
め
て
い
た
鈴
木
は
農
業
機
械
に
つ

い
て
最
新
の
知
識
を
吸
収
す
る
と
と
も

に
、
将
来
の
経
営
の
こ
と
を
想
像
し
て
、

こ
の
機
械
な
ら
何
ヘ
ク
タ
ー
ル
く
ら
い
行

け
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、

会
社
の
仕
事
は
楽
し
く
、
結
局
27
年
間
に

わ
た
っ
て
勤
め
つ
づ
け
た
。

農
機
具
会
社
を
や
め
て
専
業
農
家
と
し

て
本
格
的
に
就
農
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
90
年
か
ら
始
ま
っ
た
国
に
よ
る

土
地
改
良
と
圃
場
整
備
事
業
だ
っ
た
。
地

盤
の
低
か
っ
た
低
湿
地
帯
で
あ
っ
た
土
地

に
、
利
根
川
の
河
川
改
修
に
よ
っ
て
排
出

さ
れ
た
土
砂
を
大
量
に
盛
っ
て
、
圃
場
と

し
て
の
生
産
力
を
上
げ
よ
う
と
い
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
。

基
盤
整
備
は
１
７
０
ha
に
わ
た
っ
て
行

な
わ
れ
、
そ
こ
に
国
の
助
成
で
専
業
農
家

を
つ
く
る
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。
こ
れ

は
い
い
機
会
だ
と
い
う
こ
と
で
、
鈴
木
は

５
人
の
農
家
と
と
も
に
集
落
営
農
型
の
共

同
経
営
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が

先
ほ
ど
述
べ
た
こ
う
ざ
き
グ
リ
ー
ン
サ
ー

ビ
ス
21
で
あ
る
。
農
機
具
会
社
に
勤
め
た

知
識
と
経
験
を
生
か
し
て
、
必
要
な
各
種

の
農
業
機
械
も
独
立
前
に
導
入
し
た
。

「
こ
の
大
規
模
な
圃
場
整
備
は
21
世
紀
型

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
と

し
て
は
最
高
の
技
術
を
駆
使
し
て
行
な
わ

れ
ま
し
た
。
農
業
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が

一
体
と
な
っ
た
未
来
型
農
業
と
い
う
こ
と

で
表
彰
も
さ
れ
ま
し
た
。
土
地
を
集
約
し

て
、
一
集
落
一
農
場
と
い
う
国
の
奨
励
す

る
ポ
リ
シ
ー
に
乗
っ
か
っ
た
よ
う
な
形
で

し
た
。
私
も
イ
ケ
イ
ケ
な
勢
い
が
あ
っ
た

の
で
、
い
ず
れ
は
2
0
0
ha
を
や
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
大
型
機

械
も
ど
ん
ど
ん
入
れ
た
ん
で
す
」

大
規
模
な
集
約
化
を
め
ざ
す
一
方
で
、

鈴
木
は
有
機
農
業
界
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在

で
あ
る
中
島
紀
一
教
授
を
招
い
た
勉
強
会

の
世
話
役
を
務
め
、「
農
家
は
自
信
を
も

っ
て
売
れ
る
農
産
物
を
作
ら
な
く
て
は
な

ら
な
い
」
と
い
う
そ
の
主
張
に
強
い
感
銘

を
受
け
て
い
た
。
94
年
に
は
前
年
の
凶
作

の
影
響
で
特
別
栽
培
米
が
ブ
ー
ム
を
呼
ん

だ
。
安
全
で
お
い
し
い
コ
メ
を
自
分
で
売

る
。
鈴
木
は
付
加
価
値
を
つ
け
る
た
め
に

減
農
薬
の
コ
メ
の
生
産
・
販
売
を
始
め
た
。

そ
の
よ
う
な
安
全
な
農
作
物
を
自
分
で
売

る
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り
が
販
売
部
門
の
こ

う
ざ
き
自
然
塾
と
し
て
結
実
し
た
。

補
助
金
依
存
の
手
抜
き
農
業
よ
り

手
の
か
か
る
楽
し
い
農
業
を

鈴
木
が
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
を
や
め

て
、
こ
う
ざ
き
自
然
塾
と
し
て
独
立
す
る

き
っ
か
け
は
寺
田
本
家
社
長
の
「
ホ
ン
モ

ノ
の
農
産
物
を
作
る
」
こ
と
の
勧
め
に
あ

っ
た
と
先
に
述
べ
た
。
だ
が
、
も
う
一
つ

789�鈴木の母「よしこばあちゃん」直伝の味噌づくり。自然塾の活動を通じて、
地域の小学生に味噌の仕込み方が伝わる。麹のコメは無農薬無化学肥料栽培。味噌は
2種類。発芽玄米麹で仕込んだ「なんじゃもんじゃ発芽玄米味噌」と丹波黒大豆を使
用した「黒大豆味噌」。“なんじゃもんじゃ”は地元の神崎神社にある大樟(国指定天
然記念物)の名称に由来。�菜種は昨年から試験的に作付けを開始。今年から菜種油と
して、商品化と油づくりの体験メニュー化に向けて準備を進める。
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会
社
の
内
部
分
裂
も
影
響
し
て
い
た
。
グ

リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
は
水
田
転
作
の
小
麦
と

大
豆
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
面
積
を
や
れ

ば
や
る
ほ
ど
補
助
金
の
額
も
大
き
く
な
っ

た
。
し
か
し
、
鈴
木
は
補
助
金
が
な
く
て

も
大
丈
夫
な
経
営
を
目
指
そ
う
と
し
て
い

た
。
大
豆
の
加
工
や
ヤ
マ
ト
イ
モ
や
枝
豆

の
栽
培
な
ど
を
行
な
い
、
自
分
で
売
る
道

を
開
拓
し
た
の
も
そ
の
た
め
だ
っ
た
。
し

か
し
、
共
同
経
営
者
の
中
に
は
鈴
木
の
こ

う
し
た
や
り
方
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
者

も
い
た
。
そ
れ
な
ら
ば
袂
を
分
か
っ
て
、

別
々
に
や
ろ
う
と
鈴
木
は
考
え
た
。

「
補
助
金
が
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
も
ら
う
と
い
ろ
ん

な
締
め
付
け
が
あ
っ
て
か
え
っ
て
た
い
へ

ん
に
な
る
。
も
ら
っ
て
い
な
け
れ
ば
好
き

な
よ
う
に
で
き
ま
す
（
笑
）」

補
助
金
が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
栽
培

が
お
ろ
そ
か
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
大

豆
の
場
合
、
補
助
金
が
出
荷
代
金
よ
り
大

き
い
た
め
、
手
を
か
け
て
栽
培
し
て
も
適

当
に
や
っ
て
い
て
も
入
っ
て
く
る
額
に
あ

ま
り
違
い
が
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
手
を
抜
い
た
農
業
は
楽
し
く
な

い
、
と
鈴
木
は
い
う
。

鈴
木
が
栽
培
し
て
い
る
大
豆
は
千
葉
の

小
糸
在
来
と
い
う
品
種
だ
。
均
一
性
が
高

く
、
歩
留
ま
り
の
い
い
一
般
的
な
大
豆
に

く
ら
べ
て
栽
培
に
は
手
が
か
か
る
が
、
香

り
や
味
が
格
段
に
い
い
。
し
か
し
、
小
糸

在
来
は
奨
励
品
種
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も

あ
っ
て
今
年
ま
で
交
付
金
対
象
で
は
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
売
り
先
が
な
け
れ
ば
栽
培

は
難
し
い
。
鈴
木
は
、
こ
の
大
豆
を
加
工

し
て
豆
腐
や
味
噌
、
豆
菓
子
な
ど
を
つ
く

り
、
そ
の
売
り
先
を
確
保
し
た
。「
月
の

と
う
ふ
」
と
い
う
直
売
店
で
は
、
鈴
木
が

作
っ
た
在
来
品
種
を
用
い
た
手
作
り
豆
腐

が
毎
日
作
ら
れ
、
売
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

味
は
、こ
れ
ま
で
に
食
べ
た
こ
と
の
あ
る
、

ど
の
豆
腐
に
も
ま
し
て
濃
厚
で
、
コ
ク
が

あ
り
、
い
ち
ど
食
べ
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い

味
わ
い
だ
っ
た
。

「
こ
れ
が
楽
し
い
農
業
で
す
」
と
鈴
木
は

笑
っ
た
。

目
先
の
儲
け
よ
り

後
に
つ
な
が
る
も
の
を
作
っ
て
い
く

鈴
木
が
農
業
を
す
る
に
あ
た
っ
て
考
え

て
い
る
こ
と
は
、「
自
然
と
の
調
和
」「
微

生
物
と
の
か
か
わ
り
」
そ
し
て
「
人
と
の

つ
な
が
り
」
で
あ
る
と
い
う
。

「
仕
事
は
楽
し
く
な
い
と
つ
づ
き
ま
せ

ん
。
で
は
、
農
業
を
し
て
い
て
楽
し
か
っ

た
り
、
う
れ
し
か
っ
た
り
す
る
の
は
ど
ん

な
と
き
か
。
そ
れ
は
、
で
き
た
農
産
物
を

お
い
し
い
と
い
っ
て
も
ら
え
た
と
き
や
、

都
会
の
人
が
農
業
を
楽
し
ん
で
い
る
の
を

見
た
と
き
や
、
大
勢
の
人
と
交
流
で
き
た

と
き
な
ん
で
す
。
人
と
人
と
の
縁
や
輪
が

で
き
る
こ
と
が
楽
し
い
、
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
。
そ
う
や
っ
て
、
人
と
人
と
が
つ

な
が
る
と
、
そ
こ
で
物
が
動
い
て
、
お
金

�こうざき自然塾のパンフレット。「自然に学び、自然を愛する」が
モットー。農場や地元食の生産活動を一般に塾として開放し、稲作から
味噌づくり、豆腐づくり、酒づくり、パンづくり、料理教室までさまざ
まな体験ができる。食関連事業者を中心に地元の有志がつくる「発酵の
里」メンバーが連携し、講師を務める。�味噌の仕込みを体験した小学
生からの御礼の手紙。�「駅前たんぼ教室」に参加する生徒らがつくっ
たかかし。JR下総神崎駅のホームのすぐ隣りに立地。田植えと稲刈りだ
けでなく、種まきから除草、天日干し、乾燥・脱穀・脱穀・もみすり・
精米・袋詰めまで一連の工程を体験できる教室。10月には収穫祭でもち
つきも。1区画100㎡で20組の実習生を募集。会費は区画当たり36,000
円。スタッフ間で広報、商品管理、イベント担当の役割分担をする。
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も
動
く
。
大
切
な
の
は
、
ま
ず
人
と
の
つ

な
が
り
な
ん
で
す
。
農
産
物
流
通
は
こ
れ

ま
で
農
協
が
担
っ
て
い
た
の
だ
け
ど
満
足

の
い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
自

分
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
と
し
て
や

ろ
う
と
い
う
わ
け
で
す
」

そ
こ
で
、
こ
う
ざ
き
自
然
塾
で
は
田
植

え
教
室
や
収
穫
祭
、
味
噌
造
り
教
室
、
か

か
し
づ
く
り
な
ど
子
ど
も
た
ち
を
巻
き
込

ん
だ
イ
ベ
ン
ト
を
し
た
り
、毎
年
春
、代
々

木
公
園
で
行
な
わ
れ
る
「
ア
ー
ス
デ
イ
東

京
」
に
出
店
し
た
り
し
て
い
る
。
地
元
の

学
校
と
の
連
携
に
あ
た
っ
て
は
寺
田
本
家

の
協
力
も
あ
る
。
ま
だ
町
民
の
積
極
的
参

加
が
少
な
く
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
と
し
て
は
、
今
一
歩
盛
り
上
が
り
に
欠

け
る
点
が
あ
る
が
、
鈴
木
は
「
と
に
か
く

活
動
を
続
け
て
、
実
績
を
つ
く
っ
て
認
め

て
も
ら
う
し
か
な
い
」
と
考
え
て
い
る
。

３
年
前
、
ゼ
ロ
に
戻
っ
て
始
め
た
農
業

だ
が
、
学
生
時
代
の
先
輩
に
稲
を
作
っ
て

く
れ
と
頼
ま
れ
、
そ
の
作
業
を
見
て
い
た

別
の
人
が
、
自
分
の
と
こ
ろ
も
や
っ
て
ほ

し
い
と
い
わ
れ
て
管
理
す
る
土
地
が
徐
々

に
増
え
て
い
っ
た
。
グ
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス

に
貸
し
て
い
た
土
地
も
昨
年
12
月
に
戻
っ

て
き
て
、
今
で
は
30�

ha
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
順
調
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な

い
。
福
島
原
発
の
事
故
の
影
響
で
宅
配
契

約
を
し
て
い
た
顧
客
か
ら
は
次
々
と
キ
ャ

ン
セ
ル
が
出
て
、注
文
も
減
っ
た
。
ま
た
、

圃
場
整
備
事
業
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
農
地

は
震
災
で
軒
並
み
液
状
化
現
象
が
起
こ

り
、
激
し
く
陥
没
し
た
。
揚
排
水
装
置
も

故
障
し
、
転
作
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
圃
場

も
少
な
く
な
い
。
整
地
に
は
補
助
金
が
出

る
と
は
い
え
全
額
で
は
な
い
。
鈴
木
は
レ

ー
ザ
ー
レ
ベ
ラ
ー
を
用
い
て
、
で
こ
ぼ
こ

に
な
っ
た
圃
場
を
自
力
で
補
修
し
た
。

ま
た
、
T
P
P
の
問
題
も
あ
る
。

「
農
協
に
し
か
出
荷
し
て
い
な
い
農
家
は

た
い
へ
ん
だ
ろ
う
ね
。
政
府
任
せ
で
は
な

く
て
、
自
分
で
動
か
な
い
と
ね
」

こ
う
ざ
き
自
然
塾
は
今
後
、
地
元
の
伝

統
産
業
で
あ
る
発
酵
に
か
か
わ
る
も
の
を

追
求
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「
味
噌
以
外
に
、
醤
油
や
漬
物
な
ど
も
掘

り
起
こ
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
使

う
原
材
料
は
中
国
産
で
は
な
く
地
元
で
作

る
。
そ
れ
が
ま
た
つ
な
が
り
を
生
む
。
儲

か
っ
て
い
る
か
ら
作
る
、
と
い
う
の
で
は

な
く
、
後
に
つ
な
が
る
も
の
を
作
っ
て
い

く
よ
う
な
経
営
こ
そ
が
長
続
き
す
る
と
思

う
ん
で
す
。
う
ち
で
は
今
年
か
ら
菜
種
を

始
め
た
ん
で
す
が
、
菜
種
な
ん
て
今
は
た

い
し
て
儲
か
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
菜
種
の

油
が
農
機
の
燃
料
に
な
っ
た
り
絞
り
か
す

が
肥
料
に
な
っ
た
り
と
、
な
に
か
違
う
業

界
と
つ
な
が
り
そ
う
な
気
が
す
る
の
が
魅

力
な
ん
で
す
。
一
人
が
儲
け
る
の
で
は
な

く
、
儲
け
は
少
な
く
て
も
、
み
ん
な
が
つ

な
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
こ
そ
が
〈
楽
し
い

農
業
〉
な
ん
で
す
」�

（
本
文
中
敬
称
略
）
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�右が震災後、レーザーレベ
ラで均平し田植えにこぎ着け
た鈴木さんの田んぼ。左は液
状化したまま放置された隣の
田んぼ。�右が順調に生育す
る鈴木さんの大豆作。強度の
液状化で使用不能な水田８ha
は大豆作に切り替えた。左は
同時期に播種された隣の大豆
畑。欠株が目立ち、その技術
差は歴然。�畦道には大きな
亀裂が走り、震災の爪痕が残
る。�圃場傍の公衆トイレ。
周辺一体が50㎝近くも地盤
沈下しているのがわかる。�
�地震の被害と対応を整理し
た一覧表。点在する圃場80
枚のうち、8割が被災。排水
故障・揚水故障・液状化・液
状化整地などと状況が一目で
わかる。
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