
和歌山県

三重県

五條市
gojo

奈良市

奈良県
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産
直
が
農
家
を
自
立
さ
せ
、

地
域
づ
く
り
に
つ
な
が
っ
た
。

「
自
分
ら
が
し
ん
ど
く
な
る
薬
は
減
ら
そ
う
」

　
王
隠
堂
誠
海
さ
ん
が
大
学
を
卒
業
し
て
奈
良
県
五
條
市
の
実

家
に
戻
り
、
就
農
し
た
の
は
１
９
７
２
年
。
効
率
一
辺
倒
の
近

代
農
業
の
ゆ
が
み
が
見
え
始
め
、
農
薬
の
危
険
性
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
こ
ろ
だ
。

　
最
初
に
農
薬
に
違
和
感
を
覚
え
、「
減
ら
そ
う
」
と
言
い
出
し

た
の
は
王
隠
堂
さ
ん
の
母
だ
っ
た
。
農
薬
を
散
布
す
る
作
業
の

た
び
に
気
分
が
悪
く
な
っ
て
い
た
の
で
、「
自
分
た
ち
が
し
ん
ど

く
な
る
薬
を
か
け
た
も
の
を
売
る
の
は
お
か
し
い
」
と
決
断
し

た
と
い
う
。

　
「
今
と
違
っ
て
当
時
の
農
薬
は
え
ら
い
強
い
も
の
や
っ
た
か
ら

ね
。
そ
れ
に
、
う
ち
の
両
親
は
少
し
と
ん
で
い
る
人
た
ち
や
っ

た
ん
で
す
わ
」
と
王
隠
堂
さ
ん
は
笑
う
。

　
「
農
薬
信
仰
」
が
既
に
問
題
化
し
て
い
た
と
は
い
え
、
当
時
の

吉
野
地
方
で
農
薬
に
頼
ら
な
い
農
業
に
転
換
す
る
農
家
は
、
ほ

と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
王
隠
堂
さ
ん
が
両
親
を
「
と
ん
で
い
る
」

と
い
う
の
に
は
、
そ
ん
な
背
景
が
あ
っ
た
。

　
ち
な
み
に
74
年
に
は
、
有
吉
佐
和
子
が
新
聞
紙
上
で
『
複
合

汚
染
』
の
連
載
を
始
め
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、「
農
薬
の
害
」

に
関
す
る
論
文
を
世
界
で
初
め
て
発
表
し
た
医
師
・
梁
瀬
義
亮

柿
と
梅
を
中
心
に
、

パ
ル
シ
ス
テ
ム
と
は
長
い
産
直
の
歴
史
が
あ
る
「
大
紀
コ
ー
プ
フ
ァ
ー
ム
」。

奈
良
県
と
和
歌
山
県
と
の
境
目
、
深
い
山
林
と
わ
ず
か
な
平
地
に
挟
ま
れ
た
中
山
間
地
が
、
そ
の
拠
点
だ
。

30
年
来
の
産
直
と
、
農
業
を
柱
と
し
た
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て
、

同
フ
ァ
ー
ム
創
設
者
の
王
隠
堂
誠
海
（
お
う
い
ん
ど
う
・
ま
さ
み
）
さ
ん
に
聞
い
た
。

「
産
直
」
は
一
日
に
し
て
な
ら
ず

大
紀
コ
ー
プ
フ
ァ
ー
ム（
奈
良
県
五
條
市
）

■奈良県吉野地方の中山間地を中
心に産地を形成。なかでも拠点と
なっている五條市は、市町村単位
の柿の生産量で日本一。
■大紀コープファームの前身とな
る「西吉野有機農産」が1982年、
「江戸川生協」（現パルシステム東
京）との産直をスタート。
■1992年、奈良県と和歌山県の
生産者団体が県を越えて合併し、
「大紀コープファーム」となる。
■柿、梅を中心に、有機・特別栽培
農産物の生産と、それらを原料と
する加工品の製造・販売を行う。

王隠堂誠海さん
五條市西吉野町生まれ。
大紀コープファーム設立
の中心となり、産直への
かじ取り役となった。愛
媛県の無茶々園など地
域を越えた産地と連携し
た「西日本有機農業生産
協同組合」の立ち上げに
も尽力した。
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（
や
な
せ
・
ぎ
り
ょ
う
）
氏
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
梁
瀬
氏
は
大

紀
コ
ー
プ
フ
ァ
ー
ム
の
拠
点
が
あ
る
五
條
市
の
出
身
だ
。

「
価
値
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
人
に
食
べ
て
ほ
し
い
」

　
農
薬
に
頼
ら
な
い
農
業
を
め
ざ
し
た
王
隠
堂
さ
ん
だ
っ
た
が
、

農
薬
を
減
ら
し
て
育
て
た
柿
は
、
皮
の
部
分
が
黒
ず
ん
だ
り
カ

メ
ム
シ
の
吸
い
跡
が
あ
っ
た
り
と
、
中
身
に
は
支
障
が
な
い
の

に
見
栄
え
が
悪
い
も
の
も
あ
る
。
精
一
杯
手
間
を
か
け
て
育
て

て
も
、農
協
を
通
し
て
市
場
に
出
す
と
、安
い
価
格
で
し
か
扱
っ

て
も
ら
え
な
い
と
い
う
現
実
に
直
面
し
た
。

　
「
せ
っ
か
く
苦
労
し
て
育
て
た
も
の
だ
か
ら
、
価
値
を
わ
か
っ

て
く
れ
る
人
に
食
べ
て
ほ
し
い
」

　

市
場
へ
の
出
荷
を
あ
き
ら
め
た
王
隠
堂
さ
ん
は
、
自
ら
ト

ラ
ッ
ク
に
積
ん
で
大
阪
へ
引
き
売
り
に
出
か
け
る
。
そ
こ
で
出

会
っ
た
の
が
、
大
阪
を
拠
点
と
す
る
生
協
。
さ
ら
に
そ
の
縁
が
、

パ
ル
シ
ス
テ
ム
の
前
身
で
あ
る
首
都
圏
の
地
域
生
協
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
。

　
「
生
産
者
と
消
費
者
で
対
等
互
恵
の
関
係
を
つ
く
り
上
げ
ま

し
ょ
う
、
な
ん
て
言
わ
は
る
か
ら
、
び
っ
く
り
し
ま
し
た
わ
。

そ
ん
な
こ
と
、
市
場
で
は
絶
対
に
あ
り
え
ま
せ
ん
か
ら
ね
」

　
「
農
薬
を
ま
っ
た
く
使
わ
ず
に
作
っ
て
く
れ
と
か
、
除
草
剤
や

土
壌
消
毒
剤
は
使
わ
ん
で
く
れ
と
か
、
要
求
は
多
か
っ
た
け
ど
、

子
ど
も
た
ち
に
も
安
心
し
て
食
べ
さ
せ
ら
れ
る
も
の
を
作
っ
て

ほ
し
い
と
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
ま
す
。
お

れ
た
ち
は
都
市
と
田
舎
の
協
働
体
制
を
作
り
た
い
ん
や
と
か
、

と
に
か
く
思
い
が
熱
か
っ
た
」

　
そ
こ
で
王
隠
堂
さ
ん
は
上
京
し
、
取
引
先
と
な
る
「
江
戸
川

生
協
」（
現
パ
ル
シ
ス
テ
ム
東
京
）
を
訪
ね
て
み
た
。
と
こ
ろ
が

…
…
。

　
「
両
親
と
い
っ
し
ょ
に
上
京
し
た
ら
、
バ
ラ
ッ
ク
み
た
い
な
建

物
で
、
み
ん
な
夜
遅
く
ま
で
仕
事
を
続
け
て
い
る
。
母
が
、『
ま

さ
み
〜
、
お
ま
え
、
ほ
ん
ま
に
取
引
し
て
大
丈
夫
な
ん
か
』
っ

て
心
配
し
て
ま
し
た
わ
」。
王
隠
堂
さ
ん
は
、
笑
っ
て
そ
う
振
り

返
る
。

　
生
産
と
消
費
を
直
接
結
び
つ
け
、
都
市
と
地
方
を
と
も
に
考

え
て
い
く
こ
と
。
消
費
者
と
生
産
者
の
提
携
を
目
的
と
し
て
対

等
に
話
し
合
う
こ
と
。
バ
ラ
ッ
ク
み
た
い
な
建
物
に
一
抹
の
不

安
は
残
っ
た
も
の
の
、
王
隠
堂
さ
ん
は
「
顔
が
見
え
る
関
係
」

に
新
た
な
希
望
の
光
を
見
出
す
。
早
速
地
元
の
仲
間
に
声
を
か

け
て
「
西
吉
野
有
機
農
産
」
と
い
う
20
数
人
の
生
産
者
グ
ル
ー

プ
を
立
ち
上
げ
、
１
９
８
２
年
か
ら
梅
と
柿
の
産
直
を
始
め
た
。

　
「
消
費
者
と
直
接
や
り
と
り
す
る
っ
て
こ
と
は
農
協
に
逆
ら
う

形
や
っ
た
か
ら
、
地
域
の
な
か
で
は
侃
侃
諤
諤
（
か
ん
か
ん
が

く
が
く
）
の
議
論
が
あ
り
ま
し
た
わ
。
け
ど
、
ち
ょ
う
ど
、
国

が
単
一
作
物
の
大
量
生
産
を
推
進
し
て
い
た
時
代
で
ね
。
同
じ

も
ん
を
同
じ
よ
う
に
作
れ
言
わ
れ
て
、
規
格
通
り
に
作
ら
に
ゃ

排
除
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
体
制
に
辟
易
（
へ
き
え
き
）
し
て

い
る
農
家
も
た
く
さ
ん
お
っ
た
ん
よ
。
仲
間
募
っ
た
ら
、
結
構

お
お
ぜ
い
集
ま
り
ま
し
た
わ
」

「
塩
だ
け
の
梅
干
」
を
組
合
員
が
高
く
支
持
。

　
王
隠
堂
さ
ん
た
ち
が
、
次
に
手
掛
け
た
の
は
「
梅
干
」。
青
果

の
梅
は
収
穫
後
す
ぐ
に
販
売
し
な
い
と
傷
み
が
出
て
し
ま
う
が
、

梅
干
に
加
工
す
れ
ば
販
売
時
期
を
焦
ら
ず
に
済
む
か
ら
だ
。

　
こ
の
梅
干
が
、
パ
ル
シ
ス
テ
ム
組
合
員
に
は
す
こ
ぶ
る
好
評

だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
こ
ろ
世
の
中
で
は
低
塩
で
調
味

液
に
つ
け
た
「
味
つ
け
梅
干
」
が
主
流
に
な
り
、
し
そ
と
塩
だ

け
で
漬
け
た
「
昔
な
が
ら
の
梅
干
」
は
な
か
な
か
手
に
入
ら
な

く
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。

　
「
僕
ら
に
し
て
み
れ
ば
、
ご
く
普
通
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
梅
干

な
ん
や
け
ど
、ま
わ
り
を
見
た
ら
、だ
れ
も
こ
ん
な
梅
干
を
作
っ

て
る
人
な
ん
て
お
ら
ん
か
っ
た
。
余
計
な
添
加
物
や
調
味
料
を

使
わ
な
い
本
物
の
梅
干
だ
っ
て
、
組
合
員
さ
ん
は
す
ご
く
喜
ん

で
く
れ
は
り
ま
し
た
よ
」

1980

1992

地元関西の生協と産直を始めた当時の
1980年、柿の農園の一画に座り、生産者の
仲間と語り合う王隠堂誠海さん（左）。

県境を超えて大紀コープファームに参加した奈良県
と和歌山県の生産者たち。写真右は当時撮られたも
ので、左から和田宗隆さん（現大紀コープファーム社
長）、王隠堂誠海さん、王隠堂さんの父・敦巳さん、母・
淳子さん、妻・裕子さん。
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た
だ
、
パ
ル
シ
ス
テ
ム
と
の
産
直
で
生
産
量
が
増
え
る
と
、

ひ
と
つ
の
課
題
が
出
て
き
た
。
当
初
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
農
家
に
、

自
宅
で
梅
干
を
作
っ
て
も
ら
う
「
軒
先
加
工
」
だ
っ
た
た
め
、

同
じ
梅
、
同
じ
塩
で
漬
け
て
も
、
農
家
ご
と
に
味
や
品
質
に
バ

ラ
つ
き
が
出
て
い
た
の
だ
。
品
質
の
安
定
化
を
は
か
っ
て
ほ
し

い
と
い
う
パ
ル
シ
ス
テ
ム
の
要
請
を
受
け
、
王
隠
堂
さ
ん
た
ち

は
83
年
に
共
同
加
工
場
を
新
設
。
持
ち
寄
っ
た
梅
を
共
同
で
加

工
す
る
方
式
に
移
行
し
た
。

　
80
年
代
の
後
半
か
ら
、
産
直
の
拡
大
に
伴
っ
て
、「
西
吉
野
有

機
農
産
」
も
組
織
の
形
を
変
え
て
い
く
。

ま
ず
、
近
隣
で
別
の
地
域
生
協
と
産
直

を
し
て
い
た
2
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
合
併

し
、
92
年
に
「
大
紀
コ
ー
プ
フ
ァ
ー
ム
」

を
設
立
。
そ
の
後
、
加
工
や
産
直
な
ど

の
業
務
を
行
う
セ
ン
タ
ー
と
し
て「（
株
）

パ
ン
ド
ラ
フ
ァ
ー
ム
グ
ル
ー
プ
」
も
立

ち
上
げ
、
農
家
の
属
す
る
大
紀
コ
ー
プ

フ
ァ
ー
ム
の
業
務
と
明
確
に
分
離
し
た
。

　
「
こ
の
組
織
で
僕
ら
は
、
徹
底
し
た
地

域
内
の
共
同
体
制
を
追
求
し
た
ん
で
す

わ
」
と
王
隠
堂
さ
ん
は
説
明
す
る
。

　
「
産
直
産
地
の
あ
り
方
に
は
い
ろ
い
ろ

あ
っ
て
、
産
地
の
中
に
は
注
文
が
あ
っ
た

分
だ
け
を
各
農
家
か
ら
調
達
し
、
残
り

は
農
家
が
自
力
で
販
売
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
う
ち
は

生
産
者
が
作
付
（
さ
く
つ
け
）
し
た
も
の

は
全
量
引
き
受
け
る
仕
組
み
で
す
。
例

え
ば
、
あ
る
農
家
が
1
0
0
作
付
し
た

の
に
50
し
か
注
文
が
な
か
っ
た
よ
う
な

場
合
も
、
事
業
部
門
の
セ
ン
タ
ー
が
責

任
を
も
っ
て
、
残
り
50
の
販
売
先
を
探

す
。
セ
ン
タ
ー
側
と
農
家
側
が
き
っ
ち
り

緊
張
関
係
を
も
っ
て
、
共
同
事
業
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
」

　

大
紀
コ
ー
プ
フ
ァ
ー
ム
は
、
集
荷
し
た
梅
や
柿
の
約
９
割
以

上
を
売
り
切
る
販
売
力
を
も
つ
が
、
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の

が
、
梅
干
に
始
ま
る
加
工
品
の
製
造
。
青
果
で
は
出
荷
で
き
な

い
規
格
外
品
も
梅
ジ
ュ
ー
ス
、
梅
エ
キ
ス
、
あ
ん
ぽ
柿
、
干
し
柿

な
ど
の
加
工
用
原
料
に
回
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
加
工
品
に
す

れ
ば
、
在
庫
期
間
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
。
一
昨
年
、
柿
は
大

豊
作
で
、
世
の
中
で
は
廃
棄
が
1
0
0
0
t
と
も
2
0
0
0
t

と
も
い
わ
れ
た
が
、
同
フ
ァ
ー
ム
で
は
加
工
品
で
青
果
の
余
剰

分
を
吸
収
し
、
ほ
と
ん
ど
廃
棄
を
出
さ
ず
に
済
ん
だ
。

次
世
代
を
視
野
に
入
れ
た
カ
ッ
ト
野
菜
工
場
。

　
大
紀
コ
ー
プ
フ
ァ
ー
ム
は
２
０
０
２
年
、
カ
ッ
ト
野
菜
の
製

造
加
工
・
販
売
の
「（
株
）
オ
ル
ト
」
を
設
立
し
た
。

　
「
梅
や
柿
は
こ
れ
ま
で
の
加
工
場
で
加
工
で
き
る
け
ど
、
市
場

で
の
規
格
サ
イ
ズ
に
合
わ
な
い
野
菜
は
収
穫
さ
れ
ず
に
畑
に
残

さ
れ
、
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
。
せ
っ
か
く
育
て
た
野
菜
を
無
に

す
る
の
は
忍
び
な
い
と
い
う
、
生
産
者
の
思
い
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
」
と
説
明
す
る
の
は
、
王
隠
堂
さ
ん
の
長
男
で
代
表

取
締
役
専
務
の
正
悟
哉
（
ま
さ
や
）
さ
ん
。
同
社
は
、
近
隣
の

農
家
だ
け
で
な
く
、
広
く
西
日
本
の
提
携
産
地
か
ら
の
野
菜
を

扱
っ
て
い
る
。

　
1
日
に
キ
ャ
ベ
ツ
10
t
、
レ
タ
ス
2
t
と
膨
大
な
量
を
処
理

し
、
サ
ラ
ダ
用
や
鍋
用
な
ど
用
途
別
に
パ
ッ
ク
。
そ
れ
を
量
販

店
や
コ
ン
ビ
ニ
、
弁
当
チ
ェ
ー
ン
な
ど
に
販
売
す
る
。
こ
こ
２

〜
３
年
は
需
要
が
急
増
し
て
い
る
と
い
う
。

　
「
農
家
が
加
工
工
場
を
作
る
な
ん
て
え
ら
い
冒
険
の
よ
う
で
す

が
、
う
ち
は
も
と
も
と
梅
干
や
ら
干
し
柿
や
ら
や
っ
て
い
た
か

ら
抵
抗
な
く
で
き
た
ん
や
と
思
い
ま
す
。
農
家
が
生
き
残
っ
て

い
く
方
策
を
考
え
、
そ
の
た
め
に
、
い
か
に
付
加
価
値
の
あ
る

商
品
を
作
る
か
、そ
れ
が
オ
ル
ト
の
役
割
で
す
」（
正
悟
哉
さ
ん
）

　
農
業
者
が
自
立
し
て
生
き
残
っ
て
い
く
た
め
に
は
何
を
す
べ

19992013

大紀コープファームが三重県御浜町に開園
した「御浜天地農場」。山を切り開いた農地
に4000本の梅の苗木が植えられた。

大紀コープファームの
和田宗隆社長

連
携

業
務
委
託 生産管理

大紀コープファームの組織

（株）オルト
カット野菜・果実の
製造販売

農業生産法人（有）よさこいファーム（高知）
・しょうが生産組織

土屋農園（群馬）　・キャベツ生産者

農業生産法人（有）御浜天地農場（三重）
・有機梅生産を中心とした共同農場

滋賀有機ネットワーク（滋賀）　・みず菜、大根等の生産組織

柿部会

びわ部会

梅部会

桃部会

玉ねぎ部会

産直当時は農家の自宅で作ってい
た梅干は、1983年から共同の加
工場で作るようになった。写真は
天日干し場と、シソの色も鮮やか
な梅干（２０１３年撮影）。

（有）大紀コープファーム （株）パンドラファームグループ
・管理本部　　・加工事業部　・事務局代行
・農産事業部　・農園部門

（有）大紀コープファーム生産者

地域外
生産者

地域
生産者
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き
か

―
。
王
隠
堂
さ
ん
や
大
紀
コ
ー
プ

フ
ァ
ー
ム
の
足
跡
は
、
そ
の
問
い
へ
の
回
答

を
求
め
て
の
試
行
錯
誤
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
共
同
農
場
や
共
同
加
工
場
、
カ
ッ
ト

野
菜
工
場
な
ど
、
グ
ル
ー
プ
の
中
に
さ
ま
ざ

ま
な
組
織
が
共
存
す
る
の
も
、
そ
の
時
点
で

の
答
え
を
次
々
に
形
に
し
た
結
果
な
の
だ
。

農
業
を
柱
と
し
た
地
域
づ
く
り
。

　

そ
し
て
今
、
産
直
で
都
市
の
消
費
者
と

し
っ
か
り
つ
な
が
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
地

域
の
行
政
や
地
場
産
業
と
連
携
を
と
り
、
農

業
を
柱
に
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
づ
く
り
を
目
指
す
。
た
と
え

ば
、
地
元
の
酒
蔵
と
共
同
で
有
機
酒
を
開
発
し
た
り
、
地
域
の

Ｊ
Ａ
と
奈
良
県
固
有
の
梅
「
林
州
」
の
ブ
ラ
ン
ド
化
を
進
め
た

り
と
、
活
動
の
範
囲
は
従
来
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

　
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
で
１
農
家
を
大
き
く
す
る
と
い
う
話
が
あ

る
け
ど
、
ひ
と
つ
の
農
家
が
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
残

り
の
た
く
さ
ん
の
農
家
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
や
ろ
。
で
も
、

そ
れ
で
は
、
田
舎
の
地
域
社
会
は
成
り
立
た
へ
ん
。
大
規
模
農

業
を
目
指
す
こ
と
は
あ
る
面
で
は
必
要
か
も
し
れ
へ
ん
け
ど
、

一
人
勝
ち
の
農
業
と
い
う
の
は
、
地
域
を
維
持
し
て
い
く
と
い

う
意
味
で
は
ど
う
な
の
か
。
そ
れ
よ
り
も
労
働
生
産
性
を
上
げ

な
が
ら
も
、
お
れ
は
米
を
作
る
わ
、
お
れ
は
餅
を
つ
く
わ
、
お

れ
は
…
…
み
た
い
に
、
地
域
の
な
か
で
全
体
が
共
同
で
生
き
て

い
け
る
形
が
一
番
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、僕
は
思
い
ま
す
」（
王

隠
堂
さ
ん
、
以
下
同
）

　
ま
ず
地
域
内
で
、
そ
し
て
地
域
を
越
え
て
、
一
つ
ひ
と
つ
形

を
作
っ
て
い
っ
た
大
紀
コ
ー
プ
フ
ァ
ー
ム
の
「
共
同
」。
そ
れ
は

「
産
直
」
を
基
盤
に
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。

誰
も
が
役
割
を
も
て
る

協
働
社
会
へ
。

　
「
パ
ル
シ
ス
テ
ム
と
の
産
直
が
あ
っ
た
か

ら
、
た
く
さ
ん
の
人
が
い
っ
し
ょ
に
働
け
る

場
も
で
き
た
。
産
直
で
な
か
っ
た
ら
、
言
わ

れ
た
通
り
の
値
段
で
、
言
わ
れ
た
通
り
の
も

の
し
か
出
せ
な
い
。
産
直
が
農
家
を
自
立
さ

せ
、
こ
こ
の
地
域
づ
く
り
に
つ
な
が
っ
た
と

思
い
ま
す
」

　

今
、
西
吉
野
の
山
頂
付
近
に
あ
る
築

１
６
０
年
と
い
う
王
隠
堂
家
の
邸
宅
は
、「
旬

の
野
菜
レ
ス
ト
ラ
ン
農
悠
舎
王
隠
堂
」
と
し

て
開
放
さ
れ
て
い
る
。
地
元
の
産
物
を
使
っ
た
手
作
り
の
料
理

を
提
供
し
た
り
、
柿
の
葉
寿
司
や
味
噌
な
ど
の
手
作
り
体
験
、

さ
ら
に
は
農
業
体
験
な
ど
も
受
け
入
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
食
育
」

の
場
に
も
な
っ
て
い
る
。
年
間
約
５
０
０
０
人
が
訪
ね
て
く
る

と
い
う
。

　
「
こ
こ
で
は
こ
ん
に
ゃ
く
も
み
そ
も
手
作
り
。料
理
作
る
ん
は
、

70
代
の
人
た
ち
や
で
。
そ
の
人
た
ち
も
地
域
社
会
を
つ
く
っ
て

い
く
メ
ン
バ
ー
な
ん
よ
。
僕
ら
は
そ
う
い
う
意
味
で
、
い
ろ
ん

な
人
が
協
働
で
き
る
地
域
社
会
が
い
い
ん
や
な
い
か
と
思
う
」

　
「
農
業
」
を
経
営
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
も
っ
と
別
の
選
択
肢

が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、と
王
隠
堂
さ
ん
。け
れ
ど
、大
紀
コ
ー

プ
フ
ァ
ー
ム
は
、
経
営
体
と
し
て
の
成
功
を
目
指
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。目
指
す
の
は
、地
域
を
地
域
と
し
て
成
り
立
た
せ
、

継
続
し
、
次
の
世
代
に
引
き
渡
し
て
い
く
た
め
の
核
と
な
る
こ

と
だ
。

　
「
専
業
農
家
も
兼
業
農
家
も
、老
人
も
若
者
も
、都
会
の
人
も
、

そ
れ
ぞ
れ
協
働
し
た
り
役
割
分
担
し
た
り
し
て
日
本
の
地
域
を

き
っ
ち
り
維
持
し
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
大
事
や
な
い
か
な
、

と
僕
ら
は
考
え
て
る
ん
で
す
」

天日干しをしている干し柿。中の水分が偏ら
ないように、１個ずつこまめに手でもむ。そ
うすることで、甘みがあり、もっちりした食感
に仕上げていく。

王隠堂誠海さん、裕子さん夫妻と、息子の正悟哉（まさや）さん。「旬の野菜
レストラン農悠舎王隠堂」にて。

カット野菜の加工・販売に取り組む「オルト」
の作業風景。キャベツだけで１日に10tを取
り扱う。

色づいた柿が集まる選果場。広い施設内で
は、渋抜きも行われていた。




