
「　
え　
っ　
、　
こ　
れ　
が　
イ　
チ　
ゴ　
畑　
！　
」　
目　
の　
前　

に　
広　
が　
る　
の　
は　
、　
大　
人　
の　
腰　
の　
高　
さ　
に　
ぶ　

ら　
下　
が　
っ　
た　
イ　
チ　
ゴ　
た　
ち　
。　
こ　
こ　
養　
父　
町　

長　
野　
に　
あ　
る　「　
内　
山　
い　
ち　
ご　
の　
国　
」　は　
、　
子　

供　
も　
大　
人　
も　
立　
っ　
た　
ま　
ま　
イ　
チ　
ゴ　
が　
摘　
め　

る　「　
高　
設　
栽　
培　
」　
を　
導　
入　
し　
た　
、　
全　
国　
的　
に　

も
珍　
し　
い　
イ　
チ　
ゴ　
園
だ　
。　

高　
齢　
化　
が　
進　
む　
こ　
の　
地　
域　
に　
活　
気　
を　
与　

え　
よ　
う　
と　
地　
元　
の　
有　
志　
が　
立　
ち　
上　
が　
り　
、　

平
成　
15  
年　
１
月
に　
オ　
ー　
プ　
ン　
し　
た　
。　

代　
表　
の　
荒　
木　
満　
さ　
ん　
は　
こ　
う　
語　
る　
。　「　
お　

年　
寄　
り　
の　
元　
気　
が　
な　
く　
な　
っ　
て　
い　
く　
姿　
を　

見　
て　
、　
と　
に　
か　
く　
寂　
し　
い　
思　
い　
が　
し　
ま　
し　

た　
。　
自　
分　
た　
ち　
の　
生　
ま　
れ　
育　
っ　
た　
村　
を　
埋　

も　
れ　
さ　
せ　
た　
く　
な　
い　
と　
い　
う　
気　
持　
ち　
が　
強　

甘い苺で村おこし
過疎化に悩む

小さな村の熱い挑戦

「内山いちごの国」
代表 荒木満さん

〈養父町〉
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か　
っ　
た　
で　
す　
ね　
。　
取　
り　
組　
み　
始　
め　
て　
変　
わ　

っ　
た　
の　
は　
、　
お　
年　
寄　
り　
の　
顔　
の　
つ　
や　
。　
都　
会　

か　
ら　
た　
く　
さ　
ん　
の　
方　
が　
来　
ら　
れ　
る　
の　
で　
、　

身　
だ　
し　
な　
み　
に　
も　
気　
を　
配　
っ　
て　
い　
ま　
す　
よ　
」　

栽　
培　
方　
法　
は　
土　
を　
使　
わ　
な　
い　
ロ　
ッ　
ク　
ウ　

ー　
ル　
方　
式　
を　
採　
用　
。　
摘　
み　
取　
っ　
た　
イ　
チ　
ゴ　

を　
洗　
わ　
ず　
に　
食　
べ　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
、　
ま　
た　
、　

通　
路　
を　
広　
く　
と　
れ　
る　
た　
め　
に　
車　
イ　
ス　
で　
の　

利　
用　
も　
可　
能　
で　
、　
京　
阪　
神　
方　
面　
か　
ら　
多　
く　

の　
来
園
者　
で　
賑
わ　
い　
を　
み　
せ　
て　
い　
る　
。　

そ　
ん　
な　
大　
型　
観　
光　
バ　
ス　
が　
頻　
繁　
に　
訪　
れ　

る　
人　
気　
の　
観　
光　
農　
園　
も　
、　
開　
園　
に　
こ　
ぎ　
つ　

け　
る　
に　
は　
大　
変　
な　
苦　
労　
が　
あ　
っ　
た　
と　
い　
う　
。　

メ　
ン　
バ　
ー　
は　
す　
べ　
て　
仕　
事　
を　
も　
つ　
サ　
ラ　
リ　
ー　

マ　
ン　
で　
、　
も　
ち　
ろ　
ん　
農　
業　
経　
験　
の　
な　
い　
人　

間　
ば　
か　
り　
。　
仕　
事　
か　
ら　
帰　
え　
る　
と　
夜　
中　
ま　

で　
イ　
チ　
ゴ　
の　
勉　
強　
、　
そ　
し　
て　
、　
休　
日　
に　
は　
全　

国　
各　
地　
の　
有　
名　
な　
イ　
チ　
ゴ　
の　
産　
地　
に　
出　
か　

け　
る
日　
々　
が
続　
い　
た　
。　

「　
あ　
の　
頃　
が　
一　
番　
き　
つ　
か　
っ　
た　
で　
す　
ね　
。　

温　
度　
調　
整　
や　
養　
液　
注　
入　
も　
コ　
ン　
ピ　
ュ　
ー　
タ　

管　
理　
、　
ま　
た　
土　
も　
使　
わ　
な　
い　
の　
で　
、　
素　
人　

で　
も　
取　
り　
組　
み　
や　
す　
い　
栽　
培　
方　
法　
で　
す　

が　
、　
そ　
う　
は　
い　
っ　
て　
も　
相　
手　
は　
自　
然　
の　
も　

の　
。　
始
め　
は
試
行
錯
誤　
の　
連
続　
で　
し　
た　
」　

そ　
ん　
な　
努　
力　
の　
甲　
斐　
あ　
っ　
て　
、　
大　
粒　
で　

甘　
い　
イ　
チ　
ゴ　
だ　
と　
お　
客　
さ　
ん　
の　
評　
価　
も　

上　
々　
。　
最　
近　
で　
は　
、　
二　
度　
、　
三　
度　
と　
訪　
れ　

る　
常　
連　
さ　
ん　
が　
増　
え　
、　
予　
約　
を　
受　
け　
ら　
れ　

な　
い　
日
も
あ　
る　
そ
う
だ　
。　

最　
後　
に　
、　「　
村　
お　
こ　
し　
」　で　
大　
切　
な　
こ　
と　

を
聞　
い　
て　
み　
た　
。　

「　
大　
事　
な　
こ　
と　
は　
住　
民　
が　

楽　
し　
い　

と　

思　
え　
る　
か　
。　
少　
し　
で　
も　
負　
担　
に　
感　
じ　
た　
な　

ら　
、　
村　
お　
こ　
し　
の　
意　
味　
が　
な　
い　
と　
思　
い　
ま　

す　
。　
信　
念　
を　
も　
っ　
て　
恐　
れ　
ず　
に　
進　
め　
ば　
、　

道
は
開
け　
る
も　
の　
で　
す
よ
」　

今　
後　
は　
周　
辺　
の　
村　
と　
も　
協　
力　
し　
て　
、　
こ　

の　
地　
域　
を　
都　
市　
と　
農　
村　
の　
交　
流　
の　
場　
と　

な　
る　
よ　
う　
に　
頑　
張　
っ　
て　
い　
き　
た　
い　
と　
の　
こ　

と　
。　
笑　
顔　
に　
囲　
ま　
れ　
た　
小　
さ　
な　
村　
の　
挑　
戦　

は　
、　
ま
だ　
ま
だ
続
く
。　

子供の目の高さになっているので、誰でも摘み取りが簡単にできる

”
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田　
植　
え　
シ　
ー　
ズ　
ン　
が　
本　
格　
的　
に　
始　
ま　
る　

前　
の　
４　
月　
29  
日　
に　
行　
わ　
れ　
る　
豊　
岡　
市　
佐　
野　

の　「　
御　
田　
植　

お

た

う

え

祭　
」　は　
、　
名　
前　
の　
と　
お　
り　
そ　
の　

年　
の　
五　
穀　
豊　
穣　
を　
祈　
願　
す　
る　
祭　
り　
。　
佐　

野　
・　
上　
佐　
野　
・　
納　
屋　
の　
３　
地　
区　
の　
氏　
神　
と　

し　
て　
鎮　
座　
す　
る　
雷　

い　
か　
ず　
ち　神　

社　
で　
、　
毎　
年　
奉　
納　
さ　

れ　
て　
い　
る　
。　

神　
社　
の　
歴　
史　
は　
か　
な　
り　
古　
く　
、　
貞　
観　
13  

年　（　
８　
７　
１　
）　に　
す　
で　
に　
五　
穀　
豊　
穣　
の　
神　
様　

と　
し　
て　
創　
立　
さ　
れ　
て　
お　
り　
、　
い　
つ　
の　
時　
代　

か　
菅　
原　
道　
真　
公　
の　
没　
後　
、　
公　
の　
勲　
を　
徳　
と　

し　
、　
天　
神　
と　
し　
て　
合　
わ　
せ　
て　
祀　
ら　
れ　
た　
と　

伝
え　
ら
れ
て　
き
た　
。　

現　
在　
の　
本　
殿　
は　
明　
暦　
２　
年　（　
１　
６　
５　
６　
）　

再　
建　
で　
、　
昭　
和　
40  
年　
に　
県　
の　
重　
要　
文　
化　
財　

に
指
定
さ
れ　
て　
い　
る　
。　

祭　
り　
当　
日　
の　
朝　
は　
、　
ま　
ず　
拝　
殿　
で　
宮　
司　

さ　
ん　
に　
よ　
る　
祝　
詞　

の
り
と

、　
玉　
串　
の　
お　
払　
い　
と　
い　

っ　
た　
神　
事　
が　
行　
わ　
れ　
、　
そ　
の　
後　
、　い　
よ　
い　
よ　

「
御
田
植
祭
」　が
幕
を
開
け　
る　
。　

ま　
ず　
は　
境　
内　
に　
出　
た　
氏　
子　
が　
神　
前　
の　

「　
和　
泉　
桜　
」　の　
枝　
を　
授　
か　
り　
、　
円　
陣　
を　
作　
る　
。　

続　
い　
て　
、　
烏　
帽　
子　

え

ぼ

し

、　
白　
装　
束　
の　
牛　
使　
い　
役　

が　
、　
輪　
の　
中　
で　
田　
す　
き　
を　
持　
っ　
て　
土　
を　
な　

ら　
す　
し　
ぐ　
さ　
を　
し　
た　
後　
、　
全　
員　
で　
唄　
を　
歌　

い　
な　
が　
ら　
桜　
の　
葉　
を　
投　
げ　
込　
む　
。　
そ　
し　
て　
、　

大　
・　
中　
・　
小　
の　
水　
田　
３　
カ　
所　
で　
同　
じ　
動　
作　

を
繰
り
返　
し　
て　
、　
豊
作
祈
願
は
終
了
。　

葉　
を　
投　
げ　
る　
の　
は　
、　
田　
に　
苗　
を　
投　
げ　
入　

れ　
る　
し　
ぐ　
さ　
を　
表　
し　
、　
葉　
を　
摘　
み　
取　
っ　
た　

枝　
は　
、　
各　
自　
が　
持　
ち　
帰　
っ　
て　
自　
分　
の　
田　
の　

あ
ぜ　
に
立　
て　
お
守
り
と
す
る　
。　

和　
泉　
桜　
の　
葉　
を　
使　
う　
の　
は　
、　
祭　
り　
を　
行　

う　
時　
期　
に　
い　
ち　
ば　
ん　
葉　
が　
青　
々　
と　
茂　
っ　
て　

い　
て　
、　
苗　
に　
似　
て　
い　
る　
か　
ら　
。　
そ　
ん　
な　
昔　
の　

人　
の　
こ　
だ　
わ　
り　
か　
ら　
、　
豊　
作　
を　
願　
う　
当　
時　

の　
気　
持　
ち　
が　
伝　
わ　

っ　
て　
く
る
よ
う
だ　
。　

平　
成　
８　
年　
に　
は　
、　

「　
法　
花　
寺　
万　
歳　

ほ
っ
け
い
じ
ま
ん
ざ
い

」　

「　
奈　
佐　
節　

な

さ

ぶ

し

」　「　
御　
田　
植　

祭　
」　
と　
、　
豊　
岡　
市　
の　

三　
大　
無　
形　
文　
化　
財　

と　
な　
り　
、　
忠　
実　
に　

昔　
通　
り　
の　
し　
き　
た　

り　
を　
守　
り　
、　
次　
の　

世
代　
へ　
と
受
け
継
が　
れ　
て　
い　
る　
。　

「　
と　
ん　
と　
ん　
と　
ん　
ぎ　
す　
　　
お　
ん　
野　の
が　
咲　

い　
て　

お　
ん　
野　
は　
と　
る　
な　
…　
」　こ　
れ　
は　
祭　

り　
で　
歌　
わ　
れ　
る　
祝　
詞　
の　
一　
節　
。　
歌　
詞　
に　
は　
、　

野　
花　
を　
大　
切　
に　
す　
れ　
ば　
三　
つ　
葉　
が　
咲　
い　
て　

四　
つ　
葉　
に　
な　
り　
、　
若　
葉　
が　
す　
く　
す　
く　
と　
育　

っ　
て　
豊　
か　
な　
大　
地　
に　
な　
る　
と　
い　
う　
意　
味　
が　

込
め　
ら
れ　
て　
い　
る　
。　

自　
然　
を　
大　
切　
に　
し　
よ　
う　
と　
い　
う　
願　
い　

は　
、　
昔　
も　
今　
も　
変　
わ　
ら　
な　
い　
こ　
と　
を　
教　
え　

て　
く
れ
る　
。　

協
力　

雷
神
社　
・　
総
代
　
小
松
進
さ　
ん　

豊
岡
市
教
育
委
員
会

伝 統 祭 時 記

御
田
植
祭

伝
え
継
が
れ
る
村　
の　
宝

悠
久　
の　
歌
声
に　
の　
せ　
て

五
穀
豊
穣　
の　
祈
り
を
込
め　
る

稲の成長を願い、心を込めて代かきをする牛使い役。

その後、祝詞を歌い、周囲を囲む氏子たちが、円の中心に稲の苗に見立てた和泉桜の枝を投げ入れる。


