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ふ
っ
く
ら
と
し
た
粘
り
の
中
に
上
品
な

甘
み
が
感
じ
ら
れ
、
あ
ま
り
の
お
い
し
さ

か
ら「
お
か
ず
い
ら
ず
」と
言
わ
れ
て
き
た

多
古
米
。
食
味
日
本
一
に
輝
い
た
こ
と
も

あ
り
、
お
米
に
こ
だ
わ
る
お
寿
司
屋
さ
ん

か
ら
も「
シ
ャ
リ
な
ら
多
古
米
」と
言
わ
れ

る
ほ
ど
味
に
は
定
評
が
あ
り
ま
す
。
昭
和

38
年
に
は
天
皇
陛
下
の
献
上
米
に
も
選
ば

れ
ま
し
た
。

　

多
古
米
の
お
い
し
さ
の
秘
密
は
何
と

言
っ
て
も
土
壌
に
あ
り
ま
す
。
大
昔
は
海

の
底
だ
っ
た
多
古
の
田
ん
ぼ
に
は
魚
介
類

な
ど
が
大
量
に
堆
積
し
、
ア
ミ
ノ
酸
や
ミ

ネ
ラ
ル
な
ど
の
栄
養
が
豊
富
。
稲
作
に
適

し
た
肥
沃
な
粘
土
質
の
土
壌
と
栗
山
川
の

豊
か
な
水
源
に
、
多
古
米
は
育
ま
れ
て
き

た
の
で
す
。

　

生
産
者
の
郡
司
さ
ん
と
越
川
さ
ん
は

島
地
区
で
生
ま
れ
育
ち
、
子
ど
も
の
頃
か

ら
親
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
米
作
り
に
携

わ
っ
て
き
た
大
ベ
テ
ラ
ン
。
土
に
負
担
を

か
け
な
い
よ
う
有
機
肥
料
を
使
い
、
農
薬

の
使
用
を
極
力
控
え
る
な
ど
努
力
を
惜
し

み
ま
せ
ん
。「
堆
肥
は
近
隣
の
畜
産
農
家
か

ら
提
供
を
受
け
、
私
た
ち
稲
作
農
家
は
家

畜
の
飼
育
に
欠
か
せ
な
い
稲
わ
ら
を
供
給

し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
処
分
し
て
し
ま

う
物
を
お
互
い
に
う
ま
く
活
用
で
き
る
よ

う
耕
畜
連
携
を
し
て
い
ま
す
」と
環
境
に
優

し
く
、
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
お
米
作
り

を
心
が
け
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
味
に
つ

い
て
も「
コ
シ
ヒ
カ
リ
は
全
国
各
地
で
作
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
他
の
ど
こ
の
産
地
に
も

お
い
し
さ
で
は
負
け
ま
せ
ん
」。

　

食
味
の
よ
い
米
に
す
る
た
め
に
は
収
穫

し
た
後
の
乾
燥
も
重
要
で
す
。
町
に
は
県

内
最
大
規
模
の
ラ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、

も
っ
と
も
お
い
し
い
含
水
率
15
パ
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セ
ン
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を
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介

幸
せ
を
呼
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多
古
の
恵
み

多
古
町
の
生
産
者
が
つ
く
る
特
産
物
に
は
、

「
新
鮮
で
豊
潤
な
う
ま
み
が
あ
る
」こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

作
り
手
の
気
持
ち
が
深
く
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

愛
情
を
た
っ
ぷ
り
か
け
た〝
我
が
子
〟た
ち
の
魅
力
と
、

お
い
し
さ
の
秘
密
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ミ
ネ
ラ
ル
豊
富
な
土
壌
と
栗
山
川
の
水
が
育
む

受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
の
お
い
し
さ

きっと
食べたくな

る

1.多古米生産農家の郡司さん（左）と越川さん。多古米の味
の良さをそのまま届けるための中核施設「JA多古町穀類自
然乾燥調製施設」（通称・ライスセンター）の前で
2.収穫の時。広大な面積の田んぼに隅々まで手間を惜しまな
い情熱が報われます

ト
で
均一に
自
然
乾
燥
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
水
分
の
ム
ラ
が
な
く
、
傷
や
割

れ
も
な
い
見
た
目
も
き
れ
い
な
多
古
米
が

仕
上
が
る
の
で
す
。

　
「
一
度
食
べ
る
と
リ
ピ
ー
タ
ー
に
な
っ

て
く
れ
る
お
客
さ
ん
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

食
べ
た
人
に『
お
い
し
い
』と
喜
ん
で
も
ら

え
る
の
が
何
よ
り
う
れ
し
い
ん
で
す
」。
流

通
量
が
少
な
く「
幻
の
逸
品
」と
も
言
わ
れ

る
多
古
米
で
す
が
、
よ
り
多
く
の
消
費
者

に
多
古
米
を
届
け
た
い
と
二
人
は

願
っ
て
い
ま
す
。

多古米
1
2
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きっと
食べたくな

る

大和芋

二代で取り組む大和芋作り

鈴木さん親子は力を合わせて大和芋
生産に取り組みます。次代を担う息子
さんと作る大和芋は、千葉県が認定
する「ちばエコ農産物」。これからも最
良の味を目指して努力を惜しみません。

さつ
ま
い
も

　

さ
つ
ま
い
も
の
生
育
に
適
し
た
火
山
灰
土

の
土
壌
で
育
っ
た
多
古
町
の「
ベ
ニ
ア
ズ
マ
」は
、

ホ
ク
ホ
ク
し
た
食
感
と
強
い
甘
み
、
鮮
や
か
な

黄
色
が
特
徴
で
す
。
土
の
栄
養
に
気
を
配
り
、

米
ぬ
か
や
油
か
す
な
ど
の
有
機
肥
料
を
使
っ
て

生
育
を
促
進
さ
せ
る
な
ど
、
丁
寧
に
作
ら
れ
て

い
ま
す
。
三
年
ほ
ど
前
か
ら
は
、
し
っ
と
り
と

し
た
食
感
の「
べ
に
は
る
か
」も
栽
培
。
焼
き
芋

に
す
れ
ば
蜜
が
流
れ
る
ほ
ど
の
濃
厚
な
甘
み
が

楽
し
め
る
品
種
で
す
。「
べ
に
は
る
か
は
収
穫
後

１
カ
月
以
上
貯
蔵
し
て
か
ら
出
荷
し
ま
す
。
適

温
で
熟
成
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
甘
み
が

強
く
な
っ
て
ス
イ
ー
ツ
の
よ
う
な
味
わ
い
に
な

り
ま
す
。
ぜ
ひ
食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
」と
生
産

農
家
の
佐
藤
さ
ん
。

肥
沃
な
北
総
台
地
で
生
ま
れ
る

濃
厚
な
甘
み

旨
み
、甘
み
、香
り
、食
感
す
べ
て
を

兼
ね
備
え
た
極
上
の
豚
肉

　

風
味
豊
か
で
あ
っ
さ
り
と
し
た
食
感
が
楽
し
め
、

柔
ら
か
い
の
に
し
っ
か
り
と
し
た
肉
の
歯
ご
た
え
も

あ
る
元
気
豚
は
、
徹
底
し
た
品
質
管
理
の
も
と
で

生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。
血
統
の
よ
い
親
か
ら
生
ま
れ

た
子
豚
を
、
広
々
と
し
た
豚
舎
で
な
る
べ
く
ス
ト
レ

ス
を
与
え
な
い
よ
う
兄
弟
豚
だ
け
で
飼
育
。
健
康

に
育
つ
よ
う
飼
料
に
も
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。
養
豚

一筋
30
年
、「
安
全
・
安
心
・
お
い
し
い
」を
モ
ッ
ト
ー

に
元
気
豚
の
生
産
に
取
り
組
ん
で
き
た
内
山
さ
ん
。

「
豚
肉
の
お
い
し
さ
は
脂
で
わ
か
り
ま
す
。
元
気
豚

の
脂
は
真
っ
白
で
ハ
リ
が
あ
り
、
口
に
入
れ
る
と
サ

ラ
ッ
と
し
て
ほ
の
か
な
甘
味
が
広
が
り
ま
す
。
焼
い

て
脂
が
溶
け
て
き
た
と
こ
ろ
で
塩
・
コ
シ
ョ
ウ
で
味

わ
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
」。

元気豚

収穫したさつまいもを
見せてくれる佐藤さん

内山さんは豚たちに
愛情を惜しみなく
そそいでいます

　

県
内
１
位
は
も
ち
ろ
ん
、
全
国
で
も
有

数
の
生
産
量
を
誇
る
多
古
町
の
大
和
芋
。

真
っ
白
で
、
す
り
お
ろ
せ
ば
箸
で
つ
ま
め

る
ほ
ど
の
強
い
粘
り
が
あ
り
、
そ
の
ま
ま

食
べ
て
も
料
理
に
使
っ
て
も
豊
か
な
風

味
と
コ
ク
が
楽
し
め
る
逸
品
で
す
。
作
田

さ
ん
は
、
父
親
か
ら
農
業
を
継
い
で
10

年
余
り
大
和
芋
の
生
産
に
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。
大
和
芋
は
肥
沃
な
土
壌
を

好
み
、
乾
燥
に
弱
く
気
候
に
左
右
さ
れ

や
す
い
た
め
栽
培
が
難
し
い
こ
と
で
知

ら
れ
て
い
ま
す
。「
大
和
芋
の
栽
培
で
も
っ

と
も
気
を
遣
う
の
が
土
作
り
と
水
遣
り

で
す
。
大
き
く
成
長
で
き
る
よ
う
土
を

ふ
か
ふ
か
に
耕
し
、
雨
の
少
な
い
夏
場
は

水
分
が
十
分
に
行
き
渡
る
よ
う
に
水
の

管
理
を
徹
底
し
て
行
っ
て
い
ま
す
」と
作

田
さ
ん
。

　

こ
う
し
て
5
～
6
月
に
植
え
付
け
ら

れ
た
大
和
芋
は
、
寒
さ
が
厳
し
く
な
る

11
～
3
月
頃
に
収
穫
の
時
期
を
迎
え
ま

す
。
機
械
化
が
進
ん
だ
現
在
で
も
、
大

和
芋
の
収
穫
は
す
べ
て
手
作
業
。
傷
を
つ

け
な
い
よ
う
に
気
を
配
り
な
が
ら
、
1
本

ず
つ
丁
寧
に
収
穫
し
て
い
き
ま
す
。
大
和

芋
の
形
は
棒
形
や
平
た
い
バ
チ
形
な
ど

が
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
形
に
生
育

す
る
か
は
土
壌
や
気
候
次
第
。
形
は
違
っ

て
も
味
に
変
わ
り
は
な
く
、
多
古
町
産

な
ら
で
は
の
お
い
し
さ
を
味
わ
え
ま
す
。

多
古
の
風
土
が
育
て
た
強
い
粘
り
と
豊
か
な
風
味

1.手間を惜しまず作り上げた土壌から大和芋を掘り出す生産農家の作田さん
2.多古町トップクラスのブランド農産物を作り出す生産者たち
3.綺麗なカーペットが敷かれたように、緑の葉に包まれた6月ごろの大和芋畑
4.大和芋の収穫時期を告げる葉の色づき。鮮やかな黄色から、茶色に変わっ
ていくことが合図です

幸せを呼ぶ 多古の恵み


