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「
ヨ
シ
タ
ー
！
」と
い
う
勢
子（
せ

こ
）
た
ち
の
掛
け
声
、
一
t
を
超
え

る
牛
同
士
が
ぶ
つ
か
り
合
う
鈍
い

音
。
毎
年
五
月
か
ら
十
一
月
、
小
千

谷
・
小
栗
山
闘
牛
場
に
て
毎
月
開
催

さ
れ
る
牛
の
角
突
き
。
今
年
は
生
憎

の
冷
た
い
雨
の
中
、
千
秋
楽
を
迎
え

た
。
長
岡
・
山
古
志
を
含
む
、
か
つ

て
二
十
村
郷
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域

で
行
わ
れ
る
牛
の
角
突
き
は
、
全
国

各
地
の
闘
牛
と
は
異
な
り
、
唯
一
牛

同
士
の
勝
負
を
つ
け
ず
に
「
引
き
分

け
」
に
す
る
と
こ
ろ
が
特
徴
だ
。
国

の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定

さ
れ
て
い
る
。
滝
川
馬
琴
の
『
南
総

里
見
八
犬
伝
』
に
も
記
述
が
あ
り
、

神
事
と
し
て
も
奉
納
さ
れ
て
い
た

人
々
の
娯
楽
。
農
耕
や
運
搬
に
牛
が

欠
か
せ
な
か
っ
た
時
代
か
ら
続
く
、

牛
と
人
と
の
つ
な
が
り
は
今
も
続
い

て
い
る
。

　
同
じ
牛
で
も
一
頭
一
頭
個
性
が
あ

り
、
体
つ
き
や
顔
つ
き
は
様
々
。
硬

い
草
が
好
き
な
の
も
い
れ
ば
、
そ
う

で
な
い
の
も
い
る
。
の
ん
び
り
や
さ

ん
も
い
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
荒
っ
ぽ
い

性
格
の
牛
も
い
る
。
も
は
や
彼
ら

は
、
家
族
の
同
然
の
存
在
。
牛
飼
い

た
ち
は
、
日
々
、
牛
に
声
を
か
け
な

が
ら
世
話
を
す
る
。
そ
れ
を
聞
く
牛

た
ち
の
目
は
穏
や
か
で
優
し
い
。
そ

ん
な
牛
の
表
情
を
見
て
い
る
と
、「
言

葉
は
話
せ
な
い
け
れ
ど
、
心
は
つ
な

が
っ
て
い
る
て
ー
。」
そ
う
語
り
か

け
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。
牛

舎
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
色
が
あ
り
、

物
語
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
取
り

組
み
そ
の
も
の
に
も
個
性
が
生
ま

れ
、
面
白
く
な
る
の
だ
。　

飼
っ
て
い
る
。そ
の
名
も『
牛
太
郎
』。

子
供
た
ち
は
牛
や
、
角
突
き
の
文
化

に
つ
い
て
触
れ
る
だ
け
で
な
く
、
当

日
は
闘
牛
場
の
客
席
掃
除
を
手
伝

い
、
夏
休
み
に
実
施
さ
れ
る
「
牛
飼

い
修
行
の
旅
」
で
は
、
子
供
た
ち
だ

け
で
牛
飼
い
の
家
に
泊
ま
り
込
ん
で

お
世
話
を
体
験
す
る
。「
闘
牛
場
で

の
応
援
や
、引
き
回
し
を
す
る
“
形
”

だ
け
で
な
く
、
自
分
の
故
郷
の
誇
り

と
し
て
、
角
突
き
を
語
れ
る
子
に

育
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
思
い
の
も

と
始
ま
っ
た
、
東
山
な
ら
で
は
の
地

域
学
習
だ
。

　

表
舞
台
に
立
つ
勢
子
だ
け
で
な

く
、
牛
飼
い
や
そ
の
家
族
、
も
ち
ろ

ん
牛
を
飼
っ
て
い
な
く
て
も
運
営
に

携
わ
る
地
域
の
人
、
そ
し
て
た
く
さ

ん
の
角
突
き
フ
ァ
ン
に
支
え
ら
れ
て

長
い
間
続
い
て
き
た
角
突
き
。
小
学

生
か
ら
八
十
代
の
じ
い
ち
ゃ
ん
ま

で
、
同
じ
話
題
で
盛
り
上
が
る
。
角

突
き
を
通
し
て
、
今
も
た
く
さ
ん
の

繋
が
り
が
生
ま
れ
て
い
る
。

　
十
一
月
の
角
突
き
が
い
つ
も
と
一

味
違
う
の
は
、「
年
間
最
優
秀
勢
子
」

と
「
最
優
秀
牛
」
が
今
シ
ー
ズ
ン
の

活
躍
を
踏
ま
え
た
投
票
に
よ
っ
て
決

定
す
る
か
ら
。
こ
れ
が
終
わ
る
と
毎

月
の
楽
し
み
も
し
ば
ら
く
お
休
み
。

熱
い
取
り
組
み
の
余
韻
を
残
し
て
、

牛
舎
も
冬
支
度
が
始
ま
る
。「
良
い

体
つ
き
に
な
っ
て
き
た
な
。
来
年
は

も
っ
と
良
い
角
突
き
、
し
よ
う
な
」

静
か
な
冬
が
、
間
も
な
く
や
っ
て
く

る
。（
五
味
）

歴
史
と
地
域
を
感
じ
る

～
牛
の
角
突
き
千
秋
楽
～

　

家
族
同
然
の
存
在

牛
が
つ
な
ぐ　

　
　

世
代
の
輪　

地
域
の
輪

１/ 普段はおとなしい牛も、闘牛場に入ると目つきが変わる 2/ 全校児童 20 名の東山小学校。牛太郎の取り組みに、子供た
ちは熱い声援を送る 3/ 朝晩の世話は毎日欠かさない。冬の間はハザ掛けした稲藁が大切な食料となる。4・5/ 荒れ狂う牛の
足に綱をかけ、鼻を取る。果敢に立ち向かう勢子たちにも注目

　
こ
こ
東
山
小
学
校
で
は
闘
牛
を

山地の秋

特集
小千谷東山編
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③④⑤
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寒
さ
に
徐
々
に
身
が
縮
こ
ま
り
、

色
め
い
て
い
た
季
節
は
過
ぎ
て
モ
ノ

ト
ー
ン
に
な
っ
た
風
景
に
、
目
線
は

足
元
を
見
始
め
る
。
ど
こ
か
淋
し
げ

な
季
節
、
冬
。
今
回
取
材
に
向
か
っ

た
中
山
間
地
、
長
岡
市
川
口
は
三

メ
ー
ト
ル
以
上
も
雪
が
降
り
積
も
る

豪
雪
地
帯
だ
。
そ
の
場
所
は
鮎
漁
の

盛
ん
な
清
流
・
魚
野
川
、
悠
々
と
流

れ
る
日
本
一
の
大
河
・
信
濃
川
の
合

流
地
点
に
あ
り
、
魚
が
獲
れ
、
春
は

山
菜
、
秋
は
き
の
こ
、
冬
は
う
さ
ぎ

や
イ
ノ
シ
シ
を
狩
っ
て
食
べ
る
。
と

て
も
食
に
恵
ま
れ
た
地
域
だ
。

　
し
か
し
、
車
も
冷
蔵
庫
も
な
か
っ

た
そ
の
時
代
、
冬
暮
ら
し
は
大
変
厳

し
い
も
の
で
、
い
か
に
食
べ
物
を
蓄

え
て
お
く
か
が
重
要
だ
っ
た
。
山
地

の
豪
雪
地
帯
に
居
を
構
え
た
先
人
た

ち
は
豊
か
に
取
れ
る
春
・
夏
・
秋
に

と
れ
る
食
料
を
冬
も
楽
し
め
る
よ
う

に
知
恵
を
絞
り
、
独
特
の
食
文
化
を

育
ん
だ
。
今
も
な
お
そ
の
知
恵
を
受

け
継
ぎ
、育
て
る
人
が
こ
こ
に
い
る
。

　
「
教
え
て
も
ら
っ
た
り
な
ん
か
し

な
い
よ
。
な
ん
と
な
く
覚
え
て
る
だ

け
。」

　
保
存
食
で
あ
る
「
ず
い
き
の
酢
漬

け
」
を
見
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
誰

に
教
わ
っ
た
の
か
尋
ね
た
ら
こ
う

い
っ
た
返
事
だ
っ
た
。
誰
か
が
作
る

姿
と
、
味
を
覚
え
、
そ
れ
を
再
現
す

る
作
業
な
の
だ
ろ
う
。
昔
は
各
家
庭

で
栽
培
し
、つ
く
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

ず
い
き
は
里
い
も
の
一
種「
八
つ
頭
」 

（
や
つ
が
し
ら
）
の
葉
柄
部
分
で
、

低
温
に
弱
く
、
冷
蔵
で
き
な
い
こ
と

も
あ
っ
て
傷
み
が
早
い
野
菜
だ
。
酢

に
つ
け
て
お
く
と
き
れ
い
な
ピ
ン
ク

色
に
染
ま
り
、
長
く
持
た
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
お
盆
に
食
べ
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
お
正
月
に
も
食
べ
ら

れ
た
と
い
う
。

　
他
に
保
存
食
は
な
い
か
と
冷
蔵
庫

を
あ
さ
っ
て
い
る
と
「
か
ぐ
ら
南
蛮

味
噌
」
が
で
て
き
た
。
か
ぐ
ら
南
蛮

の
形
は
ピ
ー
マ
ン
の
よ
う
で
い
て
そ

れ
よ
り
も
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
し
、
肉
厚
。

味
は
ピ
リ
リ
と
爽
や
か
な
辛
み
が
特

徴
だ
。
元
々
栽
培
し
て
い
た
新
潟
・

山
古
志
か
ら
広
ま
り
、
川
口
地
域
で

も
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。夏
は
炒
め
て
食
べ
る
が
、

冬
に
も
食
べ
る
た
め
に
か
ぐ
ら
南
蛮

を
炒
め
て
味
噌
に
混
ぜ
て
食
し
て
い

た
。
今
回
見
せ
て
下
さ
っ
た
お
母
さ

ん
は
か
ぐ
ら
な
ん
ば
ん
を
塩
麹
に
漬

け
て
か
ら
「
か
ぐ
ら
南
蛮
味
噌
」
を

つ
く
っ
て
い
た
。
昔
か
ら
の
知
恵
を

活
か
し
な
が
ら
新
し
い
保
存
食
づ
く

り
を
し
て
い
る
こ
と
に
感
動
し
た
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
新
し
い
保
存

食
に
も
挑
戦
し
て
い
た
。「
か
ぼ
ち
ゃ

ジ
ャ
ム
」
だ
。

考
え
て
つ
く
っ
た
の
か
と
質
問
し
た

ら
「
そ
れ
で
つ
く
っ
た
ん
だ
よ
」。

目
線
の
先
に
は
ラ
ッ
プ
台
の
上
に
ポ

ン
と
置
か
れ
て
い
た
一
冊
の
料
理

本
。
よ
く
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
読

み
こ
ま
れ
て
い
る
風
合
い
が
あ
る
。

「
せ
っ
か
く
畑
に
で
き
た
も
の
を
捨

て
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
か
ら
」
と

一
言
。
今
は
ス
ー
パ
ー
も
で
き
て
便

利
な
時
代
に
な
り
、
わ
ざ
わ
ざ
保
存

食
を
つ
く
る
必
要
も
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
習
慣

や
舌
は
そ
う
簡
単
に
変
え
ら
れ
る
は

ず
も
な
く
、
毎
年
作
る
。
さ
ら
に
、

丹
精
込
め
て
つ
く
っ
た
野
菜
を
無
駄

に
し
な
い
た
め
の
知
恵
を
絞
っ
て
新

た
な
保
存
食
づ
く
り
に
邁
進
す
る
。

そ
の
姿
を
見
て
、
ま
た
別
の
若
者
が

保
存
食
を
受
け
継
い
で
い
く
の
だ
ろ

う
。
保
存
食
を
作
り
続
け
る
人
が
い

る
限
り
、
そ
の
か
た
ち
は
今
も
昔
も

ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
も
の
な
の
か
も

し
れ
な
い
。（
栗
原
）

記
憶
に
染
み
つ
い
た
保
存
食

①②

③④

１/ ずいきの酢漬け。「古血
を洗う」と言われ、産後の
女性に食べさせたそう。

2/ かぼちゃジャム。プリン
にしたり、ヨーグルトに混
ぜたり食べ方にも工夫。

3/ お母さんの愛読書。日々
料理の研究に励んでいる

4/ お母さんの畑。農家顔開
けの広さと品揃えだった。

　

受
け
継
ぐ
発
展
す
る

　
　
　
　

 　
　
　

保
存
食

豪雪に生きる
保存するちから

山地の秋

特集
川口荒谷編
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赤
と
ん
ぼ
が
大
き
な
空
の
中
で
音
符
と
な
っ
て
飛
ん
で
い
た
。
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
を
弾
か
せ
て
、
秋

の
雲
ひ
と
つ
な
い
空
に
舞
っ
て
い
た
。
そ
の
向
こ
う
側
で
、
ほ
く
ろ
の
よ
う
な
鳥
が
、
筆
跡
を
残
さ

ず
流
れ
て
い
っ
た
。
き
っ
と
私
の
こ
と
も
、
山
に
張
り
付
く
ほ
く
ろ
の
よ
う
だ
と
思
い
な
が
ら
風
に

乗
り
、
見
下
ろ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
９
月
下
旬
か
ら
稲
刈
り
が
始
ま
っ

た
。　
「
ほ
ん
ら
、
ど
じ
ょ
う
！
」

と
、
一
緒
に
稲
刈
り
を
し
て
い
た
背

戸
さ
ん
は
手
に
掴
ん
で
見
せ
て
く
れ

た
。
黒
い
艶
や
か
な
背
中
が
敏
感
に

動
く
。
と
思
え
ば
、
沢
カ
ニ
を
笑
っ

て
、
ホ
ラ
っ
と
投
げ
て
く
る
。

　
水
の
制
御
が
難
し
い
田
ん
ぼ
だ
っ

た
。
平
野
部
の
よ
う
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
で
水
路
が
整
備
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
毎
年
、
山
か
ら
水
を
引

き
、
鍬
で
道
を
つ
け
た
だ
け
の
水
路

を
掃
除
を
す
る
。
水
が
溢
れ
る
山
際

は
畦
が
崩
れ
や
す
い
か
ら
、
何
度
か

構
う
が
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
。
人

の
管
理
の
下
に
自
然
を
お
く
こ
と

が
、
私
の
ち
っ
ぽ
け
な
力
量
で
は

大
変
な
重
労
働
だ
っ
た
。
ぜ
え
は
あ

言
い
な
が
ら
管
理
し
て
い
た
、
い
や

作
物
の
ほ
う
に
管
理
さ
れ
て
い
た
私

が
、
な
ん
と
か
稲
刈
り
に
た
ど
り
着

け
た
二
年
前
初
め
て
の
秋
は
満
身
創

痍
だ
っ
た
。

　
稲
刈
り
の
一
服
の
と
き
に
、
軽
ト

ラ
の
荷
台
に
橋
場
さ
ん
と
二
人
座
っ

て
交
わ
し
た
会
話
を
思
い
出
す
。

　
「
農
業
は
一
年
か
か
る
ろ
？
の
ん

び
り
し
て
い
る
よ
う
で
、
忙
し
い
。

で
も
な
、
収
穫
っ
て
う
れ
し
い
だ

ろ
？
収
穫
っ
て
な
ん
は
う
れ
し
い
ん

だ
。」

　
た
く
さ
ん
の
言
葉
を
飾
ら
ず
と
も

分
か
る
。
そ
の
顔
は
本
当
に
嬉
し
そ

う
だ
っ
た
。
生
ま
れ
て
七
十
五
年
経

と
う
と
も
、
う
れ
し
い
と
思
え
る
も

の
、
な
ん
て
素
敵
な
の
だ
ろ
う
。

そ
の
喜
び
の
何
十
倍
も
の
苦
労
が
あ

も
の
と
奪
っ
た
も
の
、
効
率
性
と
不

経
済
性
…
そ
の
天
秤
の
中
で
生
き
残

る
新
し
い
形
を
私
た
ち
は
探
し
求
め

て
い
る
。（
坂
下
）

る
か
ら
か
。

　
「
昔
は
学
校
も
稲
刈
り
休
み
が

あ
っ
た
な
ぁ
。
刈
っ
た
稲
は
山
か
ら

人
や
牛
、
馬
が
運
ん
で
い
た
。
今
ほ

ど
道
も
良
く
な
い
し
、
幅
も
狭
く
て

牛
も
通
れ
な
い
と
こ
ろ
も
多
か
っ

た
。
大
変
な
思
い
出
し
か
な
い
。
農

業
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
の
は
昭
和
三
十
年
代
。
稲
を

刈
る
バ
イ
ン
ダ
ー
、
乾
燥
機
、
コ
ン

バ
イ
ン
…
。
機
械
化
が
進
み
、
便
利

に
な
っ
て
い
っ
た
は
ず
の
農
業
な
の

に
、
そ
の
頃
か
ら
山
か
ら
人
は
離
れ

て
い
っ
た
。
機
械
化
さ
れ
た
か
ら
こ

そ
、
機
械
が
入
ら
な
い
よ
う
な
田
ん

ぼ
は
や
る
価
値
が
な
い
と
か
、
田
ん

ぼ
で
生
計
が
立
て
れ
な
い
と
か
、
そ

し
て
機
械
化
で
他
の
産
業
も
発
達
し

時
を
越
え
る
よ
ろ
こ
び
と
、

　
　
　

変
化
し
て
ゆ
く
も
の

て
、
人
は
そ
っ
ち
で
働
く
よ
う
に

な
っ
て
農
業
を
助
け
合
う
人
手
が
い

な
く
な
っ
た
っ
て
理
由
で
、
村
か
ら

人
が
降
り
て
い
っ
た
ん
だ
」

　

激
動
の
時
代
変
化
の
渦
中
に
い

た
、
山
本
丑
松
さ
ん
は
そ
う
話
し
て

く
れ
た
。

　
稲
刈
り
の
昼
休
み
に
、
背
戸
の
お

母
さ
ん
が
バ
ス
ケ
ッ
ト
に
た
く
さ
ん

の
大
き
な
お
に
ぎ
り
を
詰
め
て
持
っ

て
来
て
く
れ
た
。
稲
刈
り
を
し
て
い

た
四
人
で
、が
ふ
が
ふ
と
頬
張
っ
た
。

　
人
も
含
め
、
た
く
さ
ん
の
も
の
た

ち
が
息
づ
く
田
ん
ぼ
と
、
ひ
っ
そ
り

と
忘
れ
ら
れ
て
ゆ
く
田
ん
ぼ
が
あ
る

中
で
、ま
た
秋
が
め
く
ら
れ
て
ゆ
く
。

そ
し
て
米
は
今
年
も
誰
か
の
も
と
へ

届
け
ら
れ
る
。
時
代
が
山
へ
与
え
た

田
ん
ぼ
が
映
す
、

そ
う
遠
く
な
い
む
か
し
の
こ
と

ー
時
代
の
中
で
残
る
も
の
、
消
え
る
も
の
ー

自
然
に
管
理
し
、
管
理
さ
れ

１/ 輝く稲穂
２/ 稲刈りをする星野昭一さん

山地の秋

特集
十日町池谷編
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雪
国
は
、
何
と
言
っ
て
も
雪
と
の

闘
い
。
雪
と
の
格
闘
は
、
雪
が
降
る

前
か
ら
始
ま
る
。

　
栄
村
に
は
「
秋
じ
ま
い
」
と
い
う

言
葉
が
あ
る
。
漢
字
で
書
く
と
、
お

そ
ら
く
「
秋
終
い
」。
秋
が
終
わ
る

前
に
、
冬
に
備
え
、
そ
し
て
春
先
を

見
越
し
て
、「
秋
を
終(

し
ま)

う
」。

稲
刈
り
が
終
わ
っ
た
直
後
、
里
に
は

優
し
い
煙
が
立
ち
上
る
。
そ
れ
は
、

「『
秋
じ
ま
い
』
が
始
ま
る
よ
」
と
知

ら
せ
る
狼
煙
の
よ
う
。「
燻
炭
」
だ
。

　
稲
刈
り
後
、
脱
穀
し
た
時
に
出
た

大
量
の
も
み
殻
。
い
ま
で
は
山
や
空

い
た
土
地
に
捨
て
る
こ
と
が
多
く

な
っ
た
が
、
ま
だ
ま
だ
燻
炭
を
作
る

家
も
健
在
だ
。

　
も
み
殻
を
燻
炭
器
の
周
り
に
集
め

て
山
に
す
る
。
火
を
放
ち
、
じ
わ
じ

わ
と
全
体
に
火
が
回
っ
て
い
き
、
も

み
殻
の
炭
が
出
来
る
。
頃
合
い
を
見

て
水
を
か
け
、
火
を
消
し
た
あ
と
、

乾
か
し
て
完
成
。 秋

終
い

春
先
に
は
、
残
雪
の
上
に
散
布
さ
れ

る
。真
っ
黒
な
燻
炭
は
日
光
を
集
め
、

雪
を
融
か
す
の
を
早
め
る
た
め
だ
。

ま
た
、
苗
箱
や
田
ん
ぼ
に
入
れ
て
通

気
性
を
良
く
し
た
り
、
殺
菌
作
用

も
あ
り
病
気
も
し
に
く
い
と
い
う
。

作
っ
た
農
作
物
を
一
切
無
駄
に
し
な

い
暮
ら
し
の
知
恵
。
燻
炭
は
春
が
来

る
ま
で
、
燻
炭
は
倉
庫
で
出
番
を
待

つ
。

　
道
普
請
は
、
基
本
的
に
集
落
の
全

世
帯
か
ら
一
名
が
出
役
す
る
。
青
倉

集
落
の
場
合
、
棚
田
が
多
い
た
め
、

農
道
も
水
路
も
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
を
繰

り
返
す
。
標
高
三
百
五
十
m
か
ら

九
百
m
を
超
え
る
貝
立
山
の
す
ぐ
近

く
ま
で
が
道
普
請
の
対
象
で
、
集
落

み
ん
な
で
協
力
し
、
冬
に
備
え
る
。

　

秋
が
終
わ
り
、
冬
が
来
る
。
都

会
で
は
コ
ー
ト
一
枚
は
お
る
こ
と

で
、
季
節
の
変
わ
り
目
を
感
じ
る
だ

ろ
う
。
む
ら
で
は
、
暮
ら
し
と
共
同

体
の
活
動
で
季
節
の
代
わ
り
目
を
感

じ
、
冬
を
迎
え
る
。（
渡
辺
）

共
同
作
業
で
冬
に
備
え
る

　
晩
秋
の
こ
ろ
に
は
、各
家
々
で「
雪

囲
い
」が
始
ま
る
と
、い
よ
い
よ「
冬
」

の
気
配
を
感
じ
る
。栄
村
の
積
雪
は
、

毎
年
平
均
三
ｍ
。
風
雪
か
ら
家
を
守

る
た
め
、
一
階
の
窓
と
い
う
窓
に
木

の
板（
落
と
し
板
）を
は
め
て
い
く
。

こ
の
囲
い
が
な
い
と
、
雪
は
窓
を
突

き
破
っ
て
き
て
家
を
傷
め
て
し
ま
う

の
だ
。

　
栄
村
の
家
の
多
く
に
は
「
た
ね
」

と
言
わ
れ
る
池
が
あ
る
。
池
と
言
え

ば
、
観
賞
用
の
鯉
を
飼
っ
た
り
す
る

イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
こ
の
「
た
ね
」
は

す
ぐ
れ
も
の
。　

夏
場
は
野
菜
を

洗
っ
た
り
、
農
作
業
後
に
は
道
具
や

長
靴
を
洗
っ
た
り
す
る
が
、そ
の「
た

ね
」が
大
活
躍
す
る
の
は
冬
。溜
ま
っ

た
雪
を
「
た
ね
」
に
入
れ
れ
ば
、
ど

ん
ど
ん
雪
を
消
し
て
く
れ
る
。

　
た
ね
は
深
い
ほ
ど
水
が
溜
ま
り
、

雪
も
消
し
や
す
く
な
る
。
各
家
の
た

ね
は
、
自
主
管
理
の
た
め
、
冬
が
来

る
前
に
種
の
泥
出
し
作
業
も
必
須
の

作
業
だ
。

　
「
秋
じ
ま
い
」
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
、

道
普
請（
み
ち
ぶ
し
ん
）。む
ら
に
は
、

「
普
請
」
や
「
お
天
馬
」
と
言
わ
れ

る
共
同
作
業
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
時

に
は
、
朝
飯
前
（
栄
村
で
は
「
ち
ゃ

め
」
と
言
う
）
に
作
業
を
行
う
。
道

普
請
も
共
同
作
業
の
一
つ
で
、
農
道

や
水
路
の
整
備
を
行
う
。

　
「
整
備
」
と
い
っ
て
も
、
大
き
な

重
機
を
使
う
の
で
は
な
く
、
ス
コ
ッ

プ
や
竹
ぼ
う
き
な
ど
を
使
っ
て
、
農

道
や
水
路
に
た
ま
っ
た
落
ち
葉
や
泥

を
片
づ
け
て
い
く
。
広
葉
樹
の
多
い

山
で
は
、
美
し
い
紅
葉
を
見
せ
て
く

れ
る
が
、
実
は
落
葉
し
た
後
が
厄
介

者
。
農
道
、
水
路
な
ど
に
大
量
の
落

ち
葉
が
堆
積
す
る
。
秋
の
う
ち
に
、

こ
の
落
ち
葉
を
取
り
払
っ
て
お
か
な

い
と
、
水
路
が
つ
ま
り
、
春
の
田
ん

ぼ
作
業
に
支
障
を
き
た
す
。

　
「
お
米
を
作
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

農
道
や
水
路
を
維
持
す
る
こ
と
が
大

前
提
で
、
秋
に
こ
の
作
業
は
欠
か
せ

な
い
。

山地の秋

特集
長野県栄村編

初秋から冬、そして春へ
～雪国の暮らしの風物詩～
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燻炭づくりの様子

秋の道普請、大量の落ち葉が水路を埋める。

雪囲いの設置

各家に欠かせない「たね」



家賃

29%

光熱費

5%

食費

14%交際費

9%

洋服

（おしゃ

れな洋

服）

14%

通信費

10%

娯楽費

5%

貯金

14% 家賃

28%

光熱費

9%

食費

9%交際費

5%

洋服

（実用的な

洋服）

6%

通信費

18%

娯楽費

5%

貯金

14%

移動費

3%

区費

3%

りあるむらぐらし移住女子の胸の内・
・・。お金編

お
金
で
は
な
い
、

　
　

物
と
手
間
の
や
り
と
り

栗
原
：
中
山
間
地
に
移
住
し
て
一
番
助

か
っ
て
る
の
は
食
費
だ
よ
ね
！

渡
邉
：
家
に
帰
っ
た
ら
玄
関
前
に
大
量
の

野
菜
が
置
い
て
あ
っ
て
…
驚
き
と
と
も

に
、
感
激
す
る
よ
ね
。「
か
あ
ち
ゃ
ん
、

あ
り
が
と
～
！
」
っ
て
。

五
味
：
私
も
集
落
の
人
か
ら
の
お
裾
分
け

は
と
っ
て
も
助
か
り
ま
し
た
。
し
か
も
、

す
ぐ
そ
ば
の
畑
で
採
れ
た
旬
の
野
菜
を
お

料
理
し
て
食
べ
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
部
分

は
最
高
に
贅
沢
だ
な
ぁ
っ
て
思
い
ま
し

た
。

坂
下
：
「
お
裾
分
け
」
は
「
お
福
分
け
」

と
も
言
い
ま
す
し
、
嬉
し
い
で
す
よ
ね
。 

栗
原
：
野
菜
を
頂
く
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、

お
料
理
を
頂
け
る
の
も
嬉
し
い
よ
ね
。
お

茶
し
に
行
っ
た
時
に
食
べ
さ
せ
て
く
れ
た

り
、 

持
ち
帰
ら
せ
て
く
れ
た
り
。

五
味
：
収
穫
物
を
捨
て
る
こ
と
な
く
料
理

す
る
か
ら
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
た
ち
の
二
人
暮
ら
し
で
は
食
べ
き

れ
な
い
量
を
作
っ
て
し
ま
っ
て
「
た
く
さ

ん
作
っ
た
か
ら
食
べ
て
～
！
」
と
言
っ
て

頂
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
の
時

は
喜
ん
で
美
味
し
く
頂
き
ま
す(

笑)

坂
下
：
自
分
た
ち
で
畑
を
や
っ
て
い
る
か

ら
こ
そ
無
駄
に
し
た
く
な
い
ん
で
し
ょ
う

ね
。
そ
の
気
持
ち
は
私
も
わ
か
り
ま
す
。

渡
邉
：
田
舎
で
は
、
食
事
の
面
で
ひ
も
じ

い
思
い
は
し
な
い
気
が
す
る
。

栗
原
：
頂
き
も
の
し
た
ら
パ
ソ
コ
ン
の
お

手
伝
い
し
た
り
、
手
作
り
の
お
菓
子
を
渡

し
た
り
、
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
お
返
し

し
て
る
ん
だ
け
ど
、
と
て
も
喜
ん
で
も

ら
っ
て
る
よ
。

坂
下
：
お
金
を
介
さ
な
い
、
昔
な
が
ら
の

「
も
の
を
頂
い
た
り
、
送
っ
た
り
」
と
い

う
物
々
交
換
は
な
ん
だ
か
温
か
み
が
あ
り

ま
す
よ
ね
。
そ
ん
な
や
り
と
り
が
で
き
る

の
も
地
方
暮
ら
し
の
素
敵
な
と
こ
ろ
で
す

よ
ね
。

五
味
：
こ
っ
ち
に
き
て
驚
い
た
の
は
区
費

が
高
い
こ
と
！
軒
数
に
よ
っ
て
も
異
な
り

ま
す
が
、
年
間
二
～
六
万
円
く
ら
い
か
か

る
所
も
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
。

渡
邉
：
私
が
住
ん
で
る
栄
村
も
年
間
一
万

円
か
か
る
け
ど
、
そ
れ
は
高
い
な
～

五
味
：
冬
場
の
除
雪
も
含
め
て
、
集
会
所

や
神
社
な
ど
の
施
設
を
維
持
す
る
の
が
大

変
だ
か
ら
、
軒
数
が
少
な
い
集
落
は
ど
う

し
て
も
高
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。

渡
邉
：
そ
う
い
う
意
味
で
い
う
と
、
栄
村

で
は
子
ど
も
が
い
な
い
家
も
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
費

を
支
払
わ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
く
て
、
年
間

三
百
～
五
百
円
程
度
な
ん
だ
け
ど
私
も

払
っ
て
る
よ
。
神
社
の
賛
助
金
は
年
間

三
千
円
く
ら
い
。

五
味
：
ガ
ソ
リ
ン
代
、
車
税
、
車
検
、
タ

イ
ヤ
交
換
も
意
外
と
か
か
り
ま
す
よ
ね
。

栗
原
：
車
は
む
ら
ぐ
ら
し
に
か
か
せ
な
い

か
ら
仕
方
な
い
と
は
い
え
、
ち
ゃ
ん
と
考

え
て
暮
ら
さ
な
い
と
い
け
な
い
ね
。

び
っ
く
り
！　
　
　
　
　
　

　
　
　

む
ら
ぐ
ら
し
コ
ス
ト

都
会
は
誘
惑
い
っ
ぱ
い
！

渡
邉
：
移
住
し
て
か
ら
地
域
に
支
払
う
割

合
が
多
く
て
、
自
分
に
支
払
う
割
合
が
少

な
く
な
っ
た
気
が
す
る
な
～

五
味
：
こ
っ
ち
で
は
飲
み
会
の
会
費
三
千

円
が
大
金
に
思
え
ま
す
よ
ね
（
笑
）
移
住

し
て
か
ら
は
洋
服
も
あ
ま
り
買
わ
な
く
な

り
ま
し
た
。

栗
原
：
わ
か
る
！
お
し
ゃ
れ
よ
り
も
動
き

や
す
さ
だ
っ
た
り
…
必
要
不
可
欠
な
も
の

を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
な
。

渡
邉
：
都
心
に
住
ん
で
る
と
誘
惑
も
多
い

よ
ね
。
移
住
前
は
仕
事
終
わ
り
に
は
家
帰

る
ま
で
に
何
軒
も
デ
パ
ー
ト
が
あ
っ
た
。

坂
下
：
私
は
移
住
し
て
か
ら
ケ
ー
キ
屋
さ

ん
に
行
か
な
く
な
り
ま
し
た
（
笑
）

渡
邉
：
「
お
金
使
っ
て
食
べ
よ
う
」
と
い

う
場
所
が
あ
ま
り
な
い
よ
ね
。
レ
ス
ト
ラ

ン
行
く
に
も
町
場
に
わ
ざ
わ
ざ
出
な
い
と

い
け
な
い
し
。

都
会
暮
ら
し
で
は
知
ら
な
か
っ
た

思
い
が
け
ぬ
出
費
が
移
住
女
子
の

中
で
持
ち
切
り
に
。
地
方
暮
ら
し

は
収
入
を
得
る
の
も
大
変
だ
け

ど
、
人
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
生

ま
れ
る
物
や
手
間
の
や
り
取
り
で

支
出
も
少
な
い
。
そ
ん
な
豊
か
さ

を
今
回
の
対
談
で
感
じ
た
移
住
女

子
た
ち
で
し
た
。

お金の使い方に変化！

区費が高いこ

とに驚き！

多様な
働き方を実践！

　食生活は

充実して豊
か！

支出合計金額
21 万円

（仮想金額）

支出合計金額
13.5 万円

（仮想金額）
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都市部で生活していた頃の支出割合 地方で生活している支出割合

- どう使う⁉移住女子のお財布事情 -



・大根　２分の1本
・サトイモ　５個
・にんじん　1本
・自家製こんにゃく　200ｇ
・結びこぶ　１００ｇ
・練り物（ちくわ・さつま揚げ等）　適量
・砂糖、醤油、塩、酒、みりん　適量
ゆで卵、干しシイタケ等、その時にある具材を入れる

～材料～

　
心
も
ほ
っ
こ
り
す
る
よ
う
な
、
温

か
い
料
理
が
恋
し
く
な
る
季
節
に

ぴ
っ
た
り
な
今
回
の
レ
シ
ピ
は
、
小

千
谷
市
塩
谷
集
落
に
暮
ら
す
星
野
オ

キ
さ
ん
が
作
る
「
大
根
煮
」。
こ
の

辺
り
で
は
「
お
で
ん
」
よ
り
も
「
大

根
煮
」
が
定
番
。「
大
根
は
人
気
が

あ
っ
て
す
ぐ
無
く
な
っ
ち
ゃ
う
か

ら
、
多
め
に
入
れ
た
り
ね
。」
収
穫

ま
で
四
年
か
け
て
作
っ
た
手
作
り
こ

ん
に
ゃ
く
も
、
ぷ
り
ぷ
り
と
し
て
い

て
と
て
も
美
味
し
い
。

　
夫
婦
二
人
三
脚
で
、
手
間
を
か
け

て
野
菜
を
作
る
。「
二
人
で
や
っ
て

い
る
か
ら
で
き
る
こ
と
」。
オ
キ
さ

ん
に
と
っ
て
の
野
菜
作
り
は
「
生
き

が
い
」
で
あ
り
、
心
が
癒
さ
れ
る
も

の
だ
と
い
う
。「
人
と
会
っ
て
話
す

の
が
好
き
だ
か
ら
ね
。
こ
う
や
っ
て

い
つ
も
多
め
に
作
る
の
。」
そ
う
話

す
オ
キ
さ
ん
の
苗
起
こ
し
か
ら
始
ま

る
野
菜
作
り
は
、
心
の
こ
も
っ
た
料

理
と
な
っ
て
、
多
く
の
人
を
笑
顔
に

さ
せ
る
。（
五
味
）

～
つ
く
り
か
た
～

〈
大
根
煮
〉

①
大
根
は
厚
め
に
半
月
切
り
に
し
、
面
取

り
を
し
て
か
ら
下
茹
で
し
て
お
く
。
サ
ト

イ
モ
は
崩
れ
や
す
い
の
で
大
き
目
に
切

る
。
他
の
具
材
も
食
べ
や
す
い
大
き
さ
に

切
る
。

②
鍋
に
大
根
、昆
布
、練
り
物
、こ
ん
に
ゃ

く
、
サ
ト
イ
モ
の
順
で
入
れ
、
強
火
で
煮

る
。
先
に
少
し
醤
油
を
入
れ
、
吹
き
こ
ぼ

れ
に
く
く
す
る
。

③
サ
ト
イ
モ
に
火
が
通
っ
た
ら
中
火
に

し
、
醤
油
、
砂
糖
、
酒
、
み
り
ん
で
味
付

け
を
す
る
。

④
に
ん
じ
ん
、
か
ま
ぼ
こ
を
入
れ
、
全
体

に
火
が
通
っ
た
ら
具
材
の
上
下
を
ひ
っ
く

り
返
す
。
最
後
に
味
を
調
え
る
。

⑤
全
体
に
味
が
染
み
た
ら
で
き
あ
が
り
！

まな板リレー
～つなげたい、まな板の上の芸術～

まな板ランナー　②

星野 オキ
さん

小 千 谷 市塩 谷 集 落

「 畑がぎゅっとつまった大根煮」
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東
京
の
大
学
に
行
っ
て
、俺
、東
山
が
、

小
千
谷
が
好
き
な
ん
だ
な
と
思
っ
て
戻
っ

て
き
た
。
改
め
て
い
い
な
と
思
っ
た
の
は

人
か
な
。
こ
の
辺
は
錦
鯉
発
祥
の
地
。
闘

牛
も
あ
る
し
、
若
い
人
の
元
気
が
あ
っ
て

仲
も
良
い
。
小
千
谷
で
養
鯉
や
っ
て
る
先

輩
達
の
仕
事
に
対
す
る
姿
勢
や
情
熱
は
、

全
部
尊
敬
し
て
る
。

　
や
り
が
い
を
感
じ
る
の
は
鯉
の
成
長
が

見
え
る
と
き
。
生
き
物
っ
て
、
や
っ
て

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
に
、

毎
日
見
る
か
見
な
い
か
で
全
然
変
わ
る
。

や
っ
た
分
だ
け
つ
い
て
く
る
か
ら
結
果
が

出
れ
ば
嬉
し
い
し
、
出
な
く
て
も
次
こ
そ

は
！
と
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
。

　
仕
事
や
地
域
へ
の
愛
は
も
ち
ろ
ん
、
盆

踊
り
で
は
渾
身
の
太
鼓
を
響
か
せ
、
夏
祭

り
で
は
尾
崎
豊
を
熱
唱
す
る
、
そ
ん
な
龍

さ
ん
は
み
ん
な
か
ら
慕
わ
れ
て
い
る
人
気

者
な
の
で
す
！
（
五
味
）

会
い
た
い
せ
が
れ
♥

せがれデータ

■名前　間野　龍

■どこで会える？　

　新潟県小千谷市東山地区　

■年齢　２５歳

■職業　養鯉業（錦鯉）

■休日の過ごし方　

　生き物相手なので休みはないです！

■好きな食べ物　魚沼産コシヒカリ

■好きなタイプ　愛想のいい人

ー
間
野　

龍
ー

東
山
を
選
ん
だ
理
由

仕
事
の
や
り
が
い

会
い
た
い
ポ
イ
ン
ト
♥

♥

17 16



19 18




