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10
年
前
に
三
朝
町
に
移
住
し
、
自
給

自
足
の
生
活
を
続
け
て
い
る
幸
田
直

人
さ
ん
。
米
・
野
菜
の
栽
培
は
も
ち

ろ
ん
、
家
も
自
分
で
建
て
、
自
家
発

電
シ
ス
テ
ム
や
コ
ン
ポ
ス
ト
ト
イ
レ

ま
で
自
分
で
設
置
、″
食
べ
る
こ
と
・

暮
ら
す
こ
と
を
楽
し
む
”
を
テ
ー
マ

に
し
た
活
動「
い
ち
ま
い
の
お
さ
ら
」

を
展
開
し
て
い
る
。
格
差
や
競
争
を

生
み
出
す
大
量
消
費
型
の
社
会
で
は

な
く
、
無
理
な
く
楽
し
み
な
が
ら
、

持
続
可
能
な
暮
ら
し
、
働
き
方
が
で

き
る
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
た

い
と
話
す
幸
田
さ
ん
。
そ
の
暮
ら
し

ぶ
り
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

暮
ら
し
の
イ
ン
フ
ラ
を 

自
分
の
手
で
整
備

ラ
ド
ン
泉
で
有
名
な
鳥
取
県
の

三
朝
温
泉
。
風
格
あ
る
老
舗
旅
館

が
建
ち
並
ぶ
温
泉
街
か
ら
、
車
で

5
分
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
幸
田
直
人

さ
ん
が
主
宰
す
る
「
い
ち
ま
い
の

お
さ
ら
」
は
あ
っ
た
。

道
路
か
ら
少
し
下
が
っ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
ご
自
宅
は
、
築
60
年
の

古
民
家
と
カ
フ
ェ
、
ツ
リ
ー
ハ
ウ

ス
、
鶏
小
屋
な
ど
が
、
山
に
抱
か

れ
て
建
ち
、
ま
る
で
隠
れ
里
の
よ
う
な
雰
囲
気
だ
。

３
歳
の
長
男
・
健
一
く
ん
と
と
も
に
出
迎
え
て
く
れ

た
幸
田
さ
ん
が
自
宅
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
言
う
。

「
母
屋
は
10
年
近
く
放
置
さ
れ
て
い
た
の
で
、
家
の

中
も
庭
も
荒
れ
放
題
で
し
た
が
、
自
分
の
手
で
改
築
。

カ
フ
ェ
も
ツ
リ
ー
ハ
ウ
ス
も
廃
材
を
集
め
て
、
一
か

ら
自
分
で
建
て
ま
し
た
」

ト
イ
レ
や
生
活
排
水
は
敷
地
内
に
循
環
す
る
設
備

を
、
井
戸
に
は
電
気
ポ
ン
プ
を
付
け
、
洗
濯
と
洗
い

物
の
水
を
自
給
。
電
気
も
自
家
発
電
シ
ス
テ
ム
を
組

ん
で
、
約
８
割
を
自
給
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、

冬
場
の
暖
房
は
薪
ス
ト
ー
ブ
を
使
い
、
料
理
に
使
う

熱
源
も
６
割
は
薪（
４
割
が
ガ
ス
）を
使
用
し
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
“
食
”
の
自
給
率
も
高
い
。
田
ん
ぼ
が
２

反
と
畑
が
１
・
５
反
あ
り
米
の
自
給
率
は
ほ
ぼ
１
０

０
％
。
そ
れ
に
鶏
50
羽
を
飼
っ
て
い
る
。

自
給
自
足・循
環
型
の
暮
ら
し
を
提
案
す
る

［
い
ち
ま
い
の
お
さ
ら
］鳥取
県
三み

朝さ
さ

町ち
ょ
う

▶上/「いちまいのおさら」全景
下/カフェ入口と看板とベランダ
◀築60年の古民家を改修

▲幸田さん一家

U・Iターンして
地域を元気に
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「
大
災
害
が
起
き
て
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
数
か
月
寸
断

さ
れ
て
も
、
我
が
家
で
は
普
段
の
暮
ら
し
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
よ
」

と
幸
田
さ
ん
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど

徹
底
し
た
自
給
自
足
生
活
を
選
ん
だ
の
か
。
彼
の
経

歴
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
幸
田
さ
ん
は
鳥
取
県
北
栄
町

の
出
身
。
岩
手
大
学
農
学
部
在
学
中
に
、
葛
巻
町
の

エ
コ
ス
ク
ー
ル
「
森
と
風
の
が
っ
こ
う
」
に
出
会
っ

て
パ
ー
マ
カ
ル
チ
ャ
ー
（
農
を
軸
と
し
た
持
続
可
能

な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
）
に
関
心
を
も
っ
た
。
人
が
生

活
す
る
中
で
出
る
排
泄
物
や
生
活
排
水
の
処
理
を
人

任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
で
処
理
し
、
サ
イ

ク
ル
さ
せ
る
循
環
シ
ス
テ
ム
も
岩
手
で
体
験
し
た
。

「
地
域
、
環
境
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
、
現
代
社

会
の
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
な
が
ら
も
、
伝
統
的
な
技

や
知
恵
を
学
び
、
自
分
で
仕
事
を
つ
く
っ
て
い
く
。

そ
ん
な
、〈
自
分
に
責
任
が
持
て
る
暮
ら
し
〉
が
し
た

い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
」

大
学
卒
業
後
、
鳥
取
県
にU

タ
ー
ン
し
た
幸
田
さ

ん
は
、
自
給
自
足
の
生
活
が
実
現
で
き
そ
う
な
こ
の

地
に
古
民
家
を
借
り
た
。

「
し
か
し
、自
給
自
足
と
い
っ
て
も
お
金
も
必
要
で
す
。

そ
こ
で
、
移
住
後
の
４
年
間
は
三
朝
温
泉
の
飲
食
店

で
働
き
な
が
ら
料
理
の
腕
を
磨
き
、
調
理
師
の
免
許

を
取
得
し
ま
し
た
。
お
金
が
必
要
に
な
っ
た
時
に
稼

げ
る
よ
う
に
、
技
術
習
得
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ

る
こ
と
が
大
事
で
す
ね
」

日
々
の
暮
ら
し
の
当
た
り
前
さ
を
見
直
す

２
０
１
５
年
春
、
自
宅
敷
地
内
に
「
暮
ら
し
の
見

え
る
カ
フ
ェ　

い
ち
ま
い
の
お
さ
ら
」
を
開
店
し
た
。

こ
の
カ
フ
ェ
の
最
大
の
特
徴
は
、
庭
の
野
菜
を
収
穫

し
た
り
、
平
飼
い
鶏
に
エ
サ
を
や
っ
た
り
―
―
ま
さ

に
、
自
給
自
足
の
暮
ら
し
の
一
端
を
体
験
で
き
る
と

い
う
点
に
あ
る
。

幸
田
さ
ん
が
厨
房
に
立
ち
、
ラ
ン
チ
を
用
意
し
て

く
れ
た
。
手
際
よ
く
手
打
ち
生
パ
ス
タ
を
つ
く
る
。

メ
イ
ン
は
自
家
製
の
生
ハ
ム
と
サ
ラ
ミ
。
猪
肉
で
つ

く
っ
た
ベ
ー
コ
ン
も
あ
る
。
ち
な
み
に
幸
田
さ
ん
は

狩
猟
免
許
を
持
っ
て
お
り
猪
も
自
分
で
捕
獲
す
る
。

新
鮮
な
野
菜
・
ハ
ー
ブ
を
使
っ
た
サ
ラ
ダ
と
産
み
立

て
卵
の
目
玉
焼
き
を
添
え
て
、
目
に
も
鮮
や
か
な
昼

食
の
完
成
だ
。

明
る
い
日
差
し
が
降
り
注
ぐ
ベ
ラ
ン
ダ
席
で
ラ
ン

チ
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
話
の
続
き
を
す
る
。
私
も

自
給
自
足
生
活
に
は
関
心
が
あ
る
が
、「
自
分
に
は
到

底
無
理
」
だ
と
告
白
す
る
と
、

「
最
初
か
ら
『
無
理
！
』
と
思
っ
た
ら
も
う
先
に
進

め
な
い
。
ゼ
ロ
か
１
０
０
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
で

や
っ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。
畑
仕
事
で
も
、

味
噌
づ
く
り
で
も
み
ん
な
で
楽
し
み
な
が
ら
、
無
理

な
く
や
っ
て
い
け
ば
い
い
」

幸
田
さ
ん
が
日
々
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
教
え

て
く
れ
た
。「
食
べ
る
こ
と
、
暮
ら
す
こ
と
を
楽
し

む
」「
好
き
な
こ
と
を
仕
事
に
す
る
。
収
入
を
増
や
す

よ
り
、
支
出
を
減
ら
す
」「
無
理
な
く
、
楽
し

み
な
が
ら
、
き
ち
ん
と
稼
ぐ
。
で
な
い
と
続

か
な
い
」「
あ
る
物
を
活
か
す
～
買
う
・
作
る

よ
り
も
、
ひ
ろ
う
・
も
ら
う
～
」「
ど
こ
で
も
、

お
金
に
頼
ら
な
く
て
も
、
生
き
抜
く
力
を
身

に
つ
け
る
」「
き
ち
ん
と
続
く
、
未
来
に
引
き

渡
す
価
値
の
あ
る
知
恵
・
技
術
を
模
索
、
暮

ら
し
で
実
践
し
な
が
ら
、
提
案
す
る
」

大
量
生
産
・
大
量
消
費
・
大
量
廃
棄
の
社

会
は
、
資
源
を
枯
渇
さ
せ
、
ゴ
ミ
を
増
や
し
、

環
境
を
破
壊
す
る
。
今
の
日
本
は
物
や
情
報

▲卵を収穫
◀たんぽり村まつりの「五右衛門風呂体験」

▲子どもの遊具も手づくり

◀ランチ
▼たんぽり
村まつりの
「五右衛門
風呂体験」
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で
溢
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
当
に
自
分
に
と
っ
て

必
要
な
も
の
な
の
か
？
「
自
分
の
暮
ら
し
の
当
た
り

前
さ
を
見
直
し
て
ほ
し
い
」
と
幸
田
さ
ん
は
言
う
。

「
僕
は
、
子
ど
も
た
ち
に
も
周
り
の
人
た
ち
に
も
、

無
理
な
く
楽
し
み
な
が
ら
、
持
続
可
能
な
暮
ら
し
、

働
き
方
が
で
き
る
こ
と
を
伝
え
た
い
。
そ
の
た
め
に

今
、
母
屋
の
隣
に
、
暮
ら
し
を
体
験
し
て
も
ら
う
民

宿
を
準
備
中
で
す
。
ゆ
く
ゆ
く
は
週
末
型
の
学
校
に

し
て
、
ま
ず
は
家
づ
く
り
と
米
づ
く
り
を
教
え
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
」

持
続
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
目
指
し
て

幸
田
さ
ん
は
２
０
１
４
年
か
ら
鳥
取
県
佐
治
町
の

山
奥
で
、
年
に
３
日
間
だ
け
の
滞
在
型
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
イ
ベ
ン
ト
「
た
ん
ぽ
り
村
」
を
開
村
し
て
い
る
。

た
ん
ぽ
り
と
は
、
川
を
掘
っ
て
理
想
の
場
所
を
自
分

で
つ
く
る
イ
ワ
ナ
の
こ
と
で
、“
理
想
の
暮
ら
し
と
地

域
”
を
目
指
す
ま
つ
り
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
う
名
付

け
た
。

開
村
の
経
緯
を
幸
田
さ
ん
に
う
か
が
う
と
、

「
自
給
自
足
の
生
活
を
続
け
る
う
ち
、
自
分
の
暮
ら

し
は
地
域
の
人
た
ち
の
助
け
な
し
に
は
（
一
家
族
だ

け
で
は
）
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
実
感
し
ま
し
た
。

持
続
可
能
な
暮
ら
し
に
は
、
持
続
可
能
な
地
域=

コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
必
要
だ
と
。
そ
ん
な
と
き
佐
治
町

の
方
た
ち
と
出
会
っ
た
の
で
す
」

一
方
、
佐
治
町
の
人
た
ち
は
、
地
域
の
過
疎
化
・

高
齢
化
に
危
機
感
を
持
ち
、
解
決
の
道
を
模
索
し
て

い
た
。
そ
こ
で
幸
田
さ
ん
が
中
心
と
な
り
、
地
元
住

民
や
地
域
お
こ
し
協
力
隊
、
自
治
体
、
民
間
企
業
の

人
た
ち
と
と
も
に
理
想
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
「
た
ん

ぽ
り
村
」
を
開
村
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
と
か
。

ま
つ
り
で
は
、
地
元
集
落
を
歩
く
ツ
ア
ー
や
塩
づ

く
り
、
太
陽
光
に
よ
る
自
家
発
電
、
地
域
通
貨
、
薪

料
理
、
五
右
衛
門
風
呂
な
ど
、
自
給
自
足
の
暮
ら
し

の
心
地
よ
さ
や
楽
し
さ
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

若
い
世
帯
を
中
心
に
、
３
日
間
で
６
０
０
人
ぐ
ら
い

が
集
ま
り
、
熱
気
に
溢
れ
る
と
い
う
。

最
後
に
、
幸
田
さ
ん
に
過
疎
地
域
の
現
状
を
ど
う

捉
え
て
い
る
か
聞
い
て
み
た
。

「
僕
が
暮
ら
す
集
落
は
今
、
人
口
が
お
よ
そ
２
０
０

人
で
、
1
年
に
５
％
減
少
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、

集
落
を
維
持
し
て
い
る
の
は
60
～
70
歳
代
の
人
。
そ

の
子
ど
も
世
代
は
町
外
に
働
き
に
出
て
い
て
、
地
域

の
活
動
に
関
わ
っ
て
い
な
い
。
地
域
の
こ
と
を
知
ら

な
い
若
者
が
、や
が
て
地
域
の
中
核
に
な
る
訳
で
す
」

こ
の
現
状
は
お
そ
ら
く
日
本
中
の
多
く
の
過
疎
地

域
に
も
い
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
打
開
策
と
し
て
幸
田

さ
ん
は
次
の
よ
う
な
提
案
を
す
る
。

「
若
い
人
に
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
与
え
、
役
員
会
に
も
参

加
し
て
も
ら
う
。
若
者
の
発
言
に
耳
を
傾
け
、
未
来

を
考
え
る
仕
組
み
を
つ
く
る
。
ま
た
、
お
年
寄
り
に

は
お
年
寄
り
に
し
か
な
い
技
術
・
知
恵
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
活
用
し
て
も
ら
う
と
い
い
で
す
ね
」

考
え
て
み
れ
ば
、
昔
の
人
は
み
な
自
給
自
足
、
持

続
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
実
践
し
て
き
た
と
い

え
る
。
そ
し
て
過
疎
地
域
と
呼
ば
れ
る
地
域
に
は
、

今
も
そ
う
い
う
昔
な
が
ら
の
暮
ら
し
が
残
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
多
い
。

「
都
会
の
高
齢
者
に
比
べ
、
田
舎
の
高
齢
者
は
最
後

ま
で
農
業
を
し
て（
働
い
て
）い
る
か
ら
元
気
で
す
。

今
は
お
金
さ
え
出
せ
ば
、
何
で
も
や
っ
て
も
ら
え
る

時
代
で
す
が
、
衣
食
住
、
暮
ら
し
に
ま
つ
わ
る
仕
事

を
自
分
で
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
健
全
な
こ
と
だ
と

思
い
ま
せ
ん
か
。
子
ど
も
も
若
者
も
高
齢
者
も
、
い

ろ
ん
な
世
代
で
助
け
合
え
る
自
給
自
足
型
の
村
が
で

き
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
ね
」

取
材
／
小
田
礼
子

▲たんぽり村まつり

▲発電の仕組みを学ぶワークショップ

▲たんぽり村まつり


