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く
聞
に
ん
さ
山
横
・
家
農

ゴ
ン
マ

す
指
目
培
栽
く
続
年
녏녏념

事大理管度温と光遮

夏向日の祥発市崎宮

い
た
し
残
　

術
技
と
統
伝

ゃちぼか皮黒の減者産生

み
や
ざ
き
物
産
館
Ｋ
Ｏ
Ｎ
Ｎ
Ｅ
に
は

１
０
０
種
類
以
上
の
日
向
夏
を
使


た
商
品
が
並
ぶ

ハ
ウ
ス
栽
培
の
日
向
夏
に
袋
を
か
け
る
野
崎
重
光
さ
ん
룄
宮
崎
市
田
野
町

　
宮
崎
の
果
物
と
聞
い
て
真

先
に

思
い
浮
か
ん
だ
日
向
夏

本
県
発
祥

で
生
産
量
約
３
１
０
０
뗢
と
全
国
１

位
を
誇
る
日
向
夏
の
歴
史
や
栽
培
の

苦
労

加
工
品
に
つ
い
て
調
べ
た


　
﹁
日
向
夏
も
の
が
た
り
﹂
に
よ
る

と
뗆約
２
０
０
年
前
の
文
政
年
間
뗊１

８
１
８

１
８
３
１
︶
に
旧
宮
崎
郡

の
赤
江
村
の
民
家
で
発
見
さ
れ
た


宮
崎
は
日
向
国
と
呼
ば
れ

初
夏
に

収
穫
し
て
い
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
が

付
き
뗆研
究
や
品
種
改
良
が
進
み
뗆食

べ
や
す
い
今
の
味
と
な

た
と
い
う
뗇

　
現
在

県
内
で
約
４
６
０
戸
が
生

産
し

温
暖
な
宮
崎
市
︵
清
武
・
高

岡
・
田
野
町
︶

綾
町

日
南
市
で

の
生
産
量
が
お
よ
そ
９
割
を
占
め

る

昭
和

年
代
に
温
州
ミ
カ
ン
に

代
わ
る
特
産
品
を
作
ろ
う
と
い
う
動

き
が
あ
り

栽
培
が
本
格
化
し
た


Ｊ
Ａ
み
や
ざ
き
宮
崎
中
央
地
区
本
部

日
向
夏
み
か
ん
部
会
の
会
長
・
野
崎

重
光
さ
ん
뗊
뗋
룄
宮
崎
市
清
武
町
船

引
룄
は

年
前
に
父
親
か
ら
木
を
受

け
継
ぎ

ハ
ウ
ス
と
露
地
で
栽
培
す

る

取
材
を
し
た
８
月
に
は

月
の

出
荷
に
向
け
て

ハ
ウ
ス
内
に
で
き

た
実
に
一
つ
一
つ
袋
が
け
を
し
て
い

た


　
﹁
日
が
強
す
ぎ
る
と
光
合
成
を
行

わ
な
く
な
る
の
で
遮
光
し
て

温
度

管
理
に
も
気
を
つ
け
て
い
る

袋
を

外
す
タ
イ
ミ
ン
グ
も
大
事
﹂
と
野
崎

さ
ん

年
に
よ

て
自
然
災
害
や
害

虫
の
被
害
も
あ
る
中
﹁
指
導
員
さ
ん

た
ち
と
課
題
を
乗
り
越
え
た
と
き
の

達
成
感
は
た
ま
ら
な
い
﹂
と
農
業
の

魅
力
を
語

て
く
れ
た


　
日
向
夏
は
生
産
量
の
約
６
割
は
原

料
用
に
な
る

見
た
目
の
基
準
が
青

果
ほ
ど
厳
し
く
な
い
た
め

収
穫
さ

れ
た
日
向
夏
は
コ
ン
テ
ナ
ご
と
宮
崎

県
農
協
果
汁
︵
川
南
町
︶
へ
運
ば

れ

果
汁
を
製
造

県
内
外
の
企
業

は
そ
れ
を
使

て
ア
イ
ス
や
お
菓

子

ド
レ

シ
ン
グ

ジ


ス
な

ど
뗆
多
様
な
商
品
を
開
発
し
て
い
る
뗇

　
Ｊ
Ａ
宮
崎
経
済
連
で
は
県
外
で
フ


ア
や
小
学
生
へ
の
食
育
授
業
を
行

い

認
知
度
ア

プ
を
図

て
い

る

販
売
流
通
課
の
大
牟
田
好
美
さ

ん
は
﹁
果
汁
を
使

た
商
品
を
通
じ

て
日
向
夏
そ
の
も
の
を
知

て
も
ら

う
こ
と
で

販
売
拡
大
に
つ
な
が
れ

ば
う
れ
し
い
﹂
と
笑
顔
を
見
せ
た


︵
久
留
彩
奈

假
屋
春
彩
︶

あ

る

や

か

り

な

あ

や

ど

め

ひ

さ

黒
皮
か
ぼ
ち

を
Ｐ
Ｒ
す
る
生
産
者
の
横
山
文
男
さ
ん
︵
右
︶
と

谷
口
善
一
さ
ん
︵
Ｊ
Ａ
み
や
ざ
き
宮
崎
中
央
地
区
本
部
提
供
︶

　
県
民
か
ら
親
し
み
を
こ
め

﹁
日
向
か
ぼ
ち

﹂
と
呼
ば
れ

る
宮
崎
市
の
伝
統
野
菜
﹁
黒
皮

か
ぼ
ち

﹂

生
目
地
区
で
栽

培
さ
れ
て
き
た
が

生
産
者
が

２
戸
に
ま
で
減
り

消
滅
し
よ

う
と
し
て
い
る

な
ぜ
減

た

の
か
を
探

た


　
外
皮
が
硬
く

深
い
溝
が
あ

り
艶
や
か
な
黒
色
を
し
た
黒
皮

か
ぼ
ち

は


月
か
ら
６
月

に
か
け
て
収
穫
さ
れ
る

全
国

に
流
通
す
る
西
洋
か
ぼ
ち

に

比
べ

煮
て
も
焼
い
て
も
崩
れ

に
く
い
滑
ら
か
な
食
感
が
特
長

だ


年
ほ
ど
前
は
３
０
０
戸

近
く
の
農
家
が
栽
培
し

日
本

一
の
出
荷
量
を
誇

た

﹁
山や

ま

生
黒
皮
か
ぼ
ち

﹂
と
し
て
ブ

い

き

ラ
ン
ド
化
さ
れ

８
割
以
上
が

関
西
の
高
級
料
亭
な
ど
へ
出
荷

さ
れ
て
い
る


　
生
目
地
区
で
は

つ
る
が
空

間
に
伸
び
る
よ
う
支
柱
で
誘
引

し

実
を
宙
に
浮
か
せ
る
﹁
立

体
栽
培
﹂
を
ハ
ウ
ス
内
で
行

う

他
の
作
物
に
比
べ
て
一
つ

一
つ
が
重
く

運
搬
や
つ
る
を

下
げ
る
作
業
は
重
労
働
で

高

齢
化
に
よ
る
廃
業
や
費
用
対
効

果
の
高
い
キ

ウ
リ
な
ど
へ
の

転
換
が
相
次
い
で
い
る


　
﹁
伝
統
野
菜
と
先
駆
者
の
技

術
を
絶
や
し
た
く
な
い
﹂

Ｊ

Ａ
み
や
ざ
き
宮
崎
中
央
地
区
本

部
南
瓜
部
会
の
横
山
文
男
会
長

뗊
뗋
룄
宮
崎
市
富
吉
룄
は

７

年
前
に
父
親
の
後
を
継
い
だ


一
緒
に
作
業
し
な
が
ら
技
術
を

盗
ん
だ
が
栽
培
は
難
し
く

横

山
さ
ん
は
自
分
な
り
に
工
夫

し

ア
レ
ン
ジ
し
た


　
黒
皮
か
ぼ
ち

は
苗
作
り
か

ら
始
ま
る

少
量
の
水
を
１
日

に
３
回
ほ
ど
に
分
け
て
与
え
る

こ
と
で
丈
夫
な
苗
を
作
る

気

温
が
高
く
な
り
す
ぎ
る
と
実
が

育
た
た
な
い
た
め

温
度
対
策

も
気
を
抜
け
な
い

﹁
実
は
大

き
す
ぎ
て
も
小
さ
す
ぎ
て
も
い

け
な
い

最
初
に
し

か
り
手

間
を
か
け
な
い
と
良
い
も
の
が

で
き
な
い
﹂
と
話
す


　
黒
皮
か
ぼ
ち

の
お
い
し
さ

を
知
る
人
が
少
な
い
の
も
生
産

者
が
減

た
理
由
の
一
つ


﹁
た
く
さ
ん
の
人
に
食
べ
て
も

ら
え
れ
ば

作
り
た
い
と
い
う

若
者
も
増
え
る
か
も
し
れ
な

い
﹂
と
横
山
さ
ん

黒
皮
か
ぼ

ち

に
は
果
肉
の
よ
う
に

生

産
者
の
苦
労
や
喜
び

そ
し
て

夢
が
い

ぱ
い
詰
ま

て
い
る

こ
と
が
分
か

た


︵
上
杉
千
華

古
賀
詩
織
︶

お

り

し

が

こ

か

ち

す

ぎ

う

え

マ
ン
ゴ

栽
培
に
力
を
注
ぐ
横
山
果
樹
園
の
横
山
洋
一
さ
ん

　
宮
崎
県
認
証
ブ
ラ
ン
ド

の
完
熟
マ
ン
ゴ

﹁
太
陽

の
タ
マ
ゴ
﹂

県
内
の
生

産
量
約
１
千
뗢
の
う
ち
宮

崎
市
産
が
３
分
の
１
を
占

め
る

Ｊ
Ａ
み
や
ざ
き
宮

崎
中
央
地
区
本
部
マ
ン
ゴ


部
会
の
会
長
を
務
め


親
子
で
栽
培
す
る
宮
崎
市

富
吉
の
横
山
洋
一
さ
ん

뗊
뗋に
栽
培
の
工
夫
や
農

業
の
魅
力
を
聞
い
た


　
会
社
勤
め
を
し
て
い
た

横
山
さ
ん
は


年
前


父
・
一
徳
さ
ん
뗊
뗋の
農

場
を
継
ぎ

栽
培
を
始
め

た

﹁
木
の
高
さ

肥
料

の
や
り
方
が
今
と
昔
の
栽

培
の
違
い
﹂

横
山
さ
ん

の
ハ
ウ
ス
で
は
樹
高
を
２

뗠
以
内
に
抑
え
る

マ
ン

ゴ

は
一
つ
一
つ
の
果
実

を
ネ

ト
で
包
み

ネ


ト
に
自
然
に
落
果
す
る
の

を
待

て
収
穫
す
る

枝

切
り
す
る
こ
と
で
管
理
し

や
す
く
な
り

作
業
効
率

が
上
が
る
と
い
う


　
近
年
で
は
農
業
で
使
う

資
材
費
や
燃
料
費
が
倍

以
上
に
高
騰

売
り
上
げ

を
伸
ば
す
た
め
に
単
価
を

上
げ

出
荷
で
き
な
い
規

格
外
を
減
ら
し
て

秀
品

率
を
３
割
以
上
上
げ
る
こ

と
に
成
功
し
た
そ
う
だ


ま
た

県
外
へ
の
ア
ピ


ル
に
も
取
り
組
ん
で
い

る

Ｊ
Ａ
と
行
政

生
産

者
が
一
体
と
な

た
結

果

全
国
に
知
ら
れ
る
よ

う
に


　
横
山
さ
ん
た
ち
は
﹁
１

０
０
年
続
く
マ
ン
ゴ

栽

培
を
目
指
そ
う
﹂
を
合
言

葉
に

魅
力
あ
る
か

こ

い
い
農
業
を
目
指
し
て
い

る

県
立
農
業
大
学
校

︵
高
鍋
町
︶
の
研
修
を
受

け
入
れ

若
手
育
成
に
力

を
入
れ
る

﹁
や
れ
ば
や

る
ほ
ど
自
分
に
返

て
く

る
と
こ
ろ
が
農
業
の
魅

力
﹂
と
新
た
な
特
産
物
を

目
指
し
て
ア
ボ
カ
ド
の
栽

培
に
も
挑
戦

﹁
栽
培
技

術
を
確
立
さ
せ

お
い
し

い
も
の
を
届
け
た
い
﹂
と

動
き
出
し
て
い
る

︵
平ひ

ら

松
征
寛

大
迫
陽
柊
︶

ひ

ろ

と

さ

こ

お

お

ひ

ろ

ま

さ

ま

つ

假
屋
　
春
彩
뗊
뗋

古
賀
　
詩
織
뗊
뗋

久
留
　
彩
奈
뗊
뗋

上
杉
　
千
華
뗊
뗋

平
松
　
征
寛
뗊
뗋

大
迫
　
陽
柊
뗊
뗋

　 私たち宮崎市・生目中の３年生６人は
「農業」をテーマに取材した。古くから
生目・富吉地区で栽培が盛んな黒皮かぼ
ちゃや完熟マンゴー、宮崎市発祥の日向
夏―。取材を通し、年続く農業を目
指して、生産者、ＪＡ、行政が一緒に努
力を重ねていることが分かった。
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