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高
い
壁
に
囲
ま
れ
た
町
で
、
外
の
世

界
に
憧
れ
を
描
く
少
年
エ
レ
ン
―
―
人

気
漫
画
『
進
撃
の
巨
人
』
の
作
者
、
諫

山
創
さ
ん
が
作
品
の
構
想
を
得
た
風
景

が
、
大
分
県
に
あ
る
。
阿
蘇
山
を
水
源

と
す
る
大
山
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
小

と
い
う
細
長
い
耕
作
地
が
、
切
り
立
っ

た
斜
面
に
点
在
し
て
い
ま
す
」
と
説
明

し
て
く
れ
た
の
は
、
大
分
大
山
町
農
業

協
同
組
合
の
矢
幡
建
治
参
事
だ
。
40
ア

ー
ル
と
い
え
ば
、
北
海
道
を
除
く
全
国

平
均
（
１
・
5
5
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
２
０

１
４
年
農
林
水
産
省
調
べ
）
と
比
較
し

て
も
約
４
分
の
１
に
す
ぎ
な
い
。
狭
い

土
地
で
ど
ん
な
農
業
を
す
れ
ば
い
い

か
。
１
９
６
２
年
、
大
山
町
農
協
の
組

合
長
だ
っ
た
矢
幡
治
美
さ
ん
が
提
案
し

た
の
は
、
土
地
に
合
っ
た
特
産
物
の
創

出
だ
っ
た
。「
梅
栗
植
え
て
ハ
ワ
イ
に

行
こ
う
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
、
斜
面

で
の
生
育
に
向
き
、
商
品
単
価
も
高
い

梅
や
栗
、
ス
モ
モ
な
ど
の
果
樹
育
成
を

奨
励
し
、
農
家
の
収
入
向
上
を
実
現
し

た
。

　
大
山
町
の
取
り
組
み
は
、
そ
の
後
、

大
分
県
全
体
で
「
一
村
一
品
運
動
」
と

し
て
展
開
さ
れ
、一
躍
有
名
に
な
っ
た
。

今
で
は
J
I
C
A
研
修
事
業
、
技
術
協

力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
青
年
海
外
協
力
隊

な
ど
を
通
じ
て
、
世
界
中
の
途
上
国
の

地
域
振
興
活
動
と
し
て
広
が
っ
て
い

る
。
海
外
に
赴
任
す
る
協
力
隊
員
な
ど

の
研
修
も
担
当
し
て
い
る
矢
幡
建
治
さ

ん
は
、「
よ
そ
の
人
の
意
見
を
参
考
に
、

自
分
た
ち
の
町
の
良
い
も
の
に
気
付

き
、
そ
れ
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
が
、

一
村
一
品
運
動
の
基
本
で
す
」と
話
す
。

　
大
山
町
農
協
で
は
、
地
元
農
家
の
作

物
や
加
工
品
を
直
接
、
消
費
者
に
販
売

す
る
直
売
所
「
木
の
花
ガ
ル
テ
ン
」
を

90
年
に
開
店
し
た
。
ケ
ー
ス
単
位
で
出

荷
し
な
け
れ
ば
流
通
に
乗
ら
な
い
通
常

の
販
売
経
路
と
は
異
な
り
、
ガ
ル
テ
ン

で
は
わ
ず
か
な
量
の
作
物
で
も
販
売
で

き
る
。「
自
分
で
作
っ
た
も
の
が
自
分

で
付
け
た
値
段
で
売
れ
る
こ
と
は
、
生

産
者
に
と
っ
て
は
喜
び
で
あ
り
、
新
し

い
挑
戦
の
き
っ
か
け
と
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
に
、
都
会
の
人
た
ち
と
の
交
流

が
大
切
な
ん
で
す
」
と
矢
幡
建
治
さ
ん

は
強
調
す
る
。
現
在
は
大
分
・
福
岡
の

両
県
の
都
市
部
に
計
９
店
の
直
売
所
を

展
開
す
る
ほ
か
、
２
０
０
１
年
に
は
地

元
農
産
品
を
使
っ
て
農
家
の
人
た
ち
が

料
理
を
作
る
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
レ
ス
ト
ラ

ン
も
開
店
し
、大
分
県
内
は
も
ち
ろ
ん
、

隣
接
す
る
福
岡
県
や
熊
本
県
な
ど
か
ら

も
多
く
の
客
が
訪
れ
て
い
る
。

　
農
村
と
都
市
の
交
流
を
さ
ら
に
進
め

る
試
み
と
し
て
、
昨
年
、
開
園
し
た
の

が
「
五
馬
媛
の
里
」
だ
。
豊
後
国
風
土

記
に
名
を
残
す
五
馬
高
原
の
統
治
者
の

名
を
冠
し
た
こ
の
場
所
は
、
五
馬
媛
が

祭
ら
れ
て
い
る
玉
来
神
社
を
頂
点
に
、

集
会
施
設
と
し
て
の
庄
屋
の
家
や
古
代

米
を
育
て
る
水
田
、
梅
や
桜
、
ス
モ
モ

な
ど
の
木
々
を
植
林
し
た
山
々
な
ど
で

構
成
さ
れ
る
、〝
よ
み
が
え
っ
た
山
里
〞。

大
山
町
農
協
は
、
こ
の
場
所
を
都
会
の

人
が
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
楽
し
み
、

体
験
農
作
業
に
も
挑
戦
で
き
る
「
農
業

者
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
」
と
し
て
展
開
し

て
い
く
予
定
だ
。

　「
昨
年
、
あ
る
イ
ベ
ン
ト
を
予
定
し

て
い
た
日
に
雨
が
降
っ
た
の
で
す
が
、

イ
ベ
ン
ト
中
止
を
お
知
ら
せ
し
て
も
、

や
り
た
か
っ
た
と
都
会
か
ら
わ
ざ
わ
ざ

足
を
運
ん
で
く
れ
る
人
が
多
か
っ
た
ん

で
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
日
常
に
す
ぎ

な
い
農
作
業
が
、
都
会
の
人
に
と
っ
て

は
特
別
な
こ
と
な
の
だ
と
実
感
し
ま
し

た
」
と
話
す
の
は
、
五
馬
媛
の
里
の
運

営
に
携
わ
る
大
山
町
農
協
の
高
瀬
八
郎

さ
ん
。
里
で
は
、
木
々
を
植
え
た
山
に

遊
歩
道
を
作
り
、
休
憩
所
な
ど
を
整
備

す
る
と
同
時
に
、
里
の
す
ぐ
脇
で
今
も

耕
作
を
続
け
る
地
元
の
人
た
ち
と
の
交

流
や
、
玉
来
神
社
を
中
心
に
受
け
継
が

れ
て
き
た
伝
統
芸
能
、
祭
り
な
ど
の
文

化
の
継
承
も
行
っ
て
い
く
予
定
だ
。

　
こ
う
し
た
活
動
の
背
景
に
は
、
農
村

の
過
疎
化
に
対
す
る
強
い
危
機
感
が
あ

る
。
大
山
町
は
農
家
の
収
入
向
上
を
皮

切
り
に
、
体
験
学
習
や
国
際
交
流
な
ど

を
通
し
た
人
づ
く
り
、
若
者
に
と
っ
て

も
魅
力
の
あ
る
暮
ら
し
や
す
い
街
づ
く

り
な
ど
を
積
極
的
に
展
開
し
て
き
た
。

現
在
６
０
０
戸
の
農
家
は
高
齢
化
が
進

ん
で
い
る
が
、Ｕ
タ
ー
ン
す
る
若
い
世

代
や
、
就
農
を
希
望
す
る
都
会
出
身
の

人
々
も
少
し
ず
つ
増
え
て
い
る
。
町
の

将
来
を
担
う
若
い
人
た
ち
に
対
し
て
、

た
だ
空
き
家
を
提
供
す
る
だ
け
で
な

く
、
生
活
し
や
す
い
環
境
を
作
っ
て
定

着
に
つ
な
げ
る
の
が
狙
い
の
一
つ
だ
。

　
高
瀬
さ
ん
は
「
人
が
離
れ
た
家
に
、

そ
の
ま
ま
新
し
い
人
を
入
れ
て
も
、
定

着
に
は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
人

が
こ
こ
に
住
み
続
け
た
い
、
こ
こ
で
農

業
を
営
み
た
い
と
思
う
場
所
に
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
す
」
と

強
調
す
る
。

　
大
山
町
農
協
が
担
う
の
は
名
産
品
の

ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
販
売
網
な
ど
、
一

農
家
の
手
に
は
余
る
農
業
イ
ン
フ
ラ
の

構
築
だ
。
そ
こ
に
人
が
住
み
、
田
畑
を

耕
す
こ
と
で
、
経
済
が
回
り
、
地
域
が

さ
な
田
畑
と
山
が
ひ
し
め
く
日
田
市
大

山
町
。〝
壁
〞
と
い
う
表
現
に
た
が
わ

ぬ
山
の
ふ
も
と
か
ら
見
上
げ
る
と
、
迫

り
く
る
山
影
と
、
そ
の
向
こ
う
に
広
が

る
空
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
圧
倒
さ
れ

る
。

　「
大
山
町
の
農
家
１
軒
あ
た
り
の
耕

地
面
積
は
、平
均
40
ア
ー
ル
。
し
か
も
、

一
枚
の
田
畑
で
は
な
く
、
10
枚
、
20
枚

人
と
地
域
を
育
て
る
た
め
に

都
会
と
の
交
流
を
促
進

活
性
化
す
る
。
人
々
の
交
流
の
場
を
作

れ
ば
、
文
化
が
栄
え
る
。〝
壁
〞
に
囲

ま
れ
た
小
さ
な
町
が
、
そ
の
壁
を
乗
り

越
え
て
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
。

九
州
・

沖
縄
の宝

大山町は切り立った山に挟まれた
土地。平らな耕作地はわずかで、多
くの果樹畑は傾斜地にある

地元の農家が数多くの
「おもてなし料理」を提
供するレストラン。平日
も大盛況だ

山を整備し、梅や桜などの植林を進める
五馬媛の里。庄屋の家や玉来神社な
ど、農村ひとつを丸ごと包み込む“農業者
のテーマパーク”だ

庄屋の家は現在、集会所やイベント
会場として使われている

五馬媛が祭られる玉来神社

特集 地域の宝
おらがまちの世界一

切
り
立
っ
た
山
に
挟
ま
れ
た
谷
間
の
小
さ
な
農
村
、

大
分
県
日
田
市
大
山
町
。

大
規
模
な
耕
作
地
が
な
い
か
ら
こ
そ
、

こ
こ
に
し
か
な
い
名
産
品
を
生
み
出
し
、
発
信
し
て
き
た
。

逆
張
り
の
戦
略
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
世
界
中
で
展
開
す
る

「
一
村
一
品
運
動
」
の
原
点
だ
。

梅
栗
植
え
て
、

世
界
へ
飛
翔

い
さ

や
ま
は
じ
め

い
つ
ま
ひ
め

た
ま
ら
い

「
壁
」
に
囲
ま
れ
た
小
さ
な
町

 

裾
野
は
は
る
か
世
界
へ

「木の花ガルテン」の直売所には、
大山町の農家が作るさまざまな品
物が並んでいる

梅干しは、梅を加工して付加価値を付けた
もの。大山町農協の戦略の原点だ
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