
　
イ
チ
ゴ
狩
り
、
ブ
ド
ウ
狩
り
、
リ
ン
ゴ
狩
り
、

ミ
カ
ン
狩
り
…
。
果
樹
園
で
旬
の
果
物
を
収
穫

し
て
そ
の
場
で
味
わ
う
習
慣
は
昔
か
ら
あ
っ
た

が
、
近
年
は
特
に
こ
う
し
た
〝
味
覚
狩
り
〞
の

体
験
を
積
極
的
に
提
供
す
る
農
園
が
増
え
て
き

た
。
キ
ー
ワ
ー
ド
は
〝
六
次
産
業
化
〞
だ
。
農

業
は
一
次
産
業
。
そ
れ
に
、
加
工
・
製
造
と
い

う
二
次
産
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
と
い
う
三
次
産
業

の
要
素
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
で
農
業
そ
の
も

の
の
付
加
価
値
を
高
め
、
農
家
の
収
入
向
上
を

目
指
す
の
が
六
次
産
業
化
の
基
本
的
な
考
え

方
。
た
だ
作
っ
て
売
る
だ
け
で
な
く
、
ど
う
売

る
か
の
創
意
工
夫
が
問
わ
れ
る
。

　
そ
ん
な
中
、
年
間
16
万
人
の
訪
問
者
を
集
め

る
農
園
が
、
広
島
県
三
次
市
に
あ
る
。
平
田
観

光
農
園
の
平
田
克
明
社
長
は
、「
父
の
農
園
を

引
き
継
い
だ
と
き
、
地
域
に
に
ぎ
わ
い
を
も
た

ら
し
、
農
家
と
し
て
の
収
入
向
上
を
実
現
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。そ
し
て
、

農
業
と
縁
の
な
い
人
に
も
農
業
に
触
れ
合
っ
て

も
ら
え
る
〝
観
光
農
園
〞
を
思
い
立
っ
た
の
で

す
」
と
話
す
。
そ
の
ア
イ
デ
ア
は
、
日
本
に
お

け
る
観
光
農
園
の
先
駆
け
と
し
て
、
後
進
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
。

　
農
園
を
引
き
継
ぐ
前
、
平
田
さ
ん
は
広
島
県

農
業
試
験
場
で
果
樹
の
研
究
を
手
掛
け
て
い

た
。
そ
の
経
験
を
生
か
し
て
、
一
年
中
、
何
ら

か
の
〝
味
覚
狩
り
〞
を
楽
し
め
る
よ
う
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
の
果
物
を
栽
培
。
今
で
は
15
ヘ

ク
タ
ー
ル
の
敷
地
で
16
種
類
、
全
１
８
０
品
種

の
果
物
が
、
訪
れ
る
観
光
客
を
楽
し
ま
せ
て
い

る
。

　
平
田
さ
ん
の
取
り
組
み
は
日
本
国
内
は
も
ち

を
与
え
る
〝
六
次
産
業
化
〞
の
目
に
見
え
る
サ

ン
プ
ル
と
な
っ
て
い
る
。

　
岸
本
さ
ん
は
、「
こ
の
農
園
で
の
研
修
で
学

ん
だ
よ
う
に
、消
費
者
と
の
交
流
を
一
つ
の〝
商

品
〞
と
し
て
成
立
さ
せ
る
の
は
、
ボ
リ
ビ
ア
で

も
実
現
で
き
そ
う
な
面
白
い
取
り
組
み
だ
と
思

い
ま
し
た
」
と
語
る
。「〝
農
業
を
体
験
す
る
〞

と
い
う
形
に
な
ら
な
い
価
値
を
来
園
者
に
提
供

す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
は
、
こ
こ
に
来
る
ま

で
気
付
き
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
」

　
一
方
で
、
平
田
社
長
と
岸
本
さ
ん
が
そ
れ
ぞ

れ
研
修
を
通
し
て
気
に
な
っ
た
の
が
、
経
営
者

と
し
て
の
視
点
だ
と
い
う
。「
一
緒
に
働
い
た

日
本
人
の
人
た
ち
を
見
て
い
て
、
と
に
か
く
勤

勉
な
こ
と
に
は
感
心
し
ま
し
た
が
、
同
時
に
経

営
に
対
す
る
意
識
が
薄
い
の
で
は
な
い
か
、
と

思
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
」
と
岸
本
さ
ん
が
語

る
一
方
で
、
平
田
社
長
は
「
中
南
米
か
ら
来
る

研
修
員
の
皆
さ
ん
は
農
業
技
術
を
学
ぶ
こ
と
に

関
し
て
は
強
い
学
習
意
欲
を
持
っ
て
い
ま
す

し
、
農
村
振
興
・
地
域
活
性
化
に
つ
い
て
も
熱

心
に
聴
い
て
く
れ
ま
す
。
何
よ
り
、〝
日
本
人

は
経
営
に
対
す
る
情
熱
が
足
り
な
い
〞
と
言
わ

れ
た
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
農
園
経

営
の
手
法
に
つ
い
て
も
、
と
に
か
く
ハ
ン
グ
リ

ー
に
学
ぼ
う
と
す
る
の
で
す
」と
か
み
締
め
る
。

　〝
経
営
者
と
し
て
の
農
家
〞
と
い
う
強
い
思

い
と
意
欲
。
平
田
社
長
は
、
中
南
米
の
研
修
員

か
ら
、
そ
れ
を
改
め
て
学
ん
だ
と
い
う
。
研
修

員
を
受
け
入
れ
る
と
い
っ
て
も
、
技
術
や
ノ
ウ

ハ
ウ
な
ど
を
一
方
的
に
伝
え
る
だ
け
で
終
わ
る

の
で
は
な
い
。「
国
際
協
力
を
通
じ
て
、
違
う

環
境
で
生
き
て
き
た
人
た
ち
が
互
い
に
学
び
合

い
、
理
解
し
合
っ
て
、
共
に
成
長
す
る
の
が
理

想
の
姿
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
農
園

で
は
日
本
の
研
修
生
も
海
外
か
ら
の
研
修
員
た

ち
と
一
緒
に
学
び
、交
流
を
深
め
て
い
ま
す
が
、

そ
の
経
験
が
刺
激
と
な
っ
て
、
海
外
で
の
学
び

を
目
指
す
人
が
一
人
で
も
多
く
出
て
き
て
く
れ

れ
ば
と
思
い
ま
す
」

　
一
方
、
岸
本
さ
ん
も
、「
日
本
の
若
い
人
た

ち
に
も
、
ぜ
ひ
国
を
出
て
、
海
外
で
研
修
を
受

け
て
み
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
技
術
だ
け
で

は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
べ
る
は
ず
で

す
」
と
強
調
す
る
。

　
帰
国
後
は
ボ
リ
ビ
ア
で
観
光
農
業
を
導
入

し
、
付
加
価
値
の
高
い
農
業
を
実
践
し
て
い
き

た
い
と
語
る
岸
本
さ
ん
。
農
業
は
日
系
ボ
リ
ビ

ア
人
を
は
じ
め
、
中
南
米
の
日
系
移
民
の
多
く

が
従
事
し
、
成
功
し
た
分
野
で
も
あ
る
。
日
本

と
中
南
米
、
互
い
の
文
化
が
再
び
交
わ
る
こ
と

で
、
新
た
な
可
能
性
が
生
ま
れ
そ
う
だ
。

ナ
シ
や
ブ
ド
ウ
の
一
大
産
地

観
光
農
園
が
注
目
集
め
る

広島県北部に位置する、人口約
５万４,０００人の自治体。中国山
地と吉備高原に囲まれた立地から
果樹栽培が盛んで、ワイナリーも
存在する。ジミー・カーター米元
大統領との縁が深く、同氏との縁
で栽培が始まった品種“カーター・
ピーナッツ”などの名物もある。

広島県三次市

農園の秋を彩るリンゴの収穫にいそしむ研修員の岸本さん。同観光農園では、
一年中何かしらの果物が実り、来園者を迎える

広島県では、温暖で雨の少ない瀬戸内地方がかんきつ類の栽培に適しているのに対し、
そこから内陸に入った丘陵地帯は落葉果樹の一大産地となっている。

土地の強みと、農家としての収入向上を実現する“六次産業化”の現場で、
中南米からの研修員が成功のヒントを探している。

地
域
と

世
界
の

き
ず
な

58

ろ
ん
、世
界
各
地
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
中
国
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
の
ア

ジ
ア
諸
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
と
い
っ
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
な
ど
、
海
外
か
ら
１
０
０
人
近
く
の

研
修
生
が
平
田
観
光
農
園
を
訪
れ
、
そ
の
経
営

手
法
を
学
ん
だ
。
国
内
の
研
修
生
や
学
校
の
体

験
学
習
な
ど
も
含
め
る
と
、
年
間
約
３
０
０
０

人
が
同
農
園
で
農
業
を
学
ん
で
い
る
。

　
こ
の
農
園
で
、
２
０
１
４
年
に
受
け
入
れ
を

始
め
た
の
が
、
中
南
米
の
日
系
若
手
農
家
だ
。

こ
れ
ま
で
に
、
ブ
ラ
ジ
ル
と
ボ
リ
ビ
ア
か
ら
研

修
員
を
受
け
入
れ
、
３
〜
６
カ
月
間
、
農
園
経

営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
。

　
今
年
、
平
田
観
光
農
園
で
研
修
に
参
加
し
た

の
は
、日
系
ボ
リ
ビ
ア
人
の
岸
本
夏
子
さ
ん
だ
。

ボ
リ
ビ
ア
で
も
農
業
を
手
掛
け
て
お
り
、
日
本

の
果
樹
栽
培
に
つ
い
て
学
ぶ
た
め
に
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ

の
日
系
研
修
制
度
で
来
日
し
た
。

　「
私
た
ち
は
、
果
樹
の
栽
培
技
術
は
も
ち
ろ

ん
、
第
六
次
産
業
の
キ
モ
で
も
あ
る
〝
観
光
農

業
〞
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
、
自
分
た
ち
の
農
園
だ
け

に
と
ど
ま
ら
な
い
農
村
地
域
全
体
の
振
興
策
に

つ
い
て
も
、
研
修
の
中
で
伝
え
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
」
と
平
田
社
長
は
話
す
。
実
際
、
平
田

観
光
農
園
の
訪
問
客
は
、
味
覚
狩
り
だ
け
で
な

く
農
園
で
取
れ
た
果
物
な
ど
を
利
用
し
た
料
理

を
味
わ
い
、
草
木
染
や
ス
イ
ー
ツ
作
り
な
ど
を

体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
お
み
や
げ

も
園
内
で
採
れ
た
果
物
の
他
に
、
そ
れ
ら
を
加

工
し
た
ジ
ャ
ム
や
ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
、
ス
イ
ー

ツ
な
ど
を
そ
ろ
え
て
お
り
、
作
物
に
付
加
価
値

採れたてのリンゴを使ったアッ
プルパイ作り。こうした体験講
座が、来園者に大人気だ

三次市は広島県でも特に水に恵まれ、
果樹栽培や稲作が盛ん。その強みを
生かすために作られた観光農園は、今
や名所にもなっている

日本はもちろん、世界中から研修員が集まる。民家にホームステイしながら、観光
農園のノウハウを学ぶのだ

農業に付加価　値を、農村に活力を

互
い
の
違
い
か
ら
学
び
合
う

〝
海
外
〞で
研
修
を
受
け
る
意
義

三 次  市
［  広島県  ］

み よし朝礼前に集まったスタッフたちと。広い農園にレストラン、体験施設など、かなりの
大所帯だ

三次市

み  

よ
し
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