
新しく建てられた看板は下村区の金山充
さんが婦人会のために描き上げたもの

Profile
夫の定年退職をきっかけに地元湯前に帰郷。山北幸さんから
誘いを受けて平成10年に下村婦人会へ。平成27年に第3代
目となる代表に就任した。

「どうせ田舎」ではなく「田舎だからこそ」。人の温かさを感じつつ湯前に誇りを
持って仕事を続ける婦人会員たち（左：児谷典子さん、右：生産者の椎葉茂さん）

商品と一緒にほんの少しの気配りを箱
に込める池田さん。食べる人にはその

「心」も届いている

袋から開けてそのまま食べられ
る欧風ピクルス。包丁やまな板
を使わなくて済む工夫は時代に
合わせた工夫の一つ

こ
こ
で
や
る
こ
と
が
自
慢

故ふ

る

さ

と郷
の
プ
ラ
イ
ド

地
主
の
家
で
大
勢
の
男
衆
、女
衆
が
い
る
大
家
族
に
生
ま
れ

た
山
北
さ
ん
は
幼
少
時
代
に
祖
父
か
ら「
あ
る
も
の
を
生
か

す
」と
い
う
知
恵
と
心
を
学
び
ま
し
た
。
そ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
受

け
継
ぎ
、地
元
で
挑
戦
し
続
け
る
下
村
婦
人
会
。
代
表
の
池

田
タ
メ
子
さ
ん
に
話
を
聞
き
ま
し
た
。

声
を
拾
い
時
代
に
合
わ
せ
る

　

現
在
、洋
食
化
で
食
の
嗜
好
が

変
わ
り
、減
塩
も
叫
ば
れ
る
な
ど

漬
物
離
れ
が
深
刻
に
な
っ
て
い
ま

す
。
代
表
の
池
田
タ
メ
子
さ
ん
は

「
常
に
時
代
に
合
わ
せ
た
商
品
を

提
供
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
方
で
慣
れ
親
し
ん
だ
味
を
変
え

て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
声
も
あ
り

ま
す
。
二
つ
を
合
わ
せ
る
た
め

に
、食
べ
て
く
れ
る
人
の
声
を
拾

い
、会
員
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て

い
ま
す
」と
商
品
作
り
へ
の
思
い

を
語
り
ま
す
。

　

人
口
減
少
と
と
も
に
町
内
の
生

産
者
も
減
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

野
菜
の
仕
入
れ
も
一
苦
労
。
ど
う

し
て
も
野
菜
が
足
り
な
い
と
き
は

近
く
の
町
村
か
ら
仕
入
れ
ま
す

が
、大
根
一
つ
と
っ
て
も
品
種
が

多
く
、漬
物
に
合
う
大
根
が
中
々

入
っ
て
き
ま
せ
ん
。「
愛
情
込
め

て
、一
生
懸
命
。
で
き
る
だ
け
地

元
の
も
の
を
使
っ
て
地
元
に
貢
献

し
た
い
で
す
」と
池
田
さ
ん
。
婦

人
会
か
ら
町
農
業
公
社
や
知
り
合

い
の
生
産
者
に
加
工
に
適
し
た
野

菜
作
り
を
依
頼
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

ん
、み
ん
な
い
い
人
。
や
っ
ぱ
り

ふ
る
さ
と
は
温
か
い
。
湯
前
で
仕

事
が
で
き
る
こ
と
が
幸
せ
で
す
」

と
笑
顔
で
話
し
ま
す
。

　

月
２
～
４
回
は
物
産
館
や
大
型

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
出
張

販
売
。
湯
前
は
交
通
ア
ク
セ
ス
な

ど
不
便
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、販
売
す
る
会
員

の
顔
は
い
つ
も
笑
顔
。
そ
の
理
由

を
池
田
さ
ん
は「
湯
前
で
や
っ
て

い
る
こ
と
が
誇
り
だ
か
ら
で
す
。

販
売
先
で
は
、お
客
様
に『
湯
前
は

い
い
と
こ
ろ
で
す
よ
』と
自
信
を

も
っ
て
私
た
ち
の
町
を
紹
介
し
て

い
ま
す
」と
話
し
ま
す
。
そ
こ
に

は
、田
舎
だ
か
ら
と
い
う
劣
等
感

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

変
わ
ら
な
い「
思
い
や
り
」

　
「
商
品
を
だ
れ
に
食
べ
て
も
ら
い
た

い
か
考
え
る
」。
そ
の
思
い
を
形
に
し

た
の
が
市
房
漬
の
切
れ
端
を
刻
み
、シ

ソ
の
実
な
ど
を
加
え
た「
き
り
し
ぐ

れ
」。
歯
に
抵
抗
が
あ
る
も
の
が
食
べ

に
く
い
高
齢
者
や
子
ど
も
も
食
べ
や
す

い
商
品
と
し
て
発
売
当
初
か
ら
人
気
を

博
し
て
い
ま
す
。

　
「
今
は
包
丁
で
切
る
こ
と
や
、中
身
を

袋
か
ら
出
す
こ
と
も
お
っ
く
う
な
時

代
。
ひ
と
手
間
か
け
て
あ
げ
る
だ
け
で

売
れ
方
が
全
然
違
い
ま
す
」と
池
田
さ

ん
。
丸
々
一
本
包
装
し
て
い
た
欧
風
ピ

ク
ル
ス
の
キ
ュ
ウ
リ
を
食
べ
や
す
い
よ

う
ダ
イ
ス
状
に
カ
ッ
ト
。
包
丁
や
ま
な

板
を
使
わ
な
く
て
も
す
ぐ
に
食
べ
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
食
べ
る
人
に

寄
り
添
い
、思
い
や
る
心
も
山
北
さ
ん

か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
あ
る
幸
せ
と
誇
り

　

池
田
さ
ん
は
20
年
前
、夫
の
定
年
退

職
に
併
せ
て
地
元
湯
前
に
帰
郷
。
山
北

さ
ん
の
誘
い
を
受
け
て
婦
人
会
に
や
っ

て
き
ま
し
た
。「
湯
前
は
人
情
味
が
あ

ふ
れ
、落
ち
着
き
、帰
り
た
い
と
思
え
る

町
。
野
菜
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
人
、

感
謝
祭
を
手
伝
っ
て
く
れ
る
ご
近
所
さ

　
「
食
べ
て
み
て
、よ
か
っ
た
ら
買
っ
て

く
だ
さ
い
と
い
う
気
持
ち
で
す
」と
、町

に
誇
り
を
持
ち
、商
品
に
自
信
を
持
っ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、対
面
販
売
で
は
絶

対
に
押
し
つ
け
ま
せ
ん
。
池
田
さ
ん
は

「
商
品
を
買
っ
て
く
れ
た
人
が
、い
つ
か

下
村
婦
人
会
に
来
て
く
れ
て
、一
緒
に

お
茶
を
飲
め
た
ら
い
い
で
す
ね
。
売
り

場
を
町
の
人
の
い
こ
い
の
場
に
し
た
い

と
も
思
っ
て
い
ま
す
」と
自
身
の
夢
を

語
り
ま
す
。

「
心
」が
届
く
商
品
を

　
「
柚
子
マ
ー
マ
レ
ー
ド
を
北
海
道
に

送
っ
た
と
き
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
付
け

た
ら
、ほ
か
の
商
品
も
注
文
が
来
ま
し

た
。
お
ま
け
で
梅
干
し
を
つ
け
た
と

き
は
、梅
干
し
の
注
文
が
た
く
さ
ん
来

ま
し
た
」と
注
文
販
売
で
は
気
配
り
が

き
っ
か
け
と
な
り
、各
地
に
商
品
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。

　

池
田
さ
ん
は「
半
世
紀
以
上
前
の
理

念
が
今
も
通
用
し
ま
す
。
し
っ
か
り
守

り
続
け
、お
い
し
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

安
心
安
全
な
も
の
を
作
り
続
け
た
い
で

す
。
食
べ
て
く
れ
た
人
だ
け
で
な
く
、

周
り
に
い
る
大
切
な
人
に
も
食
べ
て
ほ

し
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
商
品

を
作
り
続
け
た
い
で
す
」と
常
に
挑
戦

す
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
て
い
ま
す
。

　私は、下村婦人会の商品をお盆にお
中元として送ったり、兄弟が帰省する
ときにお土産として持たせたりしてい
ます。　
　婦人会は就業の場であり、農産物を
出荷できる場所でもあるため、地域に
とってありがたい存在。まさに「より
どころ」です。近年叫ばれている六次
産業化を女性たちが先駆けてやってき
ました。これだけ長い間、続いている
ことは地区の誇りでもあります。
　地区の役員は毎年市房漬感謝祭に協
力しています。感謝祭では駐車場係か
ら振舞いまで、地区の人も集まる交流
の場。打ち上げはえらい（ものすごい）
盛り上がりです。夜遅くまでにぎわい
ます。地区のことや婦人会のことなど
本音で語る場にもなっています。こう
いう時に商品やまちづくりの良いアイ
デアが生まれるのかもしれませんね。
　今は簡単な食事が多くなっています
が、若者にこそ、この手作りで安全な
食品が届いてほしいです。婦人会の商
品は生産者や加工している人の思いが
伝わる商品だと思います。

思
い
が
伝
わ
る
商
品

若
者
に
こ
そ

届
い
て
ほ
し
い

下村区長

山浦  義
よしみつ

光さん（66=下村）

下村婦人会 3 代目代表

池田 タメ子さん（76=下村）

特集 1　幸せの DNA
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