
しのぶぴあ放談会
～これからの働き方・生き方を考えよう！～

加藤さんと考える福島の農業のこれから
～フルーツファームカトウ 園主 加藤修一さんを訪ねて～

　美術館へと続く美しい並木道です。四季を通じてそれぞれに色鮮やかな表情を見せてくれます。
　落ち着いた心地よい散歩コースを美術館の木々や花々、広い芝生や日本庭園の散策と併せて
　お楽しみください。

【表紙紹介】福島県立美術館前の並木道
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「
こ
れ
か
ら
の
働
き
方・生
き
方
」を
テ
ー
マ
に
、様
々
な
職
業
や
年
齢
の
方
６
名
に
お
集
ま
り
い

た
だ
き
、「
ワ
ー
ク・ラ
イ
フ・バ
ラ
ン
ス
」や「
イ
ク
ボ
ス
」等
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
内
容
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

今日の
Key Word（★キーワード★）

　「働き方」と「暮らし方」の調和がとれた生活の
こと。誰もが、さまざまな状況において、「仕事」・
「家庭生活」・「地域生活」などの活動に、自身が
望むバランスで参画できる状態のことです。

　職場で働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バラ
ンスを考え、その人のキャリアと人生を応援しなが
ら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私
生活を楽しむことができる上司（経営者・管理職）
のこと。NPO法人ファザーリング・ジャパンが提唱
しました。

ワーク・ライフ・バランス

イクボス

出
席
者
（
順
不
同
）

　知的障害者養護学校にて3年間障がい児教育を
実践。後に某学習塾にて塾長、3校舎のマネージャ
ーを経て、現在は教育の原点である幼児教育に携
わり、保育園統括園長をする傍ら東北を中心とした
多数の講演会、セミナー等で講師を務める。
　「OYAKODOふくしま」では、思いっきり楽しむ
子育てとするため、パパ・ママが笑っていられるよ
う様々な取組を実践、場の提供に努めている。

●NPO法人ファザーリング・ジャパン東北（共同）代表理事
●一般社団法人東北キッズリーダーズ理事
●一般社団法人親学推進協会親学アドバイザー
●一般社団法人日本能力開発推進協会（JADP）チャイルドコ
　ーチングアドバイザー　他

 

和
気
あ
い
あ
い
と
し
た
雰
囲
気
の
中
、参

加
者
の
仕
事
観
や
家
庭
観
、上
司
像
等

に
つ
い
て
、自
由
で
多
様
な
意
見
を
伺
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。し
の
ぶ
ぴ
あ
放
談

会
が
、今
後
の
皆
様
の
働
き
方
・
生
き
方

を
考
え
る
上
で
、少
し
で
も
参
考
と
な
れ

ば
幸
い
で
す
。

ラ
イ
フ
に
費
や
す
時
間
を

確
保
す
る
た
め
に

子
育
て
は「
期
間
限
定
の

　
　
　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
」

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ァ
ザ
ー
リ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
）

〜
放
談
会
を
終
え
て
〜

特定非営利活動法人OYAKODOふくしま

代表理事の 横田 智史さんってどんな人？
よこ た さと し
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こ
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考
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よ
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W

しのぶぴあ
放　談　会

ま
し
た
。そ
の

よ
う
な
中
、震

災
を
経
験
し
、

今
の
働
き
方

の
限
界
を
感

じ
ま
し
た
。

【
横
田
】 
仕
事
と
子
育
て
、家
事
の
両
立

に
は
、や
は
り
時
間
の
管
理
が
大
切
で
す

よ
ね
。同
じ
24
時
間
を
ど
う
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
し
て
使
っ
て
い
く
の
か
。「
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」の
考
え
方
と
、「
イ
ク

ボ
ス
」の
存
在
が
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。

皆
さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
し
た
か
。

　
　
　 

Ｋ
さ
ん
の
お
話
よ
く
わ
か
り
ま

す
。私
の
職
場
で
は
、育
児
休
暇
が
３
年

間
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。で
も
、そ
の
３

年
間
の
仕
事
は
誰
が
回
す
の
か
。自
分
で

調
整
す
る
し
か
な
い
ん
で
す
ね
。人
事
課

と
現
場
に
は
大
き
な
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
が

あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。育
児
時
間
を
利

用
し
て
早
く
帰
る
場
合
で
も
、時
間
の
管

理
や
仕
事
の
進
め
方
は
個
人
の
裁
量
に

ま
か
さ
れ
て
い
て
、い
か
に
効
率
よ
く
短

時
間
で
仕
事
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
、個
人
の
ス
キ
ル
と
努
力
の
問
題
と
さ

れ
て
い
ま
す
。職
場
全
体
で
考
え
、全
て

の
職
員
が
労
働
生
産
性
を
上
げ
て
い
か

な
い
と
、い
ざ
と
い
う
と
き
に
組
織
が
う

ま
く
機
能
し
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
　
　 

私
は
、幼
稚
園
勤
務
を
し
て
い

【
横
田
】　
本
日
の
大
き
な
テ
ー
マ
は
、

「
こ
れ
か
ら
の
働
き
方
・
生
き
方
を
考
え

よ
う
」で
す
。自
己
紹
介
の
中
で
Ｋ
さ
ん

か
ら「
今
の
働
き
方
で
は
も
う
限
界
」と

の
お
話
が
あ
り

ま
し
た
が
、ど

の
よ
う
な
時
に

そ
う
思
わ
れ
ま

し
た
か
。

　
　
　 

以
前
の
職
場
で
は
、時
間
の
管

理
が
一
番
大
変
で
し
た
。特
に
子
ど
も
が

生
ま
れ
て
か
ら
は
、上
司
か
ら
早
く
帰
っ

て
い
い
よ
と
言
わ
れ
て
も
、仕
事
の
ボ
リ

ュ
ー
ム
は
変
わ
ら
ず
、な
か
な
か
そ
う
も

い
か
な
い
。同
僚
も
同
じ
よ
う
に
言
っ
て

は
く
れ
ま
す
が
、「
責
任
あ
る
ポ
ジ
シ
ョ

ン
に
い
る
ん
だ
か
ら…

」と
い
う
心
の
声

が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き
て
、自
分
一

人
が
先
に
帰
る
の
は
申
し
訳
な
く
思
え

た
際
、午
後
８
時
ま
で
は
帰
れ
ず
、「
園
の

子
ど
も
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
の
に
、自

分
の
子
ど
も
の
た
め
に
早
く
帰
っ
て
あ
げ

ら
れ
な
い
」と
い
う
悩
み
を
抱
え
て
い
ま

し
た
。当
時
、夫
は
午
後
10
時
過
ぎ
の
帰

宅
が
当
た
り
前
。「
育
児
を
し
て
も
ら
え

な
い
、も
っ
と
子
育
て
に
か
か
わ
っ
て
ほ
し

い
」と
い
う
思
い
の
中
、パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
を
上
手
に
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
。「
育
児

は
母
親
が
」

と
い
う
時
代

的
な
背
景
も

あ
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　
　
　  

私
も
子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
は
、

午
後
10
時
前
に
帰
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、「
自
分
自
身
」も「
家
庭
」も
省
み

な
い
男
で
し
た
。自
分
の
時
間
は
無
制
限

に
あ
る
と（
勘
違
い
）し
て
い
た
か
ら
、部

下
の
時
間
に
対
し
て
も
無
理
解
。妻
か
ら

「
も
う
少
し
子
ど
も
と
し
ゃ
べ
っ
て
よ
」と

言
わ
れ
、ハ
ッ
と
し
て
時
間
の
管
理
を
徹

底
し
ま
し
た
。朝
方
勤
務
へ
と
シ
フ
ト
し

た
こ
と
で
、今
日
も
午
後
６
時
か
ら
の
放

談
会
に
参
加
で
き
ま
し
た
。

【
横
田
】　
個
人
が
ラ
イ
フ
に
費
や
す
時

間
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、働
く
本
人
、

上
司
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、同
僚
の
意
識
、

職
場
全
体
の
意
識
、そ
し
て
企
業
そ
の
も

の
の
意
識
改
革
が
必
要
で
す
。特
に
男
性

は
、「
自
分
の
時
間
が
無
制
限
に
あ
る
」と

考
え
が
ち
で
す
。そ
し
て
子
育
て
が
始
ま

る
と
、女
性
は
時
間
に
関
し
て「
制
約
社

員
」に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。皆
さ
ん

の
ご
家
庭
で
は
、男
性
も
家
事
・
育
児
に

積
極
的
に
参
画
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

　
　
　 

私
の
場
合
、共
働
き
で
す
の
で

家
事
、育
児
も
分
担
し
な
が
ら
や
っ
て
い

ま
す
。仕
事
と
同
様
、家
事
も
ど
う
や
っ

た
ら
う
ま
く
ま
わ
る
の
か
、家
庭
を
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
す
る
感
覚
で
す
。以
前
は
、家

事
を
１
週
間
交
代
で
行
い
、例
え
ば「
食

事
を
作
っ
た
方
は
後
片
付
け
を
し
な
い
」

と
い
う
ル
ー
ル
を
決
め
て
い
ま
し
た
。

　

た
だ…

、
あ
る
日
突
然
、
妻
か
ら
「
も

う
ご
飯
は
作
ら
な
く
て
い
い
よ
」
と
言

わ
れ
、
自
分
で
は
う
ま
く
で
き
て
い
る
つ

も
り
で
も
、
あ
ま
り
美
味
し
く
な
か
っ

た
の
か
な
と
。（
一
同
笑
）

　

家
事
も
得
意
、
不
得
意
で
分
け
て
も

良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ア
イ
ロ

ン
が
け
は
妻
よ
り
も
得
意
で
、
今
で
も

継
続
し
て
や
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　  

私
の
家
で
は
、
妻
は
私
の
家
事

に
口
出
し
を
し
ま
せ
ん
。
放
っ
て
お
い
て

く
れ
た
か
ら
、
今
で
も
皿
洗
い
を
続
け

る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
継
続
し
て
や
っ
て
い
る
と
、
効
率
的

な
皿
洗
い
の

方
法
を
考
え

る
よ
う
に
な

る
。
仕
事
に

通
じ
る
部
分

が
あ
り
ま
す

よ
ね
。

　
　
　  

私
の
家
で
は
、
夫
が
毎
日
、

朝
ご
飯
を
つ
く
っ
て
く
れ
ま
す
。
す
ご
く

助
か
る
し
、
こ
の
ま
ま
続
け
て
ほ
し
い
。

や
っ
ぱ
り
口
出
し
し
て
は
ダ
メ
か
な
。

や
っ
て
も
ら
っ
た
ら
一
言
「
あ
り
が
と
う
」

と
言
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　
　  

夫
は
、
以
前
、「
女
が
家
事
を

や
っ
て
当
た
り
前
」
と
い
う
考
え
方
で
し

た
。
今
で
は
ず
い
ぶ
ん
イ
ク
メ
ン
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。
18
時
〜
20
時
は
家
に

い
て
も
ら
い
、
子
ど
も
と
一
緒
に
ご
飯
を

食
べ
た
り
、
家
事
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
我
が
家
で
は
こ
の
時
間
が
「
ゴ
ー

ル
デ
ン
タ
イ
ム
」。
家
族
と
の
時
間
を
確

保
し
た
上
で
、
20
時
以
降
は
ジ
ム
に
行

く
の
も
、
飲
み
に
行
く
の
も
Ｏ
Ｋ
。
た

だ…

、
保
育
園
の
お
迎
え
で
は
、
保
育

士
が
夫
に
重
要
事
項
を
教
え
て
く
れ
な

い（
笑
）。
夫
は
、「
こ
ん
な
に
家
事
を
や
っ

て
い
る
男
は
そ
う
は
い
な
い
」と
言
う
け

れ
ど
、逆
に
置
き
換
え
た
ら
当
た
り
前
。

や
っ
て
あ
げ
て
い
る
感
は
今
も
少
し
感
じ

ま
す
ね（
苦
笑
）。

【
横
田
】　
私
は
、
保
育
園
の
経
営
に
か

か
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
パ
パ
が
子
ど
も
の

お
迎
え
に
来
た
ら
褒
め
る
よ
う
保
育
士

に
促
し
て
い
ま
す
（
笑
）。
そ
れ
だ
け
で

も
男
性
に
対
し
て
は
小
さ
な
意
識
改
革

を
お
こ
せ
る
。
家
庭
で
は
、
女
性
が
男

性
の
家
事
を
奪
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
男
性
が
う
ま
く
で
き
る
よ

う
に
な
る
た
め
に
は
、
大
変
で
す
が
、

相
手
を
褒
め
、
自
分
が
我
慢
す
る
こ
と

も
必
要
で
す
。ぐ
っ
と
堪
え
、し
わ
く
ち
ゃ

の
ま
ま
干
さ
れ
た
洗
濯
物
も
そ
っ
と
パ
ン

パ
ン
し
て
あ
げ
て
ほ
し
い
（
笑
）。
家
事

も
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
工
夫
し
な
が
ら
や

る
と
面
白
い
で
す
よ
ね
。

　
　
　  

50
代
の
方
で
、
も
っ
と
子
育
て

の
時
間
を
持
つ
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
る
方

は
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
お
孫
さ
ん

が
生
ま
れ
て
初
め
て
「
も
っ
と
あ
の
と
き

に
」
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
よ
う
で
す
ね
。

【
横
田
】　
子
育
て
は
、期
間
限
定
の
「
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｘ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
に
は
、
今
大
事
に
す
べ
き

こ
と
、
優
先
す
べ
き
こ
と
は
何
か
を
し
っ

か
り
考
え
て
ほ
し
い
。
人
生
の
評
価
を

す
る
の
は
会
社
で
は
な
く
、
家
族
で
す
。

パ
ー
ト
ナ
ー
・
親
子
関
係
が
笑
っ
て
い
ら

れ
る
環
境
を
整
え
て
、
特
に
男
性
に
は
、

子
ど
も
軸
か
ら
パ
ー
ト
ナ
ー
軸
へ
と
視

点
を
変
え
な
が
ら
、
家
庭
生
活
へ
参
画

し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
で
も
、
家
庭
生

活
へ
の
参
画
は
、
個
人
の
意
識
改
革
だ

け
で
は
難
し
い
側
面
も
あ
り
ま
す
。
個

人
と
し
て
変
わ
る
と
同
時
に
、
働
く
職

場
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
の
上
司
や
個
人
と
し
て
の
働
き

方
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　   

ボ
ス
も
ボ
ス
な
り
の
研
修
を

受
け
、
会
社
の
方
針
に
従
っ
て
「
水
曜

日
は
ノ
ー
残
業
デ
ー
だ
か
ら
帰
ろ
う
ね
」

と
は
言
う
け
れ
ど
、
定
時
に
帰
る
た
め

の
仕
事
術
ま
で
は
示
し
て
く
れ
な
い
。

　

そ
こ
が
ボ
ス
の
辛
い
と
こ
ろ
か
な
と
思

い
ま
す
。「
ボ
ス
の
ボ
ス
」
の
意
識
を
変
え
、

良
い
意
味
で
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
を

考
え
、
実
行

す
る
こ
と
。

そ
れ
が
大
切

で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
　
　  

同
感
で
す
。
部
分
的
に
中
途

半
端
に
や
り
方
を
変
え
て
も
、
組
織
全

体
に
は
響
き
ま
せ
ん
し
、
人
の
意
識
も

変
え
ら
れ
な
い
。
組
織
ト
ッ
プ
の
意
識
を

変
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
個

人
と
し
て
は
、
働
き
方
を
変
え
よ
う
と

思
っ
た
と
き
に
、
部
下
か
ら
仕
事
の
評

価
を
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
仕
事
を
抱

え
過
ぎ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。

自
分
が
や
る
べ
き
こ
と
、
他
の
職
員
で
も

で
き
る
こ
と
を
分
け
て
考
え
、
仕
事
に

メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。

　
　
　  

長
時
間
労
働
を
や
っ
て
当
た
り

前
と
い
う
職
場
環
境
、
雰
囲
気
で
は
、

た
と
え
育
児
休
暇
や
育
児
時
間
を
取
得

で
き
た
と
し
て
も
、
誰
か
が
さ
ら
に
長

時
間
の
労
働
を
負
担
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
組
織
全
体
で
生
産
性
を
あ
げ

て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
の
職
場
で
は
、
定
時
で
帰
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
も
の
す

ご
く
集
中
力
が
高
ま
り
ま
す
。

　
　
　  

職
場
の
環
境
、
特
に
人
間
関

係
は
大
切
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
構
築
で

き
て
い
な
い
と
、
仕
事
を
お
願
い
す
る
こ

と
も
難
し
い
。
子
ど
も
が
い
な
い
と
き
は

後
回
し
に
し
て
い
た
仕
事
も
あ
り
ま
し

た
が
、
な
ん
せ
子
ど
も
は
突
然
体
調
を

崩
す
も
の
。「
今
日
の
仕
事
は
、
明
日
で

き
な
い
可
能
性
が
あ
る
」
を
肝
に
命
じ
、

今
日
で
き
る
こ

と
は
今
日
や
る

よ
う
に
心
が

け
て
い
ま
す
。

【
横
田
】　
上
司
を
「
イ
ク
ボ
ス
」
化
し

て
い
く
た
め
に
は
、
部
下
も
部
下
と
し

て
の
考
え
方
を
し
っ
か
り
と
も
ち
、
仕
事

の
成
果
を
あ
げ
た
上
で
主
張
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
上
司

に
は
権
利
主
張
だ
け
の
よ
う
に
聞
こ
え

て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
人
事
評
価
制

度
も
変
え
て
い
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
。「
期
間
あ
た
り
」
で
は
な
く
、「
時

間
当
た
り
」
の
生
産
性
で
評
価
す
る
仕

組
み
を
つ
く
り
、
同
時
に
、
男
性
も
時

間
に
は
制
約
が
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な

が
ら
働
く
こ
と
。
こ
の「
仕
組
み
」と「
意

識
」
の
二
つ
が
な
い
と
、
特
に
こ
れ
か
ら

の
「
介
護
問
題
」
に
は
対
応
で
き
な
い

で
し
ょ
う
。
年
間
10
万
人
が
介
護
離
職

し
て
い
ま
す
。
今
後
は
、
男
女
問
わ
ず

多
く
の
方
が
、
仕
事
と
家
事
、
育
児
＋

介
護
で
時
間
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
必

要
に
せ
ま
ら
れ
ま
す
。

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
（
仕

事
と
生
活
の
調
和
）
か
ら
、
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
シ
ナ
ジ
ー
（
仕
事
と
生
活
の

相
乗
効
果
）
を
目
指
し
て
、
こ
れ
か
ら

も
仕
事
と
家
庭
生
活
、
地
域
生
活
に
積

極
的
に
参
画
し
、
誰
も
が
ハ
ッ
ピ
ー
ラ
イ

フ
を
お
く
れ

る
よ
う
に
し

た
い
で
す
ね
。

　

皆
さ
ん
本

日
は
、
大
変

有
意
義
な
時

間
を
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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《
取
材
を
終
え
て
》

　

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
施

行
さ
れ
て
30
年
。「
イ
ク
メ
ン
」と

い
う
言
葉
が
世
に
定
着
し
、こ
の

法
律
に
込
め
ら
れ
た
思
い
が
や

っ
と
社
会
に
広
が
っ
て
き
た
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　

二
つ
の
取
材
を
通
し
て
、改
め

て
意
識
の
醸
成
・
改
革
に
は
、長

い
年
月
が
必
要
だ
と
感
じ
ま
し

た
。 　「

最
高
に
美
味
し
い
桃
を
、

旬
を
見
極
め
、直
接
お
客
様

に
届
け
た
い
」と
い
う
強
い

思
い
と
農
業
経
営
者
と
し
て
、

吟
壌
桃
や
吟
壌
林
檎
の
生
産

を
通
し
て
何
か
面
白
い
こ
と

は
で
き
な
い
か
を
常
に
考
え
、

行
動
す
る
姿
が
と
て
も
印
象

的
で
し
た
。

　
加
藤
さ
ん
の
今
後
の
動
き

に
ま
す
ま
す
注
目
で
す
ね
。

　

20
代
前
半
で
家
業
を
継
い
だ
当
時
、農
業

の
社
会
的
地
位
は
、ま
だ
ま
だ
低
い
と
感
じ

て
い
ま
し
た
が
、小
学
校
の
卒
業
文
集
に
も

「
農
家
」で
は
な
く
、「
農
業
経
営
者
に
な
る
」

と
書
い
て
い
て
、迷
い
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、当
時
は
、農
業
一
本
で
食
べ
て
い

く
こ
と
が
難
し
く
、夜
は
警
備
の
ア
ル
バ
イ
ト

等
も
並
行
し
て
や
っ
て
い
ま
し
た
。結
婚
し
た

こ
と
を
機
に「
農
業
だ
け
で
食
べ
て
い
き
た
い
。

自
立
し
た
農
家
と
し
て
経
営
し
て
い
き
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
が
強
く
な
り
ま
し
た
。

　

既
存
の
方
法
で
桃
を
育
て
て
も
、形
に
は
な

る
け
れ
ど
面
白
い
も
の
は
で
き
ま
せ
ん
。独
自

の
販
売
ル
ー
ト
を
得
よ
う
と
し
た
と
き
に
、

同
じ
桃
で
新
規
に
顧
客
を
獲
得
す
る
こ
と
は

難
し
い
。そ
の
よ
う
な
中
、味
の
良
い
こ
と
で

評
判
だ
っ
た
和
歌
山
県
有
田
市
の
み
か
ん
農

家
が
、魚
か
す
を
使
っ
た
土
づ
く
り
を
し
て
い

る
こ
と
を
知
り
、万
田
酵
素
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、

発
酵
肥
料
に
よ
る
土
づ
く
り
を
始
め
ま
し
た
。

　

魚
か
す
は
静
岡
産
、土
の
カ
ル
シ
ウ
ム
を
補

う
た
め
の
ホ
タ
テ
の
殻

は
、北
海
道
産
を
使
用

す
る
な
ど
、発
酵
肥
料

の
元
に
な
る
材
料
選

び
か
ら
、ブ
レ
ン
ド
の

バ
ラ
ン
ス
、発
酵
ま
で

の
工
程
を
全
て
独
学

で
や
っ
て
い
ま
す
。

　

最
高
に
美
味
し
い
桃
を
作
る
た
め
の
基
礎

デ
ー
タ
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、始
め
て
か
ら
４

〜
５
年
間
は
試
行
錯
誤
の
連
続
で
、１
年
に

一
回
、そ
の
年
の
桃
で
し
か
結
果
が
確
認
で
き

な
い
。ま
さ
に
修
行
の
よ
う
な
日
々
で
し
た
。

　

吟
壌
桃
の「
壌
」は
土
壌
の「
壌
」。そ
れ
ほ

ど
土
づ
く
り
に
は
こ
だ
わ
り
が
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
安
全
安
心
で
売
っ
て
き
た
桃
を
、放

射
性
物
質
が
降
り
注
い
で
、そ
れ
で
も
安
心

だ
か
ら
と
い
っ
て
売
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

自
治
体
の
農
地
除
染
が
遅
れ
て
い
る
中
、

「
あ
と
数
年
は
待
て
な
い
。自
分
で
や
る
し
か

な
い
」と
思
い
ま
し
た
。２
・
６
ha
の
農
地
を

除
染
す
る
こ
と
は
、気
の
遠
く
な
る
よ
う
な

作
業
で
、丸
１
年
か
か
り
ま
し
た
。本
当
に
よ

く
や
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、「
自
分
だ
け
が
助
か
れ
ば
よ
い
の

か
」と
い
っ
た
反
発
の
声
も
あ
り
、除
染
開
始

か
ら
２
〜
３
年
間
は
本
当
に
苦
し
か
っ
た
。

出
荷
が
再
開
さ
れ
て「
徹
底
的
に
除
染
し
ま

し
た
」と
言
え
ば
、離
れ
た
お
客
様
も
戻
っ
て

き
て
く
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、売
り
上

げ
は
震
災
前
の
５
割
程
度
と
結
果
に
愕
然
と

し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、自
力
で
除
染
し
た
様
子
を
様
々

な
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
、ま
た

新
し
い
顧
客
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
現
在

の
売
り
上

げ
は
、
震

災
前
の
９

割
程
度
ま

で
回
復
し

て
い
ま
す
。

　

か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

自
分
自
身
を
表
現
す
る
も
の
と
言
っ
て
も
良
い

で
す
。30
年
間
の
様
々
な
気
持
ち
や
苦
労
が
、

桃
に
は
つ
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

結
婚
時（
妻
か
ら
）の
約
束
事
と
し
て
、妻
に

は
直
接
畑
に
出
て
も
ら
わ
な
い
こ
と
と
し
ま
し

た
。私
は
畑
を
、妻
に
は
従
業
員
と
一
緒
に
、電

話
や
ネ
ッ
ト
販
売
、直
売
等
、桃
の
発
注
業
務

を
引
き
受
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　

役
割
分
担
を
明
確
に
し
な
が
ら
も
、経
営
の

方
向
性
は
常
に
一
緒
に
考
え
る
。意
識
的
に
は

「
共
同
経
営
者
」と
し
て
、今
で
は
僕
よ
り
も
桃

の
味
に
厳
し
く
、頼
も
し
い
存
在
で
す
。

　

去
年
初
の
試
み
と
し
て
、「
吟
壌
林
檎
」の
み

を
原
材
料
と
し
て
醸
造
し
た
お
酒
を
つ
く
り
ま

し
た
。近
い
う
ち
に
醸
造
所（
ワ
イ
ナ
リ
ー
）と

カ
フ
ェ
を
セ
ッ
ト
に
し
た
よ
う
な
場
も
つ
く
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

農
業
の
６
次
化
と
し
て
、最
終
的
に
は
自
分

で
生
産
し
た
吟
壌
桃
や
吟
壌
林
檎
を
、自
分
の

レ
ス
ト
ラ
ン

で
提
供
し
た

い
。
そ
う
す

る
こ
と
で
、

福
島
の
食
文

化
全
体
を
盛

り
上
げ
、育

て
て
い
き
た

い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

加
藤
憲
彦　
　

  

佐
藤
淳
子

佐
藤
裕
子　
　

  

錫
谷
和
子

表
紙
：
切
絵
作
家 

さ
と
う
て
る
え

※
｢

し
の
ぶ
ぴ
あ｣

は
市
政
だ
よ
り
折

込
の
ほ
か
、各
学
習
セ
ン
タ
ー
な
ど
市

の
窓
口
に
配
置
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　福島市大笹生の果樹農家「フルーツファームカトウ」園主の加藤修一さんは、独自の発酵
肥料で育てた桃を「吟壌桃」と名付け、そのほとんどを直接顧客に販売しています。加藤さん
に、桃づくりや福島の農業に対する思いを伺いました。

～加藤さんと考える福島の農業のこれから～吟壌の桃

果
樹
農
家
の
四
代
目
と
し
て
、は
じ
め

か
ら
迷
い
な
く
家
業
を
継
が
れ
た
の

で
す
か

な
ぜ
独
自
に
果
樹
園
の
除
染
に
取
り

組
ま
れ
た
の
で
す
か

加
藤
さ
ん
に
と
っ
て
、「
吟
壌
桃
」と
は
、ど

の
よ
う
な
存
在
で
す
か

ご
夫
婦
間
の
協
力
や
、男
女
共
同
参
画
に

つ
い
て
の
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

今
後
の
抱
負
等
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
発
酵
肥
料
で
土
づ

く
り
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、始
め
る

に
至
っ
た
経
緯
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い


