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食
育
の

発
信
基
地

と
し
て
、

町
民
開
放

型
の
調
理

実
習
室
・

研
修
室
を

設
置
し
、

さ
ら
に
調
理
や
洗
浄
な
ど
一
連
の

作
業
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
学

コ
ー
ス
も
設
置
し
て
い
ま
す
。

地
元
農
産
物
の
新
規
需
要
開

拓
事
業
と
し
て
加
工
品
開
発

支
援
事
業
（
豊
郷
町
）

　

地
元
で
採
れ
た
農
産
物
を
使

い
、
新
た
な
加
工
品
の
開
発
に
取

り
組
ま
れ
て
い
る
２
農
家
が
、
こ

の
た
び
新
規
需
要
開
拓
事
業
を
活

用
し
て
豊
郷
町
産
の
農
産
物
を
使

っ
た
「
ダ
イ
コ
ン
の
お
ろ
し
ぽ
ん

酢
」「
た
ま
ね
ぎ
の
ド
レ
ッ
シ
ン

グ
」「
章あ

き

姫ひ
め

い
ち
ご
ド
レ
ッ
シ
ン

グ
」
を
販
売
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
「
地
元
で
と
れ
た
農

産
物
の
良
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
町

各
農
作
業
の
指
導
の
ほ
か
に
、

地
元
の
歴
史
の
話
も
さ
れ
て
い

て
、
生
徒
は
興
味
深
く
話
を
聞

い
て
い
ま
し
た
。

給
食
を
新
し
い
給
食
セ
ン
タ

ー
か
ら
提
供
（
愛
荘
町
）

愛
荘
町
給
食
セ
ン
タ
ー
の
概
要

▼
町
内
８
校
園 
３
、０
０
０
食
を

調
理
提
供
可
能
な
最
新
厨
房

設
備
機
器
を
導
入

▼
学
校
給
食
衛
生
管
理
基
準
に

合
致
し
た
フ
ル
ド
ラ
イ
シ
ス

テ
ム
の
採
用

▼
安
全
衛
生
基
準
の
確
保
の
た

め
、
各
部
屋
を
壁
や
カ
ウ
ン

タ
ー
で
仕
切
り
、
随
所
に
パ

ス
ス
ル
ー
方
式
を
採
用

▼
独
立
し
た
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応

の
調
理
室
を
設
置

▼
カ
ゴ
ご
と
に
自
動
食
器
洗
浄

機
の
導
入
に
よ
る
作
業
効
率

の
向
上

▼
環
境
に
配
慮
し
た
オ
ー
ル
電

化
熱
源
シ
ス
テ
ム
を
採
用　

生
産
者
と
小
中
学
生
と
の
交

流
推
進
事
業
（
彦
根
市
）

　

城
北
小
学
校
と
彦
根
西
中
学

校
の
児
童
・
生
徒
を
対
象
に
、

松
原
農
業
組
合
に
協
力
い
た
だ

き
、
ダ
イ
コ
ン
や
ス
イ
ー
ト
コ

ー
ン
な
ど
の
野
菜
の
植
え
付
け

や
収
穫
体
験
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

体
験
後
は
、
児
童
・
生
徒
か

ら
「
ダ
イ
コ
ン
の
種
を
見
る
の

は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
あ
ま

り
の
小
さ
さ
に
び
っ
く
り
し
た
」

「
自
分
た
ち
で
収
穫
し
た
も
の
を

食
べ
て
み
て
、
食
と
農
の
つ
な

が
り
や
農

業
の
大
切

さ
が
良
く

分
か
っ
た
」

な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
感

想
を
い
た

だ
き
ま
し

た
。

　

地
元
の

生
産
者
は
、

湖
東
定
住
自
立
圏
（
彦
根
市
と
愛
荘
町
、豊
郷
町
、甲 

良 

町
、
多
賀
町
と
の
広
域
連
携
）
の
具
体
的
な
取
り
組
み

地
産
地
消
の
取
り
組
み
を
す
す
め
て
い
ま
す

の
Ｐ
Ｒ
に
な
れ
ば
」
と
、
意
気
込

ん
で
お
ら
れ
、
今
後
、
更
な
る
開

発
に
よ
り
新
た
な
商
品
の
販
売
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

 　
　
　

 

せ
せ
ら
ぎ
の
里
こ
う
ら

（
甲
良
町
）

　

平
成
24
年
度
建
設
予
定
の
「
せ

せ
ら
ぎ
の
里 

こ
う
ら
交
流
館
」

は
、
情
報
発
信
基
地
と
し
て
、
地

域
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
紹
介
し
な

が
ら
直
売
施
設
の
拡
充
も
図
り
ま

す
。「
交
流
館
」
は
、
年
末
年
始

を
除
き
、
年
中
無
休
で
営
業
し
、

駐
車
場
・
公
衆
ト
イ
レ
は
、
24
時

間
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
平
成
24

年
度
末
に
は

施
設
の
整
備

を
完
了
し
、

道
の
駅
の
登

録
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご

来
場
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

生
産
意
識
の
向
上
へ

（
多
賀
町
）

　

多
賀
町
に
お
け
る
地
産
地
消
の

取
り
組
み
の
一
つ
と
し
て
「
多
賀

に
ん
じ
ん
」
を
は
じ
め
と
す
る
地

元
産
野
菜
を
学
校
給
食
に
提
供
し

て
い
ま
す
。
そ
の
割
合
は
近
隣
と

比
べ
て
非
常
に
高
く
、
生
産
者
の

顔
が
見
え
る
安
心
安
全
な
食
材
を

次
世
代
を
担
う
子
ど
も
に
届
け
る

と
い
う
大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い

ま
す
。

　

多
賀
町
は
近
畿
で
も
有
数
の
そ

ば
の
産
地
で
、
豊
か
な
自
然
の
恩

恵
を
受
け
つ
つ
、
農
薬
や
化
学
肥

料
の
使
用
を
５
割
以
下
に
減
ら
し

た
「
環
境
こ
だ
わ
り
農
産
物
」
の

認
証
を
受
け
て
、「
多
賀
そ
ば
」

と
し
て
皆
さ
ん
に
提
供
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

い
ず
れ
も
地
域
で
採
れ
た
農
産

物
を
地
域
で
消
費
す
る
と
い
う
地

産
地
消
の
取
り
組
み
の
中
で
、
消

費
者
へ
安
心
・
安
全
の
提
供
は
も

ち
ろ
ん
、
生
産
者
の
生
産
意
識
の

向
上
に
も
つ
な
が
っ
て
お
り
、
今

後
も
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い
た

だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

農
林
水
産
課
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旧
愛え

知ち

川が
わ

の
流
れ

　

現
在
の
愛
知
川
は
、
服
部
町
の
北
で
弧

を
描
い
て
、
北
か
ら
西
へ
と
流
れ
を
変
え

て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
愛
知
川
の
本
流
は
、

そ
の
ま
ま
北
流
し
て
甲
崎
町
か
ら
湖
岸
の

薩
摩
町
へ
と
流
れ
を
刻
ん
で
い
ま
し
た
。

　

現
在
も
、
そ
の
ル
ー
ト
は
旧
愛
知
川
が

形
成
し
た
自
然
堤
防
に
よ
っ
て
土
地
が
少

し
高
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
上
に
各
集
落

が
帯
状
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
甲
崎
町
の

集
落
も
例
外
で
は
な
く
、
自
然
堤
防
に

沿
っ
て
南
東
か
ら
北
西
へ
と
細
長
く
伸
び

て
い
ま
す
。

甲
崎
城
跡

　

寛か
ん

政せ
い

４
年（
１
７
９
２
）に
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た

地
誌
『
淡お

う

海み

木こ

間ま

攫ざ
ら
え』

に
よ
る
と
、
甲
崎

町
は
、
か
つ
て
神
崎
村
と
称
し
た
よ
う
で

す
が
、
寛か

ん

永え
い

年
間
（
１
６
２
４
〜
４
４
）

か
ら
甲
崎
村
に
表
記
が
変
わ
っ
た
と
記
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
甲
崎
町
の
小
字
名
を
見
て
い
く
と
、

城
館
に
関
連
す
る
地
名
を
数
多
く
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
上
図
参
照
）。

　

ま
ず
、現
在
の
集
落
一
帯
の
小
字
が「
城

屋
敷
」
で
、
そ
の
南
東
側
の
畑
地
が
「
上

屋
敷
」、
ま
た
北
西
側
の
畑
地
が
「
中
屋

敷
」、
さ
ら
に
西
方
の
畑
地
に
も
「
下
屋

◀
甲
崎
町
小
字
図

敷
」
の
小
字
名
が
認
め
ら
れ
ま
す
（
地
図

の
実
線
の
丸
で
囲
ん
で
い
る
と
こ
ろ
）。

　

そ
し
て｢

中
屋
敷｣

と
「
下
屋
敷
」
の

間
に
は
、
四
周
に
水
路
を
巡
ら
せ
た
内
に

「
本
城
地
」「
馬
屋
」「
土
居
」
な
ど
の
小
字

名
が
集
中
し
て
い
ま
す
（
地
図
中
の
破
線
の

丸
で
囲
ん
で
い
る
と
こ
ろ
）。
ま
た
、西
側
に

は
「
代
ノ
屋
敷
」「
善
平
殿
」
な
ど
の
小
字

も
隣
接
し
て
い
ま
す
（
地
図
中
の
実
線
の
二

重
丸
で
囲
ん
で
い
る
と
こ
ろ
）。こ
の
辺
り
が

堀
に
囲
ま
れ
た
平
地
城
館
の
主し

ゅ

郭か
く

で
あ
っ

た
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
地
元
で
は
こ
の
城

館
を
甲
崎
城
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

甲
崎
城
を
巡
る
堀
は
、
西
方
に
延
び
る

水
路
を
経
由
し
て
神じ

ん

上じ
ょ
う

沼ぬ
ま

、
さ
ら
に
薩
摩

港
・
柳
川
港
と
も
直
結
し
て
い
ま
す
。
両

港
は
、
江
戸
時
代
に
蝦え

夷ぞ

地ち

松ま
つ

前ま
え

に
出
店

し
た
薩
摩
商
人
・
柳
川
商
人
ゆ
か
り
の
港

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
前

か
ら
湖
上
交
通
の
要
所
と
し
て
商
業
が
発

達
し
て
い
ま
し
た
。
両
港
に
接
す
る
甲
崎

城
は
、
両
港
の
権け

ん

益え
き

に
も
深
く
関
わ
っ
て

い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

神
崎
氏

　

甲
崎
城
の
城
主
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の

が
神
崎
氏
で
す
。
貞

じ
ょ
う

享き
ょ
う

年
間
（
１
６
８
４

〜
８
８
）
に
著
さ
れ
た
近
江
の
地
誌
『
淡お

う

海み

温お
ん

故こ

録ろ
く

』
に
は
、
神
崎
氏
は
近
江
守し

ゅ

護ご

▲かつての甲崎城跡から荒神山を望む

佐
々
木（
六
角
）頼よ

り

綱つ
な

の
子
孫
と
記
し
て
い

ま
す
。
神
崎
氏う

じ

高た
か

以
降
、
高た

か

昌ま
さ

・
昌ま

さ

信の
ぶ

・

賢か
た

昌ま
さ

・
昌ま

さ

氏う
じ

と
５
代
に
わ
た
っ
て
当
地
に

城
館
を
構
え
、
六
角
氏
の
下
で
活
躍
し
た

と
伝
え
て
い
ま
す
が
、
詳
細
な
史
料
は
確

認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

教
育
委
員
会
文
化
財

課
☎
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Ａ
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５
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９
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、Ｅ
メ
ー
ル　
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教
育
委
員
会
文
化
財
課
で
は
、

地
域
に
埋
も
れ
た
文
化
財
資
料
を

探
し
て
い
ま
す
。
ご
存
じ
で
あ
れ
ば
、

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。


