
協
力
隊
の
色
と
り
ど
り
の

　

活
動
を
お
伝
え
し
ま
す
！

柚子園柚子園

山間地における高収益作物の振興十和地域振興局

柚子園での活動
藤田 未来
M i r a i  F u j i t a

新たな挑戦を四万十町で
仁井田・影野地区の地域づくり井上 佳奈

K a n a  I n o u e

窪川（本庁）

　
　

  

が
協
力
隊
を
目
指
し
た

　
　

  

き
っ
か
け
は
、
地
域
住

民
の
た
め
に
活
動
さ
れ
て
い
る

方
の
姿
に
感
銘
を
受
け
、
自
分

も
そ
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
い

と
考
え
た
こ
と
で
す
。
改
め
て
、

自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
見
つ
め
直

し
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
な
る
こ

と
を
模
索
し
て
い
た
と
き
、
協

力
隊
の
事
を
知
り
ま
し
た
。

　
地
域
の
方
々
と
関
わ
り
な
が

ら
も
、
ゼ
ロ
か
ら
新
し
い
事
に

挑
戦
で
き
る
と
こ
ろ
に
魅
力
を

感
じ
、
応
募
を
決
意
し
ま
し
た
。

　
高
知
県
に
対
し
て
以
前
か
ら

憧
れ
が
あ
り
、
実
際
に
来
て
み

る
と
、
川
と
海
の
見
た
こ
と
の

な
い
美
し
さ
に
感
動
し
、
更
に

出
会
う
方
た
ち
皆
さ
ん
が
気
さ

く
に
話
し
か
け
て
く
れ
る
の

で
、
と
て
も
温
か
い
気
持
ち
に

な
り
ま
し
た
。

私

　
こ
こ
四
万
十
町
の
雄
大
な
山

に
囲
ま
れ
た
道
を
車
で
走
り
な

が
ら
、
心
が
ほ
っ
と
落
ち
着
く

こ
と
に
気
づ
き
、
ぜ
ひ
こ
こ
で

暮
ら
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
私
は
こ
の
地
域
で
、
地
域
振

興
と
特
産
品
を
使
用
し
た
商
品

開
発
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、

ま
ず
は
、
町
を
歩
き
、
住
民
の

方
々
と
お
話
を
し
、
地
域
の
こ

と
を
知
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。お
会
い
し
た
際
は
、

ぜ
ひ
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ

ば
大
変
嬉
し
い
で
す
。

　
初
め
は
、
手
探
り
状
態
で
、

思
う
よ
う
に
い
か
な
い
こ
と
も

あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
地
域
の

方
々
と
の
交
流
を
楽
し
み
な
が

ら
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
け
れ

ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

　
　

  

さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。

　
　

  

干
支
が
変
わ
っ
た
の
も

　

束
の
間
、
気
が
付
け
ば
も
う

　
３
月
で
す
ね
。
例
年
通
り
に

　

烏
兎
怱
怱
を
実
感
し
て
い
る

今
日
こ
の
頃
、
私
は
目
下
柚
子

園
に
て
剪
定
作
業
を
し
て
い
ま

す
。

　

柚
子
の
棘
は
な
か
な
か
に
鋭

く
、
い
つ
も
基
本
的
に
厚
着
で

作
業
を
す
る
の
で
す
が
、
私
は

頭
上
が
と
て
も
無
防
備
な
の
で

更
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
要
領
が
悪

い
の
か
い
つ
の
間
に
か
色
ん
な

所
を
ぷ
つ
ぷ
つ
刺
さ
れ
て
し
ま

い
、
帰
宅
し
て
風
呂
に
入
る
た

び
に
ひ
ー
ひ
ー
言
っ
て
し
ま
う

始
末
で
す
。
そ
れ
は
さ
て
お
き

昨
年
は
柚
子
は
周
期
的
に
裏
年

だ
っ
た
の
で
す
が
、
想
像
以
上

の
収
穫
に
驚
か
さ
れ
た
収
穫
の

秋
を
体
験
し
ま
し
た
。

皆

　
要
因
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
と

思
う
の
で
す
が
、
個
人
的
に
昨

年
の
同
じ
時
期
に
終
始
疑
心
暗

鬼
に
な
り
な
が
ら
も
行
っ
た
、

人
生
初
の
剪
定
作
業
が
ほ
ん
の

少
し
で
も
良
い
具
合
に
作
用
し

た
の
で
は
な
い
の
か
な
と
勝
手

に
思
っ
て
い
ま
す
。

　
剪
定
作
業
は
と
て
も
奥
が
深

く
、
柚
子
園
の
こ
れ
か
ら
先
を

左
右
す
る
大
切
な
作
業
の1

つ

で
し
て
、
昨
年
学
ん
だ
こ
と
や

反
省
点
を
思
い
出
し
た
り
、
親

方
に
指
導
し
て
も
ら
っ
た
り
し

つ
つ
自
分
な
り
に
工
夫
し
な
が

ら
日
々
作
業
し
て
い
ま
す
。

　
道
す
が
ら
目
に
つ
い
た
柚
子

園
を
観
察
す
る
の
も
、
こ
ち
ら

へ
来
て
か
ら
は
す
っ
か
り
日
課

と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
少
し
で
も
地
域
の

役
に
立
て
る
よ
う
に
精
進
し
て

い
き
た
い
で
す
。

地域の方と 100 歳体操地域の方と 100 歳体操

昨年、収穫中に発見した鈴生りの柚子昨年、収穫中に発見した鈴生りの柚子

、

う
と
そ
う
そ
う

着
任
着
任

影野駅の桜の木の剪定

M a r c h
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みんなのお気に
入りをご紹介！

休
憩
時
間

影
野
駅

こ
い
の
ぼ
り
公
園
の
展
望
台

窪川 十和大正

I n s tag ramF a c e b o o k協力隊公式HP

四万十町地域おこし協力隊の活動は
　　　　　　　　　　　ホームページ、SNSにて発信中！

四 万 十 町 琴 平 町 1 6 番 1 7 号 ( 西 庁 舎 2 F ）

四万十町役場 にぎわい創出課

M a i l :  1 0 3 0 5 0 @ t o w n . s h i m a n t o . l g . j p T e l :  0 8 8 0‒2 2‒3 2 8 1

　皆で作業した時の休憩時間が好き
です。四万十の新鮮な空気と最高の
景色の中、ワイワイするのが私にと
って最高の時間です。（佐藤 直人）

　四万十町の玄関口となる影野駅。
鉄道好きの方が写真を撮りに来るほ
どの写真スポット。地域の方が線路
沿いに植えた菜の花が、今年から少
しずつ咲き始めました。春には桜も
咲きます。（井上 佳奈）

　十和のメイン通りとその側を流れ
る四万十川を一望できる、絶景スポ
ット。四季ごとに移り変わる山々の
模様と空がとても綺麗です。（藤田 
未来）

協力隊への
ご連絡は
こちらまで

協力隊への
ご連絡は
こちらまで

四万十町では現在21名の協力隊が活躍しています。

藤田 未来
四万十町地域おこし協力隊だより　2021年3月号

四万十町に焼きたてのパンを
商業の振興とベーカリーショップの開業山岸友洋 Tomo h i r oY am a g i s h i 　　　

昭和小学校　活動風景昭和小学校　活動風景

農業を通じて
四万十の風土を活かした農業の展開十和地域振興局佐藤 直人

Naoto Sato

ゆずの収穫風景ゆずの収穫風景

　
　   

は
現
在
『
し
ま
ん
と
流

　
　   

域
野
菜
』
と
い
う
会
社

に
農
業
研
修
で
お
世
話
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。
着
任
後
、
有
機

栽
培
で
生
姜
・
里
芋
・
か
ぼ

ち
ゃ
・
紅
芯
大
根
・
菜
花
・
に

ん
じ
ん
芋
・
ゆ
ず
の
栽
培
技
術

に
つ
い
て
研
修
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　
ど
れ
も
初
め
て
の
経
験
で
分

か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た

が
、
桐
島
正
一
さ
ん
が
丁
寧
に

指
導
し
て
下
さ
り
、
栽
培
の
コ

ツ
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
知
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。
や
は
り
、
想
い

を
持
っ
て
育
て
た
野
菜
で
す
か

ら
、
野
菜
本
来
の
み
ず
み
ず
し

く
新
鮮
な
味
を
感
じ
た
時
は
、

　
自
分
な
り
に
手
応
え
を
感
じ

　 

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
　
し
か
し
中
に
は
上
手
く
育

　
　
た
な
か
っ
た
野
菜
も
あ
り

　
　
自
然
相
手
の
こ
の
仕
事
は

　
年
月
が
か
か
る
こ
と
を
改
め

私

て
実
感
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
昨
年
の
夏
か
ら
、
大

道
の
昔
野
菜
の
伝
承
に
関
す
る

活
動
に
も
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
活
動
の

機
会
は
少
な
か
っ
た
の
で
す

が
、
昭
和
小
学
校
の
児
童
と
関

係
者
と
一
緒
に
校
庭
で
畑
作
り

を
し
ま
し
た
。
こ
の
地
に
根
付

く
伝
統
野
菜
を
後
世
に
遺
し
、

伝
え
る
と
い
う
こ
の
取
り
組
み

は
地
域
の
方
が
協
力
し
あ
っ
て

い
て
、
私
も
そ
の
一
員
に
な
れ

た
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

　
野
菜
作
り
は
楽
し
い
反
面
、

苦
労
も
あ
り
、
自
然
と
向
き
合

う
こ
と
の
厳
し
さ
を
日
々
感
じ

る
と
同
時
に
、
栽
培
の
奥
深
さ

を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
今
後
も
こ
の
地
に
適
し
た

栽
培
方
法
等
を
研
究
し
、
人
に

喜
ん
で
い
た
だ
け
る
野
菜
を
作

っ
て
い
き
た
い
で
す
。

　3 月らしい写真を探したところ、去年家地川で
撮影した、満開の菜の花の写真が出てきました。
ようやく寒さもやわらいできたこともあり、もう
すぐこんな綺麗な菜の花が見られると思うと春が
やって来るのが一層待ち遠しくなりました！
　さて、年度末の 3 月は様々な区切りになる月で
すね。私はこの時期の空気を吸うと、高校の卒業
式や、就職前の頃だったり、期待と不安が混じっ
た複雑な気持ちが一気に蘇ってくるような気がし
ます。そういえばコロナが猛威を振るい始めたの
も、ちょうど一年前のこの時期でしたね。例年よ
りドタバタした印象が強く、一年は早いなぁと思
わずにいられません。（編集：吉岡亜紀）

、


