
特産品のブランド化

　

大
洲
に
は
、
優
れ
た
製
品
や
農
林
水
産
物
が
数
多

く
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
地
域
に
住
む
人
た
ち
の

工
夫
や
知
恵
の
賜
物
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、「
大
洲
産
」
と
い
う
知
名
度
・

認
知
度
が
低
く
、
他
の
産
地
に
押
さ
れ
て
い
る
も
の

も
少
な
く
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　　

地
域
の
創
意
、
工
夫
、
頑
張
り
を
ブ
ラ
ン
ド
品
と

し
て
定
着
さ
せ
、
そ
れ
を
行
政
が
後
押
し
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
地
域
活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
。そ
ん
な
思
い
か
ら「
大
洲
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ

ン
認
定
制
度
」
を
制
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
厳
し
い
基
準
に
適
合
す
る
品
質
の

高
い
商
品
を
「
大
洲
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と

し
て
認
定
し
、
地
域
を
代
表
す
る
商
品
と
し
て
重
点

的
に
支
援
を
行
う
も
の
で
す
。
認
知
度
を
高
め
流
通

拡
大
と
地
域
産
業
の
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
認

定
品
を
通
し
て
市
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
つ
な
げ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

本
年
７
月
に
第
１
回
の
審
査
会
を
開
催
し
、「
大

洲
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
加
工
品
（
食
料
品
）

11
品
目
を
認
定
い
た
し
ま
し
た
。

　

大
洲
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
認
定
は
、
今
後

も
実
施
い
た
し
ま
す
。

　

大
洲
の
新
戦
略
「
大
洲
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ

ン
」。

　

み
な
さ
ん
の
ご
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

地
域
戦
略
・
大
洲
の
あ
く
な
き
挑
戦　

～
大
洲
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
～

広報大洲 10月号7



五感で味わう
　

食
感
は
、
従
来
の
同
じ
よ
う
な
商
品
と
比
較
し
て

も
軟
ら
か
い
感
じ
で
す
。
少
し
甘
目
の
味
付
け
で
、

子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
、
幅
広
い
年
齢
層
で
受

け
入
れ
ら
れ
る
商
品
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
お
酒
を
た
し
な
み
ま
す
が
、
お
酒
の
さ
か
な

と
い
う
よ
り
も
、
ご
は
ん
の
お
か
ず
に
合
う
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
の
野
菜
が
入
っ
て
い
る
の
で
、
食
べ
る

た
び
に
い
ろ
い
ろ
な
味
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特
に
、
甘
い
さ
と
い
も
の
味
が
口
い
っ
ぱ
い
に
広
が

り
、
お
年
寄
り
に
も
や
さ
し
い
味
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
般
的
な
カ
レ
ー
は
、
辛
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
カ
レ
ー
は
幼
い
子
ど
も
た
ち
で
も
お
い

し
く
食
べ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
小
腹
が
す
い
た
時
に
、
パ
ッ
と
つ
ま
み

や
す
い
、
女
性
に
ピ
ッ
タ
リ
の
サ
イ
ズ
で
す
。

　

は
ん
な
り
と
し
た
甘
さ
と
、
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た

あ
ず
き
の
存
在
感
が
た
ま
り
ま
せ
ん
。

　

上
品
な
甘
さ
と
こ
の
サ
イ
ズ
は
、
お
抹
茶
な
ど
の

お
茶
う
け
に
合
う
こ
と
う
け
あ
い
で
す
。

　

機
会
が
あ
れ
ば
お
茶
を
た
て
て
、
こ
の
和
菓
子
を

食
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　大洲市新谷
　　木　下　　信

まこと

　さん

　大洲市長浜町櫛生
　　谷　井　キミ子　さん

　大洲市河辺町川上
　　田　中　治

は る

　子
こ

　さん

いわし黒酢南蛮【㈲竹内海産物】
～新感覚の食べるいりこ～

さといもカレー【㈱サンフーズ】
～カレーを知り尽くしているからこそ出せる味～

ひとくち生志ぐれ【㈲冨永松栄堂】
～昭和天皇皇后ご用命の冨永松栄堂の志ぐれ～

　

実
際
に
、「
大
洲
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
に
認
定
さ
れ
た
商
品
を
、
市
民
の
み
な
さ
ん
に
試
食
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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食感を楽しむ
　

普
段
食
べ
て
い
る
と
う
ふ
よ
り
大
豆
の
味
が
濃
く

て
、
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
で
す
。

　

口
の
中
に
入
れ
る
と
、
と
ろ
け
る
よ
う
な
感
じ
の

と
う
ふ
で
し
た
。

　

僕
は
と
う
ふ
に
何
も
か
け
な
い
で
食
べ
る
の
が
好

き
な
の
で
、
こ
の
風
味
の
あ
る
と
う
ふ
の
味
が
と
て

も
よ
か
っ
た
で
す
。

　

ま
た
食
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
し
め
と
う
ふ
」
は
切
っ
て
置
い
て
も
通
常
の
豆
腐

の
よ
う
に
水
が
出
ず
、
油
の
は
ね
も
な
い
の
で
、
料

理
に
使
い
や
す
い
食
材
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
大
豆
の
香
り
が
控
え
め
で
、
豆
腐
が
あ
ま

り
好
き
で
な
い
人
で
も
食
べ
や
す
い
の
で
は
な
い
か

と
感
じ
ま
し
た
。

　

田
楽
や
煮
物
に
も
合
う
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
、
私
は
柚
子
味
噌
で
大
変
お
い
し
く
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
「
じ
ゃ
こ
カ
ツ
」
は
、
給
食
で
も
食
べ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

外
側
が
サ
ク
サ
ク
で
、
中
は
ホ
ク
ホ
ク
し
て
て
、

今
ま
で
食
べ
た
こ
と
の
な
い
食
感
で
し
た
。
と
て
も

食
べ
や
す
く
、
お
い
し
か
っ
た
で
す
。

　

材
料
が
小
魚
だ
と
知
っ
て
驚
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
家
族
み
ん
な
で
食
べ
て
み
た
い
で
す
。

　大洲市西大洲
　　蔵　本　椋

りょう

　太
た

　さん

　大洲市肱川町山鳥坂
　　岩　田　淳

じゅん

　司
じ

　さん

　大洲市菅田町菅田
　　柳　本　歩

あ ゆ

　果
か

　さん

すくいとうふ【㈲中川食品】
～地元産大豆の風味と旨味をご堪能あれ～

しめとうふ【㈲中川食品】
～南予地方で古くから愛されている伝統食材～

じゃこカツ【㈱シロモト食品】
～愛媛県産の地魚をすり潰しまるごとカツに～
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商品へのこだわり

　あまごの里
　　梅　木　健

け ん

　一
い ち

　さん

　山栄堂
　　中　野　聖

き よ

　征
ゆ き

　さん

　
「
あ
ま
ご
の
甘
露
煮
」
は
、
納
得
の

で
き
る
商
品
で
す
が
、一
経
営
者
で
は
、

情
報
発
信
す
る
手
段
も
限
ら
れ
て
い
ま

す
。
特
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
は
、
大
洲

市
が
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｏ

級
グ
ル
メ
な
ど
と
と
も
に
、
行
政
と
連

携
し
て
Ｐ
Ｒ
し
た
い
と
考
え
ま
し
た
。

　　

商
品
の
材
料
と
な
る
あ
ま
ご
は
、「
清

流
の
女
王
」
と
呼
ば
れ
る
魚
で
、
き
れ

い
で
冷
た
い
川
に
し
か
生
息
し
な
い
渓

流
を
代
表
す
る
魚
で
す
。
当
店
で
は
、

あ
ま
ご
を
30
年
以
上
養
殖
し
て
い
て
、

品
質
に
は
絶
対
の
自
信
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
あ
ま
ご
を
お
い
し
い
甘
露
煮
に

す
る
た
め
に
、
昔
な
が
ら
の
製
法
に
こ

だ
わ
っ
て
手
作
り
し
て
い
ま
す
。

　

あ
ま
ご
一
匹
一
匹
を
炭
火
で
じ
っ
く

り
あ
ぶ
り
、
河
辺
産
の
お
茶
と
と
も
に

ま
き
を
使
っ
た
か
ま
ど
で
煮
込
み
、
砂

糖
・
蜂
蜜
・
醤
油
・
み
り
ん
で
味
付
け

を
し
て
い
ま
す
。

　

甘
目
の
味
な
が
ら
、
あ
ま
ご
自
体
の

味
も
し
っ
か
り
感
じ
ら
れ
る
味
つ
け
に

な
っ
て
い
て
、
年
配
の
人
か
ら
お
子
さ

ん
に
も
好
評
で
す
。

　　
「
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し

て
認
定
を
受
け
た
影
響
は
、
ま
だ
は
っ

き
り
と
目
に
見
え
る
形
で
現
れ
て
は
い

ま
せ
ん
が
、
今
後
の
展
望
に
期
待
し
て

い
ま
す
。

　

こ
の
商
品
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

で
、河
辺
の
良
さ
を
多
く
の
人
に
伝
え
、

そ
し
て
河
辺
に
来
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
「
大
洲
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

に
応
募
し
た
き
っ
か
け
は
、
自
分
自
身

が
納
得
の
い
く
出
来
栄
え
の
商
品
を
、

行
政
と
協
働
し
て
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
の
思
い
か
ら
で
し
た
。
認
定
し

て
い
た
だ
い
た
以
降
、
志
ぐ
れ
の
売
り

上
げ
は
伸
び
て
い
ま
す
。

　

こ
の
商
品
は
あ
ず
き
の
風
味
を
大
切

に
し
た
志
ぐ
れ
を
ベ
ー
ス
に
、
大
洲
産

の
よ
も
ぎ
、
も
ち
麦
、
梅
、
ゆ
ず
を
使

用
し
て
い
ま
す
。

　

商
品
の
特
徴
と
し
て
は
、
糖
分
控
え

め
で
も
ち
も
ち
感
を
実
現
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
志
ぐ
れ
は
通
常
、
保
存
料
を

一
切
使
用
し
な
い
た
め
、
賞
味
・
消
費

期
限
が
ど
う
し
て
も
短
く
な
る
の
で
す

が
、
こ
の
商
品
は
、
熱
処
理
を
加
え
真

空
パ
ッ
ク
す
る
こ
と
で
、
日
持
ち
す
る

よ
う
に
工
夫
し
て
い
ま
す
。

　

志
ぐ
れ
の
購
買
層
は
従
来
、
年
配
の

人
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
最
近
は
若

い
人
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
特
に
も
ち

麦
入
り
の
志
ぐ
れ
は
、
植
物
の
繊
維
が

豊
富
で
、
美
容
と
健
康
を
考
え
て
、
若

い
女
性
が
購
入
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
よ

う
で
す
。

　

現
在
、
山
栄
堂
で
は
１
日
に
約

９
０
０
個
の
志
ぐ
れ
を
製
造
し
て
い
て
、

市
内
外
７
店
舗
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
さ
ら
に
質
の
高
い
商
品
を
開

発
し
、
大
洲
名
産
の
志
ぐ
れ
の
販
売
拡

大
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

あ
ま
ご
の
甘
露
煮

　

志
ぐ
れ
（
よ
も
ぎ
、も
ち
麦
、梅
、ゆ
ず
）

　骨まで軟らかく、頭から
しっぽまで食べられます。
　昔ながらの製法で丁寧に
手作りしていて、あまごの
育成から製品化まで、一貫
した製品管理を行っていま
す。

　よもぎ、もち麦、梅、ゆ
ずは大洲産を使用していま
す。
　独自の製法で、しっとり
もちもち感を実現してい
て、１つ１つ手作りしてい
ます。

　
「
大
洲
え
え
モ
ン
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
認
定
商
品
を
製
造
し
た
み
な
さ
ん
の
声
を
お
届
け
し
ま
す
。
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次世代を担う

　

現
在
の
社
会
情
勢
下
に
お
い
て
、
産

地
偽
装
、
食
品
衛
生
管
理
基
準
の
違
反

な
ど
が
相
次
ぎ
、
社
会
的
モ
ラ
ル
が
低

下
す
る
中
、「
食
」
に
対
す
る
安
全
性

を
求
め
る
声
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

地
産
地
消
は
、
生
産
者
と
消
費
者
を

結
ぶ
大
切
な
関
わ
り
合
い
で
す
。

　

大
洲
市
で
は
食
の
安
全
を
守
る
た

め
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

　

生
産
者
と
製
造
者
、
消
費
者
そ
れ
ぞ

れ
の
思
い
が
そ
れ
ぞ
れ
に
届
く
よ
う

に
。

　

ま
た
、
新
し
い
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち

の
安
全
、
健
康
を
守
る
た
め
、
地
元
食

材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
た
給
食
を
提

供
し
て
い
き
ま
す
。

　

特
産
品
の
ブ
ラ
ン
ド
化
に
つ
い
て

は
、
今
後
も
引
き
続
き
良
い
も
の
を
掘

り
起
し
、
全
国
に
こ
の
大
洲
を
発
信
し

て
い
き
ま
す
。　

　

生
産
者
、
製
造
者
が
自
信
を
持
っ
て

提
供
で
き
る
産
品
を
地
域
へ
。
そ
し
て

全
国
へ
。

農業後継者　

　西　村　幸
こう

　治
じ

 さん（菅田町宇津）

　私は松山で会社員として働いていましたが、親の勧め
もあり、８年前から本格的に農業に携わっています。現
在は、主に米やしいたけを栽培しています。
　農業を取り巻く環境は厳しく、改善の兆しは見えませ
ん。一番の問題は後継者不足です。私が農業に従事し始
めた頃よりも、後継者の数は減少していて、10年・20年
先を考えると不安になります。私の代から田の面積を拡
大し、収穫時期になると近所の人たちに手伝ってもらっ
ています。しかし、今後手伝ってくれる人がいなくなる
と、経営の維持も困難と言わざるを得ません。
　農業は会社勤めと違い、自分が頑張って働いた分だけ
結果がついてくるものです。自分が苦労して植えたもの
が形となって収穫できる時ほど、うれしいことはありま
せん。私は収穫したものを販売する際、自分の名前を商
品に表示し、顔の見える生産者として安心・安全な食材
の提供に努めています。顧客から「おいしかった」とほ
められると、農業にやりがいを感じます。
　今では、多くの後継者が大洲地域の小学校などで、食
育活動を行っています。私個人としては、農業を始めて
から、菅田保育所の園児を対象に田植え体験教室を開い
ています。まずは、幼い頃から大洲の野菜のおいしさを
知ってもらいたいと思います。大洲は、さまざまな野菜
を栽培できる恵まれた地域であり、そのおいしさは県内
でも群を抜いています。
　現在、地元飲食店と大洲産野菜のコラボレーションが
できないか模索中で、地産地消についても前向きに取り
組んでいます。後継者不足という状況ではありますが、
このように農業を盛り上げようとする試みは、いずれ実
を結ぶと信じています。
　私の夢は、自分の子どもたちと一緒に農業を経営する
ことです。いつか私の後を継いで、今後の農業を盛り上
げてもらいたいです。

農業と生きていく
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