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活
は
砂
漠
に
い
る
よ
う
な
も
の
で
し
た
」

と
話
す
の
は
販
売
担
当
責
任
者
・
亀か

め

田だ

和か
ず

行ゆ
き

さ
ん
。
仮
設
住
宅
に
お
い
て
は
元
々
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
活
か
し
た
地
域
ご
と

の
入
居
で
は
な
い
た
め
、
隣
近
所
と
の
付

き
合
い
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
を
亀
田
さ
ん

は
耳
に
し
ま
し
た
。「
何
と
か
農
作
物
の

栽
培
を
と
お
し
て
浪
江
町
の
人
々
と
交
流

を
図
り
、
つ
な
が
り
を
維
持
し
た
い
。
そ

ん
な
思
い
が
生
ま
れ
、
み
ん
な
で
一
緒
に

畑
仕
事
が
で
き
な
い
も
の
か
と
同
郷
の
牛う

し

渡わ
た

喜き

一い
ち

郎ろ
う

さ
ん
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
７

月
、
牛
渡
さ
ん
の
伝つ

て

で
福
島
市
の
茂も

木ぎ

健け
ん

一い
ち

さ
ん
か
ら
農
地
を
無
償
で
借
り
る
こ
と

が
で
き
、
念
願
の
き
ず
な
フ
ァ
ー
ム
を
立

ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
亀
田

さ
ん
は
笑
顔
を
見
せ
ま
す
。

　

き
ず
な
フ
ァ
ー
ム
を
営
む
メ
ン
バ
ー
は
、

浪
江
町
樋ひ

わ
た
し渡
地
区
と
牛う

し

渡わ
た

地
区
に
住
ん
で

い
た
18
世
帯
25
人
。
そ
の
う
ち
の
ほ
と
ん

ど
は
農
家
で
し
た
が
、
な
か
に
は
以
前
と

〝
畑
違
い
〞
の
メ
ン
バ
ー
も
い
ま
す
。「
福

　

浪
江
町
の
仮
設
住
宅
は
福
島
市
、
二
本

松
市
、
本
宮
市
、
相
馬
市
、
桑
折
町
の
5

市
町
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
県
内
に
お
け

る
避
難
市
町
村
の
分
散
数
は
最
も
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
借
り
上
げ
住
宅
に
至
っ

て
は
県
内
外
に
お
よ
び
、
人
々
は
各
地
に

離
散
し
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

「
３
月
12
日
に
着
の
身
着
の
ま
ま
で
浪
江

町
か
ら
避
難
し
、
避
難
所
で
の
生
活
が
数

カ
月
続
き
ま
し
た
。
初
夏
の
頃
に
福
島
市

内
の
借
り
上
げ
住
宅
に
移
っ
た
の
で
す
が
、

隣
近
所
は
知
ら
な
い
人
ば
か
り
で
交
流
が

な
く
、
し
か
も
専
業
農
家
だ
っ
た
私
に

と
っ
て
、
農
作
物
の
栽
培
が
で
き
な
い
生

　
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
り
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
市
町
村

の
ひ
と
つ
、
浪
江
町
。
温
暖
な
気
候
と
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
土
地
柄
を
活
か
し
、
多

く
の
人
た
ち
が
農
業
を
営
ん
で
き
ま
し
た
。
避
難
先
で
も
慣
れ
親
し
ん
だ
農
業
を
と
お
し

て
仲
間
と
の
つ
な
が
り
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
、
福
島
市
の
農
家
か
ら
土
地
を
借
り
て
農
作

物
づ
く
り
に
励
ん
で
い
る
「
き
ず
な
フ
ァ
ー
ム
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
　

春
か
ら
栽
培
を
再
開
す
る
た
め
に
は
種
や

肥
料
の
資
金
が
必
要
で
す
の
で
、
あ
る
程

度
の
利
益
が
な
い
と
続
け
る
の
は
難
し
い

と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
」
と
栽

培
担
当
責
任
者
・
牛
渡
さ
ん
は
厳
し
い
現

実
を
話
し
ま
す
。

　

メ
ン
バ
ー
は
、
浪
江
町
の
人
々
と
の
交

流
を
継
続
さ
せ
る
た
め
、
福
島
市
な
ど
の

仮
設
住
宅
に
出
向
く
移
動
販
売
に
も
着

手
し
ま
し
た
。「
仮
設
住
宅
の
入
居
者
は

高
齢
の
方
が
多
い
で
す
か
ら
、
移
動
販
売

は
大
変
喜
ば
れ
ま
す
。
知
り
合
い
が
買

い
に
来
て
く
れ
た
と
き
に
は
、
販
売
よ
り

も
雑
談
で
盛
り
上
が
る
こ
と
も
し
ば
し

ば
。
今
後
も
親
睦
を
絶
や
さ
な
い
よ
う
に

し
て
い
く
こ
と
が
、
何
よ
り
大
切
だ
と
思

い
ま
す
」
と
牛
渡
さ
ん
。
人
々
と
の
触
れ

合
い
が
き
ず
な
フ
ァ
ー
ム
の
原
動
力
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

き
ず
な
フ
ァ
ー
ム
に
無
償
で
農
地
を
提

供
し
て
い
る
福
島
市
の
茂
木
さ
ん
は
、
以

前
は
果
樹
園
を
営
み
、
今
は
自
家
用
野
菜

の
生
産
を
行
っ
て
い
ま
す
。
農
業
を
営
む

同
士
と
し
て
、
き
ず
な
フ
ァ
ー
ム
メ
ン

バ
ー
の
農
作
物
を
作
り
た
い
と
い
う
気
持

ち
が
よ
く
分
か
る
と
言
い
ま
す
。「
農
地

の
他
に
農
機
具
も
お
貸
し
し
て
い
ま
す
が
、

今
後
性
能
の
良
い
ト
ラ
ク
タ
ー
に
代
替
し

て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
い
つ
浪

江
町
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
分
か
ら

な
い
け
れ
ど
、
い
つ
か
来
る
そ
の
日
ま
で
、

自
分
に
で
き
る
こ
と
を
協
力
し
た
い
」
と

茂
木
さ
ん
は
力
強
く
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

避
難
先
で
地
元
の
方
の
協
力
を
得
て
農

作
物
栽
培
の
再
開
を
果
た
し
た
き
ず
な

フ
ァ
ー
ム
。
先
が
見
通
せ
な
い
生
活
の
な

か
、
農
作
業
を
行
う
こ
と
が
メ
ン
バ
ー
の

気
力
の
源
泉
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後

も
さ
ら
に
浪
江
町
の
人
々
の
〝
絆
〞
を
深

め
合
う
フ
ァ
ー
ム
と
な
り
そ
う
で
す
。

　

メ
ン
バ
ー
は
８
月
、
野
菜
を
中
心
と
し

た
農
作
物
の
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。
０
・

５
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
農
地
を
耕
し
、
種
を
蒔

き
、
肥
料
を
与
え
、
秋
に
は
キ
ャ
ベ
ツ
、

ニ
ン
ジ
ン
、
カ
ブ
な
ど
の
野
菜
を
収
穫
し

ま
し
た
。
今
の
時
期
は
、
冬
の
旬
で
あ
る

白
菜
、
大
根
、
ほ
う
れ
ん
草
な
ど
の
収
穫

が
活
動
の
中
心
に
な
っ
て
い
ま
す
。
生
産

物
は
メ
ン
バ
ー
で
分
け
合
っ
て
食
べ
た
り
、

知
り
合
い
に
配
布
す
る
ほ
か
、
１
日
お
き

に
ス
ー
パ
ー
へ
卸
し
て
い
ま
す
。
出
荷
前

に
は
放
射
能
検
査
を
行
い
、
安
心
し
て
消

費
者
に
購
入
し
て
も
ら
え
る
よ
う
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。「
生
産
物
の
放
射
線
量
は

安
全
と
さ
れ
る
数
値
で
す
が
、
売
れ
行
き

は
あ
ま
り
芳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
収
入
を

得
よ
う
と
い
う
思
い
で
始
ま
っ
た
わ
け
で

は
な
く
、
浪
江
町
の
仲
間
と
集
ま
っ
て
楽

し
む
こ
と
が
目
的
で
し
た
の
で
、
農
作
業

を
し
な
が
ら
み
ん
な
の
笑
顔
を
見
る
こ
と

が
〝
儲
け
〞
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、

島
市
内
を
は
じ
め
二
本
松
市
や
郡
山
市
の

ほ
か
、
白
河
市
、
い
わ
き
市
、
遠
く
は
栃

木
県
か
ら
も
畑
に
集
ま
っ
て
来
る
ん
で
す

よ
。
メ
ン
バ
ー
は
浪
江
町
の
顔
見
知
り
ば

か
り
で
、
気
兼
ね
な
く
何
で
も
話
が
で
き

ま
す
か
ら
ね
。
仮
設
住
宅
で
は
入
居
者
同

士
の
親
睦
を
深
め
る
サ
ロ
ン
が
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
参
加
す
る
の
は
女
性
が
ほ

と
ん
ど
。
で
も
、
こ
こ
は
男
性
で
も
来
や

す
い
サ
ロ
ン
で
す
（
笑
）」
と
亀
田
さ
ん
。

　

一
度
は
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
浪
江
町
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
す
が
、き
ず
な
フ
ァ
ー

ム
は
人
々
を
つ
な
ぐ
場
と
し
て
機
能
し
て

い
ま
す
。
亀
田
さ
ん
は
、
農
作
物
づ
く
り

を
通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
継
続
さ

せ
、
い
つ
か
み
ん
な
で
浪
江
町
に
帰
れ
た

ら
、
と
決
意
を
新
た
に
し
て
い
ま
し
た
。

「当面は浪江町の樋渡地区・牛渡地区
に住んでいた方を誘って活動する予
定でいます。まだ連絡をとることので
きていない方もいますので、春先に
向けて声掛けを広げていけたら」と
亀田和行さん。

「同じ福島市でも浪江町の人が住んで
いる場所はバラバラ。きずなファーム
は、なかなか会えない仲間と顔を合
わせる良い機会になっています。やは
り、浪江町に早く帰りたいね、という
話題が多いです」と牛渡喜一郎さん。

「つらい状況のなか団結して農作物を
作り続けるきずなファームの皆さん
の姿はすばらしい。農作物を栽培す
るために同郷の仲間がこんなに集ま
る避難者の方々は珍しいですよ」と
農地提供者の茂木健一さん。

この日は丸々と大きく育った白菜 50 個、キャベ
ツ16個を収穫しました。「この前採れたニンジン
は甘くておいしかった。雪が降っても収穫できる
野菜があるから来なくちゃね！」。

避難先でも浪江町の仲間とつながりを！
～農作物づくりで笑顔になろう～

い
つ
か
浪
江
に
戻
れ
る
日
ま
で

避
難
先
で
で
き
る
こ
と
を
協
力

メ
ン
バ
ー
の
笑
顔
が
〝
儲
け
〞。

仮
設
住
宅
で
も
野
菜
で
交
流

畑
に
集
う
こ
と
で

浪
江
町
の
つ
な
が
り
を
維
持

農
作
業
は
誰
も
が

参
加
し
や
す
い
〝
サ
ロ
ン
〞

福島市

浪江町
浪江町からの避難者が運営する「きずなファーム」。収穫した白菜は外側の葉をはいでテープで束ね、きずな
ファームメンバーの写真が印刷されたシールを貼ります。今が旬の白菜の値段は、大きいもので 120 円、
小さいもので 100円とお買得。

● 取材協力 ●
きずなファーム
〒960-8057
福島市笹木野字長畑13
TEL（090）1933-4738
　 （亀田和行さん）

地
域
福
祉

み
ん
な
で

育
て
る


