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特集：パワーアップ加東 
加東のパワーの源を探ろう②
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む
ら
を
守
り
育
て
て
き
た
、
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福
吉
地
区
は
、
加
東
市
の
南
西
部
に
位
置

し
、
地
区
内
の
農
家
戸
数
は
現
在
三
十
一
戸
。

全
農
家
が
兼
業
農
家
で
あ
り
、
基
幹
作
物
で

あ
る
水
稲
を
栽
培
し
て
い
ま
す
。
 

　
福
吉
地
区
営
農
組
合
（
以
降
「
組
合
」
）

が
で
き
る
以
前
、
福
吉
地
区
で
も
各
家
庭
で

大
型
農
機
具
を
所
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
、

水
稲
を
栽
培
し
て
い
ま
し
た
。
 

　
各
家
庭
で
農
業
用
機
械
を
保
有
し
て
い
る

と
、
使
い
た
い
と
き
に
使
用
で
き
る
と
い
う

メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
も
の
の
、
機
械
を
置
く
た

め
の
大
き
な
倉
庫
や
、
多
額
の
購
入
費
・
維

持
管
理
費
が
必
要
で
あ
り
、
個
人
で
所
有
す

る
に
は
大
変
な
負
担
が
あ
り
ま
し
た
。
 

　
ま
た
、
当
時
は
稲
作
に
か
か
る
全
て
の
作

業
を
各
家
庭
ご
と
に
行
っ
て
い
た
た
め
、
個

人
個
人
に
か
か
る
労
力
も
ま
た
、
大
き
な
も

の
で
し
た
。
 

　
加
え
て
、
地
区
の
中
に
休
耕
田
が
増
え
て

い
く
の
を
、
何
と
か
し
た
い
と
い
う
思
い
も

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
 

  　
そ
ん
な
中
、昭
和
六
十
二
年
に「
地
域
農
業

組
織
化
総
合
指
導
事
業
モ
デ
ル
集
落
」
の
指

定
を
受
け
、転
作
し
て
い
た
大
豆
の
共
同
栽
培

に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
、
労
働
時
間
が
従
来

の
半
分
以
下
に
短
縮
、
収
穫
量
も
格
段
に
増

加
し
ま
し
た
。
地
区
で
は
こ
の
成
果
を
水
稲

に
生
か
そ
う
と
い
う
気
運
が
高
ま
り
ま
し
た
。 
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に 

　
そ
の
気
運
と
国
の
施
策
が
か
み
合
い
、
昭

和
六
十
三
年
、
組
合
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。

地
区
内
の
全
農
家
が
参
加
し
て
発
足
す
る
と

い
う
、
当
時
で
は
画
期
的
な
組
合
で
し
た
。
 

　
組
合
が
目
指
し
た
も
の
は
、
「
全
農
家
が

農
家
と
し
て
損
を
し
な
い
農
業
」
で
し
た
。

こ
の
時
か
ら
、
生
産
性
の
高
い
集
落
営
農
の

確
立
と
、
活
力
あ
ふ
れ
る
村
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
に
組
合
で
の
農
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
 

　
組
合
は
ま
ず
、
三
年
間
で
個
人
所
有
の
農

機
具
を
処
分
す
る
計
画
を
立
て
ま
し
た
。
し

か
し
組
合
員
の
ほ
と
ん
ど
が
、
農
機
具
を
す

ぐ
に
処
分
し
た
方
が
有
利
と
判
断
し
た
た
め
、

一
年
間
で
九
割
の
農
機
具
が
処
分
さ
れ
ま
し

た
。
同
時
に
、
組
合
で
共
同
利
用
で
き
る
農

機
具
を
購
入
し
、
組
合
員
が
協
力
し
な
が
ら
、

交
代
で
作
業
に
当
た
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 

 　
 

　
現
在
で
は
、
誰
が
・
い
つ
・
ど
の
作
業
を

行
う
か
が
決
め
ら
れ
（
上
の
出
役
表
参
照
）、

こ
れ
に
よ
っ
て
「
毎
日
の
仕
事
を
し
な
が
ら
、

休
日
に
重
労
働
の
農
業
に
従
事
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
減
り
ま
し
た
。
 

　
ま
た
、
こ
の
方
法
で
農
業
に
従
事
す
る
と

組
合
員
に
は
日
当
が
支
払
わ
れ
、「
重
労
働

の
割
に
は
、
収
入
が
少
な
い
」
と
い
っ
た
昔

の
農
業
か
ら
大
き
く
変
化
し
ま
し
た
。
 

　
こ
う
し
た
組
合
の
取
り
組
み
が
認
め
ら
れ
、

平
成
二
年
に
は
水
田
農
業
確
立
優
秀
集
団
と

し
て
、
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
さ
れ
て
い

ま
す
。
 

共
同
所
有
と
交
代
作
業 

農
林
水
産
大
臣
表
彰
の
受
賞 

▲営農組合出役予定表 

「損をしない農業を」 
組合員名 


