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映
画『
二
十
四
の
瞳
』で

一
大
観
光
地
に

　
「
当
時
の
小
豆
島
は
、
風
光
明
媚
で

は
あ
っ
た
が
、
丸ま
る
き
ん金

醤
油
と
わ
ず
か
の

塩
と
オ
リ
ー
ヴ
の
実
が
生
産
さ
れ
る
だ

け
で
、
訪
ね
る
人
は
八
十
八
カ
所
め
ぐ

り
を
す
る
お
遍
路
さ
ん
く
ら
い
、
ガ
サ

つ
い
た
東
京
か
ら
繰
り
込
ん
だ
撮
影
隊

の
眼
に
は
、
風
景
は
美
し
い
が
、
全
く

文
化
果
つ
る
村
と
い
う
感
が
あ
っ
た
。」

　

こ
の
「
当
時
」
と
は
１
９
５
３
年

（
昭
和
28
）。
木
下
惠
介
監
督
で
大
ヒ
ッ
ト

し
た
『
二
十
四
の
瞳
』。
主
演
女
優
の

高
峰
秀
子
は
、
後
年
『
わ
た
し
の
渡
世

日
記
』
で
小
豆
島
の
印
象
を
こ
う
記
し

た
。
こ
の
映
画
の
ヒ
ッ
ト
を
機
に
小
豆

島
は
観
光
の
島
と
な
っ
た
。
あ
れ
か
ら

約
65
年
。
２
０
１
６
年
の
小
豆
島
観
光

客
は
約
１
１
４
万
人
。
オ
リ
ー
ブ
、
し

ょ
う
ゆ
、
そ
う
め
ん
、
佃
煮
と
多
彩
な

顔
を
も
つ
。
こ
こ
に
も
い
る
オ
モ
シ
ロ

イ
事
業
者
た
ち
が
、
小
豆
島
の
魅
力
化

へ
突
き
動
か
し
た
力
は
何
か
？

質にこだわらずには
いられない文化
─オリーブ・しょうゆ・ジェラート（香川県小豆郡小豆島）

中庭 光彦
なかにわ  みつひこ

多摩大学経営情報学部
事業構想学科教授
1962年東京都生まれ。中央大学大
学院総合政策研究科博士課程退学。
専門は地域政策・観光まちづくり。
郊外・地方の開発政策史研究を続
ける一方、1998年からミツカン水の
文化センターの活動に携わり、2014
年からアドバイザー。『コミュニティ
3.0─地域バージョンアップの論
理』（水曜社 2017）など著書多数。

 二十四の瞳映画村

土庄港
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  坂手港
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日
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山
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松
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松
へ

豊島へ MINORI 
GELATO

ヤマロク醤油井上誠耕園

小豆島の高台から望むオリーブ畑と瀬戸内海

人口減少期の地域政策
を自治体などに提案する
中庭光彦さんが、「地域
の魅力」を支える資源やし
くみを解き明かす連載で
す。今回は瀬戸内海に浮
かぶ小豆島を訪ねました。
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実
は
同
じ
発
想
の

ジ
ェラ
ー
ト
と
カ
ク
テ
ル

　

小
豆
島
に
は
土と

の
し
ょ
う庄港

、
池
田
港
、
草

壁
港
、
坂
手
港
、
福
田
港
、
大
部
港
と

い
く
つ
も
の
港
が
あ
り
、
瀬
戸
内
海
の

中
継
点
だ
。
各
港
ま
ち
が
高
松
や
神
戸
、

姫
路
、
日
生
、
岡
山
と
結
ば
れ
、
取
引

相
手
地
と
の
関
係
が
共
存
し
つ
つ
、
全

体
と
し
て
は
海
に
囲
ま
れ
隔
絶
し
て
い

る
と
い
う
、
中
継
点
と
し
て
の
島
に
よ

く
見
ら
れ
る
特
徴
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

ま
ず
訪
れ
た
の
は
、
草
壁
港
の
海
沿

い
に
建
つ
し
ゃ
れ
た
古
民
家
店
舗
。
昼

間
は
若
い
観
光
客
で
混
雑
す
る
「M

I 
N

O
RI GELA

T
O

（
ミ
ノ
リ
ジ
ェ
ラ
ー
ト
）」

だ
。
レ
モ
ン
、
チ
ョ
コ
と
い
っ
た
定
番

商
品
の
ほ
か
に
も
し
ょ
う
ゆ
、
生
姜
、

ア
ス
パ
ラ
と
い
っ
た
地
元
野
菜
の
ジ
ェ

ラ
ー
ト
が
並
ん
で
い
る
。
焼
き
ナ
ス
の

ジ
ェ
ラ
ー
ト
を
食
べ
た
が
、
隠
し
味
の

し
ょ
う
ゆ
が
甘
み
を
強
め
う
ま
い
。

　

こ
の
製
造
を
担
当
す
る
の
が
市
川
雅

史
さ
ん
だ
。
東
京
で
ソ
ム
リ
エ
や
バ
ー

テ
ン
ダ
ー
と
し
て
20
年
間
過
ご
し
、
２

年
前
に
移
住
し
た
。
小
豆
島
の
魅
力
を

質
問
す
る
と
、「
食
材
の
豊
か
さ
が
す
ば

ら
し
い
。
オ
リ
ー
ブ
の
木
が
そ
こ
ら
じ

ゅ
う
に
あ
る
し
、
レ
モ
ン
の
木
も
あ
る
。

瀬
戸
内
の
魚
介
類
も
独
特
で
、
東
京
で

流
通
し
な
い
地
元
だ
け
の
も
の
も
多
く
、

お
い
し
い
」
と
話
す
。

　

野
菜
は
毎
朝
地
元
農
家
か
ら
仕
入
れ

る
。
形
は
悪
い
け
ど
質
は
よ
い
野
菜
を

持
ち
込
み
「
何
と
か
活
か
せ
な
い
か
」

と
言
う
方
も
い
る
。
そ
う
し
た
い
ろ
い

ろ
な
朝
摘
み
野
菜
・
果
物
を
仕
入
れ
る

の
だ
が
、
な
ぜ
ジ
ェ
ラ
ー
ト
屋
さ
ん
に
？

「
ジ
ェ
ラ
ー
ト
と
カ
ク
テ
ル
の
発
想
は

同
じ
で
す
」
と
市
川
さ
ん
は
言
う
。

　

バ
ー
テ
ン
ダ
ー
は
即
興
的
に
そ
の
場

の
素
材
の
持
ち
味
を
引
き
出
し
カ
ク
テ

ル
を
つ
く
る
。
そ
れ
を
液
体
と
し
て
出

す
か
、
ジ
ェ
ラ
ー
ト
と
し
て
出
す
か
の

違
い
だ
け
で
、
実
は
同
じ
と
い
う
の
だ
。

「
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
は
素
材
を
お
い
し
く

処
理
す
る
プ
ロ
」。
聞
い
て
納
得
だ
が
、

こ
れ
は
素
材
か
ら
も
っ
と
も
高
い
付
加

価
値
を
生
む
仕
事
と
の
意
味
で
も
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
市
川
さ
ん
の
存
在
は
貴

重
だ
。
自
ら
人
気
店
を
運
営
し
、
農
家

に
と
っ
て
は
流
通
し
づ
ら
い
野
菜
・
果

物
に
価
値
を
与
え
る
存
在
だ
か
ら
だ
。

し
ょ
う
ゆ
の
郷
は

「
菌
の
郷
」だ
っ
た

　
「
質
が
新
た
な
価
値
を
生
む
」
と
い
う

言
葉
が
頭
に
浮
か
び
つ
つ
次
に
伺
っ
た
の

が
、「
醤ひ
し
おの
郷さ

と

」
と
名
づ
け
ら
れ
た
し
ょ

う
ゆ
蔵
の
集
積
地
で
あ
る
。
し
ょ
う
ゆ

は
小
豆
島
の
伝
統
的
地
場
産
業
。
小
豆

島
醤
油
協
同
組
合
に
は
14
社
が
加
入
し

て
い
る
が
、
全
国
で
一
番
木
桶
が
使
わ
れ

て
い
る
産
地
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
木
桶
の
し
ょ
う

ゆ
に
こ
だ
わ
り
、
木
桶
づ
く
り
ま
で
手

が
け
る
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
五
代
目
社
長
の

山
本
康
夫
さ
ん
に
お
会
い
し
た
。

　

蔵
の
入
口
か
ら
中
を
見
る
と
両
側
に

大
き
な
木
桶
が
並
ぶ
。
驚
い
た
の
は
、

間
近
に
見
る
と
、
桶
が
ふ
っ
く
ら
と
し

た
綿
を
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
。「
そ
れ
は

菌
で
す
。
他
の
し
ょ
う
ゆ
蔵
と
は
菌
の

種
類
や
生
態
系
が
違
う
そ
う
で
す
が
、

こ
れ
が
な
く
て
は
う
ち
の
味
に
な
り
ま

せ
ん
」。
綿
の
正
体
は
菌
だ
っ
た
。

「
う
ち
に
は
桶
が
66
本
あ
り
ま
す
。
人

力
で
行
な
う
攪
拌
は
大
変
で
す
が
、
そ

れ
を
し
な
い
と
い
い
し
ょ
う
ゆ
に
な
ら

な
い
。
菌
が
し
ょ
う
ゆ
を
つ
く
る
の
で
、

攪
拌
は
そ
の
手
伝
い
で
す
」
と
い
う
言

葉
を
、
私
は
桶
の
綿
を
見
て
納
得
し
た
。

　

大
き
な
ス
テ
ン
レ
ス
タ
ン
ク
で
醸
造

す
る
場
合
、
タ
ン
ク
は
生
産
の
た
め
の

貯
蔵
容
器
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヤ
マ
ロ

ク
醤
油
で
は
、
菌
が
棲
む
木
桶
と
蔵
、

さ
ら
に
は
菌
が
浮
遊
す
る
島
の
風
土
を
、

う
ま
い
し
ょ
う
ゆ
を
つ
く
る
資
本
と
見

な
し
て
い
る
の
だ
。

　

し
た
が
っ
て
、
山
本
さ
ん
に
島
で
し

ょ
う
ゆ
事
業
を
続
け
る
理
由
を
聞
く
と

「
こ
こ
で
木
桶
で
つ
く
る
と
う
ま
い
か

ら
で
す
。
木
桶
を
残
さ
な
い
と
孫
、
ひ

孫
の
代
に
こ
の
味
が
な
く
な
る
。
う
ち

で
木
桶
づ
く
り
を
始
め
た
の
は
本
物
の

味
を
残
す
た
め
で
す
。
孫
や
ひ
孫
が
墓

参
り
に
来
て
、
あ
の
祖
父
さ
ん
の
時
に

1MINORI GELATOで提供するジェラート。3種盛りが500円で味わえる2MINORI GELATOの
ソムリエ、市川雅史さん。「これ使える？」と農家の人から持ち込まれる素材を商品化する。そうした

「顔の見える関係も楽しい」と言う。ジェラートづくりはイタリア・ボローニャで学んだ3小豆島の素材
を活かした多種多様なジェラート。朝採れた野菜がその日のうちにジェラートとなってケースに並ぶ
4米蔵だった倉庫を改修したMINORI GELATO

12

3
4



水の文化 58号　魅力づくりの教え 40

桶
屋
が
な
く
な
っ
た
か
ら
も
う
つ
く
れ

ん
わ
、
と
言
わ
れ
た
ら
腹
が
立
つ
じ
ゃ

な
い
で
す
か
」
と
言
う
の
も
当
然
だ
。

　

と
は
い
え
木
桶
は
壊
滅
的
な
状
況
だ
。

山
本
さ
ん
は
、
大
工
の
友
人
た
ち
と
木

桶
を
つ
く
り
は
じ
め
た
。
材
は
吉
野
杉
。

た
ま
た
ま
島
を
訪
れ
た
吉
野
の
林
業
者

と
出
会
い
、
取
引
が
始
ま
っ
た
。

　

一
般
に
企
業
は
年
単
位
で
収
益
を
考

え
る
が
、
し
ょ
う
ゆ
屋
は
「
代
」
単
位

で
収
益
と
循
環
を
考
え
る
。
山
と
し
ょ

う
ゆ
の
時
間
感
覚
に
納
得
し
つ
つ
も
、

山
本
さ
ん
と
い
う
「
質
に
こ
だ
わ
る
お

も
し
ろ
い
事イ
ノ
ベ
ー
タ
ー

業
者
」
が
い
る
か
ら
、
現

在
も
う
ま
い
し
ょ
う
ゆ
に
あ
り
つ
け
て

い
る
こ
と
に
ホ
ッ
と
し
て
し
ま
う
。

　

こ
の
幸
運
を
生
む
構
図
は
、
オ
リ
ー

ブ
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

オ
リ
ー
ブ
の
量
で
は
な
く

あ
く
ま
で
も
質
で
勝
負

　

小
豆
島
で
本
格
的
に
オ
リ
ー
ブ
が
栽

培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
時

代
末
期
だ
。
日
露
戦
争
後
、
日
本
は
北

方
漁
場
を
獲
得
し
た
が
、
そ
こ
で
水
揚

げ
し
た
魚
介
類
の
保
存
・
輸
送
の
た
め

油
漬
け
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
の
油
と

な
る
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
を
自
給
し
よ
う

と
、
農
商
務
省
に
よ
り
１
９
０
８
年

（
明
治
41
）、
三
重
、
小
豆
島
、
鹿
児
島
で

試
験
栽
培
さ
れ
、
唯
一
う
ま
く
い
っ
た

の
が
小
豆
島
。
搾
油
が
ス
タ
ー
ト
し
た

が
、
１
９
５
９
年
（
昭
和
34
）
の
オ
リ
ー

ブ
製
品
輸
入
自
由
化
を
機
に
、
輸
入
品

に
押
さ
れ
生
産
は
減
少
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
オ
リ
ー
ブ

だ
が
、
現
在
は
食
用
油
や
化
粧
品
の
原

料
と
し
て
高
値
で
取
引
さ
れ
て
い
る
。

と
か
く
作
物
そ
の
も
の
を
売
ろ
う
と
す

る
傾
向
の
強
い
日
本
の
農
業
で
、
オ
リ

ー
ブ
は
少
数
派
だ
ろ
う
。
そ
の
経
緯
を

農
業
法
人
井
上
誠せ
い
こ
う
え
ん

耕
園
園
主
の
井
上
智

博
さ
ん
に
聞
い
た
。

　

井
上
さ
ん
の
祖
父
が
柑
橘
の
栽
培
に

始
ま
り
、
オ
リ
ー
ブ
を
植
え
た
の
は
１

９
４
６
年
（
昭
和
21
）。
1
9
6
4
年
（
昭

和
39
）
に
生
ま
れ
た
井
上
さ
ん
は
若
い

頃
、
神
戸
中
央
卸
売
市
場
青
果
物
の
仲

卸
だ
っ
た
経
験
を
も
つ
。
１
９
８
０
年

代
前
半
、
当
時
の
小
豆
島
の
柑
橘
類
は

量
が
少
な
く
弱
小
産
地
扱
い
さ
れ
、
市

場
で
買
い
叩
か
れ
て
い
た
の
を
見
た
。

１
９
８
０
年
代
後
半
に
井
上
さ
ん
は
実

家
に
戻
る
が
、
当
時
の
オ
リ
ー
ブ
市
場

は
小
さ
い
う
え
に
先
発
企
業
が
何
軒
か

あ
り
、
参
入
し
て
も
商
売
に
な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
転
機
が
訪
れ
る
。

　

１
９
８
８
年
（
平
成
10
）、
井
上
さ
ん

は
小
豆
島
の
オ
リ
ー
ブ
関
係
者
の
一
員

と
し
て
ス
ペ
イ
ン
・
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
州

ハ
エ
ン
の
生
産
地
を
視
察
し
た
。
そ
こ

で
目
に
し
た
の
は
広
大
な
敷
地
で
オ
リ

ー
ブ
が
大
量
生
産
さ
れ
る
姿
。
井
上
さ

ん
は
「
こ
れ
は
勝
て
な
い
。
い
く
ら
合

理
化
し
よ
う
と
、
小
豆
島
中
に
オ
リ
ー

参考文献
香川県小豆島町『小豆島オリーブ検定公式テ
キスト』（香川県小豆島町オリーブ課 2008）

1木桶にこだわりしょうゆづくりを続けるヤマロク
醤油の蔵。木桶は66本ある2木桶の表面はふ
わふわとした綿のようになっている。これは菌が棲
みついているから34ヤマロク醤油が生み出すし
ょうゆ。生産量は増やせないので、直販率を高めて
利益を確保している。パッケージにもしょうゆづくり
に対するこだわりが記されている5新桶をつくるた
めに仕入れた吉野杉の木材。厚さは一般的な材
より分厚く10～11cmある6敷地の入口にはか
つて使っていた木桶が置かれている。訪れる人た
ちはここで撮影する7自ら組み立てた新桶の前で
話すヤマロク醤油五代目の山本康夫さん
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ブ
を
植
え
よ
う
と
無
理
。
量
で
攻
め
ら

れ
な
い
な
ら
、
品
質
で
勝
負
し
よ
う
」

と
決
め
た
の
だ
。
井
上
さ
ん
は
、
オ
リ

ー
ブ
の
木
を
三
分
割
し
て
、
上
部
を

「
天て
ん

成な

り
」、
中
部
を
「
懐ふ

と
こ
ろ
な成

り
」、
下

部
を
「
裾す
そ

成な

り
」
と
名
前
を
つ
け
た
。

そ
し
て
天
成
り
の
実
を
搾
っ
た
極
上
モ

ノ
と
し
て
化
粧
用
オ
イ
ル
を
つ
く
っ
た
。

「
お
や
じ
は
百
姓
で
す
け
れ
ど
、
農
業

試
験
場
の
先
生
に
『
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル

は
食
べ
て
よ
し
、
塗
っ
て
よ
し
』
と
言

わ
れ
、
50
年
以
上
前
に
化
粧
品
製
造
許

可
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
お
や
じ
の
大
金

星
で
す
ね
」
と
言
う
。

「
商
業
ベ
ー
ス
で
見
る
と
島
は
あ
り
が

た
い
。
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
て
い

る
。
若
い
と
き
は
都
会
に
行
き
た
か
っ

た
け
れ
ど
、
わ
か
っ
て
く
る
と
す
ば
ら

し
い
島
で
す
よ
。
そ
う
す
る
た
め
に
先

人
が
ど
れ
だ
け
苦
労
し
た
の
か
が
理
解

で
き
る
。
こ
の
島
を
次
の
世
代
に
つ
な

い
で
い
か
な
い
と
」
と
言
う
井
上
さ
ん

は
、
小
豆
島
の
農
地
だ
け
で
は
な
く
、

島
の
観
光
イ
メ
ー
ジ
も
資
本
と
見
な
し

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
観
光
客
に
オ
リ

ー
ブ
に
浸
っ
て
も
ら
う
た
め
の
レ
ス
ト

ラ
ン
・
店
舗
を
つ
く
り
、
新
た
な
小
豆

島
の
イ
メ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
も
質
に
こ
だ
わ
る
事
業
者
の

姿
が
あ
っ
た
。　

質
に
こ
だ
わ
る

競
争
と
共
存
の
島

　

地
域
資
源
と
い
う
言
葉
を
多
く
の
人

が
使
う
。
小
豆
島
な
ら
ば
、
オ
リ
ー
ブ

や
し
ょ
う
ゆ
を
挙
げ
る
人
も
い
る
。
で

も
、
今
回
わ
か
っ
た
の
は
、
頑
固
な
事

業
者
が
農
産
品
と
い
う
モ
ノ
に
質
を
与

え
る
た
め
に
格
闘
し
て
工
夫
し
た
こ
と

で
魅
力
が
付
加
さ
れ
て
い
る
事
実
だ
。

ま
さ
に
「
質
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
文
化
」
が
小
豆
島
に
は
あ
る
。

　

そ
し
て
、
三
人
と
も
「
食
材
と
風
土

の
す
ば
ら
し
さ
」
を
指
摘
す
る
一
方
、

「
市
場
で
埋
も
れ
て
し
ま
う
危
機
感
」

と
い
う
共
通
経
験
を
も
っ
て
い
た
。

　

瀬
戸
内
海
で
ゆ
る
く
隔
絶
さ
れ
た
小

豆
島
と
い
う
中
継
地
。
そ
の
な
か
に
、

対
岸
消
費
地
と
の
結
び
つ
き
を
背
景
に

し
た
競
争
と
、
事
業
を
続
け
る
の
に
必

要
な
「
質
を
高
め
る
た
め
に
、
工
夫
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
文
化
」
か
ら
生
ま

れ
る
島
内
事
業
者
の
共
存
を
読
み
と
る

こ
と
は
、
い
き
す
ぎ
た
想
像
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
質
を
高
め
る
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
小
豆

島
は
、
現
在
に
通
じ
る
地
域
づ
く
り
の

先
進
例
と
私
に
は
思
え
る
。

（
２
０
１
７
年
10
月
26
〜
28
日
取
材
） 

質にこだわらずにはいられない文化

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

質
に
こ
だ
わ
る
、
頑
固
で
お
も
し

ろ
い
工
夫
を
施
す
事
業
者
は
、
そ

の
土
地
を
元
気
に
す
る
。

1オリーブの果実を丁寧に扱い搾ることで品質が変わるという2井上誠耕園のオリーブ畑。収穫シーズンだったので大勢
のスタッフが忙しそうに働いていた3「農業で小豆島を元気にしたい」と語る井上誠耕園の園主、井上智博さん。オリーブ
の魅力をより深く知ってもらおうと、オリーブ専門店とレストランの複合観光施設「らしく本館」をオープンした4「らしく本
館」の外観。2017年4月にオープンしたばかりだが、平日でも来店者が後を絶たない56「らしく本館」2階のレストラン

「忠左衛門」で提供するパスタ。テーブルには種類の異なるオリーブオイルが並べられているので、実際に味わってから1階
のオリーブ専門店「mother’s」で買うこともできる789�収穫したオリーブの果実はまず水で洗う。そして砕いてペース
ト状にしてから攪拌し、遠心分離器にかけてオイルを抽出する。オリーブオイルになるのは実（重さ）の6～7％
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