
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□お問い合わせ先 庄内町観光協会 TEL０２３４－４２－２９２２ 

庄
内
町
槇
島
集
落
に
は
遠
く
江
⼾
時
代
か
ら
代
々
受
け
継
が

れ
て
き
た
ほ
う
き
作
り
の
伝
統
が
あ
る
。
最
上
川
に
近
く
、
⽔
害

が
多
い
地
域
で
あ
っ
た
が
、⽔
は
け
の
よ
い
⼟
地
の
性
質
が
ほ
う

き
の
原
料
と
な
る﹁
ほ
う
き
き
び
﹂の
⽣
育
に
は
最
適
で
あ
っ
た
。

農
閑
期
に
⼊
る
と
⼒
が
必
要
な
ほ
う
き
作
り
を
男
性
が
⾏
い
、⼥

性
が
⾏
商
で
売
り
歩
き
、各
家
庭
の
⽣
活
を
⽀
え
る
冬
期
間
の
収

⼊
源
と
な
っ
て
い
た
。 

槇
島
で
栽
培
さ
れ
る
ほ
う
き
き
び
は
穂
先
が
固
く
、柄
か
ら
先

端
ま
で
⼀
本
の
ほ
う
き
き
び
を
束
ね
て
作
る
た
め
、
軽
く
丈
夫

で
、
穂
先
が
す
り
減
っ
て
も
座
敷
、
台
所
、
農
作
業
⼩
屋
と
場
所

を
変
え
な
が
ら
数
⼗
年
使
う
こ
と
が
で
き
る
。 

地
域
に
⼆
百
年
伝
わ
る
⼿
作
り
の
ほ
う
き 

 

﹁
⼦
ど
も
の
頃
、祖
⽗
が
早
朝
か
ら
ほ
う
き
を
た
た
い
て
作
っ

て
い
た
⾳
が
⽿
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。⾃
分
た
ち
が
学
校
で
勉
強

で
き
た
の
も
、
ほ
う
き
の
収
⼊
が
あ
っ
た
か
ら
。
ほ
う
き
に
対
す

る
感
謝
の
気
持
ち
は
ず
っ
と
持
っ
て
い
る
。﹂
と
語
る
の
は
会
⻑

の
⽇
下
部
市
雄
さ
ん
。掃
除
機
の
普
及
と
と
も
に
需
要
が
な
く
な

り
途
絶
え
か
け
て
い
た
ほ
う
き
作
り
。伝
統
を
守
り
地
域
お
こ
し

に
役
⽴
て
よ
う
と
町
観
光
協
会
か
ら
の
後
押
し
を
受
け
、集
落
の

有
志
と
平
成
22
年
に
会
を
設
⽴
し
た
。 

ほ
う
き
作
り
を
と
お
し
て
農
業
の
楽
し
さ
を
体
験
し
て
も
ら

い
た
い
と
の
想
い
か
ら
、県
内
外
の
⼈
が
参
加
し﹁
ほ
う
き
き
び
﹂

の
定
植
か
ら
は
じ
ま
る
﹁
槇
島
ほ
う
き
応
援
隊
﹂
や
、
地
域
の
⼦

ど
も
た
ち
へ
の
﹁
出
前
授
業
﹂
な
ど
の
活
動
を
⾏
っ
て
い
る
。 

﹁
槇
島
ほ
う
き
⼿
作
り
の
会
﹂
を
設
⽴

活動あっての槇島ほうき 園児たちの刈取体験 ⾼校⽣のほうき作り体験 
「出前授業」は地域の幼稚園児
から⼤学⽣までを対象に定植、
刈取、ほうき作りを体験でき
る。材料の確保や⼿作りの苦労
の過程も含めてそこに愛着や
価値を感じることができる。 

ま ぎ し ま 

８ 

特集  冬のなりわい 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □お問い合わせ先 庄内町観光協会 TEL０２３４－４２－２９２２ 

 

11⽉11⽇、ほうききび作りから参加している、応援隊の⽅々のほうき作
り体験が⾏われた。達⼈たちの指導のもと、休憩も忘れるほどに集中して作
り上げたミニほうきを⼿にし、参加者からは貴重な体験ができたという感謝の
気持ちや、もっと⼤きいのを作りたい、また来年も参加したいという意欲あふ
れる感想も。体験後の昼⾷会は、芋煮など地域のお⺟さんたちの⼿料理に
会話も弾み、地域と県内外の⽅々の交流の場にもなっている。 

⾃
分
た
ち
が
⼦
ど
も
の
頃
に
体
験
し
た

よ
う
に
、⼦
ど
も
た
ち
が
⾃
ら
体
験
す
る
こ

と
で
地
域
の
技
を
つ
な
ぎ
、地
域
へ
の
⾃
信

と
誇
り
を
育
て
た
い
。そ
れ
が
地
域
の
担
い

⼿
や
、農
業
の
後
継
者
を
育
て
る
こ
と
に
つ

な
が
る
と
⽇
下
部
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。 

﹁
学
校
、地
域
な
ど
た
く
さ
ん
の
⼈
の
⼒

を
借
り
て
、
10
年
、
20
年
先
も
地
域
が

⼀
緒
に
な
っ
て
活
動
を
継
続
で
き
る
よ
う

頑
張
っ
て
い
き
た
い
。﹂
続
け
て
い
く
こ
と

の
難
し
さ
と
⼤
切
さ
を
語
っ
て
く
れ
た
。 

ほ
う
き
き
び
の
種
と
ほ
う
き
作
り
の
技

術
を
守
り
、
槇
島
の
こ
の
伝
統
を
﹁
地
域
の

宝
﹂と
し
て
次
の
世
代
へ
と
つ
な
い
で
い
く

た
め
の
取
組
み
を
続
け
て
い
る
。 

⼈
を
つ
な
ぐ
地
域
の
宝 

「槇島ほうき⼿作りの会」 
会⻑ ⽇下部 市雄さん 

春 定植(５⽉下旬) 
ハウスで育てたほうきき
びの苗を畑に植える。 

夏 刈取(８⽉下旬) 
２ｍ以上に成⻑した、ほう
ききびを⼀本づつ刈取る。 

秋 乾燥・脱穀 
乾燥、脱穀。ほうきの⻑さ
に揃える。 

冬 ほうき作り 
全て⼿作業のため達⼈で
も 1 ⼈で作れるのは年間
30 本程度である。 

槇島ほうきができるまで 

槇島ほうき応援隊（平成２９年度の活動） 時
代
に
合
わ
せ
て
ア
レ
ン
ジ 

ほ
う
き
を
束
ね
る
⽊
綿
⽷

は
、
昔
は
⿊
⼀
⾊
だ
っ
た
が
、

今
は
カ
ラ
フ
ル
な
も
の
も
使
っ

て
い
る
。
パ
ソ
コ
ン
⽤
や
ス
ト

ラ
ッ
プ
な
ど
⽤
途
に
合
わ
せ
た

⼤
き
さ
に
。 

原
材
料
に
化
学
染
料
を
使
わ

ず
に
⼿
染
め
で
仕
上
げ
る
な
ど

の
こ
だ
わ
り
も
。 

春 夏 

秋 冬 

９ 


