
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

尾
花
沢
市
南
東
に
位
置
す
る
細
野
地
区
で
は﹁
清
流
と
山
菜
の
里 

ほ
そ
の
村
﹂
と
し

て
︑
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
地
域
づ
く
り
に
取
組
ん
で
い
る
︒ 

 

﹁
ほ
そ
の
村
﹂
で
は
︑
話
し
合
い
の
場
づ
く
り
や
地
域
資
源
を
活
用
し
︑
雇
用
創
出
等

を
目
標
と
し
た
そ
ば
栽
培
や
そ
ば
ま
つ
り
︑
登
山
ツ
ア
ー
や
山
菜
採
り
︑
メ
ー
プ
ル
サ
ッ

プ
採
取
︑
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
地
域
の
活
性
化
に
向
け
て
幅
広
く
活
動
し
て
い
る
︒ 

今
回
は
︑
会
長
を
務
め
て
い
る
五
十
嵐
幸
一
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
︒ 

８ 

 

地
域
資
源
を
活
用
し
た
地
域
づ
く
り 

 

﹁
ほ
そ
の
村
﹂
の
活
動
は
︑﹁
若
者
が
集
落
か
ら
出
て
い
き
将
来
的
に
集
落
が
な
く
な

る
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
い
う
危
機
感
が
き
っ
か
け
で
︑
皆
で
知
恵
を
出
し
合
い
行
動
を
起

こ
す
こ
と
が
重
要
と
考
え
︑
平
成
18
年
か
ら
３
年
間
︑
地
域
の
宝
を
見
直
す
話
し
合
い

を
行
っ
た
︒
先
進
地
域
へ
の
視
察
や
地
域
お
こ
し
の
講
師
か
ら
助
言
等
を
得
な
が
ら
︑
次

の
世
代
が
自
信
を
も
っ
て
住
め
る
集
落
を
目
指
し
た
地
域
づ
く
り
を
行
う
た
め
︑
平
成

22
年
に
﹁
清
流
と
山
菜
の
里 

ほ
そ
の
村
﹂
を
設
立
し
た
︒ 

活
動
開
始
の
き
っ
か
け 

地
域
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ 

 

少
人
数
で
は
13
年
間
も
活
動
を
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
︑地
域
全
体
の
協
力
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
続
け
ら
れ
た
と
語
る
五
十
嵐
さ
ん
︒集
落
の
全
戸
が﹁
ほ
そ
の
村
﹂に
加
入
し
︑

毎
月
活
動
内
容
の
お
知
ら
せ
を
配
布
す
る
な
ど
︑
協
力
を
大
切
に
し
て
い
る
︒ 

 
最
近
で
は
新
た
に
移
住
者
が
増
え
︑
農
家
民
宿
や
カ
フ
ェ
が
で
き
た
︒
取
組
み
が
実
り

昔
と
比
べ
て
も
人
口
減
少
は
食
い
止
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
の
こ
と
︒ 

 

継
続
的
な
取
組
み
内
容
が
評
価
さ
れ
︑
令
和
４
年
度
﹁
地
域
づ
く
り
表
彰
﹂
に
て
︑
最

高
賞
で
あ
る
﹁
国
土
交
通
大
臣
賞
﹂
を
受
賞
し
た
︒ 

【尾花沢市細野地区】5月に開催される地区の山開き、山菜採りイベント 



 

 

９ 

 

  

ほその村会長 五十嵐幸一さん 

メープルサップ採取体験 

写真 

虫おくり or山菜狩り 

写真 

そば祭り 

写真 

宮城県との交流の写真 

農家レストラン蔵での 

活動の写真 

母ちゃん広場の活動の 

写真 

↑２月メープルサップ採取体験 
県内外から多くの親子が参加し、
採取や雪遊びを行う 

↑４月山菜採りツアー 
自然を満喫しながら山菜の王様
「あいこ」を収穫する体験 

↑１１月そば祭り 
「ほその村」活動当初から行っている。
そばオーナー制度も実施中 

↑５～６月観光わらび園 
耕作が困難な農地を有効活用し、
新たにわらびを栽培している 
 

↑５～１０月御堂森への登山 
年数回行っており、近年の登山ブー
ムもあり人気のイベント 

 

現
在
そ
し
て
こ
れ
か
ら 

 
現
在
︑
特
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
は
︑
春
の
山

菜
採
り
︑
秋
の
そ
ば
ま
つ
り
だ
︒
山
を
熟
知
し
た

地
区
民
が
案
内
す
る
春
の
山
菜
採
り
や
︑
地
元
で

栽
培
し
た
そ
ば
粉
を
使
っ
た
秋
の
そ
ば
ま
つ
り
に

は
︑
地
域
の
内
外
か
ら
多
く
の
人
が
訪
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
近
年
は
メ
ー
プ
ル
サ
ッ
プ
と
地
元
産
ホ
ッ

プ
を
使
っ
た
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
の
販
売
も
行
っ
て

い
る
︒ 

 

さ
ら
に
︑
今
後
は
令
和
４
年
に
開
園
し
た
観
光

わ
ら
び
園
︑
や
ま
が
た
百
名
山
に
指
定
さ
れ
て
い

る
近
隣
の
大
平
山

お
お
ひ
ら
や
ま

と
御
堂

お
ど
う

森も
り

登
山
で
の
交
流
に
も

力
を
入
れ
た
い
と
の
こ
と
︒
訪
れ
て
く
れ
る
人
達

の
声
を
大
切
に
し
な
が
ら
︑﹁
ほ
そ
の
村
﹂
を
守
っ

て
次
の
世
代
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
語
っ
て
く

れ
た
︒ 

〇五十嵐さんはふるさとの水と土を守り繋いでいくために県が委嘱している農村環境保全指導員としても活動しています。 
 写真提供：尾花沢市、尾花沢市観光物産協会 

↑地域のイベントは横断幕
を掲げて住民に周知 

↑集会所兼農家レストラン
として地域の蔵をリメイク 

メープルシロップの作り方 
毎年２月頃、イタヤカエデからメープ

ルサップ（樹液）を採り、その後煮詰め
ることでメープルシロップができる。煮
る前は３度程の糖度は、煮詰めることで
６０度程になり、琥珀色に変わる。 
 

これまでの取組

 
 

↑農家レストラン「蔵」 
地域の女性方による旬の食材と
そばの田舎御膳が楽しめる 
 


