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南
あ
わ
じ
市
が
あ
る
の
は
淡

路
島
の
最
南
端
�

　

人
口
約
四
万
八
〇
〇
〇
人
�
面

積
二
二
九
・
〇
一
平
方
キ
ロ
メ
�

ト
ル
と
�
淡
路
島
の
中
で
も
最
大

の
市
�﹁
島
﹂
と
い
�
て
も
�
島
の

両
端
は
橋
と
つ
な
が
�
て
い
ま
す
�

　

ま
た
�
高
校
は
も
ち
ろ
ん
�
大

学
や
専
門
学
校
�
そ
れ
か
ら
病
院

や
�
ス
�
パ
�
な
ど
の
商
業
施
設

も
充
実
�
都
市
部
に
近
く
�
便
利

な
一
方
で
�
島
に
渡
れ
ば
の
び
の

び
と
し
た
空
気
が
流
れ
て
い
ま
す
�

　

そ
ん
な
南
あ
わ
じ
で
は
�
そ
れ

ぞ
れ
の
地
形
を
活
か
し
た
産
業
が

発
展
し
て
き
ま
し
た
�

　

市
の
中
央
に
広
が
る
三み

は
ら原

平
野

で
は
肥
沃
な
土
壌
と
温
暖
な
気
候

を
活
か
し
�
農
業
や
畜
産
業
が
�

淡
路
島
周
辺
に
は
魚
が
よ
く
集
ま

る
海
域
が
あ
り
�漁
業
が
さ
か
ん
�

　

ほ
か
に
も
西
側
の
沿
岸
部
の

津つ

い井
で
は
良
質
な
粘
土
を
使
�
た

瓦
作
り
や
�
東
側
の
沿
岸
部
の
灘な

だ

で
は
�
日
照
時
間
が
長
い
こ
と
を

活
か
し
た
果
樹
栽
培
も
�

　

南
あ
わ
じ
市
で
は
�
さ
ま
ざ
ま

な
自
然
や
産
業
�
そ
れ
に
携
わ
る

地
域
の
人
と
交
流
し
な
が
ら
�
自

分
が
求
め
る
暮
ら
し
を
形
作
る
こ

と
が
で
き
ま
す
�

論
ゆ づ る は

鶴羽山のふもとから三原平野をのぞむ。

神戸や大阪、四国へも
アクセスしやすい。
高速バスだと、
京阪神から約２時間。
徳島方面からは約 1 時間！

兵
庫
県

徳
島
県

和
歌
山
県

大
阪
府 奈

良
県香川県

淡路島

岡
山
県
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右から、島田さん、山下さん、榎本さん。３人寄れば笑顔があふれる。

 

﹁
元
気
か
�
﹂﹁
白
菜
も
�
て
い
ね
よ
︵
も
�

て
帰
り
な
よ
︶﹂﹁
こ
れ
も
う
ま
い
ぞ
﹂�

　

島
田
悦
夫
さ
ん
の
う
ち
に
行
く
と
�
お
腹

も
心
も
い
�
ぱ
い
に
な
�
て
帰
路
に
つ
く
�

　

島
田
さ
ん
�
山
下
さ
ん
�
榎
本
さ
ん
は
ご

近
所
さ
ん
�
三
人
と
も
�
こ
の
ま
ち
で
生
ま

れ
育
�
た
�
本
格
的
に
農
業
を
始
め
た
の
は

定
年
後
だ
が
�
長
年
実
家
の
手
伝
い
を
し
て

き
た
ベ
テ
ラ
ン
だ
�

　

こ
の
地
域
で
暮
ら
す
�
て
ど
う
い
う
こ
と
？

い
つ
も
仲
良
し
な
三
人
に
聞
い
て
み
た
� 

 

﹁
こ
こ
は
生
活
す
る
た
め
に
は
農
業
が
主
体
や

か
ら
な
�
六
月
に
田
植
え
が
始
ま
�
て
よ
�
稲

刈
り
が
九
�
一
〇
月
い
�
ぱ
い
く
ら
い
ま
で
�

そ
れ
か
ら
玉
ね
ぎ
と
か
レ
タ
ス
と
か
白
菜
と

か
�
も
ろ
も
ろ
の
野
菜
�
定
植
�
取
り
入
れ
�

出
荷
な
�
ず
�
と
い
�
て
�
翌
年
六
月
に
玉
ね
ぎ

の
収
穫
が
終
わ
�
て
�
田
植
え
を
す
る
�
そ
れ
が

大
き
い
サ
イ
ク
ル
�
そ
の
中
に
�
地
域
の
慣
習
が

ポ
�
ポ
�
ポ
と
あ
る
�﹂
と
�
榎
本
さ
ん
�

　

正
月
に
は
神
社
で
ど
ん
ど
焼
き
や
�
餅
な
ど
の

ふ
る
ま
い
が
行
わ
れ
る
�
二
〇
�
四
〇
代
の
�
氏う

じ

と
呼
ば
れ
る
地
域
の
若
者
は
手
伝
い
を
す
る
�

  

﹁﹃
ど
ろ
お
と
し
﹄い
う
て
�田
植
え
し
た
あ
と
に
�

土
を
落
と
す
と
い
う
意
味
で
集
落
の
人
が
み
ん
な

寄
�
て
な
�
自
治
会
の
組
織
が
運
営
し
て
�
ビ
�

ル
と
食
事
を
あ
て
が
�
て
�
み
ん
な
で
食
事
し
て

ワ
イ
ワ
イ
い
う
の
が
楽
し
い
�﹂

　

自
然
に
左
右
さ
れ
る
農
業
と
い
う
仕
事
�
大
変

な
こ
と
も
あ
る
と
三
人
は
話
し
な
が
ら
も
�﹁
農

業
は
暮
ら
し
や
�
趣
味
と
い
う
ん
で
な
く
�
暮
ら

し
�
苦
し
い
こ
と
も
あ
る
�
け
ど
�
苦
し
い
お
も

よ
�
た
ら
︵
思
�
て
い
た
ら
︶
生
活
で
き
へ
ん
け

ん
の
お
�
楽
し
み
だ
と
思
う
ん
や
�﹃
大
き
く
な

れ
よ
�
大
き
く
な
れ
よ
﹄
と
�
そ
う
い
う
気
持
ち

で
お
ら
ん
な
ん
と
�
暮
ら
し
は
で
き
ひ
ん
�﹂
島

田
さ
ん
は
そ
ん
な
風
に
教
え
て
く
れ
た
�

　

自
治
会
や
行
事
は
�
地
域
の
人
と
仲
良
く
な
�

た
り
�
地
域
へ
の
理
解
を
深
め
る
絶
好
の
機
会
�

少
し
ど
き
ど
き
す
る
け
れ
ど
�
地
元
の
人
が
声
を

か
け
て
く
れ
る
か
ら
き
�
と
大
丈
夫
�
思
い
切
�

て
飛
び
込
ん
で
み
よ
う
�

お
お
ら
か
さ
ん
の
お
宅
訪
問 

①
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南
あ
わ
じ
市
の
農
業
は
�
同
じ
田
ん
ぼ
で
年
に
三

回
も
違
う
作
物
を
育
て
て
い
ま
す
�
春
先
の
青
々
と

し
た
玉
ね
ぎ
畑
は
�
収
穫
後
に
水
田
に
�
稲
刈
り
後

に
は
�
レ
タ
ス
畑
や
白
菜
畑
に
�
だ
か
ら
�
南
あ
わ

じ
市
の
農
家
の
人
た
ち
の
暮
ら
し
は
�
い
つ
も
田
ん

ぼ
と
と
も
に
あ
り
ま
す
�　

　

玉
ね
ぎ
作
り
は
南
あ
わ
じ
市
の
一
大
産
業
�
そ
れ

に
合
わ
せ
て
農
作
業
道
具
も
特
化
�
玉
ね
ぎ
小
屋
は

収
穫
し
た
玉
ね
ぎ
を
吊
る
し
て
風
に
当
て
る
保
存
用

の
小
屋
�
農
民
車
は
�
玉
ね
ぎ
を
運
ぶ
た
め
に
南
あ

わ
じ
で
独
特
に
発
達
し
た
自
作
自
動
車
�
一
台
一
台

に
個
性
が
あ
り
ま
す
�

　

最
近
で
は
�
無
農
薬
で
の
野
菜
作
り
に
挑
戦
す
る

人
も
�
地
域
の
生
産
者
が
集
ま
る
マ
ル
シ
�
や
直
売

所
�
市
の
相
談
窓
口
で
就
農
相
談
も
で
き
ま
す
�

玉
ね
ぎ
、
米
、

葉
も
の
野
菜
を
三
毛
作
で

い
ぶ
し
銀
の
輝
き
が

特
徴
の
淡
路
瓦

広がる田園のあいまを農民車が走る。その先には玉ねぎ小屋が建っている。南あわじらしい風景。

　

南
あ
わ
じ
市
で
の
暮
ら
し
ぶ
り

を
知
る
た
め
に
は
�
農
業
�
漁
業
�

瓦
の
三
大
産
業
を
抜
き
に
し
て
は

語
れ
ま
せ
ん
�
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南
あ
わ
じ
市
は
﹁
瓦
﹂
の
日
本
三
大
産
地
の
一
つ
�

約
四
〇
〇
年
の
歴
史
あ
る
伝
統
産
業
で
す
�
津つ

い井
地

区
は
特
に
有
名
で
す
�

　

南
あ
わ
じ
で
瓦
作
り
が
栄
え
た
理
由
の
一
つ
が
�

土
�
こ
の
島
の
粒
子
の
細
か
い
粘
土
﹁
な
め
土
﹂
は
�

瓦
作
り
に
ぴ
�
た
り
の
原
土
�
そ
ん
な
最
高
の
素
材

か
ら
生
ま
れ
る
﹁
い
ぶ
し
瓦
﹂
の
銀
の
輝
き
は
﹁
白

さ
え
﹂
と
称
さ
れ
て
き
ま
し
た
�

　

呼
吸
す
る
よ
う
に
湿
気
を
調
整
し
て
く
れ
る
瓦
は
�

壁
材
や
床
材
な
ど
の
イ
ン
テ
リ
ア
や
ガ
�
デ
ニ
ン
グ

に
も
適
し
ま
す
�
コ
�
ス
タ
�
な
ど
の
小
物
ま
で
�

新
た
な
瓦
商
品
が
次
々
と
誕
生
し
て
い
ま
す
�

い
ぶ
し
銀
の
輝
き
が

特
徴
の
淡
路
瓦

上）淡路瓦の特徴は「分業制」。

各工場がことなる種類の瓦を作

り、一つの屋根が完成する。

下）鬼瓦を専門に作る「鬼
お に し

師」。

今やほぼ機械化された瓦産業に

おいて、昔ながらの手作業の伝

統をうけつぐ、貴重な職人たち。
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福良は南あわじ市で水揚げ量トップクラスの港。定休日の火曜日をのぞき、昼頃から水揚げの様子が見られます。

平成 16（2004）年に誕生した

淡 路 島 3 年 と ら ふ ぐ は、 通 常

2 年のところを 3 年育てる。

　

南
あ
わ
じ
市
の
海
は
�
豊
か
な
漁
場
に
恵
ま
れ
た

海
産
物
の
宝
庫
�
西
側
の
播
磨
灘
で
は
砂
地
を
好
む

イ
カ
ナ
ゴ
や
カ
レ
イ
�
潮
流
の
速
い
鳴
門
海
峡
で
は

潮
に
揉
ま
れ
た
タ
イ
や
ワ
カ
メ
�
沼ぬ

し
ま島

が
あ
る
紀
伊

水
道
の
あ
た
り
で
は
�
ハ
モ
や
ア
ジ
や
タ
コ
な
ど
�

ま
た
�
福ふ

く
ら良

港
で
は
�
淡
路
島
３
年
と
ら
ふ
ぐ
�
淡

路
島
サ
ク
ラ
マ
ス
な
ど
の
養
殖
業
も
さ
か
ん
で
す
�

　

福
良
港
で
の
水
揚
げ
を
見
て
み
る
と
�
漁
か
ら
戻
�

て
き
た
船
か
ら
�
活
き
の
い
い
タ
イ
や
イ
カ
�
ハ
モ

に
サ
ワ
ラ
な
ど
が
�
次
々
と
陸
に
上
げ
ら
れ
仕
分
け

ら
れ
て
い
き
ま
す
�
手
際
よ
く
作
業
し
な
が
ら
も
﹁
こ

れ
が
ハ
モ
や
で
﹂
と
�教
え
て
く
れ
る
漁
師
さ
ん
た
ち
�

そ
ん
な
豊
か
な
環
境
と
�
た
く
ま
し
く
て
優
し
い
漁

師
さ
ん
た
ち
の
力
で
�
こ
の
ま
ち
で
は
ど
の
季
節
に

も
�
と
れ
た
て
の
旬
の
魚
や
貝
�
海
藻
が
ス
�
パ
�

に
並
ん
で
い
ま
す
�

多
種
多
様
な
魚
介
類
が
年
中
と
れ
る
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港
町
で
ふ
ら
り
と
入
�
た
喫
茶
店
で
�

お
し
�
べ
り
好
き
の
お
ば
あ
ち
�
ん
か
ら

紹
介
さ
れ
�
原
さ
ん
に
は
じ
め
て
出
会
�

た
の
は
冬
の
こ
と
�

　

見
せ
て
も
ら
�
た
イ
チ
ジ
ク
は
落
葉
し

て
い
て
�
枝
も
切
�
て
し
ま
う
時
期
だ
か

ら
つ
ん
つ
る
て
ん
�

　

そ
ん
な
ピ
�
�
と
北
風
の
吹
く
時
期
な

の
に
�
寒
か
�
た
記
憶
が
な
い
の
は
�
原

さ
ん
が
い
つ
も
笑
顔
と
お
茶
で
迎
え
て
く

れ
た
か
ら
�

　

南
あ
わ
じ
市
で
生
ま
れ
育
�
た
原
博
美

さ
ん
�
定
年
後
�
外
の
手
入
れ
を
少
し
で

も
し
た
い
な
�
�
と
い
う
想
い
か
ら
始

ま
�
た
イ
チ
ジ
ク
栽
培
も
�
気
づ
け
ば

八
〇
本
と
い
う
大
所
帯
�

　

原
さ
ん
か
ら
﹁
挿
し
木
で
簡
単
に
増
え

る
か
ら
﹂
と
�
冬
の
間
に
分
け
て
も
ら
�

た
枝
か
ら
は
ぐ
ん
ぐ
ん
芽
が
出
て
�
我
が

家
の
プ
ラ
ン
タ
�
で
も
可
愛
い
実
を
つ
け

ま
し
た
�

　

イ
チ
ジ
ク
農
園
を
歩
い
て
い
る
と
た
だ

よ
う
�
控
え
め
な
甘
い
香
り
�

  

﹁
今
年
も
ち
�
�
と
匂
�
て
き
た
な
�
と

か
嬉
し
い
で
す
よ
�
葉
�
ぱ
が
出
だ
す
と
�

イ
チ
ジ
ク
独
特
の
あ
ん
ま
り
主
張
し
な
い

け
ど
優
し
い
匂
い
が
ふ
わ
�
と
た
だ
よ
�

て
き
て
�
果
樹
園
だ
な
�
と
い
う
感
じ
が

す
る
ん
で
す
�﹂
と
�
に
�
こ
り
�

　

旬
の
季
節
に
な
る
と
一
気
に
収
穫
の
時

期
を
迎
え
る
イ
チ
ジ
ク
た
ち
�

　

中
に
は
収
穫
が
間
に
合
わ
ず
�
割
れ
て

し
ま
う
も
の
も
あ
�
て
�
そ
ん
な
と
き
は

﹁
ジ
�
ム
に
使
�
て
﹂
と
お
す
そ
わ
け
�

　

こ
れ
か
ら
や
り
た
い
こ
と
�
て
何
か
あ

り
ま
す
か
？ 

と
尋
ね
る
と
�﹁
あ
れ
植
え

て
み
た
い
な
�
と
か
い
う
の
は
増
え
て
き

ま
し
た
ね
�﹂
と
�
原
さ
ん
�

　

ア
�
モ
ン
ド
や
く
る
み
は
�
お
花
が

と
�
て
も
き
れ
い
な
ん
だ
そ
う
�

 

﹁
お
す
す
め
で
す
よ
﹂
と
い
う
こ
と
で
�

私
も
来
年
は
ア
�
モ
ン
ド
を
植
え
て
み
よ

う
�

　

も
ち
ろ
ん
原
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
い
な

が
ら
�
一
緒
に
試
し
な
が
ら
�

無農薬レモンの栽培にもチャレン

ジしていたそう。「くいしんぼう

なので」と笑うのがチャーミング。

瓦のまち津
つ い

井地区に広がる、原さんの農園。脇芽を摘んでやり、収穫は早朝６時頃から。

「旅行にも行けない」と言いながらも楽しそうにほほえむ。
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通
り
が
か
り
に
撮
影
を
さ
せ
て
も
ら
�
た
レ
タ
ス

畑
で
も
�
四
ペ
�
ジ
の
島
田
さ
ん
の
お
う
ち
で
も
�

取
材
先
で
何
度
も
体
験
し
た
﹁
お
す
そ
わ
け
﹂�
南
あ

わ
じ
で
暮
ら
し
て
い
る
と
�
お
す
そ
わ
け
が
日
常
茶

飯
事
な
こ
と
に
驚
き
ま
す
�﹁
お
す
そ
わ
け
﹂
す
る
の

は
買
�
た
も
の
で
は
な
く
�
売
り
物
に
な
ら
な
い
野

菜
だ
�
た
り
�
旬
の
季
節
に
山
の
よ
う
に
と
れ
る
果

物
や
海
産
物
だ
�
た
り
�

　

こ
う
や
�
て
�
自
分
の
う
ち
で
は
食
べ
き
れ
な
い

く
ら
い
の
も
の
が
手
に
入
�
た
と
き
は
�﹁
も
ら
�
て

く
れ
て
あ
り
が
と
う
﹂
と
�
ま
わ
り
の
人
に
も
渡
し

て
い
く
�
も
ら
�
た
人
は
�
も
ら
い
�
ぱ
な
し
に
な

ら
な
い
よ
う
に
�
余
分
に
野
菜
や
果
物
を
育
て
て
お

い
て
�
と
れ
た
と
き
に
お
返
し
を
す
る
こ
と
も
�

　

高
価
な
も
の
や
�
珍
し
い
も
の
で
な
く
て
も
�
作
�

た
も
の
が
嬉
し
い
ね
�
と
れ
た
て
の
も
の
が
お
い
し

い
ね
�
く
る
く
る
�
く
る
く
る
�
海
の
も
の
も
山
の

も
の
も
�
い
ろ
ん
な
人
の
間
で
ま
わ
�
て
い
く
�
そ

う
や
�
て
�
物
を
交
換
し
な
が
ら
人
と
人
と
の
関
係

が
つ
く
ら
れ
て
い
き
ま
す
�

もらいすぎた時は、もらった物をさらにおすそわけすることもあるのだそう。
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南
あ
わ
じ
の
人
は
ど
ん
な
も
の
を
食
べ
て
い
る
の
で

し
�
う
�
福ふ

く
ら良

の
森
崎
さ
ん
一
家
の
食
卓
を
の
ぞ
か
せ
て

も
ら
う
こ
と
に
�
森
崎
さ
ん
の
家
で
は
�
釣
り
が
趣
味
の

お
じ
い
ち
�
ん
�
漁
師
の
娘
で
お
料
理
上
手
の
お
ば
あ
ち
�

ん
�
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
息
子
さ
ん
の
五
人
家
族
�

　
﹁
こ
こ
ま
で
は
め
�
た
に
調
理
せ
ん
﹂
と
�
謙け

ん
そ
ん遜

す
る
お

ば
あ
ち
�
ん
�
今
日
の
メ
ニ
�
�
は
イ
カ
の
刺
身
に
�
ア

ジ
の
南
蛮
漬
け
�
卵
と
し
い
た
け
と
エ
ビ
の
入
�
た
そ
う

め
ん
�
ア
ジ
を
酢
で
締
め
て
ご
は
ん
に
の
せ
た
南
あ
わ
じ

の
郷
土
料
理
の
﹁
ほ
お
か
ぶ
り
﹂
と
魚
づ
く
し
�
イ
カ
は

息
子
さ
ん
が
釣
�
た
も
の
だ
し
�
タ
コ
は
親
戚
が
釣
�
た

も
の
�﹁
淡
路
か
ら
出
た
ら
�
新
鮮
で
お
い
し
い
と
思
う
も

の
は
あ
ん
ま
り
な
い
か
ら
�
魚
と
か
そ
う
い
う
の
は
�
あ

ん
ま
り
食
べ
へ
ん
な
﹂
と
口
を
そ
ろ
え
る
み
な
さ
ん
�
海

の
も
の
を
切
�
た
だ
け
�
ゆ
で
た
だ
け
�
焼
い
た
だ
け
�

そ
れ
だ
け
な
の
に
�
十
分
に
お
い
し
い
の
は
�
新
鮮
さ
が

何
よ
り
の
ご
ち
そ
う
に
な
る
か
ら
な
ん
だ
ろ
う
�

　

直
売
所
に
並
ん
で
い
る
野
菜
は
�
ど
れ
も

近
所
の
農
家
さ
ん
か
ら
届
い
た
ば
か
り
の
も

の
�
も
ら
�
た
ば
か
り
の
魚
や
野
菜
と
組
み

合
わ
せ
て
�
今
日
は
何
を
作
ろ
う
か
と
考
え

る
の
は
楽
し
み
の
一
つ
�

   

﹁
今
日
は
○
○
さ
ん
に
も
ら
�
た
ん
だ
よ
﹂

   

﹁
こ
ん
な
野
菜
が
買
え
て
ね
﹂

　

こ
ん
な
ふ
う
に
い
つ
も
の
食
卓
の
会
話
も

弾
み
ま
す
�

（左手奥から時計回りに）アジの南蛮漬け、ほおかぶり、酢の物、たこめし、

そうめん、サワラの塩焼き、タコの刺身、イカの煮物、イカの刺身

八
や ぎ

木 に あ る 産 直 市 場・

美
み な こ い こ い や

菜 恋 来 屋 は 県 内 最 大。

地元の野菜だけでなく魚

や肉、加工食品も販売し

ています。
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冬も
おいしいよ

生
わ
か
め

身がとてもやわらかく、傷みや

すい魚。新鮮な刺身やタタキが

味わえるのは、淡路島ならでは。

他産地にはない甘みとやわらか

さ。南あわじの気候風土に最適な、

淡路島野菜の王様。

（→くわしくは 14 ページへ）

島の春の風物詩。生〜

半乾が「しらす」、しっ

か り 乾 燥 さ せ た の が

「ちりめん」。どちらも

ご飯によく合います。

鳴門海峡の激しい潮流で育て

る「淡路島サクラマス」。自然

に近い条件で養殖し、旬の３

〜５月にだけこだわって出荷。

淡路島にしかない

原 生 の 柑 橘。 華 や

かな酸味と苦みが

特 徴 で、 お 菓 子 な

どに利用される。

そのまま食べるのも、ジャ

ムにしても◎ 雨が降ると

急に成長し、弾けてしま

うので、急いで収穫！サワラと並び淡路島を代表する

高級魚。玉ねぎといただく鍋料

理「ハモすき」が有名。

特に一本釣りでとる沼島の

キアジが有名。鱗もとらず

まるごと塩焼きが、漁師流。

漁師の副業として始まったという

島の伝統産業。現在でも福良には

いくつもの製麺所があります。

たいそうめん

そうめん作りのさかんな瀬戸内海

の沿岸地域に伝わる。縁起物とし

て結婚式などの祝いの席に登場。

居酒屋でシメの料理にも◎

ち
り
め
ん

な
る
と
オ
レ
ン
ジ

イ
チ
ジ
ク

ハ
モ

タ
コ

め
か
ぶ

よ
も
ぎ

た
け
の
こ

梅

ヤ
マ
モ
モ

マ
ア
ジ

ス
ズ
キ

カ
マ
ス

キ
ャ
ベ
ツ

そ
う
め
ん

マ
ダ
イ

鮮度を楽しむには、刺身

かしゃぶしゃぶが一番。

茎は佃煮に。

ビ
ワ

サ
ワ
ラ

サ
ク
ラ
マ
ス

メ
バ
ル
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食料自給率は、
100% を
超えています！

ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー

のびやかな島の空気を吸っ

て育った乳牛たち。新鮮な

牛乳に、ヨーグルトやソフ

トクリームにプリンと盛り

だくさん。

ブランド牛の一大産地、淡

路島。繊細な「サシ」が、

赤身とともに口の中で溶け

合います。

冬の寒暖差がはぐくむ、

抜群の糖度が自慢。袋の

まま食べられる手軽さも

グッド。

酸っぱいものほど砂糖

やはちみつに漬けてお

くとおいしい。

一般的な養殖フグは 2 年もの。

淡路島では、もう 1 年育てて

「淡路島 3 年とらふぐ」として

ブランド化。

淡 路 島 の レ タ ス は、

ふわっとボリューム

があって、甘くてシャ

キシャキ。

フグのような食感と濃厚な肝

が絶品、地元では「ナガハゲ」

と呼ばれ親しまれる人気魚。

鍋や煮付けがおすすめ。

乳
製
品

淡
路
ビ
ー
フ

　

・淡
路
牛

玉
ね
ぎ

太た

ち

う

お

刀
魚

カ
ワ
ハ
ギ

春
菊

み
か
ん

ア
オ
リ
イ
カ

不し

ら

ぬ

ひ

知
火

甘
夏

と
ら
ふ
ぐ

レ
タ
ス

米

ウ
マ
ヅ
ラ
ハ
ギ

白
菜

ヒ
ラ
メ
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嫁
菓
子

お
酒

　

淡
路
島
の
風
習
で
�
結
婚

式
の
当
日
�
花
嫁
さ
ん
は
自

宅
で
近
所
の
人
に
晴
姿
を
お

披
露
目
し
て
き
た
�
そ
の
際

に
�
配
ら
れ
る
の
が
﹁
嫁
菓

子
﹂�
近
年
で
は
�
引
き
出
物

と
し
て
配
ら
れ
る
こ
と
も
�

　

サ
ル
ト
リ
イ
バ
ラ

の
葉
を
�
近
く
の
山

か
ら
と
�
て
き
て
�

あ
ん
こ
餅
を
包
ん
で

蒸
す
�
最
近
で
は
ス
�

パ
�
で
も
買
え
る
け

れ
ど
�
暮
ら
し
に
な

じ
ん
だ
�
節
目
の
お

菓
子
�

　

祭
り
で
だ
ん
じ
り
を
曳
い
て
地
域
を
ま
わ
る
時

に
�
地
域
の
店
や
家
か
ら
�﹁
祭
り
を
盛
り
上
げ
て

く
れ
て
あ
り
が
と
う
﹂
と
感
謝
を
こ
め
て
渡
さ
れ

る
﹁
は
な
﹂�
お
金
や
お
酒
が
担
ぎ
手
の
若
い
衆
に

渡
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
�

　

特
別
高
級
な
も
の
よ
り
は
�
そ
の
と
き
手
元
に

あ
る
オ
�
ソ
ド
�
ク
ス
な
も
の
が
飲
ま
れ
る
�

ピ
ン
ス
焼
き

お祭りや縁日などで

出会えるベビーカステラに

似たおやつ。中は半熟で、

焼きたてアツアツがおいしい。

押
し
寿
司

　

木
の
角
形
に
詰
め
て
作
る

郷
土
料
理
�
上
に
は
魚
の
酢

締
め
や
卵
を
の
せ
て
�
酢
飯

の
間
に
は
甘
辛
く
炊
い
た
し

い
た
け
や
に
ん
じ
ん
�
れ
ん

こ
ん
な
ど
を
入
れ
る
の
が
定

番
�
地
域
や
家
ご
と
に
ア
レ
ン

ジ
が
き
い
て
い
る
�
ス
�
パ
�

で
売
�
て
い
る
こ
と
も
�

葉
も
ち
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目
利
き
の

玉
ね
ぎ
選
び

種
類
に
合
っ
た

保
存
法
・
調
理
法
で

地
元
の
方
に
聞
く
︑
玉
ね
ぎ
レ
シ
ピ

みんな
玉ねぎ博士！
南あわじの
人々に聞いた

きゅうりの代わりに酢の
物 に も。5mm く ら い に
切って三杯酢で。タコや
ワカメなど入れても合う。

酢の物

すき焼き

揚げ出し玉ねぎ

レンジでチン

玉ねぎを丸ごと素揚げ。
甘みがぎゅっと凝縮。出
汁と大根おろしや鰹節を
そえて。

鍋物にも玉ね
ぎを入れるの
が淡路島流。

玉ねぎを丸ごと８等分く
らいに切って、ラップに
つつんでチン。鰹節とポ
ン酢をかけたら、それだ
けで十分。

お
い
し
い
玉
ね
ぎ
選
び

の
コ
ツ
は
�﹁
張
り
が
あ

る
﹂
も
の
を
見
き
わ
め

る
こ
と
�
み
ず
み
ず
し

く
新
鮮
で
�
身
が
詰
ま
�

て
い
る
証
拠
！

外皮が
しわしわ
していない

首が細い

光沢があり、
ひきしまっている

極ご

く

わ

せ

早
生
・
早わ

せ生

中な
か
て生

・
晩お

く
て生

身が厚く、
しっかりと重なり

密着している

首がしっかりとして
いてすき間がない

春
一
番
に
登
場
す
る
、
通
称

「
新
玉
ね
ぎ
」。
白
っ
ぽ
い
見

た
目
、
辛
味
が
少
な
く
生
で

か
じ
っ
て
も
大
丈
夫
。
サ
ラ

ダ
な
ど
生
食
向
き
。
長
く
日

持
ち
し
な
い
の
で
、
冷
蔵
庫

で
保
存
し
ま
し
ょ
う
。

５
月
頃
か
ら
収
穫
・
出
荷
さ
れ
る
玉
ね
ぎ
。

保
存
法
は
、
ネ
ッ
ト
に
入
れ
て
吊
る
す
な
ど

し
て
自
然
乾
燥
。
熟
成
し
て
味
わ
い
が
増
し

て
ゆ
き
ま
す
。
熱
調
理
す
る
こ
と
で
甘
み
が

引
き
立
つ
た
め
、
炒
め
た
り
煮
た
り
す
る
の

に
向
い
て
い
ま
す
。

﹁
玉
ね
ぎ
﹂
に
は
種
類
が
た
く

さ
ん
あ
�
て
�
そ
れ
ぞ
れ
に

適
し
た
保
存
法
と
調
理
法
が

あ
り
ま
す
�

春だけの
期間限定、
旬の味覚！

地元の人気 No.1
品種は、早生の

七
しちほう

宝 です

卵とじ
淡路の玉ねぎは甘いの
で、炒めて、卵とじで
シンプルに。

淡
路
島
と
い
え
ば
�

な
ん
と
い
�
て
も

玉
ね
ぎ
�
選
び
方

か
ら
保
存
法
�
お

す
す
め
簡
単
レ
シ

ピ
ま
で
�
地
元
の

み
な
さ
ん
に
う
か

が
い
ま
し
た
�
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南
あ
わ
じ
市
が
誇
る
伝
統
文
化
�

淡
路
人
形
浄
瑠
璃
の
始
ま
り
は
江
戸

時
代
初
期
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
�

　

劇
場
で
発
展
し
た
文
楽
と
異
な

り
�
淡
路
人
形
浄
瑠
璃
は
諸
国
を
巡

業
し
て
人
形
浄
瑠
璃
の
魅
力
を
伝

え
�
広
め
て
い
�
た
こ
と
が
特
徴
で

す
�
演
じ
る
場
所
は
劇
場
と
は
限
ら

ず
�
野
掛
け
小
屋
︵
屋
外
︶
で
も
数

多
く
行
わ
れ
ま
し
た
�
人
々
の
暮
ら

し
に
身
近
な
芸
能
と
し
て
発
展
し
て

き
た
の
で
す
�

　

最
盛
期
に
は
四
〇
あ
�
た
座
は
�

今
は
一
つ
に
な
�
て
い
ま
す
�
し
か

し
な
が
ら
�
現
在
も
毎
年
一
月
に
奉

納
さ
れ
る
﹁
三さ

ん
ば
そ
う

番
叟
﹂
は
�
五
穀
豊

穣
を
祈
念
す
る
演
目
と
し
て
�
新
し

い
年
を
迎
え
る
の
に
欠
か
せ
ま
せ
ん
�

　

ま
た
�
小
学
校
や
中
学
校
で
は
�

淡
路
人
形
座
の
出
張
講
座
が
あ
り
�

座
員
に
よ
る
レ
ク
チ
�
�
や
公
演
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
�
そ
う
し
て
親
し

ん
だ
人
の
中
か
ら
�
新
た
な
座
員
が

生
ま
れ
�
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
�

　

郷
土
芸
能
の
伝
承
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
る
団
体
の
一
つ
に
兵
庫
県
立

淡
路
三み

は
ら原

高
等
学
校
の
郷
土
部
が
あ

り
ま
す
�
昭
和
二
七
︵
一
九
五
二
︶

年
創
部
で
�
こ
れ
ま
で
約
五
〇
〇
名

が
所
属
し
て
き
ま
し
た
�
人
形
の
そ

れ
ぞ
れ
の
部
位
の
動
か
し
方
や
三
味

線
の
弾
き
方
�
太た

ゆ
う夫

の
語
り
口
�
ど

れ
も
簡
単
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
�
ま
ず
は
フ
リ
を
覚
え
て
�
少
し

ず
つ
細
か
い
と
こ
ろ
を
磨
い
て
い
き

ま
す
�
最
初
の
頃
は
な
か
な
か
思
う

よ
う
に
な
り
ま
せ
ん
が
�
先
輩
や
人

形
座
の
座
員
が
指
導
に
あ
た
り
�
洗

淡路人形浄瑠璃は神事として始まり、市民の娯楽として広がった。人形遣
つかい

は淡路人形座の吉田光太郎さん。
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先 輩 か ら 後 輩 へ、 人 形 も 技 も 受

け継がれていく（左から：秦さん、

坂本さん、河田さん）。

毎 年、 高 校 の 文 化 祭 で 公 演 さ れ

る「戎
えびすまい

舞」。このほかさまざまな

外 題（ 演 目 ） が 島 内 外 で、 年 間

約 20 公演行われる。

小学生の頃から三味線に親しみ、

中 学・ 高 校 と 郷 土 部 で 活 動 し て

き た 鶴
つ る さ わ と も や

澤 友 弥 さ ん は、 高 校 卒 業

後、三味線弾きとして淡路人形座

に 就 職。 三 味 線 の 音 は、 感 情 も

時間もすべてを表現するものだ、

と話す。

淡路人形座

0799-52-0260

HP:ht tp://awajiningyoza.com/

もっと知りたい方は……

練
さ
れ
た
技
へ
と
徐
々
に
変
化
し
て

い
き
ま
す
�

 

﹁
一
生
懸
命
演
技
を
し
て
�
拍
手
や

言
葉
を
か
け
て
も
ら
う
の
が
嬉
し

い
�﹂
と
部
員
た
ち
か
ら
は
笑
顔
が

こ
ぼ
れ
ま
す
�

 

﹁
自
分
が
経
験
し
と
る
な
か
で
何
が

一
番
で
き
る
か
�
て
思
う
と
�
み
ん

な
に
浄
瑠
璃
を
知
�
て
も
ら
う
こ

と
�﹂
と
話
す
の
は
�
部
員
の
坂
本

さ
ん
�﹁
知
�
て
い
れ
ば
�
淡
路
島

の
魅
力
を
聞
か
れ
た
時
に
﹃
淡
路
人

形
浄
瑠
璃
﹄
と
答
え
ら
れ
る
か
ら
﹂

と
語
る
真し

ん
し摯

な
ま
な
ざ
し
に
�
た
し

か
に
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
伝
統
文
化

の
未
来
を
見
た
気
が
し
ま
し
た
�
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こ
の
ま
ち
で
祭
り
と
い
え
ば
�
豊
作
を

祈
る
春
祭
り
�

　

そ
こ
で
唄
わ
れ
る
﹁
だ
ん
じ
り
唄
﹂
は
�

祭
り
の
場
で
み
ん
な
が
参
加
で
き
�
一
つ

に
な
る
こ
と
の
で
き
る
芸
能
と
し
て
大
正

時
代
か
ら
発
展
し
て
き
ま
し
た
�
浄
瑠
璃

の
一
節
を
抜
き
だ
し
�
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
�

声
だ
け
で
物
語
を
表
現
す
る
こ
の
伝
統
芸

能
は
�﹁
日
本
の
オ
ペ
ラ
﹂
あ
る
い
は
﹁
淡

路
島
の
オ
ペ
ラ
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
�

時
代
の
変
化
に
と
も
な
い
�
今
で
は
祭
り

を
行
う
祭
礼
団
�
だ
ん
じ
り
唄
を
芸
術
と

し
て
磨
き
楽
し
む
愛
好
会
や
小
学
校
の
発

表
会
な
ど
で
も
唄
わ
れ
て
い
ま
す
�

　

す
こ
し
固
い
印
象
の
あ
る
﹁
伝
統
﹂
と

い
う
言
葉
�
し
か
し
�
三
原
だ
ん
じ
り
唄

保
存
会
の
み
な
さ
ん
は
�﹁
唄
も
自
然
に

変
わ
�
て
い
く
�
生
き
物
だ
か
ら
ね
�﹂

と
楽
し
げ
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
�
即
興

の
楽
し
み
も
あ
る
そ
う
�
観
客
側
の
掛
け

声
や
拍
手
の
や
り
方
に
も
タ
イ
ミ
ン
グ
や

技
が
あ
り
�
唄
う
側
も
観
客
も
�
一
緒
に

な
り
つ
く
る
だ
ん
じ
り
唄
�
春
祭
り
に
行

く
際
に
は
�
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
目
を
向

け
る
と
一
層
楽
し
め
る
は
ず
�

昭和 53（1978）年に結成され

た「 三 原 だ ん じ り 唄 保 存 会 」

メンバーの堤さん。ジャズ と

同じで、仲間の演技に触発 さ

れて唄が変化するのも、だ ん

じり唄の楽しみの一つだそう。

「こんな凄いものを、好きな連中がやって当たり前」と三原だんじり唄保存会の小林さん。この言葉からは、だんじり唄の魅力と、

みなさんのだんじり唄への熱い気持ちが伝わってきました。
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淡路人形座による三
さ ん ば そ う

番叟の奉納

蛇
じ ゃ く よ う

供養

水産まつり

南あわじ子ども伝統芸能発表会

広
ひ ろ た

田梅林 ふれあい公園梅まつり

瓦とひなまつり

春祭り（市内各所）

観
かんぼたるかい

蛍 会

海びらき

淡路人形浄瑠璃後継者団体発表会

福
ふ く ら

良の大綱引き

阿
あ ま

万の風
ふりゅうおおおどりこおどり

流大踊小踊

「食」まつり・畜産共進会

淡路島ロングライド 150

文化祭・芸能祭

南淡路だんじり唄交流会

灘
なだ

黒岩水仙郷

1 月

2 月

2 月〜 3 月

2 月〜 4 月

2 月〜 5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

1 1 月

1 2 月

1 2 月〜 2 月



南あわじ市
洲本市

うずしお

慶
け い の

野松原

広
ひ ろ た

田梅林

ウミホタル

諭
ゆ づ る は

鶴羽山

灘
なだ

黒岩水仙郷

淡路ファームパーク
イングランドの丘

福
ふ く ら

良
伊
い び

毘

土
は ぶ

生港
土生港から

連絡船で

約 10 分

夏には
見学会も
あるよ。

南あわじ市民は
入園無料！

①
②

③ ④ ⑤

⑥沼
ぬ し ま

島

美
み な こ い こ い や

菜恋来屋

淡路人形座

19

どこも
楽しそう
だね！



徳島県
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白い砂浜と青松原。歌人・柿本人麻呂にも詠ま

れた、瀬戸内海随一の景勝地。「日本の夕陽百選」

にも選ばれた夕焼けは、神秘的な美しさ。

淡路島と徳島をへだてる鳴門海峡で二つの潮流

が ぶ つ か り 発 生 す る 自 然 現 象。 見 学 は 福 良 や

伊
い び

毘発着のクルーズ船で。

淡路島の最高峰。山頂には大阪〜播磨〜四国ま

で見わたせる 360°の大パノラマが。ダム周辺

は春のサクラ、夏はホタルの名所としても有名。

古くから梅の名所として知られる広田地区。

2 月中旬〜 3 月中旬までが見頃。南
なんこう

高や鶯
おうしゅく

宿な

ど約 450 本の梅を楽しめます。

鳴門海峡の海の幸が水揚げされる漁港のまち。

毎月第４日曜日にひらかれる朝市には地元でと

れた産品が。淡路人形座など観光スポットも。

淡路島の南東に浮かぶ、「古事記」にも登場す

る神話の地。上立神岩や、情緒ある漁港の町並

に心癒されます。だんじりが海に突っ込む春祭

りは必見、磯釣りの名所としても人気。

慶
け い の

野松原

うずしお

諭
ゆ づ る は

鶴羽山

広
ひ ろ た

田梅林

福
ふ く ら

良

沼
ぬ し ま

島

②

④

⑥

①

③

⑤
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の
び
や
か
な
自
然
が
あ
り
�
地
域
で
伝
統

行
事
を
伝
え
�
お
互
い
気
に
か
け
る
雰
囲
気

が
あ
る
南
あ
わ
じ
市
�
子
ど
も
た
ち
は
そ
こ

で
工
夫
し
な
が
ら
遊
び
�
育
ち
ま
す
�

夏の暑い日は外でスイカ割り。木陰に行けば風が通って、

クーラーなしでもへっちゃら。

山には自然の素材がたくさん。

植物のつるや実を拾ったり、葉っぱや花を摘んだり

して、リースを作る。

海は天然の遊び場。釣り

をしたり、泳いだり、磯

遊びをしたり。工夫次第

で遊び方は何通りにも。

モ チ ー フ も 絵 を 描 く 道 具 も、 身 近 な も の で。

なんでも素材にしてお絵描き。

海や山が近くにあって、

いろんな遊びができる

なんて楽しそうだなー。
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0 歳～就学前の子どもを対象に、親子

の交流や子育て相談ができる子育て

ひろば。常設の園庭があり、プレイ

ルームには絵本やおもちゃが充実！

就職について
ハローワーク洲本

0799-22-0620

起業支援について
商工観光課

0799-43-5221

就農について
農林振興課

0799-43-5223

就漁について
水産振興課

0799-43-5243

受付時間：平日 8:30~17:15

移住の各種相談、空き家バンク物件について

ふるさと創生課

0799-43-5205

受付時間：平日 8:30~17:15

南あわじ市の移住定住促進サイト

住みニコ

（Facebook、HP にて情報発信中）

FB：https://www.facebook.com/suminiko/

HP：http://suminiko.jp/

移住相談総合窓口、お試し居住について

あわじ暮らし総合相談窓口

NPO 法人あわじ FAN クラブ

090-1247-1589

受付時間：9:00~17:00

（年末年始の 12/28~1/3 を除く）

https://awajigurashi.com

妊娠・出産・子育て支援

子育てゆめるん課

0799-43-5219

受付時間：平日 8:30~17:15

子育て学習・支援センター

ゆめるんセンター

0799-42-7703

受付時間：平日 9:00~16:00
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