
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
カ
リ
カ
リ

　

30

度
近
い
気
温
と
な
っ
た
６
月

下
旬
、
農
産
加
工
所
の
調
理
室
の

中
で
は
爽
や
か
な
シ
ソ
の
香
り
が

広
が
り
ま
す
。
そ
し
て
、
室
内
は

楽
し
そ
う
な
話
し
声
が
充
満
し
て

い
ま
す
。
作
業
を
し
て
い
る
の
は

菅
原
地
区
に
あ
る
農
産
加
工
組
合

の
加
工
部
の
み
な
さ
ん
。
今
は
、

「
梅
の
カ
リ
カ
リ
漬
け
」
の
仕
込

み
の
真
っ
最
中
で
す
。

　

「
菅
原
の
（
通
称
）
梅
カ
リ
は

歯
ご
た
え
が
自
慢
で
す
。
数
カ
月

経
っ
て
も
カ
リ
カ
リ
し
て
い
ま
す

▼
夏
の
暑
さ
が
本
領
発
揮
し
始
め

た
今
日
こ
の
頃
。
通
勤
途
中
に
プ

ー
ル
バ
ッ
グ
を
持
つ
小
学
生
を
見

る
よ
う
に
な
り
、
プ
ー
ル
の
授
業

が
う
ら
や
ま
し
く
感
じ
ま
す
。
先

日
、
飯
梨
川
の
河
口
で
は
カ
イ
ト

サ
ー
フ
ィ
ン
を
楽
し
む
人
を
見
か

け
ま
し
た
。
県
外
か
ら
安
来
に
来

て
練
習
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

興
味
の
あ
る
人
は
の
ぞ
い
て
み
て

く
だ
さ
い
（
旬
）

で
す
が
、
添
加
物
や
着
色
料
を
使

わ
な
い
分
、
長
年
の
経
験
に
よ
る

丁
寧
な
作
業
が
必
要
で
す
。

菅
原
を
象
徴
す
る
加
工
品

　

「
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
の
作

業
が
楽
し
み
で
す
」
と
シ
ソ
の
葉

の
処
理
を
し
な
が
ら
同
部
長
の
山

根
澄
子
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

　

「
地
元
か
ら
食
材
を
仕
入
れ
、

こ
こ
で
製
造
し
て
販
売
す
る
。
利

益
は
み
ん
な
で
分
配
す
る
。
規
模

は
小
さ
い
で
す
が
地
区
内
で
お
金

が
循
環
し
て
い
ま
す
」
と
胸
を
張

り
ま
す
。
今
で
こ
そ
、
主
力
商
品

は
お
餅
な
ど
に
な
っ
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
が
、
昔
か
ら
作
ら
れ
て

き
た
の
が
梅
の
カ
リ
カ
リ
漬
け
。

梅
の
里
の
菅
原
地
区
を
象
徴
す
る

加
工
品
で
す
。

　

菅
原
地
区
で
は
以
前
か
ら
あ
っ

た
梅
の
カ
リ
カ
リ
漬
け
を
地
域
お

こ
し
の
看
板
商
品
に
し
よ
う
と
、

平
成
の
初
め
頃
か
ら
ふ
る
さ
と
創

生
事
業
で
「
梅
香
る
村
づ
く
り
」

を
宣
言
し
、
地
区
全
体
で
梅
の
植

樹
を
実
施
。
同
時
に
全
戸
出
資
に

よ
る
農
産
加
工
組
合
を
結
成
し
、

梅
を
は
じ
め
と
し
た
地
元
食
材
を

使
っ
た
加
工
・
販
売
に
取
り
組
み

ま
し
た
。
平
成
16

年
12

月
に
は「
梅

の
里
農
産
加
工
所
」
が
完
成
し
、

こ
こ
を
拠
点
に
同
組
合
加
工
部
の

皆
さ
ん
が
、「
餅
」
や
「
お
こ
わ
」、

「
福
神
漬
け
」
な
ど
を
製
造
し
て

い
ま
す
。

　

現
在
、
仕
込
み
中
の
通
称
梅
カ

リ
は
８
月
初
旬
頃
か
ら
販
売
が
開

始
さ
れ
ま
す
。
今

年
の
夏
も
菅
原
の

梅
が
、
私
た
ち
に

清
涼
感
を
与
え
て

く
れ
そ
う
で
す
。

よ
」
と
話
す
の
は
澤
田
佐
智
子
さ

ん
。「
梅
と
シ
ソ
は
全
て
地
元
で

採
れ
た
も
の
を
使
っ
て
い
ま
す
。

生
産
量
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

口
コ
ミ
で
広
が
っ
て
今
で
は
人
気

商
品
で
す
」。

　

今
年
、
６
月
中
旬
に
収
穫
さ
れ

た
梅
は
73

キ
ロ
。
種
出
し
を
し
た

梅
は
、
こ
れ
か
ら
シ
ソ
の
葉
と
と

も
に
砂
糖
で
漬
け
ら
れ
ま
す
。
簡

単
か
つ
シ
ン
プ
ル
な
工
程
の
よ
う

▲梅のカリカリ漬けは毎週、
木 曜 日 に 広 瀬 グ リ ー ン セ ン
ターで販売される予定です。

▼
今
号
の
編
集
中
は
情
報
科
学
高

校
の
イ
ン
タ
ー
ン
生
徒
を
広
報
担

当
で
受
け
入
れ
ま
し
た
。
市
内
に

出
か
け
、
実
際
に
人
に
会
っ
て
取

材
し
原
稿
書
き
を
経
験
。
今
回
の

イ
ン
タ
ー
ン
で
彼
女
た
ち
が
「
ま

ち
の
今
」
に
少
し
で
も
興
味
を
持

っ
て
く
れ
た
な
ら
担
当
と
し
て
う

れ
し
い
限
り
で
す
。
自
分
た
ち
の

通
学
す
る
ま
ち
は
日
々
、
変
化
し

て
い
ま
す
（
の
）

▲澤田佐智子さん（左）と澤田悦子さん。

調理台には独自に開発した実割り器が。

写真はタミー

安来市の人口と世帯数

人口合計／

世 帯 数 ／

H30.6.30現在

（男:18,756人　女:20,341人）

3 9 , 0 9 7 人

1 4 , 2 9 5 世 帯

平
成

3
0

年
8

月
号

梅の里の「梅のカリカリ漬け」

　菅原農産加工組合・加工部（広瀬町菅原））


