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先
人
の
思
い
を
形
に

～
三
会
原
の
開
拓
者
～

　
幼
い
頃
、
祖
父
の
膝
の
上
に
乗
り
な
が
ら
、

将
来
農
業
の
道
へ
進
む
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い

た
林
田
さ
ん
。
幼
い
な
が
ら
も
両
親
や
周
囲
の

環
境
な
ど
か
ら
、
そ
れ
を
自
然
と
受
け
入
れ
順

調
に
農
業
の
道
を
志
し
ま
し
た
。

　
島
原
農
業
高
校
卒
業
後
は
、
家
族
と
一
緒
に

葉
タ
バ
コ
や
シ
ョ
ウ
ガ
、
ニ
ン
ジ
ン
な
ど
を
育

て
る
農
業
を
営
む
日
々
。
当
時
は
日
中
、
種
ま

き
や
収
穫
な
ど
の
畑
仕
事
、
日
没
後
は
家
で
収

穫
し
た
農
作
物
の
出
荷
準
備
に
励
む
な
ど
、
朝

か
ら
晩
ま
で
働
き
ず
く
め
の
毎
日
で
し
た
。

　
小
さ
な
農
地
で
少
な
い
働
き
手
、
幅
員
も
狭

く
小
型
の
農
業
機
械
し
か
通
れ
な
い
農
道
、
河

川
や
た
め
池
、
自
然
降
雨
に
頼
る
水
不
足
の
環

境
で
は
、
効
率
的
で
安
定
し
た
農
業
経
営
を
目

指
す
の
は
困
難
で
し
た
。
そ
れ
で
も
林
田
さ
ん

は
、「
農
業
で
利
益
を
得
る
こ
と
は
大
切
で
す

が
、
そ
れ
以
上
に
安
全
・
安
心
で
優
良
な
農
作

物
を
生
産
、
提
供
し
続
け
る
こ
と
が
、
私
の
一

番
大
切
な
使
命
で
す
」
と
農
業
に
携
わ
る
思
い

を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
昔
、
青
年
団
の
祭
り
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト

を
通
じ
て
知
り
合
い
、
一
緒
に
な
っ
た
奥
様
と

苦
楽
を
共
に
し
な
が
ら
、
70
歳
を
過
ぎ
た
今
で

も
三
会
原
の
大
地
に
元
気
に
立
ち
続
け
て
い
ま

す
。 農

業
人
と
し
て
生
き
る
誇
り



「人生の達人」

林
はやしだ

田 俊
としひで

秀 さん (72)
　昭和 23年、出平町生まれ。島原農業高
校を卒業後、五代目として家業の農業を継
ぐ。平成 10年、三会原土地改良区理事就
任を機に、三会原地区の農地整備に邁進。
地域農業、土地改良事業のリーダー的存在
として、島原の農業発展に尽力している。
　三会原土地改良区理事長（H20 年～）、
長崎県土地改良事業功労者表彰（H25）、
全国土地改良事業功績者表彰（H27）、旭
日単光章（令和２年春叙勲）出平町在住。
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。

　

三
会
原
地
区
は
昭
和
40
～
50
年
代
に
、
農

道
や
散
水
環
境
が
整
備
さ
れ
農
業
環
境
は
改

善
し
ま
し
た
が
、
時
間
の
経
過
と
共
に
施
設

の
老
朽
化
に
よ
る
維
持
管
理
費
の
増
大
が
目

立
っ
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
10
年
頃
、
島
原
半
島
の
農
業
環
境
改

善
に
対
す
る
県
か
ら
の
強
い
後
押
し
を
背
景

に
、
林
田
さ
ん
は
先
代
理
事
長
ら
の
思
い
を

引
き
継
ぎ
、
基
盤
整
備
に
よ
る
大
規
模
で
効

率
的
な
農
業
を
目
指
し
、
関
係
農
家
に
積
極

的
に
働
き
か
け
ま
し
た
。

　

そ
の
熱
意
と
人
柄
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に

賛
同
し
、
狭
く
バ
ラ
バ
ラ
だ
っ
た
農
地
を
整

備
統
合
す
る
区
画
整
理
と
散
水
環
境
の
更
新

事
業
が
進
め
ら
れ
、
農
業
経
営
の
効
率
化
と

所
得
向
上
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

「
こ
の
事
業
無
く
し
て
、
今
の
農
業
は
考
え
ら

れ
ま
せ
ん
。
昔
に
比
べ
本
当
に
楽
に
な
り
ま

し
た
。
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
が
自
分
の
こ
と

よ
り
も
、
地
域
全
体
の
こ
と
を
一
番
に
考
え

る
風
土
が
先
人
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
お

か
げ
で
す
」
と
、
感
謝
の
思
い
を
語
っ
て
く

れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
か
ら
の
農
業
後
継
者
た
ち
へ
、「
こ
れ

か
ら
先
、
自
分
た
ち
の
未
来
は
、
自
分
た
ち

で
決
め
て
欲
し
い
。
地
域
住
民
や
仲
間
と
の

つ
な
が
り
、
話
し
合
い
に
よ
る
協
調
を
大
切

に
し
て
、
明
る
い
島
原
の
農
業
を
み
ん
な
で

切
り
開
い
て
欲
し
い
で
す
」
と
、
熱
い
エ
ー

ル
を
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

思
い
を
つ
な
ぎ
、
未
来
を
委
ね
る

現役でショウガ（上）やニンジン（右下）を育てる林田さん。
旭日単光章受章を祝い、夫婦揃って記念写真（左下）
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