
　

今
年
で
、
５
年
目
10
回
を
数
え
、

多
く
の
リ
ピ
ー
タ
ー
が
心
待
ち
に

し
て
い
る
「
あ
り
え
蔵
め
ぐ
り
」。

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
主
催
す
る
「
あ

り
え
蔵
の
ま
ち
保
存
会
」
の
会
長

の
吉
田
嘉
明
さ
ん
。

　

吉
田
さ
ん
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、

ま
ち
づ
く
り
グ
ル
ー
プ「
南
笑
会
」

で
も
、
同
会
の
酒
井
洋
一
会
長
ら

と
と
も
に
、「
自
分
だ
け
の
お
酒

を
つ
く
ろ
う
」
と
銘
打
ち
、
米
作

り
か
ら
酒
造
り
ま
で
が
体
験
で
き

る
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
な
ど
、
積
極

的
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

吉
田
さ
ん
が
、
ま
ち
づ
く
り
に

取
り
組
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た

「
あ
り
え
蔵
め
ぐ
り
」。
そ
れ
は
苦

し
み
の
中
で
生
ま
れ
た
と
い
い
ま

す
。

　
「
こ
の
ま
ま
じ
ゃ
だ
め
だ
な
、

と
い
う
こ
と
だ
け
は
わ
か
っ
て
い

た
の
で
す
が
」

　

当
時
は
、
日
本
酒
の
消

費
量
が
落
ち
込
ん
で
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
中
、
あ
る

ア
イ
デ
ア
が
。

　
「
せ
っ
か
く
だ
か
ら
蔵

を
見
て
も
ら
お
う
」

　

こ
う
し
て
、
そ
の
前
身

と
な
る
「
蔵
開
き
」
が
始

ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
県

の
担
当
者
の
目
に
と
ま
っ

た
こ
と
、
商
工
会
や
同
じ
志
の
仲

間
の
協
力
な
ど
も
あ
っ
て
「
あ
り

え
蔵
め
ぐ
り
」
と
し
て
ス
タ
ー
ト
。

今
の
に
ぎ
わ
い
に
つ
な
が
っ
て
い

き
ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
吉
田
さ

ん
は
、「
生
の
声
」
の
大
切
さ
に

気
付
い
た
、
と
い
い
ま
す
。

　
「
正
直
、
最
初
、
自
分
た
ち
に

は
自
分
た
ち
の
良
さ
が
わ
か
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
だ
っ
て
、
私
た
ち

に
と
っ
て
は
、
日
常
的
で
、
ご
く

普
通
の
こ
と
で
す
か
ら
。
お
客
さ

ん
の
言
葉
で
初
め
て
『
自
分
た

ち
は
す
ば
ら
し
い
』
っ
て
実
感

で
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
ね
。
生

の
声
は
、
私
た
ち
が
次
に
何
を

す
る
べ
き
か
教
え
て
く
れ
る
。

と
て
も
あ
り
が
た
い
で
す
ね
」

　

ま
ち
づ
く
り
が
生
の
声
を
引

き
出
し
、
生
の
声
が
次
に
な
す

べ
き
こ
と
の
道
し
る
べ
と
な
る
。

そ
ん
な
ま
ち
づ
く
り
を
、
吉
田

さ
ん
た
ち
は
今
日
も
続
け
て
い
ま

す
。

　

吉
田
さ
ん
は
、
本
業
で
も
活
躍

し
て
い
ま
す
。
昨
年
11
月
に
、
福

岡
国
税
局
の
鑑
評
会
純
米
酒
部
門

で
金
賞
を
受
賞
。
県
内
で
は
、
吉

田
屋
だ
け
が
受
賞
し
ま
し
た
。

　

吉
田
さ
ん
は
、
そ
れ
も
、
こ
の

地「
あ
り
え
」だ
か
ら
受
賞
で
き
た
、

と
言
い
ま
す
。

　
「
南
島
原
と
い
う
土
地
は
、
地

理
的
な
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
り
ま
す
ね
。

で
す
が
、
お
客
さ
ん
に
品
質
や
こ

だ
わ
り
が
説
明
で
き
て
、
納
得
し

て
買
っ
て
も
ら
え
る
。
そ
し
て
、

納
得
の
い
く
ま
で
仕
事
が
で
き
る

の
は
、
こ
の
土
地
だ
か
ら
こ
そ
。

私
た
ち
に
と
っ
て
、
地
理
的
ハ
ン

デ
ィ
は
、
欠
点
で
な
く
、
個
性
な

の
で
す
」
こ
れ
か
ら
は
、
不
便
さ

も
「
武
器
」
と
な
る
時
代
が
来
る

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

を
借
り
る
こ
と
は
、
経
済
的
に
も
厳

し
い
た
め
、
結
果
と
し
て
寮
な
ど
を

備
え
て
い
る
県
外
企
業
を
選
び
が
ち

だ
そ
う
で
す
。

　

こ
れ
を
逆
に
言
う
と
、「
家
か
ら

通
え
る
地
元
企
業
へ
の
就
職
や
、
家

の
事
業
を
手
伝
う
こ
と
は
、
魅
力
的

な
選
択
肢
」
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ

う
か
。
５
人
家
族
が
１
人
暮
ら
し
の

５
倍
の
生
活
費
が
か
か
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
一
緒
に
住
む
こ
と
で
、

環
境
に
も
優
し
く
、
生
活
費
も
少
な

く
て
す
み
ま
す
。
何
よ
り
、
家
族
と

一
緒
に
暮
ら
せ
る
、
近
く
に
住
め
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
考
え
る
と
、

と
て
も
し
あ
わ
せ
な
こ
と
で
す
。

　

世
知
辛
い
世
の
中
で
す
し
、
愚
痴

の
一
つ
も
言
い
た
い
こ
と
だ
っ
て
あ

る
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
今
、
こ
こ

に
生
き
て
い
て
、
家
族
と
共
に
暮
ら

す
。
こ
の
こ
と
自
体
が
し
あ
わ
せ
な

こ
と
な
の
だ
と
、
そ
う
思
い
ま
す
。

企
業
の
望
む
理
想
像

　

企
業
が
望
む
生
徒
像
を
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
高

い
こ
と
、
や
る
気
や
責
任
感
が
あ
る
こ

と
に
加
え
、
あ
い
さ
つ
が
し
っ
か
り
で

き
る
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
ど
れ
も
当
た

り
前
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
一
方

で
は
、
一
朝
一
夕
で
身
に
付
く
も
の
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
就
職
を
予
定
し
て
い

る
人
も
予
定
し
て
い
な
い
人
も
、
ち
ょ

っ
と
心
が
け
て
み
て
み
ま
せ
ん
か
？

よ
り
よ
い
人
材
の
確
保
の
た
め
に

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
、「
県

内
の
企
業
が
、『
よ
い
人
材
を
獲
得

す
る
機
会
』
を
逃
し
て
い
る
」、
と

は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
実
際
に
は
県
内
就
職
を
希
望
し

て
い
る
生
徒
た
ち
も
多
く
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
地
元
を
愛
す
る
若
者
が
、

一
人
で
も
多
く
残
っ
て
も
ら
え
れ
ば

い
い
の
で
す
が
」
と
、
島
原
翔
南
高

校
進
路
指
導
部
は
言
い
ま
す
。
企
業

に
と
っ
て
人
が
財
産
で
あ
る
の
は
、

全
国
共
通
。
早
め
の
求
人
が
、
生
徒
、

企
業
の
双
方
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
地
域
と
し

て
の
メ
リ
ッ
ト
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

経
営
者
の
皆
さ
ん
、
例
年
よ
り
も
少

し
早
め
の
求
人
を
、
検
討
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

南
島
原
市
で
仕
事
を
す
る
メ
リ
ッ
ト

　

生
徒
た
ち
が
、
県
内
の
企
業

を
選
び
に
く
い
も
う
一
つ
の
理

由
、
そ
れ
は
「
住
む
と
こ
ろ
」

だ
そ
う
で
す
。
県
内
企
業
で
は

自
宅
通
勤
が
前
提
の
た
め
、
寮

や
社
宅
な
ど
を
保
有
し
て
い
な

い
事
業
所
が
多
い
よ
う
で
す
。

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
ア
パ
ー
ト

　

長
く
続
く
雇
用
氷
河
期
の
中
で
も
、

最
も
厳
し
い
と
言
わ
れ
る
平
成
21
年

度
の
雇
用
情
勢
。

　

例
年
は
就
職
率
１
０
０
パ
ー
セ
ン

ト
を
誇
る
島
原
翔
南
高
校
も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
２
月
15
日
現
在
、

懸
命
な
就
職
指
導
が
続
い
て
い
ま
す
。

生
徒
が
県
外
を
選
ぶ
理
由

　

同
校
で
、
県
外
を
希
望
す
る
生
徒

は
全
体
の
半
数
。
県
内
で
は
求
人
数

の
少
な
い
職
種
に
就
職
す
る
た
め
に

は
、
県
外
を
目
指
す
し
か
な
い
、
と

い
う
の
が
主
な
理
由
だ
そ
う
で
す
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

県
内
の
求
人
の
多
く
は
、
就
職
活

動
解
禁
の
９
月
中
旬
か
ら
大
き
く
遅

れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

早
く
確
実
に
就
職
し
た
い
生
徒
た
ち

に
と
っ
て
、
県
外
の
企
業
を
優
先
せ

ざ
る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
す
。

　中国では、春節も終わり、再び実家から都会への移動ラッシュがまもなく始まります。駅や空港では、「常回
家看看」の曲がよく流れています。
　「常回家看看」とは、1999年、中央テレビの「春節交歓の夕べ」のデビューをきっかけに国民歌と呼ばれる
ほど流行った歌謡曲で、曲名の「常回家看看」も、今ではことわざのように、日常的に使われています。
直訳すると「実家にちょくちょく帰り、父母に顔を見せましょう」という意味。「回家」は「家に帰る」。「看看」は「見
る」と言う意味を重ねて、「見てみる」という意味になります。
　歌詞中も、「ちょっとした時間に、家族で実家に帰って見てください。笑顔でおみやげをもって。お箸や茶碗
を洗ったり、肩をもんだりして。やることは、どんな小さなことだっていい。なぜなら、親は子どもに何にも
求めはしない。ただ元気な顔をみたいだけなのだから…」と続きます。
　どんな家族も、永遠に一緒に暮らせるわけではありません。皆さんも、家族との時間を大切にしてくださいね。

まちづくりに携わるしあわせ
ありえ蔵のまち保存会会長・南笑会（なんしょうかい）副会長

吉田嘉明さん（有家町）

Part3

地元で働けるしあわせ特 集

毎回楽しみにしている人も多い「あり
え蔵めぐり」。蔵の雰囲気が楽しめる
ほか、手ごろな価格で地元の特産品が
手に入るとあって、リピーターも多い。
写真は、浦川酒造（有家町）

南笑会の酒造り体験。米が酒になる。
その感動が忘れられず、毎年参加する
人もいるのだとか。

撮影：田中洸太君

ちんりょうこう
毎月、国際交流員の陳 凌弘さんが中国の言葉を紹介‼

「常回家看看」
チャン フィジャ カン

（実家に帰ろう）

カン

島原翔南高校の生徒たち企業に訪問し
て南島原をPRする「ふるさとPR大使」。
多くの企業や大学などを訪問しました。

ま
と
め
に
か
え
て

〜
平
成
21
年
度
の
就
職
戦
線
〜
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