
高
須
町
内
会
×

か
め
ん
こ
パ
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高
須
町
と
し
て
何
か
目
玉
に
な

る
も
の
を
作
り
た
い
」

　

町
内
に
食
品
加
工
実
習
セ
ン
タ
ー

が
あ
る
恵
ま
れ
た
環
境
で
、
私
は
こ

の
想
い
を
持
ち
続
け
て
い
ま
し
た
。

　

か
め
ん
こ
パ
ン
は
、
高
須
海
岸
に

毎
年
ウ
ミ
ガ
メ
が
上
陸
し
、
産
卵
を

行
う
こ
と
か
ら
思
い
つ
い
た
も
の

で
、
小
亀
の
形
を
し
た
コ
ッ
ペ
パ
ン

の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

ひ
じ
き
を
使
っ
た
２
つ
の
お
菓
子

は
、
テ
レ
ビ
の
取
材
で
高
須
の
ま
ち

歩
き
の
ロ
ケ
を
行
っ
た
際
に
、
ひ
じ

「

き
コ
ロ
ッ
ケ
を
作
っ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
す
。
ひ
じ
き
は
高
須
の
海
岸

で
採
れ
、
乾
燥
し
て
保
存
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
地
元
の
食
材
で
使
い

勝
手
の
良
い
ひ
じ
き
を
お
菓
子
に
し

て
食
べ
て
も
ら
お
う
と
の
想
い
で
作

り
始
め
ま
し
た
。

　

３
つ
の
商
品
と
も
毎
年
７
月
に
行

わ
れ
る「
か
の
や
マ
リ
ン
フ
ェ
ス
タ
」

で
販
売
し
て
い
る
ほ
か
、
町
内
会
で

行
う
敬
老
会
や
ひ
な
祭
り
等
の
イ
ベ

ン
ト
で
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
ま
ち
の
活
性
化
に
つ

な
が
れ
ば
と
い
う
想
い
で
、「
高
須
」

を
活
か
し
た
商
品
を
作
っ
て
き
ま
し

た
。
今
後
は
町
内
の
高
齢
者
向
け
に

高
須
の
食
材
を
使
っ
た
お
惣
菜
を
作

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
町
内
の

個
人
商
店
が
閉
店
し
て
い
き
、
買
い

物
を
す
る
場
所
が
限
ら
れ
て
く
る

中
、
食
事
に
１
品
プ
ラ
ス
で
き
る
よ

う
な
も
の
を
作
り
、
高
齢
者
の
方
の

健
康
づ
く
り
を
支
援
し
た
い
で
す
。

山
菜
弁
当
は
、
昭
和
23
年
か
ら

昭
和
63
年
ま
で
開
校
し
て
い

た
高
隈
高
校
で
作
ら
れ
て
い
た
山
菜

料
理
を
復
刻
し
た
も
の
で
す
。
か
つ

て
高
隈
高
校
の
家
庭
ク
ラ
ブ
に
所
属

す
る
女
子
生
徒
は
山
菜
料
理
の
研
究

に
取
り
組
み
、
文
化
祭
や
新
入
生
歓

迎
会
等
の
場
で
山
菜
料
理
を
振
る

舞
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
廃
校

と
と
も
に
山
菜
料
理
の
作
り
手
も
い

な
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
平
成
25
年

に
高
隈
で
講
演
を
お
願
い
し
た
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
鹿
児
島
探
検
の
会
の
東ひ

が
し

川か
わ

隆り
ゅ
う

太た

郎ろ
う

先
生
に
高
隈
地
域
活
性
化

の
た
め
に「
ま
ち
歩
き
」
と「
山
菜
料

理
」
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
こ
と

が
山
菜
弁
当
を
復
活
す
る
き
っ
か
け

と
な
り
ま
し
た
。

　

山
菜
弁
当
の
製
作
に
あ
た
っ
て

は
、
高
隈
高
校
で
山
菜
料
理
作
り
に

携
わ
っ
た
先
生
に
協
力
を
も
ら
い
、

当
時
の
味
を
再
現
。
試
食
会
を
重
ね

な
が
ら
同
年
12
月
か
ら
販
売
を
ス

タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
注
文
は
お
よ
そ

10
個
以
上
か
ら
受
け
付
け
て
お
り
、

観
光
ツ
ア
ー
や
地
域
で
行
う
会
合
等

で
注
文
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
食
材
を
使
い
、
地
域
で
考

案
さ
れ
た
レ
シ
ピ
で
、
地
域
の
人
が

作
る
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
今
後
は
、
高
隈
の
味
を

堪
能
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
の
あ
る

鹿
児
島
女
子
短
期
大
学
の
学
生
に
協

力
し
て
も
ら
い
、
高
隈
の
食
材
を

使
っ
た
お
む
す
び
コ
ン
テ
ス
ト
を
実

施
予
定
で
す
。
上
位
の
作
品
は
商
品

化
し
て
、
さ
ら
に
多
く
の
人
に
高
隈

の
魅
力
を
感
じ
て
ほ
し
い
で
す
。

１　発酵前には何度も生地を叩きます
２　最も集中する成形作業
３　亀の甲羅に照りを出すひと工夫も
４　パッケージデザインも町内会の手作り

１・２　�高隈のきれいな水がある場所に生息するクレソン
３・４　�高隈高校の味を再現しようと何度も協議や試食会を実施

地域の目玉になるものを作りたい当時の味を現代に復刻

４ １２３１２３４

セリやクレソン、ゼンマイ、クサ
ギナなどの山菜で作られた煮物や
和え物などが入った山菜弁当

問高隈地区コミュニティ協議会
　℡ 0994-45-2525

かめんこパン

　「地域の特産品を多くの人に知ってもらいたい」、「みん
なで協力して作ることでまちの元気を取り戻したい」、「新
しく地域を代表するような商品を作りたい」。地域の人々
が作るモノには、様々な想いが込められています。
　今号では、地域の人々が知恵を出し合いながら生み出し
た魅力あふれるモノと、一つひとつに込められた熱い想い
をご紹介します。

×
かける
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