
三
重
の

元
気
で

お
い
し
い

店
お

丹
生
の
ま
ち

立
梅
用
水
︵
あ
じ
さ
い
の
小
径
︶

　

丹
生
の
町
を
支
え
て
き
た

全
長
 
k
m
の
立
梅
用
水
は
、

約
2
0
0
年
前
、櫛
田
川
を
せ

き
と
め
、延
べ
25
万
人
近
く
の
人

が
力
を
尽
く
し
て
作
り
上
げ
た

農
業
用
水
で
す
。豊
か
な
水
が

流
れ
る
こ
と
で
、た
く
さ
ん
の
米

が
と
れ
る
よ
う
に
な
り
、農
民
の

生
活
を
安
定
さ
せ
ま
し
た
。近
年
、こ
の
用
水
を
さ
ら
に
し
っ
か
り
守
っ

て
い
こ
う
と
、用
水
脇
に
あ
じ
さ
い
を
植
え
る
な
ど
、地
元
の
人
々
が

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

大
師
の
里
メ
ダ
カ
池

　

荒
れ
た
休
耕
田
の
水
田
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
、年
々
減
り
続

け
る
メ
ダ
カ
を
育
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
田
ん
ぼ
に
ビ
オ
ト
ー
プ

が
作
ら
れ
ま
し
た
。毎
年「
し
ろ
か
き
」（
土
の
撹
拌
）を
し
て
手
入

れ
し
た
田
ん
ぼ
に
は
、た
く
さ
ん
の
メ
ダ
カ
が
泳
ぎ
、ホ
テ
イ
ア
オ
イ

が
茂
る
理
想
的
な
生
態
系
が
あ
り
ま
す
。８
月
上
旬
に
は
ホ
テ
イ

ア
オ
イ
の
美
し
い
青
い
花
が
咲
き
、９
月
に
は「
大
師
の
里
メ
ダ
カ

ま
つ
り
」が
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

自
然
の
保
全
と
活
用
を
目
的
に
、1
9
9
3
年
か
ら
始
め
ら
れ
た「
あ
じ
さ
い

い
っ
ぱ
い
運
動
」。立
梅
用
水
沿
い
な
ど
に
合
計
１
万
本
以
上
植
え
ら
れ
、丹
生
は

あ
じ
さ
い
の
名
所
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
運
動
を
象
徴
す
る
お
祭
り
が
、６
月
に
行

わ
れ
る「
大
師
の
里　

彦
左
衛
門
の
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
」。立
梅
用
水（
水
）、田
ん

ぼ（
土
）、緑
豊
か
な
資
源
空
間（
里
）を
舞
台
に
、こ
れ
ら
の
恵
み
に
感
謝
す
る

「
水
土
里（
み
ど
り
）の
祭
典
」で
す
。

　

彦
左
衛
門
と
は
、江
戸
時
代
の
丹
生
の
地
士
・
西
村
彦
左
衛
門
の
こ
と
。彼
が

私
財
を
投
じ
て
立
梅
用
水
の
建
設
や
新
田
開
発
に
尽
く
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
名

が
つ
き
ま
し
た
。

　

山
々
や
木
々
、そ
し
て
あ
じ
さ
い
が
生
命
力
を
み
な
ぎ
ら
せ
る
初
夏
の
こ
の
場

所
で
、さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、町
内
外
の
人
の
交
流
を
は
か
り
ま
す
。

水
銀
抗
跡

　

奈
良
時
代
か
ら
昭
和
時
代
ま
で

断
続
的
に
水
銀
が
掘
ら
れ
て
い
た

た
め
、丹
生
の
ま
ち
の
あ
ち
こ
ち
に
、

水
銀
坑
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。

ふ
れ
あ
い
の
館　

地
元
の
農
家
が
持
ち
込
ん
だ

新
鮮
野
菜
が
買
え
る
、 

丹
生
大

師
門
前
の
お
店
。 

伊
勢
い
も
、

し
い
た
け
、日
本
茶
な
ど
丹
生
・

多
気
の
名
産
品
も
並
び
ま
す
。

彦
左
衛
門
　
あ
じ
さ
い
ま
つ
り

　

奈
良
時
代
に
水
銀
が
発
見
さ
れ
、ま
ち
は
大
変
栄
え
ま
し
た
。仏
像
や
調
度

品
の
金
具
、メ
ッ
キ
、顔
料
の
材
料
な
ど
に
使
わ
れ
た
水
銀
は
貴
重
で
、当
時
日

本
で
使
わ
れ
た
水
銀
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
丹
生
で
採
掘
さ
れ
、奈
良
の
東
大
寺

大
仏
に
も
使
わ
れ
ま
し
た
。丹
生
の
ま
ち
に
は
全
国
か
ら
商
人
や
鉱
夫
が
集
ま

り
、大
変
な
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
た
と
い
い
ま
す
。

　

中
世
に
な
る
と
、だ
ん
だ
ん
水
銀
産
出
量
が
減
り
、町
も
衰
退
し
て
い
き
ま
し

た
。し
か
し
近
世
に
な
る
と
伊
勢
商
人
発
祥
の
地
、丹
生
大
師
の
門
前
町
、宿

場
町
と
し
て
再
び
栄
え
始
め
ま
す
。多
く
の
宿
場
や
寺
院
が
そ
の
ま
ま
残
り
、

今
も
当
時
の
に
ぎ
わ
い
を
感
じ
ら
れ
ま
す
。

●
８
時
30
分
〜
18
時

　
（
10
〜
３
月
は
17
時
ま
で
）

●
火
曜
休

　
（
21
日
が
火
曜
の
場
合
は
翌
日
休
）

▲左が古代のもの、
　右が昭和のもの。

古
代
か
ら
栄
え
た

由
緒
あ
る
ま
ち
の
息
吹
が

あ
ち
こ
ち
に

丹
生
を
水
と
土
と
花
で
う
る
お
す
地
域
運
動
の
祭
典

「勢和でとれる大豆や米をもっと食べてほしい」。地域住民によ
る農村料理バイキングの店「まめや」がオープンしたのは平成
17年。こんな田舎にバイキング？と、始める前は反対意見が大
多数だったというのが信じられないほどの、今では大人気店とな
りました。揚げたておあげさん、あじご飯、味噌汁、天ぷら、煮豆
など、勢和の素材を使った、なつかしい田舎料理がずらり。大豆
畑を見渡す眺めも素敵です。

第15回「大師の里 彦左衛門のあじさいまつり」
６月12日（日）　9：00～15：30（雨天決行）
●場所╱丹生大師の里周辺
●主催╱あじさいまつり実行委員会（TEL 0599‒49‒7077）
●協賛╱多気町勢和地域資源保全・活用協議会

●三重県多気郡多気町丹生5643
●TEL 0598‒49‒4300
●10時～17時（バイキングは11時～14時）、木曜休
●http://www.ma.mctv.ne.jp/̃mameya/

相可高校食物調理科野外レストラン、お菓子コーナー、
まめやの農村料理、特産品販売、田んぼのコンサート、
立梅用水ボート下り、餅まき、よさこいソーランフェスティバル、 他

予定イベント

勢和大豆と野菜のおいしさを
一躍ひろめた農村料理バイキング

せいわの里まめや

おかず、ごはん類からデザートまで、常時25～30種が並びます。
大人1,000円、小人（４歳～小学生）500円

隣にある直売所では、大豆加工
品も販売。とくに「おあげさん」は
おいしいと評判です。

勢和で農業を営む
住民の共同出資で
生まれました。平成
20年度「立ち上がる
農山漁村」に認定さ
れるなど、地域おこし
の成功モデルとして
も注目されています。

㎞

30

た
ち
ば
い

「あじさいまつり」最大のイベント、
用水ボート下り。

泥まみれになりながら
30ｍの綱を引き合う
綱引きは、休耕田の
新しい活用法。

ビオトープでコンサートも
開かれる。

の

45


