
　このコーナーでは、夢に向かって情熱を持ち続けなが
ら、明日の薩摩川内市を創る、元気人、輝き人のこれまで
とこれからを紹介します。

第２回は、満園克義さんです。

黒
豚
の
う
ま
味
に
魅
せ
ら
れ
て

　

午
前
11
時
。
店
内
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
に
出

来
上
が
っ
た
ば
か
り
の
お
弁
当
が
所
狭
し
と

陳
列
さ
れ
る
。
大
皿
に
盛
ら
れ
た
手
作
り
の

コ
ロ
ッ
ケ
や
メ
ン
チ
カ
ツ
、
唐
揚
げ
な
ど
が

お
弁
当
コ
ー
ナ
ー
の
傍
ら
に
居
座
る
。
店
内

が
い
っ
き
に
華
や
ぎ
、
食
欲
を
そ
そ
る
芳
ば

し
い
香
り
が
広
が
る
。
仕
出
し
弁
当
屋「
み
か

く
亭
」の
毎
日
の
光
景
だ
。
黒
豚
ト
ン
カ
ツ
弁

当
や
コ
ロ
ッ
ケ
、
メ
ン
チ
カ
ツ
に
入
る
豚
肉

は
、
自
ら
牧
場
で
大
切
に
育
て
た
黒
豚
で
あ

る
。

　

と
き
に
は
牧
場
の
主
、
と
き
に
は
お
弁
当

屋
の
調
理
人
や
配
達
人
と
い
く
つ
も
の
顔
を

合
わ
せ
も
つ
満
園
さ
ん
は
、
小
さ
な
頃
か
ら

食
べ
る
こ
と
や
料
理
を
す
る
こ
と
が
大
好
き

だ
っ
た
。「
当
時
両
親
が
ス
ー
パ
ー
を
経
営
し

て
い
て
、
店
頭
に
商
品
と
し
て
並
ぶ
前
の
、

一
番
新
鮮
な
食
材
を
、
最
初
に
試
食
す
る
こ

と
が
出
来
た
ん
で
す
。」知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
食
材
の
良
し
悪
し
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
環
境
が
、
食
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
い

い
意
味
で
食
い
し
ん
坊
の
自
分
を
形
成
し
た

の
で
は
と
振
り
返
る
。
幼
少
期
か
ら
高
校
卒

業
ま
で
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
過
ご
し

た
こ
と
で
、
将
来
も
食
に
携
わ
る
仕
事
に
就

き
た
い
と
思
い
、
料
理
人
の
道
を
志
す
。
高

校
卒
業
後
、
東
京
の
専
門
学
校
で
調
理
師
免

許
を
取
得
。
鹿
児
島
市
に
あ
る
城
山
観
光
ホ

テ
ル
の
調
理
部
門
に
５
年
間
勤
め
、
入
来
町

に
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
の
が
26
歳
の
時
。
両
親
が

経
営
す
る
ス
ー
パ
ー
を
手
伝
い
数
年
後
、
現

在
の
店
を
開
業
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
料
理
人

と
し
て
培
っ
た
味
覚
を
お
客
さ
ま
に
伝
え
た

い
、
お
い
し
く
て
、
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る

も
の
を
提
供
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、
自
ら
黒
豚
の
生
産
を
始
め
た
。
農

業
な
ど
の
六
次
産
業
化
は
、
元
と
な
る
一
次

産
業
が
あ
り
、
加
工（
二
次
産
業
）、
流
通
・

販
売（
三
次
産
業
）ま
で
の
工
程
を
一
括
し
て

手
が
け
よ
う
と
す
る
の
が
一
般
的
。
満
園
さ

ん
の
場
合
は
そ
の
逆
の
パ
タ
ー
ン
。

　

現
在
牧
場
で
働
く
社
員
は
4
人
。
餌
に
は

サ
ツ
マ
イ
モ
も
混
ぜ
る
な
ど
独
自
の
手
法
を

凝
ら
す
。
生
き
物
や
自
然
を
相
手
に
す
る
農

業
は
大
変
厳
し
い
。
豚
舎
の
清
掃
、
餌
や
り
、

飼
育
管
理
な
ど
、
手
を
抜
け
ば
、
即
悪
い
事

態
へ
と
陥
る
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
る
。
で
も

携
わ
る
者
し
か
分
ら
な
い
感
動
や
喜
び
も
あ

り
、
こ
の
仕
事
を
継
続
し
て
い
く
原
動
力
に

も
な
っ
て
い
る
。
新
し
い
命
と
出
会
う
子
豚

た
ち
の
誕
生
も
そ
の
ひ
と
つ
。

自
分
の
使
命

　

食
の
安
心
安
全
が
叫
ば
れ
る
昨さ
っ
こ
ん今
。
お
客

さ
ま
に
自
信
を
持
っ
て「
本
物
」を
提
供
し
続

け
る
こ
と
は
、
料
理
人
と
い
う
道
を
選
ん
だ

自
分
の
使
命
だ
と
い
う
。
今
年
で
店
は
開
業

10
年
目
を
迎
え
る
。
こ
だ
わ
り
の
黒
豚
を
育

て
る
牧
場
は
、
県
指
定
種
豚
場
の
認
定
を
受

け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
県
内
に
16
カ
所
し
か

な
い
。
３
月
に
は
、
六
次
産
業
化
法
の
企
業

認
定
も
新
た
に
受
け
た
。
極
上
の
黒
豚
と
し

て
発
送
も
可
能
な
セ
ッ
ト
商
品
な
ど
を
持
参

し
、
県
外
の
百
貨
店
で
開
催
さ
れ
る
物
産
展

へ
の
出
店
も
年
間
20
回
を
超
す
。

　

商
品
購
入
者
か
ら
送
付
さ
れ
て
く
る
ア
ン

ケ
ー
ト
ハ
ガ
キ
を
大
事
に
持
っ
て
い
る
。「
お

客
さ
ま
に
お
い
し
か
っ
た
と
喜
ん
で
も
ら
え

る
こ
と
が
、
私
の
原
点
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
。

試
行
錯
誤
の
毎
日
で
す
よ
。」満
園
さ
ん
の
取

り
組
み
は
続
く
。

【問合先】＝本庁文化課　 （23）5111（内線5231）

　
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
薩
摩
川
内
市
に
点
在
す
る
文
化
財
を

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
！！

第
１
回

薩
摩
国こ
く
ふ府
跡
と
薩
摩
国こ
く
ぶ
ん
じ

分
寺
跡

そこが知りたい歴史散策シリーズ 薩摩川内元気人

1970 年入来町に生まれる。
高校卒業後、東京の専門学

校を経て城山観光ホテルに調理師として５年間勤務。地元入来町へ
26 歳でUターン。数年後に仕出し・弁当「みかく亭」を開業。自社牧場
で黒豚約300 頭を飼育。（株）八重山高原ファーム代表取締役。41 歳。

満園　克義（みつぞの かつよし）

業
は
大
変
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掃
、
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や
り
、

飼
育
管
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な
ど
、
手
を
抜
け
ば
、
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事
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る
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携
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や
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る
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携
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携
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薩摩国分寺跡史跡公園（国分寺町）

今 回 紹 介 し た 史 跡 位 置 図

　

薩
摩
川
内
市
に
は
、
今
か
ら
約
１
３

０
０
年
前
、
薩
摩
国
府（
薩
摩
の
都

み
や
こ
）が

置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
国
府
は
、
現
在

で
例
え
れ
ば
県
庁
の
役
割
を
し
て
い
た

機
関
で
す
。
当
地
に
薩
摩
国
府
が
設
置

さ
れ
た
の
は
、
川
内
川
が
交
通
・
軍
事

上
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
沖

ち
ゅ
う
せ
き積
平
野
の

中
心
で
あ
る
と
い
う
地
理
的
条
件
も
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
府
の
南
北
を
結

ぶ
中
軸
線
は
、
御
陵
下
町
と
国
分
寺
町

と
の
境
界
と
な
っ
て
お
り
、
川
内
高
校

裏
側
一
帯
、
方
六
町（
一
町
１
０
９
ｍ
）

の
範
囲
が
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
薩
摩
国
府
の
東
側
に
隣
接
し

て
、
薩
摩
国
分
寺
も
あ
り
ま
し
た
。
国

分
寺
は
、
天

て
ん
ぴ
ょ
う平

13
年（
７
４
１
年
）
に

聖し
ょ
う
む武
天
皇
の
詔
み
こ
と
の
り（
命
令
）に
よ
り
、
国

家
の
安
定
と
国
民
の
幸
福
を
祈
願
し

て
、
全
国
六
十
余
国
に
建こ

ん
り
ゅ
う立
さ
れ
ま
し

た
。
国
分
寺
は
、
僧そ

う
じ寺
と
尼に

じ寺
か
ら
な

り
正
式
に
は
、
僧
寺「
金

こ
ん
こ
う
み
ょ
う

光
明
四し

天て
ん
の
う王

護ご
こ
く
の
て
ら

国
之
寺
」と
尼
寺「
法ほ
っ
け
め
つ
ざ
い

華
滅
罪
之の

寺て
ら

」

と
い
い
ま
す
。
僧
寺
は
僧
20
人
、
尼
寺

は
尼
僧
10
人
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

当
時
は
、
国
府
と
と
も
に
薩
摩
国
内
で

最
大
の
建
築
物
で
し
た
。
昭
和
43
年
か

ら
45
年
に
か
け
て
発
掘
調
査
が
行
な
わ

れ
た
結
果
、
創
建
時
期
は
、
奈
良
時
代

末
期
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
頃
、
国
内
で
は「
条じ

ょ
う
り
せ
い

里
制
」と

呼
ば
れ
る
区
画
整
理
も
行
わ
れ
、
こ

の
土
地
区
画
制
度
に
沿
っ
て
国
府
・

国
分
寺
は
造
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
成
13
年
に
は
、
京

き
ょ
う
で
ん田
遺い
せ
き跡
か
ら

「
棒ぼ

う
じ
ょ
う
こ
く
ち
も
っ
か
ん

状
告
知
木
簡
」が
出
土
し
、
墨ぼ
く
し
ょ書（
文

字
）か
ら
も
当
時
、
条
里
制
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
中
郷
町
に
あ
る
鶴
峯
窯
跡
か

ら
は
、
古
代
瓦（
国
分
寺
に
使
用
）が
窯

に
詰
め
ら
れ
た
状
態
で
発
見
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

薩
摩
国
分
寺
跡
と
鶴
峯
窯
跡
は
国
指

定
史
跡
と
な
り
、
昭
和
60
年
に
は
、
保

存
と
活
用
を
目
的
に
薩
摩
国
分
寺
跡
史

跡
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
ま
し
た
。（
公

園
内
に
説
明
板
あ
り
）

　

現
在
は
、
同
公
園
で「
薩
摩
国
分
寺
秋

の
夕
べ
」が
開
催
さ
れ
、
郷
土
芸
能
な
ど

を
鑑
賞
す
る
場
と
し
て
も
活
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
も
、
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

次
回
は
万
葉
の
散
歩
道
を
紹
介
し
ま
す
。

復元された展示模型（川内歴史資料館）

鶴
つるみねかま

峯窯跡（中郷町）

出土した古代瓦
（川内歴史資料館）

薩摩国府域想像図（墨画　せんだい歴史絵日記より）

（写真左が満園克義さん）
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