
困
っ
た
ら
、

自
分
で
な
ん
と
か
す
る
っ
き
ゃ
な
い
。

先
人
の
思
い
を
継
ぎ
、

地
域
の
人
が
と
も
に
生
き
る
、

地
上
の「
楽
園
」を

民
宿
か
ら
地
元
観
光
協
会
会
長
、

そ
し
て
ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
へ

  

平
成
２
年
に
始
め
た
民
宿
「
ま
る
に
丸
」は

漁
業
に
観
光
の
要
素
を
掛
け
合
わ
せ
、
交
流

の
拠
点
と
し
て
、
橋
本
さ
ん
が
解
体
さ
れ
る

直
前
の
民
家
を
買
い
取
り
改
造
し
た
も
の
だ
。

そ
の
後
地
元
の
産
業
と
観
光
の
両
方
を
知

る
人
と
し
て
平
成
８
年
に
蒲
江
町
観
光
協

会
の
会
長
に
就
任
。
こ
こ
か
ら
公
的
な
立
場

で
の
橋
本
さ
ん
の
活
躍
が
始
ま
る
。

  

こ
の
頃
橋
本
さ
ん
を
力
づ
け
た
の
は
平
松

守
彦
知
事
（
当
時
）
が
始
め
た
「
一
村
一
品 

女
に
ま
か
せ
ろ
１
０
０
人
会
」
で
ス
ピ
ー
チ
し

た
こ
と
。
そ
れ
が
知
事
に
「
面
白
い
」
と
評
価

さ
れ
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
自
信
に
も
な

り
、
そ
こ
で
県
内
各
地
の
地
域
を
愛
し
活
躍

す
る
女
性
た
ち
と
出
会
っ
た
こ
と
も
そ
の
後

の
励
み
に
も
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
一
緒

に
丸
二
水
産
を
育
て
そ
の
場
に
後
押
し
を
し

て
く
れ
た
地
元
の
女
子
衆
へ
の
感
謝
が
地
元
へ

の
さ
ら
な
る
愛
着
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
。

  

観
光
協
会
会
長
と
し
て
は
、
一
村
一
品

運
動
で
地
元
の
特
産
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
ノ

ジ
ギ
ク
（
野
路
菊
）
の
花
い
っ
ぱ
い
運
動
の
展

開
や
、
マ
リ
ン
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
の
プ
ー

ル
に
遊
び
心
で
マ
ン
ボ
ウ
を
入
れ
た
と
こ
ろ

押
し
寄
せ
た
観
光
客
を
「
お
腹
を
す
か
せ
て

帰
ら
せ
ち
ゃ
い
か
ん
！
」
と
立
ち
上
げ
た
「
昼

め
し
部
隊
」
。
今
や
県
境
を
越
え
た
海
岸
続

き
の
宮
崎
県
延
岡
市
ま
で
一
緒
に
な
っ
て
展

開
す
る
「
伊
勢
え
び
祭
り
」
（
現
在
は
「
東
九

州
伊
勢
え
び
海
道
」
）
も
大
好
評
を
博
し
た
。

平
成
18
年
に
は
「か
ま
え
ブ
ル
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム

研
究
会
」
を
発
足
。
人
口
８
千
人
の
町
で
一

千
八
百
人
が
登
録
し
た
と
い
う
。
「子
ど
も
た

ち
に
地
元
の
産
業
の
す
べ
て
を
伝
え
た
い
」「こ

  

東
京
か
ら
空
路
１
時
間
半
、
そ
の
後
バ
ス

を
乗
り
継
い
で
約
４
時
間
。
緑
の
山
々
を

抜
け
て
よ
う
や
く
大
分
県
佐
伯
市
蒲
江
に

到
着
す
る
。
豊
後
水
道
に
面
し
た
風
光
明

媚
な
リ
ア
ス
式
海
岸
に
位
置
し
、
静
か
な

入
江
と
豊
か
な
漁
場
に
恵
ま
れ
た
入
津
湾

に
面
し
た
蒲
江
西
野
浦
は
、
昭
和
39
年
に
ト

ン
ネ
ル
が
で
き
る
ま
で
他
所
に
行
く
交
通

手
段
は
細
い
林
道
と
船
だ
け
だ
っ
た
と
い

う
。
海
は
ず
っ
と
昔
か
ら
、
遠
く
中
国
大

陸
や
韓
国
か
ら
も
、
こ
の
地
域
に
様
々
な

人
・
物
・
文
化
を
も
た
ら
し
、
独
自
の
文
化

を
豊
か
に
育
ん
で
き
た
。

　

 

橋
本
正
惠
さ
ん
は
、
水
産
会
社
の
役
員
、

旅
館
と
民
宿
の
お
か
み
さ
ん
、
地
元
の
ブ

ル
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
研
究
会
の
理
事
長
職
な

ど
多
忙
な
お
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て
蒲
江

の
町
を
案
内
し
て
く
れ
た
。
橋
本
さ
ん
は

す
れ
違
う
地
元
の
方
一
人
一
人
と
明
る
い

笑
顔
で
言
葉
を
交
わ
す
。
ご
く
ご
く
自
然

に
、
今
日
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
明
日
の
段
取

り
を
相
談
す
る
。
地
元
に
は
橋
本
さ
ん
を

応
援
す
る
た
め
自
然
発
生
的
に
で
き
た

「
マ
ー
コ
姉
（
ね
え
）
応
援
団
」
が
あ
る
と
い

う
が
そ
れ
も
頷
け
る
感
じ
が
す
る
。

  
橋
本
さ
ん
が
丸
二
水
産
の
前
身
、
橋
本

正
惠
商
店
を
21
歳
で
は
じ
め
た
の
は
自
分

と
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
お
子
さ
ん
と
が
食

べ
て
い
く
た
め
だ
っ
た
。
夫
は
出
稼
ぎ
に
出

た
ま
ま
で
生
活
は
火
の
車
。
困
っ
た
と
き
は
、

自
分
で
何
と
か
す
る
っ
き
ゃ
な
い
。
子
育
て

し
な
が
ら
真
珠
の
珠
入
れ
の
仕
事
に
早
朝

か
ら
励
ん
で
得
た
資
金
を
元
手
に
軽
ト

ラ
ッ
ク
を
購
入
。
地
元
の
ミ
カ
ン
を
積
み
込

ん
で
佐
伯
市
の
市
場
で
売
り
、
今
度
は
野

菜
を
積
み
込
ん
で
村
々
で
販
売
し
な
が
ら

帰
る
。
や
が
て
地
元
の
魚
介
類
を
町
の
市

場
に
運
ぶ
よ
う
に
。
販
路
を
広
げ
る
た
め

断
崖
絶
壁
の
県
境
の
道
を
ト
ラ
ッ
ク
で
宮

崎
県
へ
も
走
っ
た
。
電
話
営
業
で
遠
方
か

ら
の
注
文
も
と
り
鹿
児
島
、
大
阪
、
東
京
、

東
北
ま
で
貨
物
輸
送
で
販
売
を
し
た
。
貨

物
輸
送
が
広
ま
る
と
今
度
は
航
空
便
で
１

日
早
く
到
着
す
る
方
法
で
利
益
を
上
げ

た
。
さ
ら
に
、
大
量
の
魚
を
一
度
に
運
べ

る
「
水
槽
車
」
を
考
案
し
、
そ
の
後
、
夫
が

買
っ
た
大
型
ト
ラ
ッ
ク
を
活
か
す
た
め
知

恵
を
絞
っ
て
考
え
付
い
た
の
が
、
酸
素
を

送
り
込
み
つ
つ
水
槽
で
大
量
の
魚
を
運
ぶ

「
活
魚
車
」
だ
。
そ
れ
ま
で
に
広
め
た
販
路

と
信
頼
と
で
一
気
に
商
品
を
市
場
に
送

り
込
み
事
業
を
拡
大
さ
せ
た
。

  

豊
後
水
道
か
ら
入
津
湾
の
入
り
口
に

あ
る
丸
二
水
産
は
水
産
物
の
加
工
場
・
出

荷
場
で
あ
り
、
食
堂
・
民
宿
で
あ
り
、
ご

本
人
も
含
め
３
世
代
で
住
ま
わ
れ
る
ご
自

宅
で
も
あ
る
。
そ
し
て
地
域
を
挙
げ
て
技

や
知
恵
の
伝
承
に
取
り
組
む
「
あ
ま
べ
渡

世
大
学
」
の
教
室
で
も
あ
る
。
加
工
場
の

基
礎
と
し
て
海
に
面
し
て
石
垣
が
積
ま
れ

て
い
る
が
そ
れ
は
袋
に
セ
メ
ン
ト
を
詰
め
て

重
ね
た
も
の
で
、
橋
本
さ
ん
の
ア
イ
デ
ィ
ア

だ
。
「
40
年
前
、
丸
二
水
産
を
立
ち
上
げ
た

時
、
女
子
衆
（
お
な
ご
し
）
も
一
緒
に
皆
で

積
み
上
げ
た
ん
よ
。
み
ん
な
仕
事
が
あ
る

こ
と
を
喜
ん
で
、
楽
し
ん
で
働
い
て
ま
し
た

よ
。」
女
性
で
で
き
る
こ
の
や
り
方
は
そ
の

後
地
域
に
広
ま
っ
た
と
い
う
。
常
に
困
っ
た

ら
「
自
分
で
な
ん
と
か
や
る
っ
き
ゃ
な
い
！
」

溢
れ
ん
ば
か
り
の
ア
イ
デ
ィ
ア
ウ
ー
マ
ン
で

あ
る
。

こ
で
踏
ん
張
っ
て
生
き
て
い
く
た
め
に
自
分
た

ち
で
楽
し
め
る
地
域
づ
く
り
を
」
が
目
的
だ
。

翌
19
年
に
は
蒲
江
全
体
を
キ
ャ
ン
パ
ス
と
し

た
「
体
感
・
学
び
」
の
大
学
「
あ
ま
べ
渡
世
大

学
」
を
開
設
。
「
渡
世
」
と
は
生
き
方
や
生
業

（
な
り
わ
い
）
の
こ
と
で
、
メ
ニ
ュ
ー
に
は
地
域

の
産
業
の
支
え
手
で
あ
り
仲
間
で
も
あ
る
メ

ン
バ
ー
に
よ
る
体
験
講
座
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。

  

地
元
の
ノ
ジ
ギ
ク
の
植
栽
や
渡
世
大
学
の

設
立
に
は
先
人
か
ら
受
け
継
い
だ
地
域
へ
の

熱
い
思
い
が
あ
る
。
村
の
人
た
ち
が
他
所
へ
出

稼
ぎ
に
い
く
の
で
な
く
、
他
所
か
ら
人
が
来

て
店
が
賑
わ
い
村
が
栄
え
る
の
が
良
い
と
、

他
所
と
の
往
来
と
地
元
の
女
子
衆
の
働
き

場
所
を
得
る
た
め
創
意
工
夫
で
旅
館
を
切

り
盛
り
し
た
お
祖
母
様
。
そ
の
た
め
に
村
を

美
し
い
花
と
美
味
し
い
魚
で
楽
園
の
よ
う
な

と
こ
ろ
に
し
た
い
と
つ
ね
づ
ね
言
っ
て
い
た
と

い
う
。
そ
の
思
い
を
、
父
親
が
引
き
継
ぎ
、
今

ま
た
橋
本
さ
ん
が
受
け
継
ぐ
。
そ
し
て
子
ど

も
た
ち
の
世
代
に
も
、
美
し
く
力
強
い
ふ
る

さ
と
を
引
き
継
ぎ
た
い
。

  

陰
ひ
な
た
な
く
、
筏
の
上
で
苦
楽
を
と
も

に
し
た
女
子
衆
た
ち
が
ず
っ
と
仕
事
を
し
な

が
ら
幸
せ
に
く
ら
せ
る
場
所
に
し
た
い
と
の

熱
い
思
い
も
今
の
橋
本
さ
ん
を
駆
り
立
て
て

い
る
。
年
を
と
っ
て
も
地
域
の
人
が
知
恵
と
技

を
活
か
し
て
稼
ぎ
な
が
ら
笑
顔
で
過
ご
せ
る

場
所
を
蒲
江
に
作
る
こ
と
、
そ
れ
が
橋
本
さ

ん
の
夢
だ
。
橋
本
さ
ん
の
世
代
を
超
え
受
け

継
が
れ
た
楽
園
の
実
現
に
向
け
た
物
語
は
、

「
九
州
風
景
街
道
」
と
と
も
に
、
今
も
続
い
て

い
る
。

（
文
・
高
村 

静
）
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蒲
江
に
生
き
る

海
と
山
の
「
楽
園
」

風
と
潮
と
天
ま
か
せ 

　
　
　
海
業
で
地
域
を
元
気
に
　
マ
ー
コ
姉
の
物
語

年 表
19歳
結婚。翌年長男誕生

21歳
橋本正惠商店を立ち上げ、果物や野菜の卸売
から魚介類の卸売へ

38歳
全国の女性で初めて定置網の権利を持つ

47歳
蒲江町観光協会会長就任

57歳
かまえブルーツーリズム研究会発足（会長就任）

57歳
平成18年度（第３回）女性のチャレンジ賞受賞
59歳
農林水産省「農林漁家　民宿おかあさん100
選」に選ばれる
62歳
日本観光振興協力会長表彰受賞。「大分学研
究会」の呼びかけ人となり立ち上げ時副会長に
就任

橋本正惠さんが20歳の時一人で立ち上げた

「橋本正惠商店」が前身。魚介類の養殖・加

工・販売のほか、食堂、旅館・民宿の経営、さ

まざまな漁業体験を提供している。現在の

社長は子ども。淡水魚の海水養殖など常に

新しい養殖の研究にチャレンジするのは次

男、三男は海業体験・旅館民宿の切り盛りを

する。一家で海と関わり地域で生きることを

喜びとする。

有限会社丸二水産

略　歴　　　　　　　 大分県佐伯市蒲江大字西野浦出身。昭和45年、橋本正惠商店を立ち上げる。昭和
　　　　　　　 49年に丸二水産を設立。全国へ販路を拡大し新しいアイディアで事業を拡大。平
成２年に「海の体験民宿 まるに丸」を始める。平成8年に蒲江町観光協会会長就任。平成18年、か
まえブルーツーリズム研究会を立ち上げ、翌年「体感・学び」の大学「あまべ渡世大学」を開設。地元
の魅力の発掘・発信と、自分たちで楽しめる地域づくりを目指して活動を広めている。

橋本 正惠
は し  も と 　   ま さ   え

有限会社
丸二水産
取締役

ね
え

氏


