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地
域
農
業
の
振
興
と
、
新
た
な
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
造
を 

～ 

若
手
の
育
成
に
熱
意
を
持
ち
続
け
る
人
生 

～ 

道
央
農
業
開
発
公
社
主
任
技
術
指
導
員 

藤
本
義
範
氏 

 
  

藤本義範（ふじもとよしのり）氏 
昭和 23年栗山町生まれ。44年道立農業
技術講習所卒。江別市農協勤務を経て
45年農業改良普及指導員に。平成 21年
道を定年退職後、4月から現職 

お花に彩られた 
道央農業振興公社の全景 

今
回
は
、
北
海
道
武
蔵
女
子
短
期
大
学
の
松

木
准
教
授
か
ら
の
ご
紹
介
で
道
央
農
業
振
興

公
社
主
任
技
術
指
導
員
の
藤
本
義
範
さ
ん
に

お
話
を
お
聞
き
し
て
来
ま
し
た
。 

 

―
早
速
で
す
が
、
財
団
法
人
道
央
農
業
振
興

公
社
の
活
動
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

藤
本
／
当
公
社
は
、
農
業
が
基
幹
産
業
と
し

て
地
域
経
済
活
性
化
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、

平
成
一
七
年
五
月
に
、江
別
市
、北
広
島
市
、

恵
庭
市
、
千
歳
市
、
道
央
農
業
協
同
組
合
、

千
歳
市
開
拓
農
業
協
同
組
合
の
四
市
、
二
Ｊ

Ａ
に
よ
り
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
複
数
の
自
治

体
や
Ｊ
Ａ
に
よ
る
公
社
の
設
立
は
珍
し
い
取

り
組
み
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は

担
い
手
の
育
成
支
援
や
農
地
の
利
用
調
整
支

援
、
生
産
性
の
向
上
と
安
全
・
安
心
な
農
産

物
生
産
支
援
、
農
業
労
働
力
効
率
化
支
援
な

ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

当
公
社
が
所
管
す
る
地
域
は
、
大
消
費
地

札
幌
市
に
隣
接
し
て
お
り
、
総
耕
地
面
積
は

約
一
万
七
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
及
び
、
水

稲
・
畑
作
、
野
菜
、
酪
農
な
ど
の
土
地
利
用

型
農
業
を
始
め
、
施
設
園
芸
作
物
に
よ
る
集

約
型
農
業
や
畜
産
な
ど
多
様
な
農
業
が
展
開

さ
れ
て
い
ま
す
。 

―
立
地
的
に
は
都
市
近
郊
型
の
農
業
が
展
開

で
き
る
有
利
な
土
地
柄
だ
と
思
い
ま
す
が
。 

藤
本
／
確
か
に
交
通
網
も
整
備
さ
れ
て
い
ま

す
し
、
都
市
住
民
を
対
象
と
し
た
直
売
活
動

も
盛
ん
で
す
が
、
他
の
地
域
と
同
じ
よ
う
に

農
家
戸
数
は
減
少
し
て
い
ま
す
し
、
少
子
・

高
齢
化
も
進
ん
で
い
ま
す
。
地
域
の
農
地
を

守
る
た
め
に
は
、
担
い
手
の
確
保
が
重
要
で

新
規
就
農
者
の
育
成
・
確
保
に
努
め
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
研
修
体
制
の
整
備
や
、
経

営
開
始
へ
の
支
援
、
農
用
地
の
確
保
・
調
整

へ
の
仕
組
み
づ
く
り
を
自
治
体
と
と
も
に
進

め
て
い
ま
す
。 

―
藤
本
さ
ん
は
、
以
前
、
農
業
改
良
普
及
指

導
員
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
ね
。 

藤
本
／
昭
和
四
五
年
に
農
業
改
良
普
及
指
導

員
と
し
て
道
庁
に
採
用
さ
れ
ま
し
た
。
天
塩

や
美
幌
、
富
良
野
、
黒
松
内
、
士
別
な
ど
で

勤
務
し
、
平
成
二
一
年
に
上
川
農
業
改
良
普

及
セ
ン
タ
ー
富
良
野
支
所
長
で
退
職
し
ま
し

た
。 

―
昭
和
四
五
年
と
い
う
と
、
ま
だ
ま
だ
大
規

模
機
械
化
農
業
は
展
開
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
よ
ね
。
農
業
・
農
村
も
今
日
と
は
だ
い

ぶ
違
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

藤
本
／
最
初
に
配
属
に
な
っ
た
天
塩
は
酪
農

地
帯
で
し
た
の
で
、
外
国
の
進
ん
だ
技
術
を

学
ぼ
う
と
思
い
、
自
費
で
カ
ナ
ダ
の
オ
ン
タ

リ
オ
州
に
一
年
間
研
修
に
行
き
ま
し
た
。
見

る
も
の
す
べ
て
が
斬
新
で
、
衛
生
的
な
飼
養

管
理
や
徹
底
し
た
乳
質
管
理
、施
設
や
機
械
、

給
餌
方
法
な
ど
、
と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。
当
時
の
北
海
道
で
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
カ
ナ
ダ
で
は
バ
ル
ク
ク
ー
ラ
ー

に
入
っ
て
い
る
牛
乳
が
そ
の
ま
ま
食
卓
に
並

ぶ
ん
で
す
。
こ
れ
に
は
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ

だ
け
衛
生
管
理
が
行
き
届
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
ね
。
十
カ
月
は
農
場
実
習
だ
っ
た

ん
で
す
が
、
二
カ
月
は
教
室
で
講
義
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
言
葉
の
壁
に
苦
労
し
ま

し
た
（
笑
） 

二
九
歳
の
時
に
は
、
北
海
道
大
学
で
留
学
研

修
を
し
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、
松
木
先
生
と

出
会
い
親
交
を
深
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

―
普
及
指
導
員
時
代
を
振
り
返
っ
て
特
に
記

憶
に
残
っ
て
い
る
普
及
活
動
は
？ 

藤
本
／
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
の
活
動
の
支
援
を
通
じ
、

若
い
人
の
育
成
に
携
わ
っ
た
こ
と
で
す
か
ね
。

４
Ｈ
ク
ラ
ブ
と
は
、
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
が

発
祥
の
地
で
、
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｄ
（
腕
）、
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｄ

（
頭
）、
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ
（
心
）、
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｔ

Ｈ
（
健
康
）
の
四
つ
の
単
語
の
頭
文
字
を
合

わ
せ
た
も
の
で
す
。
ク
ラ
ブ
員
は
自
分
な
り

の
課
題
を
設
定
し
そ
れ
を
解
決
す
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
活
動
に
取
り
組
み
ま
す
。
農
業
技
術

の
向
上
を
図
る
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
の
リ

ー
ダ
ー
と
な
り
う
る
人
材
の
育
成
の
場
で
も

あ
り
ま
し
た
。今
で
は
、農
協
の
組
合
長
や
、

首
長
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。 

―
農
村
青
年
の
育
成
に
あ
た
っ
て
留
意
し
て

い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 

藤
本
／
若
い
人
は
率
直
な
意
見
を
言
い
ま
す
。

そ
れ
を
尊
重
し
、
実
現
で
き
る
方
法
を
、
み

ん
な
で
集
ま
っ
て
何
回
も
議
論
し
ま
し
た
。

今
か
ら
二
五
年
程
前
は
農
村
青
年
の
役
割
が

十
分
発
揮
で
き
ず
に
い
ま
し
た
。
な
の
で
、

お
祭
り
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
時
に
若
手
農
業

者
だ
け
で
４
Ｈ
チ
ー
ム
を
作
っ
て
出
場
し
ま

し
た
。
農
家
は
強
い
ん
だ
ぞ
っ
て
ね
（
笑
）

北
海
道
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
出
場
し
た
強
豪

も
い
ま
し
た
。
４
Ｈ
ク
ラ
ブ
の
活
動
を
通
じ

て
、
な
ん
と
か
し
て
農
村
青
年
が
地
域
で
注

目
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て

地 域 づ く り リ レ ー イ ン タ ビ ュ ー 



 

 

道央農業振興公社が所有するハウス内での
実習風景 

土壌地図を見ながら就農予定地域につい
て熱心に論議する研修生と藤本さん 

い
ま
し
た
。「
北
海
道
青
年
農
業
賞
を
取
ろ

う
！
」
が
合
言
葉
で
し
た
ね
。
当
時
は
、
女

子
部
も
あ
っ
て
、
文
化
活
動
や
料
理
研
究
も

し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
五
三
年
に
は

念
願
の
第
三
回
北
海
道
青
年
農
業
賞
を
獲
得

し
ま
し
た
。 

―
道
立
農
業
大
学
校
に
も
勤
務
さ
れ
て
い
ま

し
た
よ
ね
。 

藤
本
／
主
任
講
師
を
し
て
い
ま
し
た
。
農
業

大
学
校
の
学
生
は
と
て
も
生
き
生
き
と
し
て

い
ま
し
た
。
学
生
の
す
べ
て
が
「
将
来
、
北

海
道
で
農
業
を
や
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち

で
入
っ
て
来
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
道
内
出
身

の
農
家
の
子
弟
の
学
生
が
七
割
以
上
で
し
た

が
、
本
州
出
身
や
非
農
家
の
学
生
も
い
ま
し

た
。
特
に
、
農
家
子
弟
の
学
生
は
、
学
校
で

学
ぶ
う
ち
に
「
家
を
継
が
な
き
ゃ
い
け
な
い

か
ら
」
と
い
う
意
識
か
ら
「
自
分
で
も
農
業

が
や
れ
る
、
や
り
た
い
」
と
い
う
よ
う
に
気

持
ち
が
変
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
。
普
及
の
現

場
か
ら
離
れ
る
と
い
う
不
安
も
あ
り
ま
し
た

が
、
以
前
か
ら
、
若
い
人
と
の
関
わ
り
が
多

か
っ
た
の
で
、
勤
務
に
際
し
て
は
特
に
不
安

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
学
生
に
意
欲
は
あ

る
ん
で
す
が
、
農
業
を
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い

都
市
部
出
身
の
学
生
も
い
て
、
一
般
の
農
業

用
語
も
通
じ
な
く
て
苦
労
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
、
全
寮
制
で
す
の
で
、
病
気

に
な
っ
た
時
の
対
応
な
ど
、
二
四
時
間
体
制

で
あ
っ
た
こ
と
が
大
変
で
し
た
が
、
充
実
感

は
あ
り
ま
し
た
。
卒
業
生
は
各
地
で
頑
張
っ

て
く
れ
て
い
ま
す
し
ね
。 

―
公
社
で
は
新
規
就
農
者
の
就
農
支
援
を
ご

担
当
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。 

藤
本
／
当
公
社
が
所
管
す
る
地
域
で
も
高
齢

化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
都
市
部
に
位
置
す
る

の
で
、
恵
庭
市
に
は
年
間
二
億
円
を
販
売
す

る
直
売
所
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
土

地
利
用
型
農
業
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
土
地

利
用
型
農
業
は
作
物
栽
培
や
経
営
な
ど
が
非

常
に
難
し
い
。
そ
こ
で
、
ハ
ウ
ス
で
栽
培
す

る
野
菜
な
ど
地
域
振
興
作
物
を
作
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
新
規
就
農
と
言
っ

て
も
い
ろ
い
ろ
な
形
態
が
あ
り
ま
す
。
新
規

に
個
別
経
営
を
始
め
る
、
既
存
の
法
人
の
構

成
員
と
し
て
就
農
す
る
、
第
三
者
継
承
に
よ

り
就
農
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
実
際
に
就
農
す
る
の
は
大
変
で
す
。
当

面
の
自
己
資
金
や
市
役
所
や
農
業
委
員
会
、

農
協
と
の
関
わ
り
方
、
地
域
住
民
と
の
融
合

な
ど
色
々
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。
当
公
社
で

は
、
農
業
技
術
の
研
修
だ
け
で
は
な
く
、
こ

れ
ら
の
機
関
と
の
調
整
も
行
っ
て
い
ま
す
。

一
期
生
の
平
成
二
〇
年
度
生
か
ら
一
二
名
の

研
修
生
が
い
ま
し
た
が
、
二
二
年
度
に
二
名

が
就
農
し
営
農
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
二
三
年
四
月
に
は
四
名
が
就
農
を
予
定

し
て
い
ま
す
。 

―
新
た
な
地
域
農
業
の
担
い
手
と
な
る
新
規

就
農
者
は
重
要
で
す
が
、
こ
の
新
規
就
農
者

を
受
け
入
れ
た
地
域
に
は
変
化
が
現
れ
ま
す

か
？ 

藤
本
／
地
域
に
新
し
い
血
が
入
っ
て
く
る
と

刺
激
に
な
り
ま
す
。新
規
就
農
さ
れ
る
方
は
、

従
来
の
農
家
と
違
っ
た
感
覚
を
持
っ
て
い
ま

す
。
自
分
で
直
接
農
産
物
を
販
売
し
消
費
者

の
手
ご
た
え
を
感
じ
た
い
と
か
フ
ァ
ー
ム
イ

ン
を
や
り
た
い
と
か
、
地
域
の
農
業
の
裾
野

を
広
げ
る
活
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。
研
修
生

は
、
概
ね
三
五
歳
未
満
を
対
象
と
し
て
い
ま

す
の
で
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
若
い
人
を

送
り
込
み
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
若
い
人

が
入
い
る
こ
と
に
よ
り
地
域
は
活
性
化
し
ま

す
。す
で
に
そ
の
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
は
、

新
規
就
農
者
を
受
け
入
れ
、
生
活
の
支
え
に

な
ろ
う
と
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
両
者
の
橋

渡
し
役
も
私
た
ち
の
役
目
だ
と
考
え
て
い
ま

す
。 

―
道
の
農
業
改
良
普
及
指
導
員
と
し
て
三
〇

年
以
上
も
勤
務
し
、
さ
ら
に
、
退
職
後
も
公

社
で
新
規
就
農
者
へ
の
ご
支
援
も
さ
れ
、
お

忙
し
い
毎
日
を
お
送
り
か
と
思
い
ま
す
。
時

間
に
余
裕
が
で
き
た
ら
何
か
し
た
い
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
？ 

藤
本
／
（
笑
い
な
が
ら
）
実
は
、
趣
味
で
絵

画
を
や
っ
て
い
ま
し
て
、
た
く
さ
ん
の
作
品

が
あ
り
ま
す
。
自
宅
に
は
置
き
場
所
が
無
い

の
で
い
ろ
ん
な
場
所
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
の

で
す
が
、
で
き
れ
ば
、
自
分
の
絵
画
を
飾
っ

た
憩
い
の
場
を
つ
く
り
た
い
で
す
。
そ
れ
も

農
村
に
。
農
家
の
青
年
や
地
域
の
人
、
高
齢

者
も
若
い
人
も
み
ん
な
が
自
由
に
集
ま
れ
る

よ
う
な
交
流
の
場
と
し
た
い
で
す
。
ト
ラ
ク

タ
ー
の
ま
ま
乗
り
つ
け
ら
れ
る
喫
茶
店
な
ん

て
い
い
で
す
よ
ね
。
農
村
の
サ
ロ
ン
で
し
ょ

う
か
。
地
域
の
人
た
ち
が
、
地
域
の
こ
と
を

地
域
全
体
で
相
談
で
き
る
場
所
に
な
れ
れ
ば

と
思
っ
て
い
ま
す
。
家
族
の
同
意
が
な
か
な

か
得
ら
れ
な
い
の
で
難
し
い
か
も
知
れ
ま
せ

ん
け
ど
ね
（
笑
） 

 

【
編
集
後
記
】
藤
本
さ
ん
は
、
普
及
指
導
員
時
代

を
通
じ
て
、
ず
っ
と
若
手
農
業
者
の
育
成
に
努
め

て
来
ま
し
た
。
公
社
に
勤
務
し
て
も
そ
の
熱
意
は

全
く
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
若
い
人
材
を
ど
の
よ

う
に
確
保
・
育
成
し
、
地
域
の
農
業
を
守
っ
て
い

く
か
と
言
う
姿
勢
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
、

藤
本
さ
ん
は
画
家
と
し
て
の
一
面
も
お
持
ち
で
す
。

「
富
良
野
デ
ザ
イ
ン'

ず
。」
の
サ
イ
ト
で
、
富
良

野
で
活
躍
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
も
紹
介
さ

れ
て
い
ま
す
。
検
索
サ
イ
ト
で
「
藤
本
義
範
」
で

検
索
す
る
と
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
喫
茶
店
の
夢
を
是

非
叶
え
て
欲
し
い
も
の
で
す
ね
。 
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１９５２年、江差町生まれ。７５年、

北海学園大学経済学部卒業後、北海道通
信社入社。１９７７年、江差土地改良区
採用。現在、江差水土里ネット事務局長。 

 

今
回
は
江
差
町
の
里
づ
く
り
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
と
し
て
、
昔
か
ら
抱
い
て
い
た
強
烈

な
思
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、
日
夜
奮
闘

し
て
い
る
小
笠
原
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
し
ま
し
た
。 

「
地
域
に
は
人
と
い
う
宝
が
あ
る
！
」 

―
農
村
の
文
化
や
絆
を
再
生
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
農
村
の
魅
力
を
伝
え
た
い
― 

江
差
町 

小
笠
原 

明
彦
氏 

 
 

 

小
笠
原
さ
ん
は
、
里
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
に
な
る
前
か
ら
、
あ
る
想
い
を
強
く
抱
い

て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
に
農
を
伝
え
た
い
。

農
村
の
良
さ
を
知
っ
て
欲
し
い
と
い
う
想
い

だ
。小
笠
原
さ
ん
に
は
、二
人
の
娘
が
い
る
。

そ
の
子
が
、
小
学
校
に
通
っ
て
い
た
時
分
、

登
校
拒
否
や
い
じ
め
が
頻
発
し
て
い
た
。「
何

故
、
こ
ん
な
田
舎
で
」
と
い
う
疑
問
が
、
小

笠
原
さ
ん
の
胸
の
中
に
広
が
っ
た
。
気
が
つ

け
ば
、
農
家
の
子
ど
も
で
も
農
業
を
知
ら
な

い
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
技

術
や
文
化
が
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
。
住
民
た

ち
の
絆
が
切
れ
か
か
っ
て
い
る
。
地
域
の
み

ん
な
で
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
と
い
う
昔
の

風
習
は
限
り
な
く
消
え
失
せ
て
い
た
。「
こ
れ

じ
ゃ
あ
、
だ
め
だ
」
と
い
う
怒
り
に
も
似
た

感
情
が
わ
き
起
こ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

小
笠
原
さ
ん
は
、
大
学
を
卒
業
し
て
北
海

道
通
信
社
に
入
社
し
た
。
そ
こ
で
一
年
半
学

校
の
取
材
な
ど
に
奔
走
し
た
。
も
と
も
と
人

に
会
っ
て
話
を
聞
く
の
が
苦
に
な
ら
な
い
性

格
で
あ
っ
た
た
め
、
仕
事
は
面
白
か
っ
た
そ

う
だ
。
二
年
後
、
江
差
土
地
改
良
区
に
採
用

さ
れ
た
。
当
時
は
土
地
改
良
区
や
農
業
農
村

整
備
事
業
は
Ｐ
Ｒ
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
一
変
す
る
。
平
成
一

二
年
度
に
国
営
造
成
施
設
管
理
体
制
整
備
促

進
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し
て
、
用
水
路
な
ど
の

農
業
水
利
施
設
の
多
面
的
機
能
を
広
く
Ｐ
Ｒ

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
水
辺
環
境
体

験
学
習
支
援
事
業
と
い
う
環
境
活
動
に
活
用

で
き
る
ソ
フ
ト
事
業
を
支
庁
（
当
時
）
か
ら

紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
業
が
、
小
笠
原

さ
ん
の
か
ね
て
か
ら
抱
い
て
い
た
想
い
と
ア

イ
デ
ィ
ア
の
実
現
に
火
を
つ
け
た
。 

国
造
事
業
を
実
施
し
て
い
る
地
区
の
多

く
が
、
用
水
路
の
役
割
な
ど
を
掲
載
し
た
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
を
つ
く
っ
た
り
、
ポ
ケ
ッ
ト
テ

ィ
ッ
シ
ュ
に
広
告
を
入
れ
て
配
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
小
笠
原
さ
ん
は
、
そ
ん
な
取
組
に

納
得
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
地
元
の
小
学

校
に
乗
り
込
ん
で
、
案
山
子
づ
く
り
や
田
植

え
、
稲
刈
り
、
脱
穀
、
精
米
、『
追
分
こ
う
れ

ん
』
づ
く
り
な
ど
の
農
業
体
験
を
や
ろ
う
と

説
得
し
た
。『
追
分
こ
う
れ
ん
』
と
は
、
檜
山

の
伝
統
食
で
、
も
ち
米
を
せ
ん
べ
い
状
に
し

て
天
日
干
し
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、

農
家
個
々
で
味
の
異
な
る
特
色
あ
る
『
追
分

こ
う
れ
ん
』
を
つ
く
っ
て
い
た
。
現
在
、
地

元
Ｊ
Ａ
の
女
性
部
が
、『
追
分
こ
う
れ
ん
』
づ

く
り
の
指
導
や
普
及
を
行
っ
て
、
農
水
省
の

コ
ン
ク
ー
ル
で
も
受
賞
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
動
き
を
つ
く
っ
た
の
も
小
笠
原
さ
ん
な
の

だ
。
小
学
校
は
小
笠
原
さ
ん
の
提
案
を
吟
味

す
る
前
に
、
土
地
改
良
区
と
は
何
者
だ
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
説
明
を
求
め
、
土
地
改
良
区

と
し
て
で
き
る
こ
と
を
パ
ン
フ
に
す
る
な
ど
、

苦
労
し
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
年
目

は
、
小
笠
原
さ
ん
の
熱
意
に
押
さ
れ
て
実
施

さ
れ
た
も
の
の
、
二
年
目
か
ら
は
学
校
か
ら

是
非
引
き
続
き
や
り
た
い
と
要
望
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。 

一
口
に
農
業
体
験
と
い
っ
て
も
仕
掛
け

る
側
の
想
い
や
理
念
に
よ
っ
て
中
身
が
変
わ

っ
て
く
る
。
同
級
生
の
農
家
に
無
理
を
言
っ

て
、
子
ど
も
た
ち
の
田
植
え
用
の
小
規
模
な

田
ん
ぼ
を
つ
く
っ
て
も
ら
っ
た
。
だ
ん
だ
ん

同
級
生
も
だ
ん
だ
ん
意
気
に
感
じ
て
、
積
極

的
に
協
力
し
て
く
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。「
人
の
つ
な
が
り
が
大
事
な
ん
で
す
」
と

い
う
小
笠
原
さ
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
人
柄
が

人
を
引
き
つ
け
、
知
ら
ず
知
ら
ず
協
力
し
て

し
ま
う
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
面
白
い

の
は
、
案
山
子
づ
く
り
を
皆
に
や
っ
て
も
ら

う
こ
と
で
あ
る
。
小
学
校
や
消
費
者
協
会
、

Ｊ
Ａ
女
性
部
、
役
場
な
ど
も
参
加
し
て
、
全

部
で
六
〇
～
七
〇
体
く
ら
い
に
な
る
そ
う
で

あ
る
。
そ
れ
を
、
目
印
を
か
ね
て
田
ん
ぼ
に

つ
な
が
る
沿
道
に
並
べ
る
。
そ
れ
は
壮
観
で

あ
る
が
、「
皆
が
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
合
っ
て

わ
い
わ
い
と
い
っ
て
作
る
の
が
い
い
ん
で
す
。

そ
し
て
、
市
街
地
の
人
に
も
米
の
花
が
咲
く

時
期
に
見
に
来
て
欲
し
い
。
み
ん
な
米
の
花

な
ん
か
見
た
こ
と
な
い
か
ら
な
ぁ
。
少
し
で

も
農
に
触
れ
て
欲
し
い
で
す
」
と
ね
ら
い
を

語
っ
て
く
れ
た
。
案
山
子
は
家
に
あ
る
古
着

を
使
い
、
予
算
は
ゼ
ロ
。
毎
年
新
し
い
案
山

子
を
つ
く
っ
て
飾
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
、

出
来
が
良
い
の
は
次
の
年
も
登
場
さ
せ
る
そ

う
だ
。 

今
で
は
、
学
校
の
独
自
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
、

伝
統
の
技
を
持
っ
た
地
元
の
お
年
寄
り
に
お

願
い
し
て
、
稲
わ
ら
を
使
っ
た
リ
ー
ス
づ
く

り
を
行
う
な
ど
発
展
し
て
い
る
。 

小
笠
原
さ
ん
は
、「
地
域
に
は
技
術
や
伝

統
を
引
き
継
い
で
い
る
宝
と
な
る
人
が
い
る
」

と
力
説
す
る
。漬
け
物
を
漬
け
る
技
術
や『
追



 

 

小学校や消費者協会、ＪＡ女性部、役場

による案山子づくり 

分
こ
う
れ
ん
』
づ
く
り
、
わ
ら
じ
や
し
め
縄

な
ど
を
編
む
技
術
な
ど
さ
ま
ざ
ま
だ
。
こ
れ

ら
の
技
術
を
持
つ
お
年
寄
り
な
ど
を
う
ま
く

活
用
し
て
、
皆
で
一
緒
に
地
域
づ
く
り
を
や

る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
よ
う
な
活
動
の
中

で
、
子
ど
も
た
ち
が
育
ち
、
地
域
の
和
が
保

た
れ
る
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
地
元
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
習
っ
て
、
も

ち
米
で
『
追
分
こ
う
れ
ん
』
を
自
ら
作
っ
て

み
た
り
、
と
う
き
び
で
ド
ン
を
作
っ
た
り
、

自
宅
裏
の
広
い
菜
園
で
、
多
種
多
様
な
野
菜

を
栽
培
し
て
、
味
噌
な
ど
の
加
工
を
す
る
な

ど
何
で
も
自
ら
実
践
し
た
。
小
学
校
に
は
バ

ケ
ツ
を
使
用
し
た
稲
づ
く
り
を
教
え
た
り
、

農
業
体
験
用
の
田
ん
ぼ
ま
で
造
っ
て
あ
げ
た
。

小
学
校
の
イ
ベ
ン
ト
の
ふ
る
さ
と
祭
り
で
は
、

子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
う
す
で
も
ち
を
つ
く
。

間
伐
材
を
使
っ
て
マ
イ
箸
づ
く
り
を
行
う
。

そ
こ
に
は
、
Ｊ
Ａ
婦
人
部
や
お
年
寄
り
な
ど

に
も
来
て
も
ら
い
、
一
緒
に
活
動
す
る
。
あ

る
時
は
先
導
役
、あ
る
時
は
黒
子
役
と
な
り
、

う
ま
く
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
を
巻
き
込
み
、

地
域
一
体
型
の
活
動
を
演
出
す
る
。 

小
笠
原
さ
ん
は
、「
大
上
段
に
こ
の
取
組

が
必
要
だ
か
ら
や
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な

持
っ
て
い
き
方
は
し
な
い
。
そ
れ
で
は
、
皆

引
い
て
し
ま
う
。
何
回
も
通
い
、
や
わ
ら
か

く
お
話
し
し
て
、
相
手
を
そ
の
気
に
さ
せ
る

の
で
す
」
と
、
ま
さ
に
地
域
の
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
、
い
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
だ
。
そ
こ

に
は
、
あ
る
べ
き
ビ
ジ
ョ
ン
を
明
確
に
持
っ

て
、
皆
を
そ
の
気
に
さ
せ
て
巻
き
込
ん
で
い

く
。
ち
ょ
っ
と
お
か
し
な
方
向
に
行
き
そ
う

に
な
っ
た
時
に
は
、や
わ
ら
か
く
修
正
す
る
。

こ
の
よ
う
な
や
り
方
が
、
地
域
を
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。 

小
笠
原
さ
ん
は
、
現
在
、
江
差
町
の
振
興

計
画
の
作
成
委
員
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
検

討
会
の
中
で
、
小
笠
原
さ
ん
は
、
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
を
地
域
ご
と
に
つ
く
る
こ
と
を
提

案
し
て
い
る
。
日
本
全
国
同
じ
よ
う
な
状
況

で
あ
る
が
、
今
、
地
域
の
商
店
の
閉
店
が
相

次
い
で
い
る
。
商
店
街
は
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
街

と
い
う
と
こ
ろ
も
多
い
。
買
い
物
難
民
が
増

加
し
て
い
て
、
特
に
お
年
寄
り
が
深
刻
で
あ

る
。
小
笠
原
さ
ん
の
構
想
は
、
地
元
住
民
が

手
軽
に
安
全
・
安
心
な
旬
な
食
材
を
買
え
る

店
を
つ
く
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
店
舗
で
は

な
く
、
加
工
施
設
も
併
設
し
て
、
地
元
の
農

家
が
そ
こ
で
自
分
た
ち
の
ブ
ラ
ン
ド
の
加
工

品
を
つ
く
り
、
地
元
で
販
売
で
き
る
よ
う
に

す
る
。
農
だ
け
で
は
な
く
て
、
漁
も
結
び
つ

け
る
。
例
え
ば
、
最
近
道
南
で
一
部
栽
培
さ

れ
て
い
る
タ
マ
フ
ク
ラ
と
い
う
極
大
粒
の
大

豆
が
あ
る
が
、
食
味
が
良
い
の
で
、
そ
れ
で

味
噌
を
つ
く
り
、
さ
ら
に
魚
も
漬
け
て
付
加

価
値
の
高
い
加
工
商
品
に
仕
立
て
上
げ
る
。

こ
う
す
る
こ
と
で
、
地
元
の
特
色
あ
る
食
材

が
活
か
さ
れ
、
漁
業
と
も
つ
な
が
り
、
漬
け

物
文
化
も
継
承
さ
れ
て
、
お
い
し
い
地
元
の

食
が
子
ど
も
た
ち
な
ど
に
食
べ
ら
れ
、
皆
が

潤
う
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
す
で
に
、
タ
マ

フ
ク
ラ
の
加
工
に
関
し
て
は
、
例
に
よ
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
人
に
や
わ
ら
か
く
お
話
し
し
て

い
る
そ
う
で
あ
る
。 

小
笠
原
さ
ん
の
構
想
は
既
に
動
き
出
し

つ
つ
あ
る
。
昨
年
十
一
月
に
、「
こ
の
町
は
こ

の
ま
ま
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う

想
い
を
持
つ
江
差
町
内
の
商
店
街
の
人
た
ち

が
、
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
立
ち
上
げ
た
。

ま
だ
、
漁
業
が
中
心
の
よ
う
だ
が
、
小
笠
原

さ
ん
は
当
面
側
面
的
な
支
援
を
行
い
、
近
い

将
来
農
と
漁
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
具
体

化
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ

ッ
プ
に
は
定
年
に
な
っ
て
も
関
わ
り
た
い
と

抱
負
を
語
る
。 

「
最
近
も
、
九
〇
歳
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か

ら
小
豆
の
煮
方
の
話
を
聴
い
た
ん
で
す
。
ど

う
や
っ
た
ら
、
う
ま
く
煮
え
て
い
る
の
か
分

か
る
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
、
そ
ん
な
こ

と
も
分
か
ら
ん
の
か
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
親
指
と
薬
指
で
小
豆
を

つ
ま
ん
で
つ
ぶ
れ
る
く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
い

い
ん
だ
と
言
う
ん
で
す
。
親
指
と
人
差
し
指

だ
と
力
が
入
り
す
ぎ
る
。
薬
指
だ
と
ほ
ど
良

い
力
だ
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
い
い
と
い
う
こ
と

ら
し
い
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん

の
知
恵
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
。
今
の
う
ち
に
、

書
き
残
し
て
お
き
た
い
く
ら
い
で
す
」
と
目

を
輝
か
せ
て
い
た
。 

最
後
に
里
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
役

割
に
つ
い
て
お
聴
き
し
た
。
里
づ
く
り
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
を
委
嘱
さ
れ
た
当
時
は
、
ど
う
い

う
も
の
か
も
分
か
ら
ず
に
引
き
受
け
た
と
正

直
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
れ
た
が
、
今
は
こ
う

考
え
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。「
里
づ
く
り
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
は
人
づ
く
り
だ
と
思
い
ま
す
。

一
人
で
は
何
も
で
き
な
い
。
皆
に
協
力
し
て

も
ら
わ
な
い
と
地
域
づ
く
り
は
で
き
ま
せ
ん
。

里
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
信
頼
し
て
も
ら

い
、
そ
こ
に
共
鳴
す
る
人
た
ち
を
集
め
、
そ

の
輪
を
広
げ
る
、
言
わ
ば
媒
体
の
よ
う
な
存

在
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
地
域
の
人
を
育
て

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
」 

小
笠
原
さ
ん
の
熱
い
活
動
に
エ
ー
ル
を

送
り
た
い
思
い
で
し
た
。 

 
 

北
海
道
里
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
は
… 

農
村
地
域
の
活
性
化
に
理
解
と
熱
意
が
あ
り
、

地
域
住
民
活
動
の
推
進
に
お
い
て
中
核
的
役
割

を
担
う
こ
と
が
で
き
る
方
を
、
市
町
村
長
や
北

海
道
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
長
か
ら
の
推

薦
に
よ
り
、
北
海
道
農
政
部
長
が
委
嘱
し
て
い

ま
す
。
全
道
各
地
の
市
町
村
に
お
い
て
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
活
動
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 



 

 

実
践
！
地
域
づ
く
り 

「
食
用
ホ
オ
ズ
キ
」
の
魅
力
を
活
か
し
た
食
文
化
の
醸
成
と
活
発
な

交
流
を
め
ざ
し
て 

奈
井
江
町
茶
志
内
地
区
の
取
組 

「ほおずき畑」の皆さん 

広報ほくれん提供 

今
回
は
、
奈
井
江
町
に
お
い
て
、
新
た
な

食
材
で
あ
る
食
用
ホ
オ
ズ
キ
に
着
目
し
、
ホ

オ
ズ
キ
の
魅
力
を
活
か
し
た
食
文
化
の
醸
成

と
活
発
な
交
流
を
目
指
し
た
活
動
に
取
り
組

ま
れ
て
い
る「
ほ
お
ず
き
畑
」の
皆
さ
ん
に
、

取
り
組
み
を
始
め
ら
れ
た
き
っ
か
け
な
ど
に

つ
い
て
、
お
話
を
お
伺
い
し
て
き
ま
し
た
。 

奈
井
江
町
は
、
農
業
を
基
幹
産
業
と
し
、

水
稲
と
施
設
園
芸
（
メ
ロ
ン
、
ト
マ
ト
、
ミ

ニ
ト
マ
ト
）
を
主
体
と
し
た
個
別
経
営
体
が

多
い
地
域
で
す
。 

近
年
、
農
業
生
産
額
と
人
口
の
減
少
か
ら

過
疎
化
・
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
特
に
、

茶
志
内
地
区
は
、農
業
所
得
が
年
々
減
少
し
、

担
い
手
も
不
足
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
農

産
物
の
付
加
価
値
化
や
新
た
な
作
物
を
導
入

す
る
な
ど
、
農
業
収
益
の
確
保
と
活
発
な
地

域
づ
く
り
を
早
急
に
進
め
る
こ
と
が
急
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
中
、
本
地
区
の
女
性
農
業
者

四
名
が
、
新
た
な
食
材
で
あ
る
食
用
ホ
オ
ズ

キ
に
着
目
し
、
平
成
二
一
年
に
「
ほ
お
ず
き

畑
」
と
い
う
加
工
販
売
グ
ル
ー
プ
を
設
立
、

空
知
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
中
空
知
支
所

の
指
導
の
も
と
で
、
食
用
ホ
オ
ズ
キ
の
栽
培

を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
ジ
ャ
ム
の
加
工
販

売
な
ど
の
活
動
を
始
め
て
い
ま
す
。 

現
在
三
名
で
活
動
を
さ
れ
て
い
る
「
ほ
お

ず
き
畑
」
の
皆
さ
ん
に
、
活
動
を
始
め
ら
れ

た
き
っ
か
け
に
つ
い
て
伺
っ
て
み
た
と
こ
ろ
、

「
他
の
人
が
手
掛
け
て
い
な
い
こ
と
を
し
た

い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
ん
な

時
に
、
町
内
の
講
習
会
で
食
用
ホ
オ
ズ
キ
や

ド
ラ
イ
ト
マ
ト
と
い
っ
た
、
新
た
な
食
材
や

加
工
品
の
紹
介
が
あ
り
、
興
味
を
持
ち
ま
し

た
。」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
調
べ
て
み
た
と

こ
ろ
、
食
用
ホ
オ
ズ
キ
が
高
値
で
取
引
さ
れ

て
い
る
の
を
知
り
、
栽
培
や
販
売
状
況
に
つ

い
て
調
べ
た
い
と
思
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
調
べ
た
食
用
ホ
オ
ズ
キ
の
お
菓
子
を
販
売

し
て
い
る
首
都
圏
の
洋
菓
子
店
へ
さ
っ
そ
く

ア
ポ
を
取
り
訪
問
、
さ
ら
に
納
品
元
の
長
野

県
富
士
見
市
の
農
家
の
方
を
紹
介
し
て
も
ら

い
訪
問
し
た
そ
う
で
す
。
そ
こ
で
種
と
栽
培

ノ
ウ
ハ
ウ
を
教
え
て
貰
い
、
栽
培
を
始
め
ら

れ
ま
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
ジ
ャ
ム
づ
く

り
と
い
っ
た
農
産
加
工
品
づ
く
り
を
し
た
こ

と
が
な
く
、
当
初
は
加
工
品
づ
く
り
ま
で
手

掛
け
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。 初

年
度
と
な
る
平
成
二
一
年
度
は
、
種
と

栽
培
ノ
ウ
ハ
ウ
を
教
え
て
も
ら
っ
た
長
野
県

の
農
家
の
方
と
電
話
や
メ
ー
ル
を
四
回
程
度

や
り
と
り
し
な
が
ら
栽
培
を
開
始
、
ナ
ス
科

で
連
作
は
で
き
な
い
が
、
病
気
も
少
な
く
栽

培
し
や
す
か
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
収

穫
後
の
保
管
が
難
し
く
、
長
野
県
の
農
家
の

方
の
指
導
ど
お
り
、
収
穫
し
た
食
用
ホ
オ
ズ

キ
を
ダ
ン
ボ
ー
ル
で
あ
る
程
度
保
存
し
た
と

こ
ろ
、
か
び
が
発
生
し
、
だ
め
に
な
っ
た
も

の
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。「
こ
れ
は
長
野
県

富
士
見
市
と
奈
井
江
町
の
気
候
の
違
い
な
ど

が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。」と
次
年
度

以
降
の
課
題
も
見
つ
か
り
、
地
区
独
自
の
栽

培
方
法
を
模
索
し
な
が
ら
構
築
し
て
い
く
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。 

出
来
上
が
っ
た
生
食
を
お
世
話
に
な
っ

た
首
都
圏
の
洋
菓
子
店
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、

お
い
し
く
て
び
っ
く
り
さ
れ
、
あ
る
程
度
の

注
文
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
地
元
で
開
催
さ

れ
た
Ｊ
Ａ
す
な
が
わ
収
穫
祭
で
は
と
て
も
め

ず
ら
し
が
ら
れ
、
注
目
を
集
め
ま
し
た
。
ま

た
、
砂
川
の
ジ
ャ
ム
屋
さ
ん
か
ら
声
が
か
か

り
、
ジ
ャ
ム
を
製
造
委
託
し
販
売
、
地
元
の

商
業
高
校
で
も
地
元
の
お
菓
子
屋
さ
ん
と
協

力
し
た
ジ
ャ
ム
入
り
パ
ン
の
試
作
が
行
わ
れ

ま
し
た
。 

一
方
で
、
ジ
ャ
ム
の
売
り
上
げ
が
、
当
初

は
も
の
め
ず
ら
し
さ
か
ら
か
順
調
だ
っ
た
も

の
が
次
第
に
伸
び
悩
む
よ
う
に
な
り
、ま
た
、

生
食
の
菓
子
業
者
な
ど
へ
の
販
路
が
開
拓
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
課
題
も
残
り
ま
し
た
。 

二
年
目
と
な
る
平
成
二
二
年
度
は
、
生
食

や
ジ
ャ
ム
等
加
工
品
の
販
路
開
拓
を
図
り
な

が
ら
活
動
を
継
続
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
中

山
間
ふ
る
さ
と
・
水
と
土
保
全
対
策
事
業
を

活
用
し
、
今
後
の
活
動
方
針
を
検
討
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。 

生
食
の
品
質
基
準
や
ジ
ャ
ム
の
改
良
、
販

売
戦
略
な
ど
に
つ
い
て
、
ほ
お
ず
き
畑
メ
ン

バ
ー
を
始
め
、
普
及
セ
ン
タ
ー
、
役
場
、
空 生食用のほおずきです。パッケージやラベル

にもこだわりが感じられます 



 

 

ＢＯＯＫＳ  ～地域活性化活動のヒント～ 

『地元学からの出発  
～この土地を生きた人びとの声に耳を傾ける～』 

                     結城登美雄 著 

持続可能な地域づくりを進めるうえで、踏まえなければならないポイント

（急所）を教えてくれる本である。 

地元学について結城氏はこういっている。「遠くで光り輝くものも悪くは

あるまいが、今はむしろ、ここにあるものをあらためてていねいに見つめて

みたい。この土地を生きてきた先人たちは、限られた自然立地条件の中で、

どのようにして己が生きる場と暮らしをよくしようと努力してきたのか？

その知恵と工夫は？いたずらに格差を嘆き、都市とくらべて「ないものねだ

り」の愚痴をこぼすより、この土地を楽しく生きるための「あるもの探し」。

それを私はひそかに「地元学」と呼んでいる・・・」 

この本には、地域づくりとは何かという、根本の考え方とその方法が示さ

れている。外にばかり目を向けるのではなく、内なる良さを発見しようとい

うその姿勢が、地域再生につながることになる。 

結城氏は、地域再生のありようとして柳田國男の文章を紹介している。「― 

美しい村などはじめからあったわけではない。美しく生きようとする村人が

いて、村は美しくなったのである（『都市と農村』）。」 

まさに、地域づくりのバイブルといってもよい本である。 

■発行：農山漁村文化協会    定価：2,730円（税込） 

 問い合わせ：TEL03-3585-1141  http://www.ruralnet.or.jp/ 

知
総
合
振
興
局
等
が
集
ま
り
、
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
の
助
言
を
得
な
が
ら
、
数
回
に
わ
た
り
話

し
合
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
美
幌
町
の
ジ
ャ
ム
製
造
販
売
業
者

で
先
進
地
事
例
調
査
を
行
い
、
ジ
ャ
ム
の
加

工
方
法
や
加
工
品
づ
く
り
を
通
し
た
地
域
づ

く
り
に
つ
い
て
学
習
す
る
と
と
も
に
、
生
食

の
Ｐ
Ｒ
を
、
地
元
道
の
駅
や
ホ
テ
ル
、
札
幌

ど
さ
ん
こ
プ
ラ
ザ
、鶴
雅
リ
ゾ
ー
ト（
網
走
）

や
首
都
圏
料
理
人
向
け
に
行
い
、
高
い
評
価

を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

ジ
ャ
ム
に
つ
い
て
は
、
味
や
食
感
な
ど
に

つ
い
て
モ
ニ
タ
ー
調
査
等
を
し
な
が
ら
改
良
。

ジ
ャ
ム
瓶
の
ラ
ベ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
も

見
直
し
、
九
〇
グ
ラ
ム
六
三
〇
円
で
地
元
道

の
駅
な
ど
で
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
費
用
や
先
進
地

事
例
調
査
の
バ
ス
借
り
上
げ
費
用
の
ほ
か
、

首
都
圏
料
理
人
等
と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
な

ど
、
空
知
総
合
振
興
局
は
じ
め
北
海
道
が
全

面
的
に
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
お
り
、
ほ
お
ず

き
畑
の
皆
さ
ん
か
ら
は
、「
こ
の
事
業
を
利
用

し
た
こ
と
に
よ
り
、
首
都
圏
料
理
人
や
美
幌

町
の
ジ
ャ
ム
製
造
販
売
業
者
な
ど
の
プ
ロ
か

ら
、
生
食
に
対
し
高
い
評
価
を
得
ら
れ
た
こ

と
は
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
糖
度
の
高
さ

等
の
品
質
に
自
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。」
と
話
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
の
活
用
に
つ
い
て
は
、「
販
売
戦
略
な
ど
、

こ
れ
ま
で
自
分
達
で
手
掛
け
た
こ
と
の
な
い

こ
と
に
対
し
専
門
家
か
ら
助
言
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
活
動
を
確
実
に
進

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。」と
話
し
て
い
ま

す
。 「

食
用
ホ
オ
ズ
キ
の
魅
力
は
、
一
粒
ご
と

に
い
ろ
ん
な
味
が
楽
し
め
、
飽
き
が
こ
な
い

と
こ
ろ
。
う
ち
の
子
供
た
ち
も
、
鷲
づ
か
み

で
食
べ
る
ん
で
す
よ
。」
と
、
う
れ
し
そ
う
に

話
さ
れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。
地
元

は
じ
め
多
く
の
方
に
食
べ
て
も
ら
え
る
よ
う

に
、
今
後
は
食
べ
方
の
提
案
な
ど
も
し
な
が

ら
、
直
売
活
動
や
地
元
の
商
業
高
校
と
の
連

携
も
視
野
に
入
れ
、
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い

食
用
ホ
オ
ズ
キ
を
普
及
し
、
地
域
の
食
文
化

に
な
る
よ
う
に
育
て
た
い
と
い
う
「
ほ
お
ず

き
畑
」の
今
後
益
々
の
活
躍
が
楽
し
み
で
す
。 

 

中
山
間
ふ
る
さ
と
・
水
と
土
保
全
対
策
事

業
と
は
… 

農
業
・
農
村
の
有
す
る
多
面
的
機
能
を
良

好
に
発
揮
さ
せ
、
農
村
の
活
性
化
を
図
る
た

め
、
地
域
の
人
た
ち
が
主
体
性
を
持
っ
て
行

う
多
様
な
活
動
を
促
進
し
、
持
続
可
能
な
地

域
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
を
目
的
に
北
海
道

が
実
施
し
て
い
る
事
業
で
す
。 

詳
し
く
は
、
北
海
道
各
総
合
振
興
局
・
振

興
局
産
業
振
興
部
調
整
課
・
農
村
振
興
課
、

ま
た
は
北
海
道
農
政
部
農
村
振
興
局
農
村
整

備
課
田
園
整
備
グ
ル
ー
プ
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

当初開発したジャムが… 

こんなジャムになりました 



 

 

活発な議論がされた意見交換会の様子 

道の駅「ハウスヤルビ奈井江」 

 

 

○平成２２年度第２回北海道ふるさと・水と土指導員会を開催 

平成２３年２月１日（金）、札幌市の第２水産ビルにおいて、全

道各地の北海道里づくりアドバイザーや関係者が集まり、平成２

２年度第２回北海道ふるさと・水と土指導員会が盛大に開催され

ました。 

指導員会会長の当麻町の小野寺孝一氏のご挨拶に始まり、北海

道武蔵女子短期大学准教授で北海道中山間ふるさと・水と土保全

対策委員会委員長の松木靖氏から「地域づくり活動の持続性に必

要なこと」と題しご講演をいただきました。松木氏からは、多様

な住民との徹底した議論の必要性や、様々な意見を引き出した上

で意見を集約し組織全員合意の上での目標を設定し活動していく

ためのリーダーとしての役割についてお話があり、里づくりアドバ

イザーの活動にエールを送っていただきました。 

続いて、出席者による意見交換会が行われ、「持続可能な地域づくりに向けた取組とは」をテーマに、「地域

づくり活動を持続するため、わが町で現在取り組まれていること、そして自分が取り組んでいること、心掛け

ていること」「今後、わが町に必要となること、そして自分が取り組みたいこと、心掛けたいこと」について、

グループ討議を行いました。里づくりアドバイザーからは、「高齢化や過疎化、少子化は現実のものとして受け

止め、自分ができることを多くの理解者を得ながら継続していきたい」など積極的な議論が行われました。 

平成２３年度の指導員会活動計画も検討され、６月下旬～７月頃に雨竜町において修学旅行生受け入れ等に

係る現地研修を、また、江差町、せたな町、八雲町などの道南方面を候補地に、農産加工や食育等に係る現地

研修を実施することになりました。現地研修等の報告や反省、検証等について、指導員研修会を１～２月頃に

開催することとしました。期日が近づきましたら、詳細をご案内しますので、多くの里づくりアドバイザーの

方の出席をお待ちしています。 

 

○ ホオズキを食べてみませんか？ 

「実践！地域づくり」のコーナーでもご紹介しましたが、奈井江

町の「ほおずき畑」の皆さんが作った、ホオズキのジャムが、奈井

江町の道の駅「ハウスヤルビ奈井江」と「砂川ハイウエイオアシス」

で販売されています。４月からは、東京と札幌のどさんこプラザで

も販売が予定されています。食用ホオズキは、あまりなじみのない

食べ物ですが、果物のような味わいを是非ご賞味ください。収穫期

には生食用も販売するそうです。とってもおいしいですよ。 

【連絡先】〒079-0305 奈井江町茶志内７区 川筋智代さん 

TEL＆FAX：0125-65-2467 

 

 

 

ト ピ ッ ク ス 

【編集部から】 

皆さまのご協力で第２号が完成いたしました。さらに紙面を充実させるため、読者の皆さんの声を募集し

ていますので、FAX・メールなどで編集部までお寄せください。紙面でも紹介したいと考えています。 

さて、第２号編集中に、札幌市で大きな揺れを感じ、テレビをつけると、東北地方を大きな地震が襲った

というニュースが流れていました。その後の、現地の惨状は報道のとおりで、未曾有の大震災となってしま

いました。被害にあわれた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。テレビでは連日被災者の状況が報道され

ていますが、小さいお子さんからお年寄りまで、少ない物資を分け合い協力しながら避難所生活を続けてい

ます。極限の状態にありながらも、秩序だった行動を取る人々、やさしさ、忍耐強さが保てる姿勢に感銘を

受けました。避難所においても、地域住民の支え合いの精神が生きています。 

この大震災は、未来の教科書に記載されるほどのものだと思います。そして、その教科書には、「平成２

３年東日本大震災が起きた。しかし、当時の国民は懸命に知恵を出し、汗を流して日本の復興を遂げた」と

書かれることでしょう。未来の子ども達に希望を与えるためにも、私たち一人一人ができることを一生懸命

やって行きましょう。何もできなくても被災地を思う気持ちだけは必ず通じると思っています。 

がんばろう！東北  がんばろう！日本 


