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「
食
を
守
る
こ
と
は
、
食
の
自
給
力
を
高
め
、
産
地
を
守
る
こ
と
」 

～
消
費
者
・
子
ど
も
・
生
産
者
を
つ
な
ぎ
強
い
農
業
へ
～ 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
北
海
道
食
の
自
給
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

事
務
局
長 

大
熊 

久
美
子
氏 

 

大熊 久美子（おおくま くみこ）氏 
昭和 29年札幌市生まれ 
NPO 法人北海道食の自給ネットワーク事務局長として、大豆トラ
スト、小学生を対象とした食育講座、フォーラムの開催、生産者
との交流ツアーなど、食と農に関する活動を行っている。 
現在、農林水産省「政策評価第三者委員会」委員、「北海道中山
間ふるさと・水と土保全対策委員会」委員、北海道有機農業協同
組合理事、北海道食育コーディネーター、「北のクリーン農産物
表示制度審議会」審査委員、「北海道農産物優良品種認定委員会」
委員に就任。 

            

 ―
食
や
農
に
関
す
る
活
動
を
始
め
た
き
っ
か

け
は
何
で
す
か
？ 

活
動
の
め
ざ
め
は
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
で

す
。
そ
れ
ま
で
は
、
一
円
で
も
安
い
食
材
を

買
い
求
め
る
普
通
の
主
婦
だ
っ
た
ん
で
す
。

主
婦
だ
と
日
々
子
育
て
に
追
わ
れ
、
社
会
的

な
つ
な
が
り
が
無
い
の
で
、
近
所
の
主
婦
た

ち
と
一
緒
に
社
会
の
様
々
な
問
題
を
勉
強
す

る
サ
ー
ク
ル
を
始
め
た
ん
で
す
。 

そ
の
勉
強
会
の
講
師
の
方
か
ら
、
生
活
ク

ラ
ブ
生
協
の
事
を
知
り
ま
し
た
。
当
時
、
長

女
が
ア
ト
ピ
ー
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
食
品

添
加
物
が
入
っ
て
い
な
い
食
品
や
石
け
ん
を

購
入
す
る
た
め
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
の
組
合
員

と
な
り
ま
し
た
。当
時
は
、子
ど
も
の
た
め
、

家
族
の
安
全
の
た
め
と
い
う
想
い
で
し
た
。 

―
そ
こ
か
ら
市
民
活
動
に
つ
な
が
っ
て
い
っ

た
？ そ

の
後
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
の
委
員
か
ら

理
事
と
な
る
の
で
す
が
、私
自
身
の
関
心
は
、

家
族
の
安
全
か
ら
食
料
の
安
全
性
、
そ
し
て

食
料
自
給
率
の
問
題
へ
と
広
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。
安
全
な
食
べ
物
を
作
っ
て
く
れ
て
い

る
人
が
い
る
こ
と
の
大
切
さ
、
国
内
で
食
べ

物
が
作
ら
れ
な
い
こ
と
の
危
険
性
に
気
づ
い

た
の
で
す
。生
産
地
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
、

自
分
の
食
を
守
る
こ
と
で
す
。
国
内
で
安
全

な
食
べ
物
が
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
海
外
か

ら
の
輸
入
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
、
輸
入
さ
れ
な
く
な
っ
た
時
は
ど
う
す

る
の
か
…
そ
こ
か
ら
生
産
地
を
守
る
活
動
へ

と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

―
「
北
海
道
食
の
自
給
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
設

立
の
経
緯
は
？ 

「
生
命
（
い
の
ち
）
の
ま
つ
り
」
と
い
う

イ
ベ
ン
ト
を
Ｊ
Ａ
青
年
部
や
大
地
を
守
る
会
、

生
活
ク
ラ
ブ
生
協
な
ど
の
団
体
で
開
催
し
た

の
で
す
が
、
当
時
、
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
の
理

事
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
実
行
委
員
長
を
務
め

ま
し
た
。
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
平
成
八
年
か
ら

三
年
間
続
け
た
の
で
す
が
、
実
行
委
員
の
中

か
ら
年
間
を
通
じ
て
「
食
料
の
自
給
率
」「
第

一
次
産
業
を
守
る
」
活
動
を
し
た
い
と
い
う

声
が
あ
り
、「
北
海
道
食
の
自
給
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
平

成
十
年
に
設
立
準
備
委
員
会
の
代
表
と
な
り
、

平
成
十
一
年
の
設
立
後
は
事
務
局
長
と
し
て

活
動
し
て
い
ま
す
。 

―
活
動
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

食
料
自
給
力
の
向
上
と
北
海
道
の
第
一

次
産
業
の
活
性
化
を
目
的
に
、
平
成
十
二
年

に
学
校
給
食
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
大
豆
ト
ラ
ス

ト
を
始
め
、
平
成
十
四
年
に
は
小
麦
ト
ラ
ス

ト
、
平
成
十
六
年
か
ら
食
育
の
活
動
を
し
て

い
ま
す
。 

―
食
育
に
取
り
組
ま
れ
た
背
景
は
？  

当
初
、
学
校
給
食
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、

学
校
給
食
の
調
査
や
地
元
食
材
を
使
う
働
き

か
け
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
活
動
を
進
め

る
う
ち
に
、
一
般
家
庭
に
お
け
る
食
の
あ
り

方
に
問
題
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま

し
た
。
出
来
合
い
の
総
菜
が
普
通
に
食
卓
に

並
び
、
子
ど
も
の
朝
食
の
欠
食
や
食
事
の
か

わ
り
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
と
お
菓
子
を
食

べ
る
な
ど
、
家
庭
の
食
は
本
当
に
危
機
的
状

況
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
食
育
活
動
に
切
り

替
え
ま
し
た
。 

―
岩
村
暢
子
さ
ん
の
著
書
「
変
わ
る
家
族 

変

わ
る
食
卓
」
の
よ
う
で
す
ね
。 

岩
村
さ
ん
の
著
書
は
、
首
都
圏
の
家
庭
の

食
の
深
刻
さ
を
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り

浮
き
彫
り
に
し
た
本
で
す
が
、
こ
れ
は
、
北

海
道
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
り
ま
す
。 

食
育
基
本
法
が
平
成
十
七
年
に
施
行
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
私
た
ち
が
食
育
講
座
を
開
始
し

た
平
成
十
六
年
は
、
ま
だ
食
育
を
ど
の
よ
う

に
行
え
ば
い
い
の
か
手
本
と
な
る
も
の
が
全

く
無
い
状
況
で
し
た
か
ら
、
食
の
重
要
性
を

伝
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
を
１
年

間
試
行
し
ま
し
た
。 

翌
年
か
ら
本
格
的
に
、
六
月
～
十
一
月
ま
で

の
各
月
一
回
、
計
六
回
講
座
で
小
学
三
年
生

か
ら
六
年
生
ま
で
を
対
象
に
開
講
し
ま
し
た
。

参
加
者
が
集
ま
る
か
不
安
で
し
た
が
、
道
新

が
取
り
上
げ
て
く
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
す
ご

い
反
響
が
あ
り
定
員
の
二
十
四
名
が
す
ぐ
埋

ま
り
ま
し
た
。 

―
食
育
講
座
は
ど
ん
な
内
容
な
の
で
す
か
？ 

漁
師
や
生
産
者
も
講
師
と
し
て
直
接
教

え
ま
す
。
現
場
の
人
か
ら
親
が
教
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
を
学
べ
る
の
で
す
。
生
産

か
ら
流
通
、
消
費
、
環
境
と
の
関
係
、
ゴ
ミ

地 域 づ く り リ レ ー イ ン タ ビ ュ ー 



 

 

の
片
付
け
、
食
事
の
マ
ナ
ー
な
ど
、
食
に
関

わ
る
全
て
の
事
を
教
え
ま
す
。 

子
ど
も
た
ち
に
一
番
説
得
力
が
あ
る
の

は
、
生
産
現
場
に
行
く
こ
と
で
す
。
有
畜
農

家
に
行
け
ば
、
豚
小
屋
を
見
て
、
生
ま
れ
た

ば
か
り
の
子
豚
を
抱
っ
こ
し
て
、
出
荷
直
前

の
豚
を
見
る
。
生
産
者
か
ら
「
豚
は
普
通
十

年
生
き
る
け
ど
、
肉
に
す
る
豚
は
六
ヶ
月
し

か
生
き
ら
れ
な
い
ん
だ
ぞ
。」と
言
わ
れ
る
と
、

子
ど
も
た
ち
は
ガ
ー
ン
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け

る
。
こ
こ
で
、
初
め
て
肉
に
な
る
と
い
う
こ

と
が
分
か
っ
て
、「
い
た
だ
き
ま
す
」「
ご
ち

そ
う
さ
ま
」
の
意
味
が
分
か
る
ん
で
す
。
言

葉
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
け
ど
、
現
地
で
体

験
す
る
こ
と
に
よ
り
理
解
で
き
ま
す
。
五
感

を
フ
ル
に
使
う
こ
と
で
子
ど
も
に
伝
わ
る
の

で
す
。 

―
子
ど
も
た
ち
に
変
化
は
あ
り
ま
す
か
？ 

生
産
現
場
で
は
、
野
菜
を
も
ぎ
採
っ
て
、

生
で
食
べ
た
り
し
ま
す
が
、
採
れ
た
て
の
野

菜
の
美
味
し
さ
、
本
当
の
味
を
知
る
こ
と
で

嫌
い
な
野
菜
を
克
服
で
き
る
子
も
い
ま
す
。 

 

漁
師
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
魚

を
三
枚
に
お
ろ
し
て
料
理
も
し
ま
す
が
、
子

ど
も
た
ち
は
、
自
分
が
作
っ
て
お
い
し
く
で

き
た
魚
料
理
を
家
に
帰
っ
て
家
族
に
も
作
っ

て
あ
げ
た
り
し
ま
す
。
す
る
と
「
う
ち
の
子

が
魚
料
理
を
作
っ
て
く
ま
し
た
。
感
激
し
ま

し
た
。」と
お
母
さ
ん
た
ち
か
ら
連
絡
が
き
た

り
し
て
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
家
庭
の
食

卓
も
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。 

―
食
育
の
取
組
で
課
題
な
ど
は
あ
り
ま
す

か
？ 

前
年
度
か
ら
続
け
て
参
加
し
て
い
る
子

と
今
年
度
か
ら
新
し
く
参
加
す
る
子
が
混
在

す
る
中
で
、
子
ど
も
た
ち
が
常
に
新
鮮
な
気

持
ち
で
講
座
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
が

必
要
で
す
。 

予
算
面
で
も
綿
密
に
計
算
し
て
赤
字
を

出
さ
な
い
よ
う
、
参
加
費
の
一
万
二
千
円
で

賄
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
講
座
一
回
当
た

り
に
換
算
す
る
と
二
千
円
で
す
が
、
参
加
費

無
料
の
料
理
教
室
も
あ
る
中
で
、
ま
だ
お
金

を
払
っ
て
食
育
を
さ
せ
る
と
い
う
考
え
が
一

般
的
に
な
っ
て
い
な
い
の
を
感
じ
ま
す
。 

私
た
ち
は
食
育
の
内
容
に
規
制
を
設
け

な
い
よ
う
に
、
た
と
え
ば
食
品
企
業
に
援
助

を
お
願
い
す
る
と
い
う
事
は
し
な
い
で
や
っ

て
き
ま
し
た
。
自
立
し
た
運
営
は
活
動
を
続

け
る
上
で
も
必
要
な
事
で
す
。
厳
し
く
は
あ

り
ま
す
が
、
自
立
運
営
と
内
容
の
充
実
は
常

に
課
題
で
す
ね
。 

―
ト
ラ
ス
ト
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
す
か
？ 

消
費
者
は
食
べ
支
え
る
こ
と
が
生
産
者

を
守
り
、
自
分
た
ち
の
食
を
守
る
と
い
う
と

い
う
事
を
、
生
産
者
に
は
消
費
者
の
方
を
向

い
た
生
産
で
食
を
作
り
支
え
る
と
い
う
意
識

を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
ん
な
生
産
者
と

消
費
者
相
互
の
意
識
の
共
有
が
あ
っ
て
、
強

い
農
業
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
て
実
施
し
て

き
ま
し
た
。
生
産
者
自
身
も
ト
ラ
ス
ト
会
員

に
な
っ
て
も
ら
い
、
自
分
の
小
麦
を
使
っ
た

パ
ン
を
食
べ
る
な
ど
し
て
消
費
者
の
気
持
ち

を
知
っ
て
も
ら
い
ま
い
た
。 

平
成
二
十
三
年
度
で
小
麦
ト
ラ
ス
ト
の

取
組
を
終
え
ま
し
た
が
、
十
年
間
の
取
組
で

延
べ
千
五
百
人
の
参
加
が
あ
り
消
費
者
生
産

者
双
方
に
意
識
の
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
取

り
組
ん
だ
成
果
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、

新
た
な
ト
ラ
ス
ト
の
よ
う
な
動
き
も
出
て
き

て
い
ま
す
の
で
、
こ
う
い
う
活
動
の
ヒ
ン
ト

と
な
っ
た
の
な
ら
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。 

―
ト
ラ
ス
ト
の
取
組
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
へ
の
対
応

策
に
も
な
る
の
で
は
な
い
で
す
か
？ 

不
況
の
現
在
、
圧
倒
的
多
数
の
人
は
国
産

品
と
輸
入
品
と
の
価
格
差
を
気
に
す
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
地
場
産
を
買
い
た
い

が
家
計
の
状
況
か
ら
安
い
輸
入
食
材
を
買
っ

て
し
ま
う
人
も
多
く
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 

で
も
、
消
費
者
の
意
識
は
確
実
に
変
わ
っ

て
き
て
い
ま
す
。
以
前
は
価
格
が
す
べ
て
と

い
う
所
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
は
明
ら
か
に

国
産
、
地
場
産
を
求
め
る
意
識
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
ト
ラ
ス
ト
の
よ
う
な
取
組
が
広

が
っ
て
行
け
ば
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
直
面
し
て
も
ぶ
れ

な
い
消
費
者
が
増
え
て
い
く
と
思
い
ま
す
。 

―
最
後
に
地
域
づ
く
り
と
そ
れ
を
支
援
す
る

行
政
に
関
し
て
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、

地
域
づ
く
り
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
だ
と
思
い
ま

す
か
？ 

二
十
年
間
食
と
農
に
関
す
る
活
動
を
し

て
き
て
し
み
じ
み
分
か
っ
た
事
で
す
が
、
や

は
り
「
人
」
で
す
ね
。
で
き
な
い
理
由
を
あ

げ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
良

い
所
を
探
し
出
し
て
活
か
し
て
い
く
、
そ
う

や
っ
て
動
き
出
す
人
が
い
る
と
こ
ろ
は
上
手

く
い
っ
て
い
ま
す
。
や
ろ
う
と
い
う
人
が
い

て
、
そ
う
い
う
人
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る

か
が
地
域
活
性
化
の
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
い
ま

す
。 

 

地
域
に
は
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
が
い
る
の

で
、
職
業
も
考
え
方
も
様
々
な
人
た
ち
が
集

ま
る
と
お
も
い
し
ろ
い
動
き
が
出
て
き
ま
す
。

行
政
の
方
た
ち
は
、
そ
う
い
っ
た
人
と
人
と

を
つ
な
ぐ
役
割
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て

活
動
の
効
果
を
検
証
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

行
政
が
す
べ
て
お
膳
立
て
し
て
人
を
参
加
さ

せ
て
も
、
継
続
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

―
行
政
に
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
さ
れ

ま
す
か
？ 

行
政
に
は
た
く
さ
ん
の
情
報
が
集
ま
っ

て
き
ま
す
し
、
民
間
団
体
は
現
場
の
活
動
に

強
い
で
す
。
お
互
い
に
タ
イ
ア
ッ
プ
し
て
い

ろ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
民
間

団
体
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
の
情
報
を

政
策
に
活
か
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま

す
。
是
非
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
や
っ
て
欲
し
い

で
す
ね
。 

―
お
忙
し
い
中
、
貴
重
な
お
話
し
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

優
し
い
印
象
の
大
熊
さ
ん
で
し
た
が
、
食

と
農
を
守
る
と
い
う
一
環
し
た
強
い
信
念
を

持
ち
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
立
ち
上
げ
る
行
動
力
、

人
の
考
え
や
行
動
に
影
響
を
与
え
て
き
た
こ

れ
ま
で
の
実
績
に
た
だ
た
だ
凄
い
と
圧
倒
さ

れ
る
と
と
も
に
、
家
庭
の
食
卓
事
情
は
身
に

つ
ま
さ
れ
ま
し
た
。 



 

 

北

海

道

里

づ

く

り

ア

ド

バ

イ

ザ

ー

レ

ポ

ー

ト 
里
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
歴
二
年
目
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
の
存
在
感
と
包
容
力
で
す
っ
か

り
な
じ
み
の
顔
と
な
っ
た
服
部
さ
ん
。
今
年
度

は
指
導
員
会
幹
事
に
選
任
さ
れ
、
現
地
研
修

（
十
一
月
予
定
）
の
開
催
地
が
鶴
居
村
に
決
定

す
る
な
ど
、
益
々
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
ん
な
、
注
目
株
の
服
部
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

「
鶴
居
村
の
魅
力
を
伝
え
る
、 

地
域
づ
く
り
型
観
光
へ
の
挑
戦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鶴
居
村 

服
部 

政
人
氏 

 
 

 

服部 政人（はっとり まさと）氏 
昭和 35 年大阪府大東市生まれ。昭和 54 年日本電信電
話公社（現 NTT）に就職するも、平成３年北海道に移住
し、標茶町の町営牧場「多和平」、鶴居村酪農ヘルパー
利用組合、（株）鶴居振興公社に勤務。現在、NPO法人
美しい村・鶴居村観光協会事務局長。ファームレスト
ラン「ハートンツリー」の経営者でもある。 

 

 

 ■
大
阪
か
ら
人
口
二
，
六
０
０
人
の
鶴
居
村

へ 

服
部
さ
ん
は
、
大
阪
府
大
東
市
の
出
身
で
、

昭
和
五
四
年
に
大
阪
の
日
本
電
信
電
話
公
社

（
現
Ｎ
Ｔ
Ｔ
）
に
就
職
し
た
。
当
時
は
、
ア

ナ
ロ
グ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
に
変
わ
ろ
う
と
い
う

時
代
で
、
服
部
さ
ん
は
機
械
整
備
の
技
術
者

と
し
て
、
Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
や
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｎ
な
ど
の
シ

ス
テ
ム
の
構
築
に
携
わ
り
、
毎
日
パ
ソ
コ
ン

ば
か
り
さ
わ
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
時
、
奥
様

で
あ
る
佐
知
子
さ
ん
と
出
会
う
。
佐
知
子
さ

ん
は
、
大
阪
市
阿
倍
野
に
あ
る
辻
調
理
師
専

門
学
校
に
通
っ
て
い
た
。
佐
知
子
さ
ん
の
実

家
が
あ
る
鶴
居
村
を
何
度
が
訪
れ
る
う
ち
に
、

服
部
さ
ん
は
鶴
居
村
の
魅
力
に
惹
か
れ
、
酪

農
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
服
部
さ

ん
を
移
住
に
駆
り
立
て
た
の
は
、
他
に
も
理

由
が
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
通
勤
時
間
だ
っ

た
。
自
宅
か
ら
職
場
ま
で
自
転
車
で
行
け
ば

四
十
分
の
距
離
を
、
電
車
利
用
で
は
片
道
一

時
間
半
も
か
か
っ
て
い
た
。
電
車
に
揺
ら
れ

な
が
ら
こ
の
通
勤
時
間
の
意
味
を
問
う
よ
う

に
な
っ
た
。都
会
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
が
、

服
部
さ
ん
に
は
疑
問
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
鶴
居
の
自
然
や
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
生

活
に
触
れ
、
人
生
の
本
当
の
豊
か
さ
に
気
づ

か
さ
れ
た
」と
服
部
さ
ん
は
言
う
。そ
し
て
、

子
育
て
に
関
し
て
も
そ
の
思
い
は
波
及
す
る
。

「
子
ど
も
た
ち
を
鶴
居
の
よ
う
な
自
然
豊
か

な
環
境
で
育
て
た
い
」
こ
の
時
、
佐
知
子
さ

ん
も
同
じ
気
持
だ
っ
た
。
平
成
三
年
に
Ｎ
Ｔ

Ｔ
を
退
職
し
、
一
家
四
人
は
北
海
道
に
移
り

住
ん
だ
。 

■
自
分
の
役
割
は
鶴
居
の
魅
力
を
『
伝
え
る
』

こ
と 服

部
さ
ん
は
、
標
茶
町
営
牧
場
『
多
和
平
』

で
臨
時
雇
用
と
し
て
一
年
働
き
、
そ
の
仕
事

の
傍
ら
鶴
居
の
酪
農
ヘ
ル
パ
ー
利
用
組
合
の

発
足
に
尽
力
し
た
。
規
約
の
作
成
か
ら
事
務

管
理
ま
で
、
一
切
を
任
さ
れ
た
。
そ
れ
か
ら

十
七
年
間
、
利
用
組
合
の
事
務
局
と
し
て
現

場
に
出
な
が
ら
酪
農
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ん
だ

の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
酪
農
家
に
な
る
と
い

う
夢
を
抱
い
て
鶴
居
村
に
移
住
し
て
き
た
服

部
さ
ん
の
気
持
ち
が
、
少
し
ず
つ
変
化
し
て

き
た
。「
農
業
が
ど
れ
だ
け
大
変
な
の
か
誰
も

知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
思
い
が
ず
っ

と
あ
っ
て
。
農
業
の
大
変
さ
も
あ
る
し
、
楽

し
さ
も
あ
る
。
そ
れ
を
誰
か
が
伝
え
な
け
れ

ば
分
か
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
そ
ん
な
こ

と
を
奥
様
の
佐
知
子
さ
ん
と
ず
っ
と
話
し
て

い
た
。「
将
来
は
、
五
頭
の
牛
か
ら
農
業
を
始

め
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。
で
も
今
は
、
先

に
『
伝
え
る
』
仕
事
を
し
よ
う
。
例
え
ば
、

地
域
お
こ
し
に
し
て
も
Ｐ
Ｒ
の
仕
方
は
い
ろ

い
ろ
あ
る
。
家
内
は
料
理
を
し
て
い
ま
し
た

が
、
料
理
も
Ｐ
Ｒ
の
方
法
の
一
つ
じ
ゃ
な
い

か
。
そ
う
い
う
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
を
含
め
て

あ
の
丘
に
暮
ら
す
と
い
う
の
が
ち
ょ
う
ど
い

い
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
た
ん
で
す
。
傍
ら
に
小

さ
な
お
店
を
建
て
て
、
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
な

が
ら
、
ケ
ー
キ
を
食
べ
て
、
農
家
の
人
が
来

て
お
客
さ
ん
と
交
流
す
る
よ
う
な
ス
ク
ラ
ン

ブ
ル
の
場
所
に
な
っ
た
ら
い
い
と
い
う
こ
と

で
、『
ハ
ー
ト
ン
ツ
リ
ー
』を
作
っ
た
ん
で
す
」

あ
の
丘
と
は
、
鶴
居
村
の
一
角
に
あ
る
小
高

い
丘
で
、
そ
こ
か
ら
は
多
分
こ
れ
が
フ
ラ
ン

ス
の
田
舎
の
風
景
だ
ろ
う
な
と
思
わ
せ
る
美

し
い
田
園
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
。
服

部
さ
ん
は
、
平
成
十
一
年
に
か
ね
て
か
ら
目

を
つ
け
て
い
た
こ
の
絶
好
の
場
所
を
住
居
と

定
め
、隣
接
し
て
フ
ァ
ー
ム
レ
ス
ト
ラ
ン『
ハ

ー
ト
ン
ツ
リ
ー
』
を
建
て
た
の
で
あ
る
。
こ

の
店
は
、
そ
の
後
地
域
住
民
の
交
流
だ
け
で

は
な
く
、
旅
行
者
が
遠
く
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
訪

れ
る
人
気
の
ス
ポ
ッ
ト
に
な
る
。
そ
し
て
、
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佐
知
子
さ
ん
と
共
同
し
て
、
次
々
と
食
の
魅

力
を
発
信
す
る
拠
点
と
も
な
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。そ
の
一
つ
が
、『
鶴
居
の
む
ら
レ
シ
ピ
』

の
発
行
で
あ
る
。
チ
ー
ズ
を
用
い
た
料
理
の

レ
シ
ピ
集
で
、
Ｂ
五
版
の
大
き
さ
で
コ
ン
パ

ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
た
小
冊
子
で
あ
る
。
鶴

居
の
美
し
い
酪
農
空
間
を
天
然
の
レ
ス
ト
ラ

ン
に
見
立
て
、
草
地
の
上
に
料
理
を
並
べ
て

見
せ
る
演
出
は
、
酪
農
の
村
独
特
の
臭
い
を

感
じ
な
が
ら
料
理
を
味
わ
っ
て
い
る
気
分
に

さ
せ
る
。
鶴
居
の
魅
力
を
生
か
し
た
秀
逸
な

パ
ン
フ
で
あ
る
。 

次
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
都
市
と
農
村
を

つ
な
ぐ
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
当

時
、
農
家
の
人
で
ロ
グ
ハ
ウ
ス
を
所
有
し
て

い
る
人
や
ロ
グ
ハ
ウ
ス
を
建
て
た
い
と
い
う

人
が
結
構
い
た
そ
う
で
、
そ
こ
に
目
を
つ
け

た
の
で
あ
る
。
服
部
さ
ん
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
活
か
し
て
仲
間
が
集
ま
り
、
平
成
十
五
年

に
『
鶴
居
村
あ
ぐ
り
ね
っ
と
わ
ー
く
』
を
設

立
し
、
鶴
居
の
農
家
に
泊
っ
た
り
、
農
業
体

験
を
行
い
た
い
訪
問
客
の
要
望
を
受
け
て
、

連
絡
調
整
を
行
う
体
制
を
整
え
た
。『
鶴
居
村

あ
ぐ
り
ね
っ
と
わ
ー
く
』
の
活
動
は
、
農
業

者
の
枠
組
み
だ
け
に
捕
ら
わ
れ
ず
農
村
地
域

に
住
む
人
々
や
学
校
、
地
域
団
体
、
行
政
も

絡
め
た
枠
組
み
へ
と
広
が
っ
て
き
て
い
る
。 

■
鶴
居
ら
し
い
観
光
開
発
と
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ

の
す
す
め 

平
成
二
十
一
年
か
ら
鶴
居
村
の
様
々
な

施
設
の
管
理
と
こ
の
施
設
を
活
用
し
た
イ
ベ

ン
ト
企
画
を
行
う
鶴
居
村
振
興
公
社
に
勤
め

た
。
そ
こ
で
は
、
道
営
中
山
間
地
域
総
合
整

備
事
業
で
建
設
し
た
農
畜
産
物
加
工
施
設
の

『
酪
楽
館
』
で
製
造
し
た
チ
ー
ズ
の
Ｐ
Ｒ
や

販
売
促
進
に
尽
力
し
た
。
こ
の
チ
ー
ズ
は
、

『
Ａ
Ｌ
Ｌ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
ナ
チ
ュ
ラ
ル
チ
ー

ズ
コ
ン
テ
ス
ト
』
で
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受

賞
す
る
な
ど
、
数
々
の
栄
誉
に
輝
い
て
高
品

質
の
チ
ー
ズ
と
し
て
高
い
評
価
を
得
る
よ
う

に
な
り
、
ペ
ッ
パ
ー
を
入
れ
た
チ
ー
ズ
な
ど

種
類
も
増
え
て
い
る
。 

そ
ん
な
服
部
さ
ん
の
活
躍
が
認
め
ら
れ
、

平
成
二
十
三
年
四
月
か
ら
、
鶴
居
村
観
光
協

会
の
事
務
局
長
に
迎
え
ら
れ
た
。
鶴
居
の
よ

う
な
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
観
光
協
会
に
事
務

局
を
専
任
で
置
く
こ
と
は
、
道
東
で
も
珍
し

い
こ
と
で
、
服
部
さ
ん
の
た
め
に
設
け
た
よ

う
な
ポ
ス
ト
の
よ
う
で
あ
る
。 

今
年
四
月
、
鶴
居
村
観
光
協
会
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
化
し
「
美
し
い
村
・
鶴
居
村
観
光
協
会
」

と
な
っ
た
。
こ
の
「
美
し
い
村
」
に
は
、
服

部
さ
ん
の
強
い
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

「
大
き
い
、
小
さ
い
と
い
う
こ
と
に
捕
ら
わ

れ
な
い
。
ご
て
ご
て
と
外
か
ら
い
ろ
い
ろ
な

も
の
を
持
っ
て
き
て
都
会
化
し
な
い
。
鶴
居

は
こ
の
ま
ま
の
良
さ
を
生
か
せ
ば
い
い
じ
ゃ

な
い
か
。
こ
の
丘
か
ら
の
景
色
を
見
て
よ
。

フ
ラ
ン
ス
な
ん
か
に
も
負
け
な
い
美
し
さ
だ

よ
な
ぁ
」
服
部
さ
ん
は
心
か
ら
鶴
居
村
を
気

に
入
っ
て
い
る
。 

鶴
居
村
は
、
日
本
で
最
も
美
し
い
村
連
合

に
加
盟
し
て
い
て
、
村
長
を
始
め
行
政
マ
ン

や
住
民
た
ち
の
景
観
に
対
す
る
意
識
は
高
い
。 

服
部
さ
ん
は
「
地
域
づ
く
り
型
観
光
」
を

提
唱
す
る
。「
観
光
は
産
業
の
振
興
に
つ
な
が

る
も
の
で
あ
る
が
、
地
域
の
人
が
関
わ
ら
な

い
と
成
り
立
た
な
い
。人
が
関
わ
る
こ
と
で
、

お
互
い
が
鶴
居
の
魅
力
を
生
み
出
し
、
活
性

化
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
。
こ
れ
が
鶴
居

村
の
観
光
」 

そ
し
て
服
部
さ
ん
は
、
こ
の
美
し
い
鶴
居

村
の
風
景
や
食
を
楽
し
み
ゆ
っ
く
り
と
過
ご

し
て
も
ら
う
『
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
』
を
提
案
す

る
。
一
番
の
目
的
は
村
民
に
『
ス
ロ
ー
ラ
イ

フ
』
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
。
そ
の
た
め

に
、
フ
ッ
ト
パ
ス
の
構
想
づ
く
り
や
鶴
居
産

ワ
イ
ン
醸
造
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
、『
ス
ロ

ー
ラ
イ
フ
』
に
必
要
な
ア
イ
テ
ム
を
揃
え
つ

つ
あ
る
。
ワ
イ
ン
に
関
し
て
は
、
昨
年
、
十

勝
ワ
イ
ン
の
ブ
ド
ウ
品
種
で
寒
さ
に
強
い

『
山
幸
』
の
苗
木
を
試
験
栽
培
し
、
今
年
は

欧
米
の
ブ
ド
ウ
畑
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
傾
斜

地
に
植
え
て
、
栽
培
面
積
を
広
げ
た
。
十
年

後
の
ワ
イ
ン
醸
造
を
夢
見
る
長
期
プ
ラ
ン
だ
。

「
観
光
協
会
の
服
部
と
し
て
、
自
分
が
こ
こ

に
居
る
こ
と
で
リ
ン
ク
を
張
り
、
い
ろ
ん
な

事
を
仕
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん
な
立
ち

位
置
で
い
た
い
」
服
部
さ
ん
は
、
地
域
づ
く

り
型
観
光
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
役
だ
け
で

は
な
く
、「
お
も
て
な
し
チ
ー
ム
」
の
リ
ー
ダ

ー
に
な
る
と
い
う
。
鶴
居
村
に
訪
れ
た
人
の

満
足
度
を
上
げ
、
鶴
居
な
ら
で
は
の
価
値
を

見
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
も
い
う
。
こ
れ

は
経
済
的
に
直
ぐ
成
果
の
現
れ
る
も
の
で
は

な
い
が
、「
目
先
の
利
益
な
ん
て
単
発
で
楽
し

く
な
い
で
し
ょ
」と
言
い
切
る
服
部
さ
ん
は
、

将
来
を
見
据
え
常
に
種
を
播
き
続
け
る
。 

服
部
さ
ん
が
ず
っ
と
伝
え
続
け
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に

人
が
来
た
い
と
思
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
村
民

の
気
持
ち
に
対
し
て
、「
こ
の
村
は
、
本
州
や

都
会
の
人
に
ど
れ
ほ
ど
影
響
を
与
え
ら
れ
る

か
計
り
知
れ
な
い
。
そ
こ
に
自
分
た
ち
は
暮

ら
し
て
い
る
ん
だ
」
と
。 

最
後
に
里
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
活

動
に
つ
い
て
伺
っ
た
と
こ
ろ
、「
一
定
の
方
向

に
ベ
ク
ト
ル
が
行
き
が
ち
な
時
な
ど
、
指
導

員
の
方
と
会
い
、
考
え
方
が
広
が
っ
た
り
、

得
ら
れ
る
も
の
が
沢
山
あ
る
。
地
域
づ
く
り

と
観
光
は
ほ
ぼ
同
じ
ラ
イ
ン
だ
と
思
う
。
だ

か
ら
、
話
し
を
す
る
と
指
導
員
の
人
は
み
ん

な
熱
い
ん
だ
よ
ね
。」と
笑
う
服
部
さ
ん
自
身

が
、
相
当
熱
い
人
だ
と
私
は
思
う
の
だ
が
。 

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
一
番
感
じ
た
の

は
、
服
部
さ
ん
の
人
柄
の
良
さ
で
あ
る
。
こ

の
安
心
感
は
、
頼
り
が
い
の
あ
る
上
司
と
い

っ
た
感
じ
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
服
部
さ
ん
を

魅
了
し
続
け
る
鶴
居
村
と
は
一
体
…
十
一
月

の
現
地
研
修
会
に
ご
期
待
く
だ
さ
い
。 
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■
は
じ
め
に 

地
域
づ
く
り
に
は
、
普
遍
的
な
マ
ニ
ュ
ア

ル
が
な
く
、
め
ざ
す
姿
も
茫
洋
と
し
て
捉
え

ど
こ
ろ
が
な
い
。
地
域
づ
く
り
に
関
わ
っ
て

い
る
人
た
ち
は
、
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な

が
ら
、
地
域
づ
く
り
の
本
質
を
探
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
現
代
に
も
そ

の
効
果
が
及
ん
で
い
る
過
去
の
地
域
づ
く
り

の
事
例
に
学
ぶ
こ
と
は
非
常
に
意
義
あ
る
こ

と
だ
と
思
う
。
そ
れ
も
、
か
な
り
昔
に
遡
る

こ
と
で
、
現
代
に
活
か
せ
る
ヒ
ン
ト
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
よ
う

な
事
例
は
、
そ
の
ま
ま
持
続
的
な
地
域
づ
く

り
の
見
本
だ
か
ら
で
あ
る
。 

江
戸
時
代
の
後
期
（
一
七
八
七
年
）、
現

在
の
小
田
原
市
に
生
ま
れ
た
二
宮
尊
徳
は
、

地
域
づ
く
り
の
権
化
の
よ
う
な
人
で
あ
る
。

内
村
鑑
三
（
高
崎
藩
士
・
札
幌
農
学
校
卒
業
・

渡
米
し
て
神
学
を
学
ぶ
・
旧
制
一
高
講
師
・

宗
教
家
）
は
、
尊
徳
の
壮
年
の
社
会
的
実
践

へ
の
敬
意
と
共
鳴
か
ら
、
著
書
『
後
世
へ
の

最
大
の
遺
物
』
の
中
で
尊
徳
の
こ
と
を
、「
私

を
益
し
、
日
本
の
多
く
の
人
を
益
し
た
。
そ

れ
は
事
業
の
贈
り
物
で
は
な
く
て
、
生
涯
の

贈
り
物
を
遺
し
て
く
れ
た
。」と
言
っ
て
い
る
。 

寝
る
間
を
惜
し
ん
で
中
国
哲
学
を
学
び
、
自

然
か
ら
地
域
づ
く
り
の
理
法
を
会
得
し
た
尊

徳
の
手
法
は
、
報
徳
仕
法
と
称
さ
れ
衰
退
し

た
地
域
を
精
神
面
と
経
済
面
か
ら
再
興
さ
せ

た
。 こ

の
尊
徳
の
嫡
孫
に
あ
た
る
の
が
尊
親

（
正
式
に
は
「
た
か
ち
か
」
と
読
み
、
地
元   

で
は
敬
意
を
込
め
て
「
そ
ん
し
ん
さ
ん
」
と

呼
ん
で
い
る
）
で
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九

七
年
）、
尊
徳
直
伝
の
仕
法
を
引
っ
さ
げ
、
現

在
の
豊
頃
町
二
宮
地
区
に
入
植
し
た
。 

 ■
尊
親
の
地
域
づ
く
り 

尊
親
は
、
尊
徳
の
教
え
で
あ
る
「
至
誠
・

勤
労
・
分
度
・
推
譲
」
の
四
つ
を
実
践
し
た
。

「
至
誠
」
と
は
一
生
懸
命
で
あ
る
こ
と
。「
勤

労
」
は
よ
く
働
く
こ
と
。「
分
度
」
と
は
生
活

に
ふ
さ
わ
し
い
支
出
の
限
度
を
決
め
る
こ
と
。

「
推
譲
」
と
は
将
来
に
備
え
る
こ
と
。
そ
し

て
、
他
人
の
た
め
に
収
入
の
一
部
を
譲
る
こ

と
を
意
味
す
る
。こ
の
教
え
を
念
頭
に
お
き
、

移
住
民
一
同
が
協
議
し
て
組
合
規
約
が
制
定

さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
組
合
で
行
う
共
同
作

業
や
例
会
へ
の
出
席
、
婚
礼
に
は
血
縁
者
お

よ
び
隣
家
の
者
以
外
を
招
か
ず
、
質
素
・
倹

約
を
旨
と
し
、
飲
酒
・
賭
け
事
を
禁
じ
る
内

容
が
記
さ
れ
た
。 

尊
親
は
、
農
民
た
ち
に
「
土
地
の
開
墾
は

大
切
だ
が
、
心
の
開
墾
は
も
っ
と
大
切
だ
。」

と
常
に
言
い
聞
か
せ
た
。
こ
の
こ
と
を
「
心

田
開
発
」
と
呼
ん
だ
。
毎
月
二
十
日
は
午
後

か
ら
休
業
し
、全
員
参
加
の
会
合（「
芋
コ
ジ
」

（
水
を
張
っ
た
桶
の
中
に
、
泥
の
付
い
た
芋

を
入
れ
て
か
き
混
ぜ
る
と
芋
が
き
れ
い
に
な

る
こ
と
に
由
来
））
を
開
き
、
困
難
な
開
墾
に

挫
け
そ
う
に
な
る
農
民
に
、
力
を
与
え
る
た

め
の
講
話
「
心
田
開
発
」
を
行
っ
た
の
で
あ

る
。 ま

た
、
年
に
一
度
は
よ
く
働
い
た
人
、
立

派
な
行
い
を
し
た
人
を
移
住
民
全
員
の
投
票

に
よ
り
決
定
し
表
彰
し
た
。
お
金
や
鍬
・
鎌

な
ど
の
農
具
を
与
え
、
し
っ
か
り
と
評
価
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
業
へ
の
意
欲
も
高
ま

っ
た
と
い
う
。 

尊
親
は
、
火
災
、
水
害
、
地
震
な
ど
の
災

害
時
に
お
け
る
救
済
策
も
整
え
た
。
被
害
の

程
度
に
よ
っ
て
救
済
金
を
助
成
し
、
事
故
な

ど
で
農
作
業
の
難
し
い
者
に
対
し
て
は
、
組

合
と
し
て
支
援
を
行
っ
た
。 

厳
し
い
開
拓
を
可
能
に
さ
せ
た
の
は
、
こ

の
よ
う
な
尊
親
の
き
め
の
細
か
な
指
導
、
特

に
精
神
面
の
支
え
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

■
二
宮
地
区
の
現
状 

 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
八
日
、
十
九
日
の

両
日
に
わ
た
り
、
里
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

で
豊
頃
町
産
業
課
の
神
義
宏
氏
に
案
内
し
て

頂
き
、
豊
頃
町
教
育
委
員
会
や
二
宮
地
区
の

主
な
人
た
ち
に
聴
き
取
り
を
行
っ
た
。 

 

二
宮
地
区
は
、
八
七
世
帯
で
人
口
二
八
八

人
、
農
家
四
二
世
帯
の
規
模
で
あ
る
。
経
営

規
模
は
他
地
区
よ
り
小
さ
い
が
、
全
体
的
に

経
営
は
健
全
で
あ
り
、
こ
れ
は
間
違
い
な
く

尊
親
の
影
響
で
あ
る
と
皆
口
を
揃
え
た
。
尊

親
の
教
え
で
あ
る
「
至
誠
・
勤
労
・
分
度
・

推
譲
」
の
中
の
支
出
の
限
度
を
決
め
て
（
分

度
）、
将
来
に
も
備
え
る
（
推
譲
）
こ
と
は
、

大
き
な
投
資
を
行
う
こ
と
な
く
、
健
全
な
経

★
★ 

実
践
！ 

地
域
づ
く
り 

★
★ 

―
持
続
可
能
な
地
域
づ
く
り
と
は 

「
豊
頃
町
の
二
宮
地
区
に
見
る
地
域
づ
く
り
の
本
質
」
― 

 
 
 

二宮尊親 

豊頃町役場前庭の二宮尊徳立像と歌碑 



 

 

 

営
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、

一
生
懸
命
よ
く
働
く
（
至
誠
・
勤
労
）
こ
と

で
、
経
営
の
持
続
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
尊

親
の
教
え
は
連
綿
と
し
て
世
代
を
経
て
引
き

継
が
れ
、
人
々
の
血
と
な
り
肉
と
な
っ
て
浸

透
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

農
業
後
継
者
の
状
況
に
も
表
れ
て
い
る
。
豊

頃
町
自
体
十
勝
管
内
平
均
よ
り
後
継
者
率
が

高
い
が
、
二
宮
地
区
は
豊
頃
町
平
均
よ
り
高

い
六
九
・
○
％
の
後
継
者
率
に
な
っ
て
い
る
。

二
宮
地
区
は
東
区
、
中
央
区
、
西
区
の
三
地

区
で
構
成
さ
れ
る
が
、
特
に
東
区
と
中
央
区

（
そ
れ
ぞ
れ
九
世
帯
、
十
四
世
帯
）
の
後
継

者
率
が
八
五
％
を
超
え
て
お
り
、
際
だ
っ
て

い
る
。 

二
宮
地
区
の
農
家
経
営
の
健
全
さ
と
人

身
の
良
好
さ
が
、
後
継
者
を
育
て
る
要
因
に

な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

類
似
の
事
例
を
も
っ
て
し
て
も
見
る
こ
と
が

で
き
る
。 

千
葉
県
旭
市
に
鏑
木
宿
内
集
落
と
い
う

二
十
数
戸
ほ
ど
の
小
さ
な
集
落
が
あ
る
が
、

こ
こ
は
二
宮
尊
徳
と
同
時
代
の
幕
末
に
生
き

た
農
村
指
導
者
大
原
幽
学
（
お
お
は
ら
ゆ
う

が
く
）
が
指
導
し
て
見
事
に
荒
廃
か
ら
救
っ

た
集
落
で
あ
る
。
一
五
○
年
ほ
ど
経
っ
た
現

在
も
集
落
内
が
良
く
修
ま
り
、
人
々
は
勤
勉

で
一
生
懸
命
、
農
業
経
営
は
健
全
で
、
他
の

地
区
の
住
民
に
、
あ
の
集
落
は
農
業
の
精
励

さ
で
は
群
を
抜
い
て
い
て
、
他
の
地
区
と
は

雰
囲
気
が
違
う
と
今
も
言
わ
し
め
る
状
況
な

の
で
あ
る
。
大
原
幽
学
は
、「
足
る
を
知
る
」

こ
と
と
「
専
業
で
農
業
に
精
励
す
る
」
こ
と

を
教
え
た
。「
二
兎
を
追
う
者
は
一
兎
を
も
得

ず
」
と
諭
し
、
欲
を
出
し
て
あ
れ
こ
れ
手
を

出
す
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
た
。
こ
の
集
落
は

本
州
に
珍
し
く
現
在
も
専
業
農
家
が
多
く
、

後
継
者
率
も
格
段
に
高
い
の
で
あ
る
。 

二
宮
地
区
の
人
た
ち
は
、
尊
親
の
教
え
を

風
化
さ
せ
な
い
よ
う
様
々
な
活
動
を
行
っ
て

い
る
。
入
植
し
て
か
ら
五
年
後
の
明
治
三
十

五
年
に
「
報
徳
の
教
え
」
を
実
践
す
る
団
体

と
し
て
『
牛
首
別
報
徳
会
』
が
設
立
さ
れ
、

現
在
も
存
続
し
て
い
る
。
二
宮
地
区
の
住
民

全
員
が
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
牛
首
別
報
徳
会
は
、

尊
親
が
最
初
に
こ
の
地
域
に
足
を
踏
み
入
れ

た
日
を
探
検
記
念
日
と
し
て
顕
彰
し
た
り
、

北
海
道
報
徳
社
（
報
徳
の
教
え
を
全
道
に
普

及
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
全
道
組
織
）
主

催
の
研
修
会
に
住
民
を
派
遣
す
る
な
ど
し
て
、

教
化
に
努
め
て
い
る
。 

二
十
代
、
三
十
代
の
若
い
後
継
者
は
、
地

区
内
に
あ
る
報
徳
二
宮
神
社
に
奉
納
す
る
伝

統
芸
能
の
獅
子
舞
神
楽（
し
し
ま
い
か
ぐ
ら
）

を
代
々
引
き
継
ぎ
、
笛
や
太
鼓
、
獅
子
舞
踊

り
の
練
習
に
日
夜
汗
を
流
し
て
い
る
。
非
常

に
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
こ
の
若
者
た
ち
も

尊
親
を
非
常
に
尊
敬
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

若
者
の
中
に
は
、
幼
少
の
頃
、
尊
親
の
四
男

で
あ
る
二
宮
四
郎
氏
（
太
平
洋
戦
争
後
に
富

士
山
麓
に「
富
士
豊
茂
開
拓
農
業
協
同
組
合
」

を
発
足
さ
せ
た
）
に
抱
か
れ
た
時
の
こ
と
を

誇
ら
し
げ
に
話
す
者
も
い
て
、
親
の
代
が
尊

親
に
感
じ
る
尊
敬
の
念
を
そ
の
子
ど
も
た
ち

も
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
受
け
継
い
で
い

る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
た
。 

牛
首
別
報
徳
会
と
し
て
は
、
尊
親
の
教
え

を
日
々
の
生
活
の
中
や
農
業
経
営
に
活
か
す

よ
う
普
及
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
る
と
し
て

い
る
が
、
確
実
に
達
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
二
宮
地
区
の
人
た
ち
は
、
と
て
も

絆
が
強
く
、
他
の
地
区
よ
り
共
同
作
業
や
助

け
合
い
の
取
り
組
み
な
ど
も
顕
著
に
進
ん
で

い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

町
は
新
し
い
施
策
を
始
め
よ
う
と
す
る

時
に
は
、
二
宮
地
区
で
ま
ず
試
し
て
、
二
宮

地
区
で
う
ま
く
行
か
な
け
れ
ば
町
内
の
ど
こ

で
行
っ
て
も
失
敗
す
る
と
判
断
す
る
そ
う
で

あ
る
が
、
至
極
納
得
で
あ
る
。 

 

■
お
わ
り
に 

昔
の
農
村
指
導
者
は
、
地
域
を
再
生
す
る

た
め
に
は
、
人
身
の
陶
冶
と
経
済
的
な
活
性

化
の
両
面
か
ら
取
り
組
ん
で
成
果
を
上
げ
る

こ
と
が
、
真
に
地
域
を
救
う
方
策
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
。
農
家
経
営
の
破
綻
を
招
く
要

因
は
、
分
を
過
ぎ
た
投
資
や
新
し
い
事
業
に

手
を
出
し
て
し
ま
う
こ
と
、
不
測
の
事
態
に

対
す
る
準
備
不
足
な
ど
様
々
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
人
間
の
欲
望
や
怠
惰
な
ど
の
精
神
的

な
側
面
に
起
因
す
る
こ
と
が
多
い
。だ
か
ら
、

精
神
面
の
指
導
に
も
留
意
す
る
こ
と
が
不
可

欠
な
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
の
農
業
経
営
に
お
い

て
は
、
農
家
が
自
ら
販
路
開
拓
す
る
な
ど
消

費
者
と
よ
り
密
接
な
関
係
づ
く
り
を
行
う
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
二

宮
地
区
で
お
話
し
を
伺
っ
た
農
家
は
、
六
次

産
業
や
産
直
な
ど
に
は
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り

興
味
が
無
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
自
分
た

ち
の
農
業
ス
タ
イ
ル
を
愚
直
に
貫
き
な
が
ら
、

一
生
懸
命
安
全
・
安
心
な
農
産
物
を
提
供
し

て
い
こ
う
と
す
る
姿
は
、
農
家
と
し
て
の
あ

る
べ
き
姿
を
見
る
思
い
で
あ
っ
た
。
尊
親
の

「
心
田
開
発
」
か
ら
つ
ら
な
る
生
き
た
哲
学

は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
人
に
と
っ
て
最
も
必

要
と
さ
れ
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。 

最
後
に
、
本
調
査
に
あ
た
り
ご
協
力
頂
い

た
里
づ
く
り
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
神
氏
始
め
、

教
育
委
員
会
、産
業
課
の
関
係
職
員
の
皆
様
、

そ
し
て
聴
き
取
り
に
出
席
し
て
頂
い
た
牛
首

別
報
徳
会
の
佐
藤
会
長
ら
二
宮
地
区
の
皆
様

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
文
責 

山
田
雅
彦
）

〔
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考
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『
や
さ
し
い
「
報
徳
の
お
し
え
」』 

（
豊
頃
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員
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Ｈ
二
十
一
・
三
・
一
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発

行
）、
二
○
一
○
豊
頃
町
町
勢
便
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神社に奉納する二宮獅子舞神楽 



 

 

 

 

 平成２４年度中山間ふるさと・水と土保全対策事業の一環として、次のとおり実施を予定しております。 

詳しい内容・お申し込み方法などは、後日、各振興局等を通じてご案内いたします。 

■地域づくり研修会 

日 時：平成２４年９月３日（月）１３：３０～１７：３０ 

場 所：北海道大学クラーク会館 講堂 

講演１：『農村の「地域づくり戦略」』（仮題） 

講師 熊本大学文学部総合人間学科地域社会学 教授 徳野貞雄氏 

講演２：『ミッション：地域の宝を活かし切れ～高校生レストランの奇跡に学ぶ～』 

講師 三重県多気町まちの宝創造特命監 岸川政之氏 

 

 

 

 

■現地研修 

日 時：平成２４年１１月１５日（木）～１６日（金） 

場 所：鶴居村 

内 容：都市との交流や移住促進等の取組、女性起業家研究グループの活動、 

地域資源を活かした地域づくり型観光 など 

 

ト ピ ッ ク ス 

【編集部から】 

ふる水事業の担当者となり１年が経ちました。アドバイザーや地域づくりに関わる方のお話しを伺う度、そ

の行動力や考え方に感心するとともに、地域づくりに最も重要なのは「ひと」だということを感じました。服

部さんのお話にもあったように、どんなに良い制度を作ったとして、それを使える「ひと」がいないと意味が

ない。ふる水事業が、「ひと」づくりを担い、また、この「ひと」にとって必要な制度となるよう、アドバイ

ザーの皆様からの御意見も頂きながら磨き上げていきますので、ご協力等よろしくお願いします。（コバ） 

ＢＯＯＫＳ  

『かがり火～地域を学び、地域で遊ぶためのヒューマンネットワークマガジン～』  
発行人：菅原歓一  編集人：内山節   

知る人ぞ知る熱い地域づくり情報誌である。1987年に創刊されたこの雑誌は、財政難のため 2009年５月に休刊。

しかし、多くの読者からの熱心な声援があり、その年の 12 月に復刊したという今の時代では極めて珍しい、注目す

べき雑誌である。 

雑誌づくりの基本的な精神について発行人は次のように表現する。「本誌の底流にあるのは、社会の変化に一喜一

憂する暮らしからの脱却です。目まぐるしい変化にアタフタしない生き方の術が、日本の地方の伝統的な暮らしの中

にあったのではないか。いまそのような生き方と仕事、地域共同体のありようを学ぶべきではないかと考えています」 

また、取り上げる人物などは、「個性的で面白い人物に登場していただこうというのであって、その人がたまたま

何の肩書もない無名の人であっても一向に構わないという姿勢です」と、小気味良い。 

確かに、「かがり火」に登場する人物は、こんな人物が日本にいるのかと驚くとともに、良く探してくるものだな

と変に感心してしまう。しかし、それだけに、その人物の識見・力量は際だっている。信念を持って地域づくりに関

わっている人たちに勇気を与えてくれる雑誌であることには間違いない。 

■発行：かがり火発行委員会  

年間予約購読料（年６回配本）：9,000円（送料、消費税込み） 

      

 

熊本大学 徳野教授 

文学部ながら農村社会学を研究す

るユニークな先生。フィールドワー

クに長けた、豪快なトークにご期待

ください。 

多気町 

まちの宝創造特命監の岸川氏 

TVドラマとなった「高校生レス

トラン」の仕掛け人！その類い希

な発想や着眼に注目です。 


