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えひめ地域づくり研究会議

側)愛媛県まちづくり総合セン安一

⑨tキ
農業・むら特集

我が田舎人生 一一無茶々園

まごころ野菜生産組合

「草の根バイオ」で振興を

減農薬稲作 り 一一南伊予農協

農山村のく ら し ーースイス生活共同体

食べ物への劇、 一ーえひめ生協

共生と共同で興すむ ら づ く り

我が「四国奥伊予」の昧 を 目 指 し て

大分県 ・ 下郷農協見 聞記

テレビ会議観戦記一一酉瀬戸む ら お こ し

研 究 会 議 News Letter 

えひめ地域づ く り 研究会議の誕生

えひめ地域づ く り 研究会議の発足

人が育つ地域風土

<地方自治>と言わない理由?

まちづくりネッ卜ワーキングえひめ

たうん
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私達は
『無
茶々
園」
とい
い
ま
し

て 、
東宇
和郡は
明
浜町の
海と
山
に

固ま
れた
段々
畑で
細々
と 、
マ
シン

オ
イル
以
外の
農
薬 、
化
学肥
料 、
除

草
剤など
を
使用し
ない
有
機
農
法で

みかん
作り
を
しなが
ら 、
我々
なり

に
田
舎作り
を
模索し 、
活動し
て
い

る百
姓の
集まり
で
す。

今年で
十四
年
κ
入
り
ま
すが、
会

員は六
O名程おり
ま
す 。
我々
の
基

本的な
考えは、
酒を
酌み
交し
な
が

ら思いつ
い
た
ことを
やっ
てい
るだ

けで、
おお
む
ね
「名刺」
(
写
真
参

照)
に
書いてあるようなもので
す。

筆無
精が、
草刈
機や
みかんハ
サ

ミを
持つ
手で、
久々
K
筆を
持っ
て

頑強っ
ており
ま
す。
ヘ
タクソ
な
文
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-4期加醒和四

を
食べ
て
も
らっ
て
い
る
消
費

者κ
顔みせに
都
市へ
行っ
て

お
り
ま
すが、
東
京へ
行く
度

に
都市の

P
時u
の
流
れ
が
早

くなっ
てい
るの
を
感じ 、
ま

た毎
日の
よ
う
にマ
ス
コ
ミ
を

K
ぎ
わ
し
てい
る
超L
S
I 、

超電
導 、
ハ
イテク、
パ
イ
テ

夕 、
光通
信 、
エ
イズ
tcの

新語を
見
聞きす
る
度
氏 、
昭

和の
文明開
化を
感じ
ま
す 。

そん
な
中で
都
市的
思
考で
田

舎も
進むな
ら 、
田
舎は
遣い

上
がっ
てζ
れない
遠
く
古い

存
在へ
と
押し
流さ
れ
てい
く

よ
うな
気がし
ま
す 。

都
市の
時の
流れが
早
くな

I 
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極
ツ

髄ト酔
イ

読
の

雨
ん
リ

耕
き
夕

晴
山
ッ

月叶片ピ

れば
な
る
程 、
文
化と
文明の
調
和が

崩れ 、

科挙だけが

独歩し 、
そして 、

そ
れは
地
球と
自
然を
磁
波し 、
あ
る

い
は
地
球を
壊
滅
的に
破
壊す
る
危
険

を
より
多く
内
包
す
るよ
うに
な
り 、

人
類の
発
展は
滅亡へ
の
道
程へ
と
進

ん
で
い
るよ
うに
思え
ま
す 。

科
学と
そ
れをコ
ン
トロ
ール

す
る

人
間の
心
がバ
ランス
を
保ちな
が
ら

進め
ば 、
それは
未
来
永
劫に
至る人

類の
繁栄で
あり、
地
球の
平和
だと

思い
ま
す 。
そし
て 、
科
学をコ
ン
ト

ロ
ール

す
る
人
周の
心の
礎とな
る
も

の
はエ
コ
ロジ
ー

(生
態系)
へ
の
配

慮で
あ
り 、

再生
田
舎の
存
在価
値だ

と
思い
ま
す 。
「

晴盤雨

読陸傘坦極」

とかなん
とか
言い
まして

。

今 、
無
茶々
園は
深く
潜
航
し
てい

ると乙
ろで
あり
ま
す。
先輩
諸兄
か

ら「お前
ら

消
毒せん
けん、
うちの
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み
かんに
病
気や
筈虫がつ
い
て
か
な

わん」
「無
茶々
ゃな
しに
無
茶
苦
茶

なみ
かん
作
りよっ
て」
(
余
分で
す

が 、

M日uHACHA
と
は
ス
ペ
イ

ン
語で、
う
るわ
しき
純真な
乙
女と

い
う
意
味で
あ
りま
す 。)
と、
出
ょ

うとするク
ギはい
つ
も
打た
れ
る
か

らで
あ
りま

す 。

しかし
なが
ら 、
「今に
見
ちよ
り

ない 、
必
ず町
内
全国壱
無
茶々
化し

てやるけんL
と
深く潜航しなが
ら 、

町つ
く
りは

実権を
持たん
と
出
来ん

と
考え
てお
りま

す 。
実
権
と
は 、
経

済・生
活・
若
者を
把
援する乙
とで

す。
』V璽尽・
品川
区の小
学
校

へ
の発送
作
業に
忙しい

奥さんの恵
子さん

従っ
てA
品 、
先輩
諸兄の
目を
か

すめ
なが
ら 、
田
舎で
真剣に
生
き
ょ

うと
してい
る
若いメ
ンバ
ー

に 、
深

く浸透してい
ると乙ろでありま
す 。

田
舎の
行き
着くとこ
ろは 、
=一
通

りあ
るよ
うに
思い
ま
す 。

一
つ
は 、
伊方町の
よ
う
に
都
市の

トカ
ゲ
のシツ
ポと
して、
危
険や
公

害と
抱き
合わせて
繁栄し
てい
く
道

(いつ
か
はシツ
ポ
を
切
られ
る) 。

も
う一
つ
は 、
多
くの田
舎
町
で
目

前に
迫
りつつ
あ
る、
都
市
と
田
舎の

時の
流れの差につ
い
て
行け
ず 、
過

疎 、
そ
してコ
ース
ト
タ
ウン
化し
て

い
く
道(
近い
将来 、
廃
村
・

廃町
と

なる
自治
体も
出現し
て
く
ると
予
想

しま
す) 。

三つ
自は 、
価値
感の
転
換(
ディ

スコ
やパ
チンコ
を
楽
し
み
と
す
る
よ

り 、
海や
山へ
行くのを
楽
しみ
と
す

るなど)
を
行ない 、
田
舎の
価値
を

前
面に
出し 、
そ
れ
に
付加
価
値
を
付

け 、
田
舎の価
値のわ
か
る
都
市
住
民

ー
と提
携
してい
く
道が
ある
と
思い
ま

す 。本当の
意
味の町つ
く
り
は 、
田
舎

で
生き
る
価値
を
見つ
け
出
す
事。
そ

れ
に
経
済的
裏付
け
を
とっ
て、
そし

て、
都市と
対
抗あ
るい
は
提
携し
て

い
く、以
外にない
ものと
確
信
し
てい

ま
す。ま

だ
多くの
田
舎町に
は 、
年
功
序

列
主
義とい
う
「ガン
細
胞L
がは
び

こっ
ています 。
我が町、
我が
農協 、

漁
協、
集落も 、
ど乙
を
見
て
も年
功

序列とい
うガン
細
胞がは
び乙っ
て

い
ま
す 。
こ
の
細胞は
発
組 、
創
造 、

活
力など町づ
く
りに

必
要なエ
ネル

ギー
を
消
耗し
てし
まい
ま
す。
しき

た
り 、
テイ
サイ 、
乙
れ
ら
も
年
功
序

列的思考です 。
嫁不足の主
因です 。

しか
し、
我々
はこ
のガ
ン
細
胞と

は
正
面か
ら対決
す
るのを
避
け
てい

ま
す。
残
念なが
ら
我々
に
は 、
ま
だ

対
決するだ
けのエ
ネル
ギ
ーが

あ
り

ません。
従っ
て、
回
舎の町づ
く
り

は
非常に
時間がか
か
りま

す 。
三
世

代
計画で
す 。

「国育て、
固に
殺
られ
る百
姓
か

な」
(亦
量)

今 、
農産
物の
自由
化が
米にま
で

及ぼ
うとし
てい
ま
す。
た
と
え 、
そ

れ
が
都市のエゴ 、
資本のエ
コ
であっ

て
も 、
田
舎はそ
れを
くつ
が
え
すだ

け
のェ、ネル
ギ
ーが

無
くなっ
てい
る

ん
じゃ
ない
で
しょ
うか。

近
頃の
子供は
山で
遊ば
ず 、
広い

場所で
しか
遊べ
ない。
海が
あ
るの

に
プ
ール

で
し
か
泳げない 。
真
夏に

体を
鍛え
る
といっ
て、
あおい
顔
し

て
体育
館で
運動
してい
る。

パ
ン
を
食べ
さ
すため
か、
箸も
ま

と
も
に
持てない。
箸
文
化を
教えん

の
な
らば 、
校
庭に
日の丸
を
揚
げ
る

よ
り 、

星
条旗を
揚
げた
方がい
い
ん

じゃ
ない
で
しょ
うか。
こ
ん
な
子
供

が大
人
になっ
て
田
舎を
愛
す
る
こ
と

がで
き
るで
しょ
うか。

』F雑
然と
した
事務一
的たが 、

生きてい
るニ
オ
イ
がする
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お
金
から
教
育まで、
日
本
列
島一

丸と
なっ
て
農
業
い
じ
め 、
田
舎
い
じ

め
を
するなかで、
イ
キイ
キ
農
業
を

や
るの
は
何んと
も
難し
い
も
ん
で
あ

り
ま
す 。

無
茶々
の
夢は、
東
京で一
日一
万

円で
生
活するなら 、
無
茶々
の里
で

は五
千
円で
十分
価
値あ tる
生
活
が
営

め
る、
子
供は
皆ん
なの宝
と
い
うよ

うな生き
方ので
き
る
町
をつ
く
るこ

と
で
す 。

町つ
くり
と
い
うと 、
イベ
ン
ト
を

組ん
で他
所か
ら人を
集め
ると
か 、

海水浴客を
呼ぶ
と
か 、
人を
集め
て

金
を
落と
させよ
うなん
て
考え
が
多

い
で
すが、
主産
業を一
次産
業に
す

るな
らば 、
爪を
赤く
染め 、
目
の
回

り
を
青くぬっ
た
ギャ
ル
達がビ
キニ

かなん
かで目の
前をチョロ
チョ口 、

イ
チャ
イ
チャ
さ
れた
ら 、
汗を
流し

て
草刈機なんぞでブルン
ブル
ン
やっ

てる
気に
はなり
ませ
ん
ぜ 。

数年
前、
町
が三
井物産と
組ん
で

L
P
G
基
地
を
作
ろ
うとし
ま
し
た 。

我々
は
前
面に
立っ
て 、
こ
れを
阻
止

し
ま
した 。
なぜ
か
と
言い
ま
すと、

危
険・
自然
破
壊はもと
より、
都
市

型
の
産
業が入
る乙と
に
より、
収
入

金
額が
変わっ
てし
ま
う
か
らで
す 。

ユ
ッ
タリし
た
車に
乗っ
て 、
冷
暖

房のきいた
会
社で
仕事を
す
る
サラ

リーマ
ン一
人が、
汗を
流し
て百
姓

親
子三
人が
働いた
程の
収入を
得
る

となると 、
パ
カ
らし
く
て百
姓
なん

ぞ
やっ
て
ら
れ
なくなり
ま
す 。

私達は
「
エコ
シス
テム」
の中で

「フロ
l」

を
制し 、
「ス
トッ
ク」

を
大切に
し
てい
く生き

万
を
選び
た

い
ので
す 。と

い
うよ
うな
按配で
し
て 、

今からも
気長にノ
ンピ
リ
やっ
て
い

きたいと
思い
ま
す。

お
ねがい

とこ
ろで、
ま
だ
伊予柑 、
甘
夏
が

残っ
ており
ます 、
ど
ん
どん
会
員を

増やしていきたい
と思いま
すので、

無
茶々
固
と
末長
くお
付き
合い
し
て

預
け
るような消
費
者グル
ー

プ・
団

侠かあ
りましたら 、
と

紹五よい。

よ
ろし
くお
願い
致しま
す 。(

お
わり)

-
無
茶々
園-

E
O八九
四
(
六五)
一
四一
七

f 

4 

... 明 る く て、 く っ た く の ない
無茶々 園のメ ンパーた ち

I 
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お

$ 

一

生
楽

し
い

時

を
過

ご

す

に

は
、

「

ま

ご

こ

ろ

を

持
て
」

と

教

え

て

く
れ

た

母

の
言

葉
に

、

私

の
『

農
』

の

原

点

が

あ
る

。

今
日

も

子

供

を

叱
っ

た
。

「
お

前

よ

り

車寄a

れ

な
い

人

の

居

る

こ

と

を
、

い

つ

も

心

の

中
に

も

て
」

と
、

「

教

科

書

を

覚

え

る

勉

強
だ

け

が
、

勉

強

じ
ゃ

な

い

ぞ
。

も
っ

と

も
っ

と

大

切

な

事
が

い

く

ら

で

も

あ

る
」

と

も

言
っ

た
。

pイ州'1114-;<"クを
t去るま者像がν

思

う

に
、

各
地

で

行
な

わ

れ

て

い

る

「

村

お

こ

し
」

「
町

づ

く

り
」

に
、

本

当

の

心

が

あ
る

だ

ろ

う
か

。

利

益

と

売

名
が

優

先

し
、

見

る

か

ら

に

テ

レ

ビ

で
流

れ

る
C

M

の
ご

と

く

聞
こ

え

て

く
る

。

農
は

、

そ
ん

な

生

や

さ

し

い

も

の

で

は

な
い

。

老

農
の

現
わ

す
シ

ワ

の

中

に

は
、

そ

れ

な

り

の

意

味

が

あ

り
、

汗

が

あ

り
、

血

が

あ

る
。

懸

命
に

働
い

て

作
っ

た

多

く

の

品

を

換
金

し

な
が

ら
、

一

方

的
に

決

め

ら

れ

る

値
段
に

耐

え

て
、

今
日

ま

で

き

た
。

換
金

す
る
過

程

で
、

多

く

の

指

導

を

受

け

た

こ

と

も

忘

れ

て

は

な

ら

な
い

が
、

農
民

は
、

逆

に

長
い

時

閣

を
か

け
、

も

の
言

わ

ぬ

農
民
に

変

え

ら

れ

て

き

た
。

私は 、

そ

の

様な農業
に

疑
問
を
抱

く
。

さ

ら
に

、

農
民

の

義

務

で

も

あ

る

H

食
M

を

作
る

と

い

う

こ

と
、

作
る

以

上

M

安
心

し
て
食
べ

れ
る
H

と
い

う
こ
と

、

難
し

く
考
え
る

必
要
が

あ
る
だ

ろ
う
か

。

一

方

的

に

農
民

の

義

務
を
打

ち

破
っ

た

の
は 、

け
っ

し
て

陣震
自
身
で
は
な
か
っ

-まごごろ野菜生産組合・
清家 治

た

は

ず
。

生

活
を

し

て

行

く

上

で

や

む

な

く

と

言

う

気

持
ち

は

確
か

に

あ
っ

た

だ

ろ

う
。

そ

の

気

持

ち

を

う
ま

く

利

用

し

た
の
が

企業
で

あ
っ

た
な

ら

今 、

農
民

は

本

来

の

自

分

を

取
り

戻

す
べ

き

だ

ろ、
つ

。

そ

れ

が

有

機

農
業

で

あ
っ

た

り
、

パ

イ
オ

農
業
で
あ
っ

た
り
し

て
も 、

『

農
」

の

原

点
は

変

わ
っ

て

は

い

け

な

い
。

'
高
齢
化
に
何
が
残
る
か

「

後

継

者

が

い

な
い

、

だ

か

ら

農

業

は

将
来

性

が

無
い
」

と

言
っ

て

い

る

本

人
が

、

「

子

供

は
一

流

企

業
へ
」

の

夢

は

消

え
な

い
。

ま

す
ま

す
そ

う

な
っ

て

行
く
だ

ろ

う
。

そ

れ

な

ら
い
っ

そ
、

高

齢

化

し

て

も

出

来

る

農
業
を

考

え

た

ら

ど

う
だ

ろ

う
。

私

の
持

論

で

も

あ
る

『

定

年

後
、

後

継

者

説
』

が

そ

れ

で

あ

る
。

僚

理

に

そ

う

す

る

必

要
も

な
い

が
、

農

業

は

元

気

で

あ

れ

ば
八

O

才
に

な
っ

て

も

出

来

る
。

現

に

私

達

の

グ
ル

ー

プ

の

人

達

は
、

七

O

才
以

上

の

方

が

多

く

を

占

め

て

い

る
。

七

O

才

で

現

役

で
、

む

し

ろ

三

O

才

台
の

私

等

よ

り
、

は

る

か

に

働

く
日

本

農
業
の

縮

図

が

各

地

に

あ

る

の

だ
か

ら 、

村

お

こ

し

が

日

本

お

こ

し

の

原

点
で

あ
る

と

も

言

え

る

の

な

ら
、

高

齢

化

す
る

社
会

で
、

老

人
パ

ワ

ー

を

う

ま

く

生
か

す

こ

と

が

必

要

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

。

『

ま

ご
こ

ろ
野

菜

生

産

組

合
」

は
、

そ

の

こ

と

を
懸

命
に

考

え

て

い

る
。

5 



-
消
費
者
の
参
加
し
な
い

農
業
な
ん
て・
・

も

の

を

作
っ

て
、

消

費

者

の
と
こ

ろ

へ

反応を
聞
き

に

行
く

緯震
は

少
な
い

。

代

理

で
、

農

業

団

体
が

行
っ

て

く

れ

て

い

る

と

信
じ

て

い

る
。

い

く
つ

も

の
過

程

を

通

し

て
、

農
民

に

伝
わ

る

頃

に

は

「

悪

い
」

が
、

「

も

う

少
し

で

良

い
」

に

変
わ

る

こ

と

も

少

な

く

な
い

。

そ

う

し

た

こ

と
が

、

消

費

者
へ

の

膜

解

を

招

い

て

い

る

こ

と

も

多

く

の

例

が

示

し

て

い

る
。

そ

れ

な

ら
と

い

う

こ

と

で
M

産

直
n

が

始
ま

り
、

生

協
が

代

役

を

し
、

流

通

が

変

え

ら

れ

始

め

て
い

る
。

し
か

し
、

本
来

は

農

民

の

代

表

で

あ

る

農

協

の
や

る
べ
き

仕

事
で

あ

る

は

ず

で

あ
る

。

今
の

農
協
が

、

消

費

者

の

参

加
し

な
い

農

業
を

続

け
る

こ

と

に

な

る

と
、

不

満
も

出
る

。

一

部
、

生

協
と

提

携

す

る

農

協

も

で

き

始

め
、

消

費
者

参
加

の

農

業
も
近

づ

い

て

来

て
い

る
。

当
地

区
で

も
、

こ

う

し

た

考

え

の

中
に

農

協
が

参

加

さ

れ

る

こ

と

を

強

く

望

ん

で

い

る
。

-
今
の
ま
ま
で
は
育
た
ぬ

リーダー

「

村
お

こ
し
、

町

づ

く

り
」

、

い

ず

れ

に

し

て

も

人

の

す
る

こ

と
。

し
か

し
、

現

在

行
わ

れ

て

い

る

そ

う

し

た

も

の

は
、

住

民

の

考

え

と

い

う
よ

り
、

上
か

ら

下

ろ

さ

れ
、

行

政

で

仕

向

け

ら

れ
、

そ

う

し

た

結

果

の
リ

ー

ダ

ー

を

育

て
よ
う
と

し

て

い

る
。

地

区

に

よ
っ

て

は
、

「

あ

い
つ

に

や

ら
せ

と

け
。

定

年

で

ブ

ラ
ブ

ラ

し

て

い

る

か

ら
」

と

決
ま
っ

て

し

ま

う

例

も

あ

る
。

こ

ん

な
こ

と

で
、

い

く
ら

仕

向

け

て

も

良

い

結

果
が

出
る

は

ず

が

な
い

。

行

政

は
、

種
火
を

与

え

て

く

れ

る
。

後

は

自

身
ら
が

考

え

な
い

と
。

し

か

し
、

自

身
は

そ

れ

程

考

え

て

い

な
い

。

「
追

い

込
ま

れ

て

い

る
。

ど

う

し

よ

う
」

と
い

う

危

機

感
が

な

い
。

だ

か

ら
リ

1

ず

l

が

育

た

な
い

。

少

し

変

わ
っ

た

事
を

す

れ

ば
、

「

あ

い
つ

ら

は

変
わ
っ

て
い

る
」

で

済
ま
せ

て
、

う

ま

く

行
き

始

め

る

と
、

「

わ

し

も

入

れ

て

や
」

な

の
で

あ
る

。

主

体

性
が

な
い

。

で

は

ど

う

す

れ

ば

良
い

の
か

7

私
は

、

長

時

間
か

け

て

で

も

自

分
が

見

本
を

示

し
、

『

や

れ

ば

出

来

る
』

と

い

う

感
動

を

体

験

さ
せ

る
こ

と
、

こ

れ

を

考

え

て
い

る
。

残

り

少
な
い

方

も

あ

る
が

、

一

緒

に

や

れ

て

良
か
っ

た

と

い

う

こ

と

を

体

で

体

験

さ
せ

て

あ

げ
、

そ

の

上

で

利

益

を

産

む
。

生

ぬ

る

い

考

え

方
だ

と

思

わ

れ
る

だ

ろ

う
が

、

農

業
で

飯
を
食
っ

て

い

る

以

上
、

趣

昧
で

や

れ

る

農

業
と

は

訳
が

遭

う
。

焦
+lp妾

?? ζ 

6 

る集�?f:.精華併も
今4守るが1拘ルí�ち

-

ま
ご
こ
ろ、

4

愛
す
る
こ
と

私

の

考

え

る

村
お

こ

し

は
、

「
ま

ご

こ

ろ
」

の

文

字
に

多

く

の

意

味

を

含

ん

で

い

る
。

そ

う

し

た

農

業
に

対

す

る

考

え

方

移ず
る

。

多
く
の

課題
も

あ
る
が

、

自

分
一

生
で

出

来

る

と

は

思
っ

て

い

な

い
。

子

供

の

代
で

も
、

出

来

な

い

か

も

し

れ

な
い

。

で

も
、

農

業
を

愛

す
る

気

持

ち

は
、

維
に

も

負

け

な

い

と

患
っ

て

い

る
。

村

は
“

ま
ご

こ

ろ
"

と
M

愛

す

る
M

こ

と

に

よ
っ

て
、

お

こ
せ

る

と

信
じ

て

い

る
。

《
ま

ご
こ

ろ
野

菜

生

産

組

合

》

広
見

町

合

O
八

九

五

(

四
八
)

O

六

六
二

ecpr13
四角形



の
根
パ
イ
オ』

の
振
興
を

先
鑓
技
術
は
農
業
者
自
ら
の
手
で
活
用
を

農畜産
物輸入
十二
品
目の
輸
入
自

由化をめ
ぐっ
て
揺れる日
本
農業と

地
域農
業 。
昨
年は
今だ
かつ
て
な
い

E
カン
の
大
暴落に
農
家は
泣き 、
他

の
農
畜産
物も
価
格の低迷
が
続き 、

農
家所
得は
相変わ
らず
伸び
悩ん
で

、ヲ令。乙
うした
中で、
今マ
スコ
E

等で

も
てはやさ
れてい
るのが、
バ
イオ

テクノ
ロ
ツ1
(生
物工
学)
だ 。

しかし 、
よ
く
考え
て
欲しい 。

パ
イ
テ
ク
技術が
農
業の
危
機の
救
世

主なのかっ
それと
も 、
農家に
とっ

て
他
業
種か
らの
農業
分
野へ
の
殴
り

込みな
の
かフマ
スコ
ミ

が
も
ては
や

すよ
うに 、
パ
イ
テ
クがパ
ラ
色の
農

村
社
会を
創るので
もな
け
れば 、
農

家K
とっ
τ
恐ろしい
技術の
出
現で

もな
い。

現
在日
本の最
先
端
技
術と
し
て 、

①エ
レ
クトロ子
フ
ス
②バ
イ
オ
テ
ヲ

ノロ
フ
l

③
新素
材
が
あ
り 、
と
く

最近は「超電
導」
とい

う学校で習っ

た
「オ
1ム

の
法則」
をひっ
く
り返

す
技術と
素
材も生
ま
れた 。

とこ
ろ
で、
こ
れか
ら二
十一
世
紀

に
か
けて 、
どん
な
先
端
技
術が生ま

れよ
うと
も 、
農家と
地
域に
とっ
て

重
要な乙
と
は、
そ
の
技術を
「
自
分

の
側」
K
活用す
る乙
と
だ 。
そ
のた

め
κ
は、
活
用の
仕
方を
農
家
自
身 、

地
域
自
身が
取
得しな
け
れ
ばな
らな

、。'U

 

今 、
五
十
崎町とい
う地
域でパ
イ

テ
ク
技
術が
農業に
ど
う
貴
献
す
るの

か?
又農
家
自身が
と
う
活か
し
てい

け
るの
かフ
ーーその

具
体的
実践
と

し
て 、
昭和六
十
年
十二
月 、
若い
農 五

十
崎
町
農
協・
企
画
管
理
課

児

玉

武
士山

業
者 、
施設園芸
農家 、
農
協
職
員
ら

十一
人が
参画して 、
五
十
崎町
の
地

陀
『バ
イ
オ
テクノ
ロジ
ー

研究
会』

が産
声壱
上
げた 。
そし
て 、
六
十一

年十一
月に
は、
自
前の「 胡ハ
イテ
ク

研究
室」
壱
設置した。

研究
室設置に
踏み切っ
た
の
は、

視察
研修や
机上の学
習だ
け
で
は、

「
個
人の
教養」
と
成
り

得ても 、
地「バイ オ テ ク ノ ロ ツー研究会」

夜遅く ま で基礎技術の学習が続 く
域
農
業のため
に
な
らな
い
と
思っ
た

か
らで
あ
る。
それは
会
員一
人一
人

に
「村
輿し
の
心」
が
あっ
たか
ら
に

ほ
か
な
らない 。

しかし 、
研究会のA苔員たちは、
様々

な
難
聞に
ぶつ
かっ
て
行く 。

ま
ず 、

機器を揃えると言っ
ても 、

組

盤峯のために
何が必要なのか?

建
物の
構造
と
仕切
りはど
う
し
た
ら

良い
の
かフ
||

全く
分らない
世
界

へ
入っ
てい
く。
そ
れで
も 、
試
験
場

壱
訪ね 、
愛
媛大
学へ
も
公
開
講
座の

受
講生とし
て入
り込み 、

培
養
す
る

た
め
のク
リー
ンベ
ン
チ 、
実
体
顕
微

鏡 、
電子
天
秤 、
オ
ー
トク
レ
ー

プ
な 行動人 間 ・ 児玉 さ ん

7 



はま
だ
あ
りません」
と

い
う返
事が
返っ
て
く
る。

そんな
状態で
困り
果て

てい
た
時 、
町から
機
器

購入の
ため
の
補
助を 、

又農協
がプレ
ハブを
無

償で
貸し
て
頂い
た 。
町

と
農協
から
応
援を
得た

のだ 。機
器・
薬品が
揃っ
た

と
こ
ろで 、
培
地づく
り

から
始めた 。
MS
培地、

LS
培地

こ
れど
う

やっ
て
作
るん
や?
聞い

たζ
と
ない
薬品を
使っ

て 、
あ
あで
も
ない
乙
うで
も
ない
と

手
探
ぐり
の
千
分
の一
グ
ラム
単
位

の
調
合だ 。
な
んと
か培地
ら
しい
物

が
出来たら 、
今
度はブ
ド
ウや
イ
チ

ゴ
の茎
頂
点の摘
出 。
ど
れ
が茎
頂
点

ゃっ
顕
微
鏡内の
見たこと
の
無い
世

界に
会
員た
ちが
迷い
込んで
行く 。

そうして 、
何と
か
無
菌状態で 、
茎

頂点を培地に
植え込むこと
が
出来 、

二
十五
度
C
前
後に
保た
れた
培
養

室に
陳列する。
そ
して 、二
O
O
Oル

クス
の照明をある時
間だけ
当て
る。

月日
は一
日一
日
週き
て
行くが、

ど
基
本的
機
器を
揃えた 。
又 、
建物

も
準備室、
無
菌室、
培
養
室と
曲
り

なりに
も研
究
室らし
く
なっ
た 。

乙
れ
ら

建物と
機
器に
要する
費
用

は
約二
百
万
円 。
一
農
業
者・
一
農
協

職
員がそ
れら
を
負担
するこ
と
は
大

変なことである。
出来る
だ
け
個人

の
負担を
軽く
するため
に 、
パ
イ
テ

クの
技術に
対する
融
資制
度が
あ
る

かも
知
れない
と
思い 、
県
や
金
融機

関を
当っ
て
見た 。
しか
し 、
無い
の

だl
「そん
な
先
端
技術の
制
度
資金

「パイ テ ク 研究室」 ハ イ テ ク 技術の実践の場z 

カル
ス
(
細胞の
塊)
がな
かな
か
出

来ない 。
そうい
う
日が
続き、
去
年

の
夏やっ
と 、
ニ
ン
フン
が
カ
ル
ス
化

(
写
真

しシュ
1
卜(

芽)
が
出た 。

参照)シュ
l
ト(

芽)
化し
たニ
ンジ
ン

門
培
養一
合目〕

こ
の
ように 、
研
究テlマ
は
各
会

員の
自
由だが、
主に
組
織培
養を
中

心に
研
究・
実践を
し
てい
る。
こ
れ

までに 、
イ
チコ
の
蔚(ゃく)
培養 、

〈

8 

ヤlコ
ン
の
組
織培
養 、

ブ
ド
ウ茎
頂
培
養など
を
やっ
て
みた

が、
培地
に
かび
がはえ
て
し
ま
うな

ど
失
敗が
多
かっ
た 。

ただ 、
全くの
素人だっ
た
会員も 、

会
員
仲間の
検討
会、
本 、
研
究
機
関

か
ら知
識を
学び 、
パ
イ
テ
クがそ
う

遠い
存在で
無い
と
思
うよ
う
Kなっ

た 。
先日も
会
員の一
人が
筑
波の
研

究機
関へ
視
察に
行っ
来たと
こ
ろ 。

四
国 、
と
りわ
け
愛媛は、
パ
イ
テ

ク
技術の普及とその
情報ιネッ
トワー

クの
確立に
他県
よ
り

遅れを
取っ
て

い
る。
県
のグ
リーン
トピ

ア 、
ア
グ

リトピ
ア
構想と
の
関連の
中で 、
人

材と
技
術の
ネy
卜ワ
ーク

をい
かに

つ
くるかがこれからの課題
かも

ニ
ンフ
ン 、

五
十崎町の
農
業は、
果
樹(
フ
ド

ウ・
柿・
粟)
を
中
心に 、
水
稲 、
酪

農、
野菜(
キュ
ウ
リ) 、
葉
タバ
コ

など
で
営ま
れてい
る。
こ
れ
か
ら 、

中
山間地
帯の五
十
崎K 、
い
かに
適

地
適産の
品
種を
選び 、
高
品
質の
作

物を
作
るか
ーーそ

の乙
と
はと
り
も

なお
さ
ず 、
何の
作
物を
もっ
て
産
地

化し
て
行く
か
11 0

地
域
農
業の
振

興の
中で 、
耕地
面積(五
十
崎
町は

ecpr13
四角形



三 、
八八
七ヘ
ク
タール)
の
限
界
か

らく
る産
地
形
成の
限
界
もあ
るこ
と

も
事
実。
そうした
中で、
パ
イテ
ク

技術を駆
使し
た
新
品種の
育
成と
付

加
価値のあ
る
農産
物と
特産口聞
の
開

発は、
ζ
れか
らの地
域農
業
の
振
興

耳目
去す0
1

づいかちしえ骨

に
とっ
て
不
可
欠になっ
て
来
る。

五十
崎
町内で、
一
人で
も
多くの

人にパ
イテ
ク
技術を
知っ
て
欲し
い

乙
と
もあ
り 、

五
十
崎
特
産のブ
ド
ウ

(
品
種目
ピ
オl
ネ)
の茎
頂
点培
養

の
公
開
講習
会
も開
い
た
りし
た 。

今
後、
「
草の
根バ
イオ」
が
五
十

崎
町のみな
ら
ず 、
愛媛のい
た
る
所

で
根づ
くζ
と
を
希
望し
てい
る。
文

そ
うな
らな
け
れば、
パ
イテ
ク
技
術

は
他業
種(
食品業
界 、
薬
品
業
界 、

プ
ラン
ト業界等)

か
ら最も
参入
し

やす
い
技術ゆえ
に、
日
本の
農業
と

地
域の
農業が、
「
農業
者
不
在の
農

業」
となっ
てし
ま
う 。
パ
イ
テク
技

術
壱はじ
め
先端
歩術を
自
らの手
で

活用する
J克
気さH
が
農
業
者一
人

一
人に
今求め
られてい
る
ので
は
な

か
ろ
うか。

バイオ

J 

ブ
ドウの産地化が進む五十崎町
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減
農
薬
稲
作
り
に

農
薬
の
被
害
を
憂
慮

農薬につ
い
ては、
そ
の
警につ
い

て
何年
も
考えて
来たこ
と
なが
ら 、

出会い
は
身近
故、
逆
に
何人も
被
害

対
策が等閑(い
い
か
げん
の
意)
に

なり、
影
響
の
大ききに
驚くこと
が

多い
ので
ある。

終
戦を
境に
食糧
増産と、
安
定・

多収・
省力と一
重K
病
虫童相防
徐の

ため
の
農
薬 、
除
草剤と
し
て
の
農
薬

威力に
よるも
ので
あ
ること
は、
万

人の
認め
るとこ
ろと
思
う 。

し
かし 、
こ
のと
こ
ろで
は
被
害事

項だ
けを並べ
て見
ると 、
農
作
業
者

が相
当の
被
害を
受け
ると
同
時に 、

農
畜産
物の
消
費
者も
併せ
て 、
一
般

社
会人も
多く
の
警を
被る。
誤っ
た

つ
い
て

南
伊
予
農
業
協
同
組
合

考え
か
ら農薬を
悪用
す
る
者さ
え
出

る。約一 、
五
O
O一円
の
私
共
の
地
区

(伊予
市上
野地
区)
で
は
既
に 、
数

名
の
死
者が
出た 。
乙
の
現実は
稲
作

のみで
は
ない。
果
樹
栽
培 、
野
菜
栽

培
者も
同
様で
ある。

か
魚
貝
類
が
消
滅 、

土
壌
も
汚
染

昭
和初期乙
ろ
の
農
薬と
申せ
ば 、
ぎんさ

浮
鹿
子退
治
に
は
石
油
精
製
の
残
澄

(ク
サアブラ)
が
唯一
の
効
果
的な

もので、
そ
の
他
の
農
薬と
し
て
除虫

菊 、
硫黄合
剤 、
ニ
コ
チン
等
が
あっ

た
肺夜 、
外国から原料を
輸入して

組
合
長

篠
崎
猪
佐
男

次々
と
猛
毒・
劇
薬な
る
農
薬が、
広

範囲に多量使用されるように
相成っ

た 。
乙れが
今日の
問
題
点で
あ
る。

田園の
小川に
は、
魚貝
類が一
切

い
なくなり、
土
壌も
汚
染さ
れ
て
お

り、
谷川の
清
水さえも
飲用
不
可で

ある。
農畜産、
生
産
品物
体に
も 、

如何程か残留の恐れなしとしない。

V伊予市が一望で き るよ野地区

常
時使用する農民の
体内に
も
累
積

さ
れると
言われ 、
体
外へ
排
出さ
れ

る乙
と
は
ない。
河川は
も
ち
ろ
ん、

海中に
まで
害の
拡大
さ
れつ
つ
あ
る

ことは、
世人の
知るとこ
ろである。

検
討
が
必
要
な
時
期

乙
う
考え
て
来る
時 、
最
も
恐
るべ

きは、
輸入
食品
類で
あろ
う 。
計り

知るこ
と
の
不可
能
故 、
気
付
かぬ
ま

ま、
お
互い
に
幅広く
体内に
吸
収し

てお
る乙
と
は
言を
またない。

公
開
済みの
輸入
肉 、
ワ
イン 、
果

物、
穀類 、
乳
製
品 、
多くの
加工
食

品等々
、

特に
注
目すべ
き
は
外
国産

の
米で
ある。
園
内
農
業に
お
い
ても

検討
の
必
要な
時期に
相成っ
てお
る

10 
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と
考え
られ
る 。

美
の
裏
返
し
は

多
量
の
農
薬
使
用

消
費
者ニ
ーiズ
と
言う
が、
店
先に

並ぶ
果
物、
野
菜は
目
先の
美し
い
物

が
好ま
れるた
め 、
市場
流通
業
者も

生産
地に
向かっ
て
「
美L
を
要
求す

る 。
生産
者
も 、
要
求に
応じて
多
量

の農
薬を
用い
る。

農薬製
造
業
者は、
手を
換え 、
口問

を
変え
企
業
利益
増
大に
走
る 。
農
薬

流
通
商
社は、
輪
を
懸
けて
P
RK
努

め
る 。
農業
指
導者
も
文 、
最大
公
約

数的
防
除暦を
作
製し
て、
生
産
農
家

に
配
布す
る 。

系
統農
協
も又 、
生
産
資材
取り
扱

い
数量 、
シェ
ア
l鉱

大に
長
年
懸
命

に
努力し
続けたこ
と
は、
否
め
な
い

事
実で
あ
る 。
私
もその一
人で
あ
る

こ
と
は、
偽りのない
と
こ
ろ
で
あ
る

と
反省し
てお
る 。

恐
るべ
き農
薬が生
産
・

流
通
さ
れ

消
費
者に
喰い
入っ
てお
る
と
思
う
の

で
あ
るが、
最近 、
漸く工
場
排
水
被

害と
共に 、
世間が一
般
的に
考
究
し

始め
た 。

き
っ
か
け
は
コ
ス
ト

低
減
と
農
薬
被
害
の
防
止

きて、
我が農協で
は何
故 、
こ
れ

を
取り
上
げ、
減農
薬
営
農経
営方
針

を
打ち
出し
た
かで
ある
が、
乙
の
と

こ
ろ
では
稲作に
限
定し
て、
少し
書

い
てみ
る 。

地
域の主
作
物は
稲作り
で
あ
る 。

米の問題は、
最近全国の大問題で、

農
業の本
質や日
本農業を
知
らな
い

自称
学
者 、
ご
都
合主
義の
財界
人 、

評論
家等の一
部
分の人々

、
日
本
農

業を理
解し
てい
な
い
のか
と
思わ
れ

る一
部の
政治
家等の
批
判 。

米過剰 、
米食減退 、
食
糧
管
理
制

度の
なし
崩し 、
減反 、
米
価
値下
げ

τ�� 

V南伊予農協
(左の建物は営農セ ン タ ー)

と
矢
継ぎ
早に
農民を
苦し
め
る乙
と

に
相
成っ
て
来た
ので
あ
る
が、
農
民

自
身も
自
己
擁
護のた
め 、
米の
生
産

コ
ス
トを

引き
下げ
るこ
と
を
本
気で

考え
ね
ばならない。

そ
の一
環と
し
て、
ま
た
併せ
て
前

述の
様に 、
自らが農薬
被
害を
防が

ね
ば
ならない
と
い
うとこ
ろ
か
ら 、

減農薬
稲作り
を
打ち
出し
た
の
で
あ

マ令 。
使
用
量
を
半
減

稲作一
年に 、
五
t六

回
農
薬施
用

を 、
三
1一一一

固に半減の計碩を
樹て、

各
方
面 、
普及所を
始め 、
関
係
先々

のと
指
導を
受けた 。

既に
六
年前
か
ら
ウン
カ
の
天
敵
殺

し
で
ある 、
田
植え
直前の
畦
畔・
堤

堕守へ
の乱用は
停止しているので、

育
苗時
箱施用と
し
てカヤ
ホ
ス
を七

0
1八

0グ
ラム 、
本田
施
用はニ
固

に
止
め
る 。

試
験研
究
栽培を
行
う乙
とに
し
て

諸経
費
及び 、
万が一
つ
の
失
敗時
損

失発生
の
補
償を
理
事会で
決定し 、

伊
予
農業改
良
普及所を
始め 、
先
進

地
の
福
岡
市の
農業改良
普
及
所の
宇

根
技
師のとこ
ろ
で
稲
作
農
家並び

に
各
部
落の
代表
者 、
膏
年
代表
者 、

農協
職員等を
数回に
亙り
現
地
視
察

に
派遣し
た 。

穏
作農家
自体の勉
強
が
必
要
なの

で、
福
岡の
宇
根
技師を
招い
て 、
稲

作
観
察 、
減農
薬
栽培の
講
習 、
現地

指
導等を
実施し
た
が、
稲
作
農
家の

関
心は
極め
て
高く 、
一
五
O名
余り

が
受講し
た 。

その
問 、
内容は
誠に
簡
単
な乙
と

なが
ら 、

戦後四
0年
聞に
亙る
稲
栽

培の
慣行を
脱
皮
する事は、
やはり

盟ヨの抵
抗も
あり、
半
面 、
好
感も

持た
れ 、
報道機
関からも
度々
問い

合
わせ
があり、
新
聞記
事に
なり、

テ
レビ
放送
も

行わ
れた。/一-----------ー\

暢之塗内
1 1  



宝の-fJコヘ〕薬減衰
4唱農協の前lζ

揚げている看板おf子予

生
産
者
と
消
費
者
の

交
流

出来上
がっ
た低
農薬
米の
処
分
措

置につ
い
ては、
えひ
め
生
活協
同
組

合の立川
百恵
理
事長さ
ん
が、
稲作

植え
付
け
よ
り収穫ま
で 、
数回に
亙っ

て
現地
状況
観
察を
頂き、
生
協
役
員

さ
ん
方の大
勢のと
来
訪を
受
け
た 。

ま
た 、
生産
者 、
消
費
者代
表 、
指
導

員を
交えての座
談会も三回
行っ
た 。

意
見
交換 、
現地
視
察を
積み
重ね

て、
経
済
連米
麦
担
当の
篠
原
部長
殿

の
仲
介も
あ
り 、

全
面的に
生
協
のと

協
力を
頂いたこと
は
本
当K
有
り難

く 、
勇
気
倍加さ
れ
たので
あ
る。
こ

こ
に
敬意
を
表
し
紙上を
借
りて、
厚

くお
礼を
申し述べ
る
次
第
で
あ
る。

六
十
三
年
度
は

五
Oヘ
ク
タ
ー

ル
に

収
穫の
結果は、
意
外に
も一
般作

の
米は五O%が一

等合格のと
ころ 、

減農薬
試
験
回
は
全
部一
等
合格と
い

う
恩
わぬ
良
い
成
績を
得た 。

一
括 、
立
川理
事長さ
ん
の
所へ
お

引き
取
りを

願っ
て、
受
け
渡
し
完了

し
た
様な
経過で 、
六
十三
年
度は
少

な
くと
も
五Oヘ
ク
ター
ル
を
目
標と

して
拡大
栽培準
備
中で
あ
る。
ま
た

併せ
て、
低
農
薬
栽培
専用の
有
機肥

料も
設
計研
究
中で 、
現に
経
済連
肥

料
部長の
手
元で
検討中で
ある。

六
十四
年
度は、
是
非と
も百ヘ
ク

タール
と
致
した
い。
目
標κ
向け
て

着々
進ん
で
い
る。

農
協の取
り

組ん
でお
る
大
事
業で

あ
る
圃場
整備
事
業と
並
行し
て
実
行

し 、
米の生
産コ
ス
ト

引き下
げを
図

り 、
消
費
者に
安全な米
を
多
く
提
供

して、
米の

消費拡大に
役立ちたい。

そして、
農

雰所得

保持を念
願し、

試験
栽
培中ご
指導 、
と
協
力をお
寄

せ下きっ
た

関係機関の
皆様陀
対し 、

衷心よ
り厚くお

礼を
申し
上
げ
る。

公刊しHHゆ訊I
城島健妾q

+h米同市
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ベルンj'\IIビエジバッハ

農
山
村
の
く
ら
し

ス
イス
生
活
共
同
体

スイ
スに
は
山間
部
の
農
村地
域娠輿の
ため
の
協
会が
多
く
あ
るそ

うで
す 。
協
会の
組織はそ
れぞれ
形
態が
違い 、
民
間
の
自
由
組
織で

あっ
た
り 、

官・
学・
民の
横につ
なが
りで

過
疎地
娠
興K
取
り組む

共同
体などで
す 。

私
達は
ス
イスの
首都ベ
ルン
か
ら
車で
約一
時
間ほど
の
山
間
部 、

ベ
ルン
州メ
ン
タール
地
域 、
ピエ
ンバ
ッ
ハで
農業を
蛍む
イゼ
リ
さ

ん
のお
宅を
訪問古せてい
た
だ
きま
した 。

小
規模農家グループ

イゼ
リさ

ん
の
農地は
小さ
な
谷
間

の
続く 、
かな
りの

急
傾
斜
地
で、
酪

農とム
ギ
や
野
菜を
家族
労
働
で
生産

す
る
小規
模農
家で
す 。
彼
は
特に
自

然白
控除で
農業を
営む
自主
的
な
農
村

生
活共同
体に
加入
してい
ま
す 。

彼
らは
有名なドイ
ツ
の
社
会
教
育

挙卓司ブルフ・
シュ
タイナ!の
哲学 、

アン
トロ・

ポ
ゾフ
ィ
l

(〉
呈
Z
宮

ω。同uy"。
〉口同吋OH02関】ロ
-MC同wm凶

本
来
の
人
間
U0
2
喜

EH
5
Eoヨ
知恵)
K
従っ
て農村

で
の生
活壱していま
す。
乙
の
アン

トロ・
ポ
ゾフィ
l

はよ
く
分か
りま

せ
ん
で
したが 、
医学 、
教
育 、
哲
学

など
人
間が生
き
るた
め
の
総
合的な

考え
方で、
そ
れは
宗
教的な
も
の
で

はな
く 、
ヨ
ーロ
ッパ
で
は
有
名な
思

想だ
そ
うで
す 。
ス
イス
に
は
大
きな

コ
ミュ
lン

(
市町
村)
に
は
私立
の

シュ
タイナl
教
育の
学
校が
あ
り 、

スイス士主に
在住す
る
華守のグルl

ロ

FOド
ロ

同

。

側
愛
媛
県
ま
ち 、つ
く
り
総
合
セ
ン
タ
ー

プ
の
子
供達は
全
員
そ
の
学
校児通っ

てい
ま
す 。

宇
都
宮
栄

こ
の共
同
体は小グルー

プ
で
編成さ
れ 、
グル
ー

プととに世話人かいて 、

一
人が
十人か
ら二
十人

の
家族を
受け
持ち
指
導

に
あたっ
ていま
す。
世

話人は必
ずそ
の
地
域に

住む
ζ
とが
原
則で
すが 、

農業をしている人であっ

て
も 、
なく
て
も
能
力があ
れば、
誰

で
もな
れると
い
うシ
ステム
で
す。

協
会の運
営
費は
会
員か
ら年
間二

五フラン(
約二
五

のハ肖)
の
みで、

理
解ある
人や 、
銀
行等か
ら
の
低
金

利の
貸し
付け
金で
運
営を
してい
ま

す 。会
員は
極め
て
小
規
模で、
地
形的

農業システム

自
然農法で
農業をし 、
アン
トロ・

ポ
ゾフィ
lの

教えに
従い
農村生
活

を
する
彼
等は
強い
つ
なが
り

持ち、

相互扶
助の生
活を
し 、
その
ネ
ッ
ト

ワ
ーク

は
ス
イス全土
に
広がっ
てい

す。

イ ゼ リ さ ん と お嬢ちゃん
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に
は恵
ま
れな

い
過疎の
村の

農
家が
大半で、

農
家の
後継
者

より
も
都会か

らの脱
サラ
で

新し
く農業を

始めた
人が
多

い
ようで
す。

協
会は、
農
業

をしたい
人民 、

家や
農地を
手

配し
たり、
自

分で
農
業をや

っ
てみ
て 、
ど

うに
もならない

農
家の
指
導
に
あた

る
などの
役
割も
果たし
てい
ま
す 。

基
本的に
は、
ス
イス
農
村の
伝
統
的

ない
い
ものを
生
か
すこと
で、
農
業

は
無農薬で
肥
料も
使わ
ず 、
自
然の

まま
地
カを
あげて
作
物を
栽培す
る

自
然農法で
す。

彼らの作
る
農産
物の
流通
経
路
は

一
般の生協などではマ
ージンが

高
く

採算が
合わ
ず 、
一
般の家
庭や
自
然

食レス
ト
ラン
に直
販し
てい
ま
す 。

将来は
自
分達で
消
費
者と
販
売
組
織

つ
く
る
計
画を立ててい
ま
す。

農村生活技術

イゼ
リ
さん
の
農地
は
標
高七五
O

m 、
農
地
面
積六h 、
畜産が
主で、

ム
ギ
やと
うも
ろこし 、
じゃ
が
芋
等

の
野
菜を
生産し
てい
ま
す。
彼は
私

達を
裏
山の見
晴
ら
し
の良い 、
一
番

高い
所に
案内をし 、
詳し
く

説明を

し
てくれまし
た 。

乙
乙
の
地
域の
形
態のなり
た
ち 、

森
林
面
積の変
化 、
集落の
歴
史
的
形

態 、
地
力の
状
態 、
伝
統
的
集落・
家

屋の
立地
等 、
農業を
営む
人と
は
思

え
な
い
ほ
ど
の
知
識に
は
驚
か
さ
れ

ま
し
た 。

乙の
地
方は、
毎年
十月から
翌
年

五
月にわたり、
長期

間積雪があり、

その
期間は
農
業を
すること
は
で
き

ませ
ん。
そこで
夏
場
は、
冬に
備え

ての
合積や
家畜の
飼料の

貯蔵を
し 、

冬は
食
品加工
や
山の
手入
れ
に
当た

わま
す 。
りん
ごジュ
ース

やジャム 、

現
製
品な
ど
の
食品加工
は
国の
政
策

に
より、
義務つ
け
られてい
る
らし

く、
ど
の
農家で
も
手作り
の
技
術
が

あるよ
うで
す 。
その他、
天
然
素材

を
使っ
た日
用品の
製
作
や 、
家
具の

修
理 、
家の
建築など、
ス
イス
の
山

(正

村に
は、
日
本と
違っ
て 、
昔
な
が
ら

の生
活
技術は
守ら
れ 、
今で
もかな

り
日
常
生
活の
中に
存在し
てい
る
の

で
す。
言い
換え
れば
全
国
面一
化さ

れた
生
活で
なく 、
都
市の生
活を
羨

ま
ず 、
農
家は農
家らし
く
し
たた
か

な生
活があると
実感し
ま
し
た 。

ま
た 、
民
家のい
た
る
所に 、
生
活

品にデ
ザイン
を
見
ること
が
で
き、

どん
な所に
も
花を
飾る
心の
ゆとり

と
豊かさはあ
きれ
るほ
ど
で
す 。

私達は、
彼
が仲間に
協
力し
ても

らい、
彼自身で
建てた一

瞬草者場 、

三
階
建の二
十
坪
位の山
小
屋で、
手

作り
のジュ
ース

やパ
ン
等を
御
馳
走

に
な
りましたが、
その小崖とい
い、

手作り
食品といい
素晴
らし
い
もの

で
し
た。生

きる快適環境

ス
イス
と
言えば 、

精密機械とチー

ズ
で
有名で
すが、
そ
れ
らをつ
く
る

ス
レー
トぶ
きの
大工
場
は
な
く 、
全

てはこう
し
た
山
村の納
屋産
業で
生

産
さ
れること
は
篤きで
す 。
そ
れK

は人々
の生産形態を壊さないこと 、

生
活環
境 、
景観を
守る乙
と
が
配
慮

さ
れた
もので
は
ない
かと
勝
手な
想

〈重
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像を
しまし
た。

ま
た、
山
村で
生
きる乙
と
は、
自

然壱
守ること
の
意
味で、
そ
れに
対

し
て
国か
ら補
助金
が
出る
話も
あ
る

そうで
す 。

昼
食時K
は、
ベ
ルン
市
内に
ある

彼
等の生
産する農作
物の
み
で
経
営

する
自然
食レス
トラン

で、
食
事を

しなが
ら 、

協
会の
事務
局長
さん
と

活動の一
端をお
聞き
する
機
会を
持

つ
乙
と
がで
きま
した。

彼
等の
活
動の
大きな目
的の一
つ

は、
快適な国土
空
聞をつ
く
る
乙
と

で
す 。
現状に
対する
反対
運
動を
す

るとい
うζ
と
で
は
ない
ので
す
が、

全
国民
住む
協
会
員が、
手
分け
を
し

て
森
林 、
水 、
空
気など
の
環
境
汚
染

調査を
した
り 、
アン
ケ
ー
ト
を
取っ

たり、
子供達が
自然K
対す
る
作
文

や絵画を
書い
たり、
それ
ら
を
持っ

て環
境庁
長
官と
座
談
会を
開
催を
し

た
りし
てい
るとの
お
話
しで
した。

彼
等にとっ
て 、
農
業を
する乙
と

は、
単に生
産を
する
こ
と
だ
けの
意

味で
は
なく 、
人
間の
生
き
る
快
適
な

環
境づく
りや 、
人間
ら
しい
生
き
方

を
求め 、
大
自
然の
中で
楽
しむ
こ
と

だ
とい
う
思い
が
しま
した。

スイス
の
田
舎を
見て
感
じ
る乙
と

は、
行けど
も

行けど
も
続
く
美
しい

風
景があ
り 、

緑と
花に
思い
の
込
め

られた
空間があ
り 、
そζ
で
生
産を

し
て、
料理
をつ
くり、
加
工を
し
て

使
い
こな
すとい
う堅
実な
暮らし
が

あるζ
と
で
す 。

人は自
然のなか
で恩恵
を
被っ
て

生きてい
る
わけで、
大
地
壱
人
間の

都合で利用するわけであ灼孟すが、

自
然を
神と
する長い
歴
史
を
持つ
わ

れわ
れ日
本人で
あ
りなが
ら 、
余り

に
も
肥
沃な大地で
暮ら
す乙
と
に
甘

え 、
大
地を
酷
使し
すぎ
た
の
で
は
な

い
で
しょ
うか。
そし
て 、
近
代
化に

よる
経
済大
国と
な
り 、
「こ
うい
う

環
境で乙う
暮らし
たい。」と
い
う
思

い
とは
違っ
た
営み
に
歪
みを
見
る
今

日で
はない
かと
思い
ま
す。

農
村は
農
村
らしい
暮らし
の乙
だ

わり
を 、
暮らし
のデ
ザイン
を
持つ

乙と
を
私達日
本の
農
村は
忘
れて
い

る、
と
感じ
させ
られ
るス
イス
の
田

舎で
した。マ

前回の
イル
ドフ

ラン
ス
と
今回のス
イス
の
記
事
につ
い
て
は、
五
十
崎町シ
ン
ポ
の
会の
みな
さん
が
計画

さ
れ
たヨ
ーロ
ッパ

研修に同
行古
せ
てい
ただ
き 、
高
知・
西日
本
科
学
技
術
研
究
所の
福
留
所
長
さんKと
指

導をい
た
だ
き 、
その
研
修の
報
告をさせ
てい
た
だい
た
もの
で
す 。
書
面を
もっ
てお
礼
申
し上
げ
ま
す 。

1 5  
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食べ物への願い

えひめ生活協同組合
理事長

え

ひ

め

生

協
は

、

一

九

七

四

年

の

設

立

以

来

H

安
心

出

来

る
食

生

活
H

を

大

切

な

活

動
の
一

つ

に

し
て

来

ま

し

た
。

H

安
心

出

来

る
H

と

云

う
こ

と

は
、

安

全

性
が

高
く
、

安

定

し

て

手

に

入

り
、

価格が

安
い
こ

と
亭
鷲
昧
し

て
い
ま

す。

そ

の
た

め
、

添
加

物
を

な
る
べ

く

使

わ

な

い
、

農
薬

を

出

来

る

だ

け

減

ら

し

た

食
べ

物
を

予

約

共

同

購
入

す
る

活

動
が

進

み
ま

し

た
。

そ

の

中

で
、

そ

れ

ら

を

生

産

し

て

下
さ

る

方

々

と

の

話

し

合
い

提

携
も

進

み
、

安
心

出

来

る
食
べ

物
に

対

す
る

考

え

方
も

少

し

ず
つ

地

域

の

中

で

合意が
広
が
っ

て
い

る
と
患
い
ま

す。

改
め
て
食
生
活
運
動

そ

し

て
、

近

年

「

健

康
を

め

ざ

し

風

土

に

合
っ

た
食

生

活
」

運

動
と

名

づ

け

た

取
り

組

み

を

進

め

て

い

ま

す
。

こ

れ

は
、

地

域

で

生

産

さ

れ

た

農
水

産

物
を

大

切
に

し
、

そ

れ

ら

を

中

心
に

育

て

ら

れ

た
食

文

化

を

大

切
に

し

て
、

食

事
を

考
え
よ
う

。

そ
れ
が

人
間
の
命
を

育

む、

つ

ま

り

健

康
に

暮

ら

す

基

本

的

な
食

生

活
と

し

て

優
れ

て

い

る
。

そ

れ

を

運

動

と

し

て

広

め

よ
う

と

云

う
こ

と

で

す
。

昔
か

ら

H

自

分

の

生

れ

た

所

の

+
里

四

方
の
食
べ

物
を
食
べ

て
い

れ

ば

元

気

16'勾

で

長

生

き

出

来

る
H

と
か

N

生

れ

育
っ

た

土

地

の

水

と

合

う
H

と
か

云

わ

れ

て

来
ま

し

た
。

こ

れ

は

経

験
的

に

先

人

が

伝

え

て

来

た
こ

と

だ

と

思

い

ま

す

が
、

急

速

な

科

学

技

術
の

発

達

と

経

済

発

展

は
、

日

本
人

の
食
べ

物
に

も

革

命
を

起

こ

し

ま

し

た
。

特
に

、

こ

の

三

十

年

程

の

聞

に
食

生

活
の

幅
が

広
が

り
、

豊

か

に

な
っ

た
一

方、

バ

ラ
ン

ス

を

く

ず

し

た

り
、

健

康

維

持
に

は

問

題

の

多
い

食

事
も

多

く

な

り
ま

し

た
。

そ

し

て
、

私

た

ち

は
、

祖

先

が

長
い

年

月

を
か

け

て

作り
あ
げ
て

来
た

優
れ
た

物
も
捨

て
去
っ

た

り
、

失
っ

た

り

し

て
い

る

か

も

知

れ

な
い

と

思

い

は
じ

め

て

い

ま

す
。

伝

統

的

な
食

生

活
の

良

い

所

は

し
っ

か

り

取

り

入

れ

て

伝

承
し
、

新
し

い

食

生

活
の

組

み

立

て

に

必

要
な
こ

と

を

総

合

的

に

進

め

て

行
こ

う
と

云

う

運

動

で

す
。

産
直
と
学
習

こ

の
運

動
を

進

め

る
一

つ

に
、

地

元

の

生

産

者

と

の

提

携
、

つ

ま

り

農
水

産

物

の

産

直

が

あ

り
ま

す
。

地

域

で

出

来

た

産

物
を

、

そ

れ

を

生

産

さ

れ

る

人

た

ち
と

交
流

し

な

が

ら
食
べ

て
い

く
。

こ

れ

は
、

生

産

現

場
か

ら

の

距

離

が

年

々

遠

ざ
か
っ

て

い

る

消

費

者

に

と
っ

て
、

3 

商

品

の

生

産
過

程
、

地

域

産

業
を

理

解

す
る

上

で

大
き

な

意

昧
を

持

ち

ま

す
。

二

番
目
は 、

食

生

活
に
関

する

学
習
・

啓

蒙

で

す
。

消

費

者

は
、

あ

ま

り

に

急

激

な
食
べ

物
の

変

化
と

核

家

族

化

の

中

で
、

我

が

家
の
食

生

活
を

ど

う

組

み

立

て

る

か
、

迷

い

悩

み
ま

す
。

料

理

の

技

術
は

親
か

ら

子
へ

伝

え

に

く

く

な
っ

て

い
ま

す
し 、

新
し
い

知

識も必
要
で

す
。

魚

の

お

ろ

し

方
、

野

菜

料

理

の
こ

な

し

方
、

新

し

い

加
工

食

品

が

増

え

る

中

で

中

身

の

正

し

い

情

報
や

使
い

方 、

な

ど

主

婦
の

学

習材料
は
山

積
し
て
い
ま

す
。
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近
所の
仲
間
で

こ

の
運

動
を
進
め
る

の
に

私た
ち

は
、

H

班
H

と

呼

ぶ

隣
近

所

の
グ
ル

ー

プ

を

基

礎
に

し

て

い

ま

す
。

産

直

な

ど

商

品

の

購
入

も

こ

の

単

位
で
一

緒

に

し

ま

す

の

で
、

お

互
い

台
所

を
知

り

合
っ

た

仲

で

親
か

ら

子
へ

伝

わ

り

に

く

く

な
っ

た

こ

と

も

教

え

合
い

、

生

活
を

高

め

合

う

こ

と

に

な

り
ま

す
。

更

に
、

い

く
つ

か

の

班
が
一

緒

に

な
っ

て

地

区

ご

と

に

運

営

委

員

会

を

作
っ

て

い

ま

す
が

、

そ

こ

で

も

料
理

教

室

を

は

じ

め
、

生

活

の

全

ゆ

る

分
野
で

知

り
、

知

ら
せ

る

学

習
・

啓

蒙

活

動
を

す
る

様
に

し

て

い

ま

す
。

食の
基礎になる農業

今
、

日

本
の

農
業

は

厳
し

い

状

況

に

お
か

れ
て
い
ま

す。

し
か

し
、

農業
は

、

国

民

の

基

本

的
食

糧

の

安

定

確

保

の

み

な

ら

ず
、

水
・

緑
・

土

な

ど

自

然

環

境

の

保

持
と

云

う

点
で

も

大

き

な

役

割

を

果
た

し

て

い

ま

す
。

私

た

ち

は
、

食

生

活
運

動
を

す

す

め
る

中
で

こ

の

問
題

を

も
っ

と

学

習
し
、

日

本

の

農
業

を

守

る

運

動
と

し

て

強

め

た
い

と

考

え

て

い

ま

す
。

) t， 

企消費者の援農活動

4 さかなのさばき方はフ
ふ む ふむ e
真剣なま なぎし
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共
生
と
共
同
で

い
ま、
む
らは、

地
域
社
会の
経
済

的連
帯
感が
ゆ
るみ 、
共同体意
識・

相互
扶
助の
考え
が
薄れて
来た
とい

λノ 。hu
らは
減び
る
の
か、
再生
す
る
の

か、
その議
論は
多い 。
そ
れは、
む

らとは
何か、
む
らをど
う
理
解
する

か
によっ
て、
崩
懐し
てい
る
と
も生

きてい
ると
も
言え
る。

私た
ち
は、

M
むらH
と
は、
自
然

と人の共
生で
農業が栄え 、
人と人 、

心と
心が結び
合う
共同関
係 、
ない

しは
連
帯の
あ
ると乙
ろと
考え
る
の

だ
が、
ど
う
だ
ろ
うか

e7の
農業は、
三つ
の
朝かあ
り 、

都
市近
郊の
水田
農業、
山
麓の
段
畑

果
樹
農業、
そし
て
山間地
の
複
合
農

業で
あ
る。
そ乙
には、
若い
農業
者

の
仲
間や
婦
人 、
高齢者たち
の
農業

や
地
践を
見つ
め
る臣 、
そし
て
思い

す
む
ら
づ
く
り

を一
つ
K
する
人
達がい
て、
様々
な

生
き生
き農
業
壱
展開し
てい
る。

今回
は、
都
市近郊で
高
齢
者
が
音

じ絢ζし

頭を
とっ
て、
「地
発』
と
も
言え
る

活
動を
し
てい
る
状況
を
紹
介し
て
み

T
し

-
きっ
か
け
と
なっ
た

減
反
政
策

松
山
市か
ら
南へ
車で二
O
分の
伊

予
市
下一二
谷地区は、
総
戸
数三
五一

戸 、
内
農
家は一
二
六
戸で
あ
る。

山
麓は
ミカンハ
ウス
団地
と、
平

場
は
レ
タス
(一
七ヘ
ク
タ
ール) 、

長ナ
ス(二・
二ヘ
ク
タール)
の
野

菜団地と 、
それに一
七
七ヘ
ヲ
タ
ー

ル
の
水
田
を
守
る
八
つ
の
溜
池
が
あ

り 、
美し
い
農
村の
景
観を
残す
集
落

で
あ
る。

乙
こ
に
変
動がおζっ
た
の
は、
米

乙

伊
予
農
業
改
良
普
及
所
長

高

岡

‘、

工
子

の生
産調整に
よ
る
減
反
政
策を
打
ち

出し
た
昭
和四
十六
年
で
あっ
た。

折
し
も 、
普
及
所
は、
伊
予
市
に

「
農家高
齢者生
活開発パ
イロ
ッ
ト

事
業」
を
導入し
て、
高齢
者
の
生
活

実
態や
意
識
調査を
実
施し
た。
そ
の

結果を

築審毎に返してい
く
内 、
下一一一

谷地
区で
は、
高齢
者と
経
営
主や
婦

人た
ち
と
の
交流が
始まっ
た。

そと
で
は、
む
ら
のζ
と、
農
業
の

こ
とにつ
い
て、
お
互い
の
意
見
を
述

べ
合うよ
うK
なっ
た。
減
反
問
題K

つい
て
高齢者は、
「
極反い
うて
も 、

裏作
の
延
長と
考え
た
らえ
え
の
よ。

わし
らは、
田
園K
野菜
壱
作る」 、

百
姓
は
土
地
を
遊
ば
せ
た
ら
終
りだ

井、元気な

高齢者二
十三
名で

野菜出荷

組合
を
発
足
させ 、
昔
か
ら

作っ
てい

た
大
根 、
ね
ぎ 、
キャ
ベ
ツ
を
作
り

始

，ど) r'( 
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高岡Eエ子さん

め
た。
農協は、
集落の隅
々
ま
で
毎

日
野菜を
集め
るよ
うになっ
た。

-
ま
な
板
の
上
に 、

毎
日
八
種
の
野
菜
を

乗
せ
る
宣
言

その
頃 、
減
反と
ミカ
ン
の
価
格の

低
迷が続き 、
婦
人た
ち
は
外に
出て

働くと
と
が
多く
なっ
てい
た。

高齢者と
婦人
の
交
流
集
会で、
一

人の
老人が
「近と
ろ
は包
丁
を
使わ

ぬ
料理
を
食わし
よ
るL
と
叫ん
だ 。

途端に
婦人た
ちの
中
か
ら 、
ざ
わめ

きが起こっ
た。
味
噌
汁の
具も 、
大

根でなく「もやし」
「えのきだ
け」

に
変わっ
た。
家
庭
菜園
を
放
棄し 、

ス
ーパ
ーのパ
ッ
hy
入
り惣

菜で、
簡

易で
使
利
な
食
品を
選
らん
でい
た
乙

と
を
反
省 、
包
丁
を
使
わ
ない
料
理

の
燈汀は、

高齢者にとっ
て

苦事九つ

ecpr13
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た乙とを
知っ
た。

それだ
けで
は
ない。
そ
の
よ
うな

生

活様式へ
の
努行が、
「
省周 、
自分

たちの
首をしめ
る
減
反
政
策につ
な

がっ
たんでは
ない
か」
と
話し
合い

は発
展していっ
た。

ζ
の
後、
婦
人た
ちが
頑
張る
レタ

ス団地は一
七ヘ
クタール
に広が
り 、

昭
和六
十一
年陀
県
会長
賞を
受け
る

に至っ
た。

高齢者たちは、
攻か
意
を
得た
り

と「まな
板
に乗せ
るまで
は、
わ
し

ら
が

面倒をみよ
う」
と 、
以
来
野
菜

の
供
給責任
を
引き
受け
る。
毎
年
十

二
月
十五
日
には、
自
分た
ち
の
作っ

た
野菜を
自
慢す
る
『互評
会』
を
始

め
てい
る。

その
時 、
挨拶を
する老
人
会の
会

長は、
「
生
活改
良
普
及
員さ
ん
が、

一
日八
種
類の
野菜を
食べ
よ
うと
教

えてくれたのがキッカケ
になっ
て

」
と
毎
回の
如くヨ-早つ 。

かく
て、
八
種類の
野
菜がど乙
の

家で
も
食べ
られ
るよ
う陀
なっ
て、

カレ
ーライ

スの
時も 、
野
菜料
理
が

一
品添え
られ
るよ
うになっ
たとい

Fつ 。

年中行事になった 「互評会」 の 模 様

地
域
を
見
直
し 、

集
落
環
境
を
整
備

「減
反は
裏作
の延
長よ 。
農
業
は

機
械でや
る
荒っ
ぽい
仕事だ
けで
な

く、
裏作
のよ
うな細かい
仕事が
噛

み
合っ
て
出来るん
だ」
と
い
う
高
齢

者の
言
葉民 、
経営主
たち
も
真
剣
に

「長ナ
ス」
など 、
新しい
野
菜
に
取

り組む
よ
うになっ
た。
ま
た、
改め

て湿田や 、

機械の入らない
水田を 、

子孫のために美固と
して残そうと 、

九
・

九ヘ
ク
タール
の
基盤
整
備
に
昭

和五
十七
年
に
踏み切っ
た。
乙
れ
は

伊
予市の
水田
基盤
整備の
きっ
か
け

に
もなっ
た。

下三
谷
集
落では、
江
戸
時代の
天

明年
間
二
七
八
0年
代)
か
ら
受け

継がれてい
る「む
らL
の
記
録
文
書

が
保管さ
れてい
る。
ζ
の
記
録文
書

が残されるよ
うになっ
た
背景に
は、

水利をめく
る
長い
葛藤
の
歴
史かあ

る。高
齢
者
た
ちは、
下三
谷
にある
溜

池
め
ぐ
りを

始
め
た。
小
学生
児 、

池
か
ら池へ
と
歩きなが
ら
史
跡
を
残

そ
うと
した
か
ら
だ 。
そ
の
時 、
県
道

沿い
の
空き
地
か
荒
れ
放題
に
なっ
て

い
るのを
見
付け 、
二
メ
ー
トル

幅で

長さ二
0
0
メ
ートル

の
荒れ
地
の
草

を
引き、
整地し 、
四季の
花を
植え 、

池へ
の
道を
『フ
ラワ
ー口
l
ド』
と

し
て作っ
た。

「む
らは
美
しく
なけれ
ばい
けな

い
と
恩
うけん、
と
う
して
端々
を
耕

しと
るん
よ」 。

地
域
の
中
に
理
解
者
を

広
め
る

毎年
十二
月
十五
日は、
自
分た
ち

で作っ
た
野
菜の
自慢を
する
『
互
評

会』
を 、
高
齢
者た
ちが企
画
を
始め

て
今年で
十五
年
に
な
る。
八
五
人
の

会員が三
百
点を
越す
野
菜を
出
品す

る。乙
の互
評
会は、
集
落の
年
中
行事

に
なっ
て、
婦人
会は
宜
義理を作っ

て振る舞い 、
農協は本所で主催
する

品評
会の
出
品
野
菜よ
り立
派
だと
賞

を
出す 。
かく
て、
八
種類
の
野
菜
が

どの家でも
食べ
られるよ
うになり 、

むらの食生
活は大きく
変わっ
ていっ

f
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ワラで辰年のH龍Hを作り意気盛んな老人たち

ま
た、
余剰の
野
菜を通
し
て 、
近

く
の
団地の
奥さん
たちと
交流
が
始

まっ
た。
団地の
奥古
ん
た
ちの
中に

は、
レ
タス
の
植え
付け
時や 、
収
穫

時には
援農に
やっ
て来る人

も出来 、

現
在は
「
労
働
銀
行」
に
発展を
して

、
る。婦

人た
ちの 、
レタ
ス収
穫
時の
体

操や 、
収
穫調
整作
業台の
改
善
が
進

み 、
意徴
的に
操業κ
取
り

組
む
よ
う

に
なっ
た。

昨年の
暮れ 、
しめ
縄作り
に
集まっ

た
高齢者たちは、
乙の
不
況を
ふっ

飛ばすために 、
辰年の

H
飽H
は
農

耕・
治
水のシ
ン
ボル
だと
し
て、
龍

年比
あやか
ろ
うと 、
ワ
ラ
で
龍
壱
作

り集
会所に
飾っ
た。

律
儀者の
下三
谷の
高
齢
者
た
ちは

「
生ま
れ
育っ
た土地で
作っ
た
もの

を
食べ 、
死ぬ
まで
地
下足
袋をは
い

てい
たい」
とい
う生
き
様が、
地
域

の
土地と
人の
心を
耕し
たの
だ
と
思

pnノ 。
むら aつ
く
りは、
名
所 、
名物、

名人づ
くり
と
い
うか 、
乙
の
事
例か

らも見
られ
るよ
うK

111 ( 

20 

川
他
人のい
たみ
が、
自
分のい
た

みに
感じ
る
集
落か
ら

始
め
なけ
れ

ばな
らない。

同
土K
結びつ
い
た農
業を
発展
さ

せ
ると
と 。

川
自分た
ちの
地
域の乙
と
は、
自

分たちでと 、
地
域の
干ネル
ギ
ー

を
引き
出す
人が、
そEに
い
るこ

ん』 。なの
だ
と
改め
て
思っ
た。

ecpr13
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我が四国・
勾

固
匂の
昧を目指
して

城
川
町
の
概
要

城
川町は
愛
媛県の
西南
部に
位
置

し、

経由積
二一
六・
七二
平方キ口 、

人口五 、
九八九人の農山村である。

地
形は
最
高
峰の
「雨包
山」
一 、

一一一
メ
ー
トル
をはじ
め 、
四
聞
を

山嶺に
閤まれ 、
峡谷
型と
なっ
てい

る。
最低
標高位が一
0
0メ
ー
トル

で
あ
り 、

標高五
00メ
ートル

以上

の
地
域 、か
全体の六
O%
を
占
め
る
な

ど 、
急
峻で
あ
るため
に、
林
野率
が

八
O%と
高く 、
耕地
率は一
一
%
に

すぎない 。城
川
町
の
農
業
の

現
状
と
課
題

本町
の
農
業は
耕
種農
業を
中
心
と

した
畜産・
野菜
等の
複
合経
営と、

林
業を
組み
合わ
せた
山
間地
特
有の

経
営
状態で
あ
る。

農業生
産は、
高
度経
済成
長
期
に

は
順調に伸
び
て
きた
が、
昭
和五
十

年
代に
入
り
食料
消
費が
伸
び
悩み 、

多く
の
農産物が
需
給
暖
和 、
あるい

は

供給過劉基調にある。
こ
のため 、

農業
所
得の
確保を価格上
昇
に
依
存

す
る乙
と
は、
非常に
困
難な
時
代に

なっ
てきてい
る。

それ
に
現代の
食生
活は、
「
豊か

な
食生
活」
「飽
食の
時
代」
とい
う

言
葉で
表
現さ
れ
るよ
うに、
消
費
者

ニ
lズ

の
多
様化の
中で、
加
工
食
品 東奔西走 の木下苫ん

等の
消
費量
を
増大きせ 、
生
活水
準

も
著
しく
向上
し、
恵
ま
れ
た
状
態に

あるとい
わ
れてい
る。
量よ
りも
質

の
時代へ
と
変
化してい
る。

こ
の
よ
うな
中で、
今
後ど
の
よ
う

fd
霊未を展開してい
けばよいかが、

城
川町
の
農
林
業の
大きな
課
題で
あ

る。『
臭
伊
予
城
川
の
昧』
の

ブ
ラン

ド化を

目指して

厳しい
農林業の
諸
情勢の
中にあっ

て、
乙
れ
を
今後ど
う
切
り

抜
けてい

くか 、
農家・
邑霞・町が一
体と
なっ

て
検討を
行っ
た
結
果

①
地
域の
資源や
特
性を
活か
し、

農
林
業
家の
所得の
向上と
農
業の

振
興を
図
る。

②
活力ある
地
域つ
く
り(
村お
こ

し)
を
積
極的に展開し、
町
内で

生
産さ
れ
る農
林産物の
加
工
利用

を
促
進
し
な
が
ら 、
多
様で
個
性
豊

か
な
食品の
供給と
地
減
経
済
の
活

性
化を
図
る。

③
地
域
関係
者が一
体と
なっ
て
知

恵
を
出し
合い 、
創
意工
夫をこ
ら

し、
魅
力ある
地
域
社
会を
創
造
し

よ切っ 。とい
う乙
と
に
なっ
た 。

V城川町農産物加工セ ン タ ー全景
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乙
れを
具体化し
た
のが、
町
直
営

の
農産
物
加工セン
ター
で
ある。

昭
和六
十
年
度
第三
期
山
村
振
興農

林漁業対
策
事業によ
り 、

加工
施
設

を
建
設 、
六十一
年
度か
ら運
営を
開

始
し
た。

本町
におい
ては、
五
十八
年
度
か

ら
農産
加工
の
開発研
究を
行っ
て
来

てはい
たもの
の、
あま
り経験

の
な

い
竹野で、
ジャム
加工 、
惣菜加工、

菓
子
加工
の
技術の
開発 、
製
品
の
販

路
開
拓には
大
変な苦
労を
伴っ
てい

司令 。し
かし 、
地
域に
定
着し
た
産
業と

するため
に、
昭
和六
十二
年
度
に
は

冷
凍
施設の
新設 、
新
製
品の
開発 、

宅
配
便
「
奥
伊
予
ふ
る
里
便」
の
会

員
拡大など 、
地
域
ぐるみで
積
極
的

に
事業の
推進を
行っ
て
き
てい
る。

ζ
の
農産
物
加工セ
ン
ター
の
特
徴

は、
次の通
りで
あ
る。

①
原料の
農産
物は
全て町
内
の
農

家 、
農
協よ
り調達する。

②
従業
員は
全て町
内
の
婦
人を
雇

用
する。
(
年
間
延べ
人
員一 、
七

0
0人)

③
製法は、
昔なが
ら
の
手づ
く
り

製
法によ
り 、

無
着
色 、
無
添
加で

独特の
味付けを
行っ
てい
る。

④
地
域の
住民が、
贈
り物や
土
産

物等に
率
先し
て利用し
てお
り 、

消費官官の

伶箭を果たしてい
る。

⑤
ふ
る里
宅
配
事
業(
奥伊
予
ふ
る

里
便)
の
推進を
行い 、
消
費
宣
伝

及び
販
売コ
ストの
低
減を
図っ
て

、
b。

し-dl

⑥
町
内の
学校
給
食等に
率
先し
て

利用し
てい
た
だい
てい
る。

⑦
量販
店へ
の
卸
売
りを

行い 、
販

路の
拡大を
図っ
て
る

③
六
十二
年度よ
h通信
販売を
行っ

て 、
販
売コ
ストの
低
減を
図
り 、

原
料
購入
高
を
高めるよ
う
努
力
し

てい
る。

4
加工セン
ターで
働く
主婦

こ
の
よ
うな
取
り

組み
を
通
し
て 、

現
在で
は
「
奥伊
予城川の
味」
とし

て
地
域
特産
品の
開発
も
進み 、
柚
子

ツャム 、
梅ジャム 、
キ
ウイジャム 、

トマ
ト

ツャム 、
柚
子まん
じゅ
う 、

酒まん
じ
?っ 、

梅
干 、
キャ
ラ
蕗 、

笥
水煮な
ど二
四
品
目
壱
生産
し
てい

る。
販
売
実績も
当
初の
運
営
計
画を

十
分に
満たし 、
販
売
額も六
十一
年

度対比六
十二
年
度
見込み
で一
・

七

五
倍の
伸び率で
飛
躍し
てい
る。

「
奥
伊
予
城川の
味」
で
年々
好
評

を
得てい
るこ
れ
ら
の
加工
品
は、
城

川町を
代
表
する
特産
品と
し
て 、
今

後も大い
に期待するとこ
ろで
ある。

þ ( ( 
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新
た
な
世
紀
に
向
け
て

城川町は
現
在 、

曹写&れた
自
然を

生
かし
た観
光開
発
に
力を
入
れ
てお

り 、
観
光 、
農
林
業 、
商工
業
のバ
ラ

ン
ス
のとれた
発
展に
取
り

組ん
でい

る。ま
た、
住みよい
町づ
く
りの
た
め

に、
「
わがむ
らは
美し
くL
の一
環

とし
て 、
「
花いっ
ぱい
運
動」
な
ど

環
境整備にも
カを入れてい
る。
そ

し
て 、
新たな
世
紀に
向
け
て 、
人口

の
減
少を
食い
止め 、
若
者が
定
住で

き
る魅
力
ある町"つ
く
りを
目
指し
て

、
b。

し
Zこ

の
ため
農産
物加工セ
ン
ター
に

おい
て
も 、

地
場
生
産
の
地
場
消
費

(
給
食・
ふ
るさと
市・
無人
市)
の

定
着や産
直
活
動(
宅
配
便・
空
輸・

野菜の連続
出
荷・
契約生
産)
など

を通
し
て 、
新た
な
需
要に
応える
流

通を
創
り
出す
努力と
実践
が
必
要で

ある。そし
て 、
生
産
者、
流通
関
係
者、

消費
者との
聞に、
体
験・
情
報を
含

めた幅広い
竹野での
結び付き券
特た

せ
るとい
う
視
点か
ら 、
対
話 、
交
流



会を
鋒
進す
るほか、
量
販
店にお
け

る
特産品コ
ー

ナーの
設
置 、
百
貨
店

等にお
け
る
特産フェ
アl
の
積
極
的

参加
など 、
各
種PR
活
動の
充
実に

努め
たい 。

地
域農
林産
物の
加工
利
用は、
地

域で
生
産される農林産
物の
生
産
拡

大と
農
家
所
得の
向上や 、
町
の
活性

化を
図る上か
ら
も 、
積
極的κ
推
進

すべ
き
課
題で
あ
る。

農産
物加工セ
ン
ター
の一
層の
発

展を
促
進する上か
ら
も 、
新しい
視

点か
ら
創
意
を凝らした
新
製
品の
開

発
を
進め 、
域
川
町農産
物加工
セ
ン

ター
を
着実に前
進させ
るべ
く、
加

工
所全
員が
頑
張っ
てい
る
とこ
ろ
で

あ
る。

叫乙乙で
減川の
おい
しい
特産ロ聞が生まれ
る

A城川町観光開発の拠点
11宝泉坊 ロ ッ ジμ

城川町農産物加工センター

合O八九四(八二)
OO七
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村
おF』
レ
の
一原
ゑ
を
見
る
/・

大
分
県
・

下
郷
農
協
見
聞
記(
最
終
回)

l f称号
3 るほ私た

ち三
人は、
朝の
九
時前
か
ら

市
村参事の
説明
を
周い
てい
た。
途

中で
度々
電話がかか
り 、

か
な
り

忙

し
そ
うで
あっ
た
が、
そ
れで
もニ
コ

ニ
コ
と笑み壱
絶やさ
ず 、
お
話し
を

さ
れた。

今回は、
昭
和四
十年
代か
ら

現
在

まで
の
経
綿と、
これか
ら
の
課
題
・

構想 、
後継
者
問題など
につ
い
て
害

い
てみ
たい 。

生産
者と消
費
者の
交流開
始

牛
筑の
直販も 、
四
十年
代に
入る

と三
干か
ら四千

所
帯に
供
給す
るよ

うにな
り 、
ま
た
農産
物の
直販
も
順

調に
推
移するか
に見
えた
が、
思
わ

ぬ
伏
兵がい
た。
そ
れは、
牛
乳
直販

K
脅
威
を
感
じ
た
牛
乳メ
ー

カ
ー

の

「
下郷の
牛乳は
百
姓が
作っ
た
も
の

側愛媛県まちづくり総合センター

で、
大
腸
菌がウヨ
ウヨい
て
衛
生
的

でない」
とい

兵品製事長信であっ
た。

その
影
響で
消
費か
落
ち
込み 、
農

協
もそ
の
対応に
苦慮
し
た
とい
う 。

消
費者
とも
相
談した
結果 、
本
当
の

姿を
消費
者に
見て
も
ら
うの
が一
番

良い
とい
うζ
とに
な
り 、

被
害のひ

どい
地域の
消
費
者たち
壱
貸し
切
り

パ
ス
で
招き 、
酪農
家や生
産
現場
を

見て
も
らっ
たの
で
ある。

そし
て 、
本
当
の
姿に
接した
消
費

者たち
が、
逆
にメ
ーカ
ー

の
妨
害
宣

伝に
反撃す
る
運
動を
展開し 、
販
路

の
拡大

平も積極的に協力してく
れ 、

危
機を
脱したの
で
あ
る。

乙
れが
契
機にな
り 、
お
互い
が
実

態を
知る必
要があるとい
うζとで、

以後、
春はワ
ラピ採りに、
夏は
子
供

と一
緒に川遊
び
に、
秋は
栗
拾い
に

7�仏

井

:a， '回
士山

口

来て
も
らい 、
また
農家
等に
宿
泊し

て
農作
業壱
手
伝っ
ても
ら
う
とい
う

乙
とを 、
農協
が
積
極的に
計
画を立

てて
実
施し
ていっ
た。

ま
た、
逆K消
費
者が
計
画を立
て

たもの
に、
生
産
者が出
向き
交
流を

深めてい
る。
例えば
食材の
料理
講

習
会に
講
師として
出席し 、
昔
なが

らの
料理
方法などを
教え
た
り
して

い
る。現在も 、

生産者と

消費者の
交流を

大切にしてお
り 、

農業と

消貨害ぞ
守農協と 消費者が作った

宿泊鑑設 「産直の家J

2 4  

る産
直全
体の
精
神としてい
る。

V生活
協
同組
合の
設
立
を
援
助

農協は
小倉
市に
出張
所壱
置き 、

三
名の
職
員が注
文・
配達
・

集金を

行っ
てい
た。
し
かし 、
乙
れは
大
変

な
仕
事で
あっ
た
とい
う 。

そ乙
で
消
費者
に、
生
活協
同
組
合

を
組
織するこ
とを
呼
び
かけ 、
昭
和

四十五年比
約八
百人が
参加して「
北

九
州市
民生
協」
が
設立
さ
れ
た。
農

協は
設立に
あた
り
相
当
の
援
助をし

た
とい
う 。
設立
後は、
生
協
に
未
加

入の
消
費者
には
今ま
で
通
り

の
方
法

で
配
達しなが
ら 、

併せ
て
生
協へ
の

理
解
と加
入を
求め
ていっ
た。

そし
て
徐々
に
農
協
と生
協
との
取

り引きへ
と移
行していっ
た
の
で
あ

玄ω 。生
協の
急
成
長
に
四
農
協間

協
同で
対
応
:.

ニ
農
協
は
後
に
脱
退

昭
和四十
八年
頃K
な
る
と 、
北九

州市
民生
協の
組ム巳貝は七
千
所
帯に

も
膨
らみ 、
小さな
下郷
農
協
だ
けで

は

供給が間に
合わなくなっ
てしまっ

ecpr13
四角形



そ乙で 、
近
隣の農
協に
「
農
協
同

士が
提
携をして 、
共
同で
販
売
をし

よ
う」
とい
う呼
びかけを
行っ
た
結

果 、
昭
和五
十
年に四
農
協
の「
北九

州
直販
協議
会」
が
発足し 、
生
協と

の取
り
引きが
開
始さ
れ
た 。

しか
し 、
新しく
産
直に
加
わっ
た

農
協は 、
実
際に
取
り
引き
壱
開
始し

てみる
と 、
今
まで
市
場へ一
括
出
荷

していた時よ
h4

手聞かかかるし 、

消費者か
らのクレ
ーム

陀
耐え
ら
れ

な
くなっ
ていっ
た.

また 、
高
度経
済成
長
期で
金
融・

共
済
・購

買
事
業が
伸
長した
時
期で

も
あ
り 、
文
句を
言われ
て
ま
で
売
ら

なく
ても
農
協運
営は
出来る
とい
う

乙とか
ら 、
山
国町
農
協を
徐
き二
農

協は
脱
退してしまっ
た 。

なぜ
山田町
農
協がと
ど
まっ
た
か

とい
うと 、
第一
は 、
消
費
者か
らの

苦
情は
多い
が 、
ニ
ー三

反
の
小
規
模

農
家が
新し
く五 、
六
O
戸
く
らい
産

直に
加わ
り 、
そ
れ
な
りに
農
協
利用

が
増えて
きた乙
と 。

第二
は 、
そ
うい
う農
家が
参入し

たζ
とに
よっ
て 、
い
ろん
な
面で
事

業
全
体の利
用が
良くなっ
て
きた
と

理
事
会が
判
断し
た乙
とに
よ
る。

その後 、

山国町農協は 、
金
融や
共

済
事業だ
けに
頼っ
てい
た
ので
は
農

協運
営は
難しい
とい
う乙
とか
ら 、

生
産
・産

直
活
動や
加工
事
業κ
力
を

入
れ 、
新たに
山口
生
協と
も
取
り
引

き
を
開
始した 。
特に
加工
事
業は
農

協運
営K
良い
材料K
なっ
てい
る
と

い
う 。

四
国・
阪
神・
関
東へ
と

広が
る
産
直

そ
の
後 、
北九
州を
中心
と
した
福

岡
市 、
久留
米
市 、
筑
豊
市な
ど
の
各

市民生
協、
また 、
大阪の「みなみ」

「よどがわ」
「しろきた」
の
各
市

民生
協、
そし
て
関
東の東
葛
市
民
生

協、
東都生
協など
の設立に
も
積
極

的な
援
助壱
行い、

取
引
先を
拡大し
て

行っ
た 。

束事市民生鎗
"II�主，.
日本阪発11怖連

保 下郷農協取引先地図 様

，所生通クラ7

僻目窓婦人の会{犬分 中海 日図 佐伯、竹図各支部)

四
国で
も八
幡
浜

市・
松山
市
・高

知

市
・中村

市な
ど
の

消費
者と
取
り
引き

を
行っ
てい
る。

おもし
ろい
のは 、

下郷
農
協の組
合
員

の
子弟
が 、
東
都生

協の職
員と
して
六

名くらい
就
職
して

お
り 、
中に
は
何
年

か
勤めた
後 、
下
郷

に
Uターン
し
て
農

協の職
員に
なっ
て

も
らっ
た
人
もい
る

とい
う 。
つ
なが
りの強さに
驚く
ば

か
りで
ある。

加工
事
業:
高
価
格
買い
取
り

下郷
農
協で
も
う一
つ
注
目
き
れる

のは
加工
事
業で
ある。

食
肉加
工
は
四十六
年か
ら
始め
て

い
る。
また 、
昭
和五
十七
年に
本
格

的な
農
産
物加工
施設を
作り 、
地
元

で
生
産古
れる
農畜産
物を
原
料にし

て
加工
し
てい
る。
乙乙
で
作
られる

製
品は 、
現
製品
・食肉

加工
製
品
・

農
産加工
製
品など 、
驚くほ
ど
多
種

類にお
よん
でい
る。

乙れらの原
料となる
家畜の餌は 、

牧草や
農
協
独自
の設
計κ
よる
無
添

加
飼
料を
使用し
てお
り 、
また
野
菜

などは
極一
部の
例
外を
除き
有
機・

無農薬栽培のもの

を使用している。

も
ちろ
ん
加工
品も
無添加
・

無
着
色

で
ある。

加工
事
業の基
本的な
考え
方
は 、

生
産
者か
ら
高く
買い
取
り 、
付
加
価

値壱
付けなが
ら消
費者K
安
く
売る

とい
うこ
とを
原
則に
してい
る@

例えば
取
り

扱い
額の一
番
多い
牛

乳は 、
生
産
者か
ら
年
間一
律でキロ
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二
七
円(昭
和六十二
年ご
月までは

一
二
O
円)
で
引き
取
り 、

消
費
者K

は
千c
c一

八八
円(生
協へ
の卸
し

は一
六五
円)
で
販
売し
てい
る。
豚

Kつ
い
て
は
生
産
効率は
落
ちる
が
黒

豚を
飼
育し
てお
り 、
枝
肉単
価で
キ

ロ
七五の肖(昭
和六十三
年二
月まで

は八
三
O
円)
で
引き
取っ
てい
る。黒豚の放牧

V
加工
事
業で
就
業の
場
を
提
供

-ea
過
疎
化の
歯
止め

専業
農家は
約六
O
戸(
全
農
家の

約二
O%)
で
ある
が 、
そ
の
他
の
兼

業
農家は 、
何
らかの
仕事が
ない
と

生活
出来
ない
とい
う
のが
実
態で
あ

る
農
協と
し
ては 、
出
来る
限
り

雇用

の場を
提
供
するとい
うこ
とで 、
食

肉工
場や
農産工
場などで
農
家の主

婦に
働い
て
も
らっ
てい
る。

農
協は一
農家一
人とい
う乙
とで

採用し
てお
り 、

職
員も
含
める
と
現

在
約八
O
人
ほ
ど
が
働
い
て
い
る。

約三
四
O
声の正
組ムE貝の
内 、
二
三

%が
臨欝で
働いていることになる。

私
達三
人が
訪れた
時も 、
始
業
時

間
前Kは
農家
のお
ば
さ
ん
や
若い
職

員が
次々
と
出
勤し 、
何と
な
くイ
キ

イキ
とし
てい
た 。

市村参事は 、
「将来は

λむ人と

か一
五
O
人
く
らい
働ける
よ
うに
し

たい。
そ
う
すれば地
域
全
体が
活
性

化するだろう 。
原料は

自分達が
作っ

た
農
畜
産
物を
使い、
自
分
達
が
加工

をして

給料をも
らうわけですか
ら 、

加工
の
位置
付けを
もっ
と
大
き
くし

たい。

消費者も加工
食
品を
使うと

い
う
傾
向が
強
くなっ
てい
る
ので 、

そ
の
点では
加工
分野をもっ
と
開い

てい
ける
と
思っ
ているし
と
言
う 。

ち
なみK
下
郷
農
協の全
収益
の六

O%は
加工
事業に
依っ
てい
る。

(説

有機・
無
農
薬
農
業
の
取
組

昭
和四
十九
年 、
福岡市に
あっ
た

「自
然
食
普及
会」
とい
う
消
費
者団

体か
ら
の
強い
要請によ
り 、

無
農
薬

草芝寝静じて

取灼組み
争仏阻めた 。

もと
もと
下
郷では
経
費
節
減
の
意

味もあっ
て 、
農薬・
化
学
肥
料を
余

り使わせ
ない
指
導を
行っ
て
い
た 。

し
か
し 、
「
無農
薬野菜
の
栽
培につ

いては自
信はなかっ
たし 、
正
直言っ

て
疑
心
暗
鬼で
あっ
た」
と
市村
参
事

は
当
時を
振
り返
る。

当
初はかな
り

組
宋な
物しか
出
来

なかっ
た
し 、
農
家も
農薬
を
隠れ
て有機・無農薬茶の収穫
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使う乙と
もあっ
た 。
串援は 、

農薬や

化
学肥
料を
使っ
た
野
菜は一
般
の
市

場へ
は
回
すが 、
産直へ
は
固さ
ない

とい

A48針で巡

回指導を
行っ
た
り 、

農
家の相互
牽
制などで 、今で
は
野

菜やお
茶につ
い
ては
全
く
農
薬
・

化

学肥
料を
使っ
てい
ない。

また 、
米につ
い
て
も
無
農
薬
ある

い
は
低
農
薬で
栽
培し 、
天
日
で
乾
燥

し
てい
る。
も
ちろん乙
の
米も
縁
故

米とい
う
形で
産
直し
てい
る。

マ
山林の
有
効利
用-----

ヱ
ノ
キ
茸の
栽
培

下郷は
山
林が
多い
乙
と
か
ら 、
間

伐
材や雑
木の有
効
利用を
計る
とい

う乙
とで 、
昭
和六
十
年か
らエ
ノ
キ

茸
の本
格的な
培
養施
設で
あ
る
「き

のζセ
ン
ター」
壱
作っ
た 。
そ
れ
を

十一
の分工
場で 、
農
家が
育
成
・

出

荷を
行うシス
テム
で
あ
る。
全
国
的

に
生
産
過扇で 、
かな
り
難しい
情況

で
あっ
たが 、
生
協と
の取
り
引
き
も

進み 、
三
年
自に
安
定
的に
出
荷
出
来

る
よ
うになっ
た 。

さ
らに
奥
組
合
長は 、
木
材
の
飼
料

化に
注
目してお
り 、

将
来は
是
非と



もこ
れに
取
り組み
たい
と
意
欲
を
見

せ
てい
る
とい
う 。

農
協
診
療所の
建
設 、

老
人アパ
ー
ト
建
設
構想

下
郷
地
区は
耶馬
渓町
の
中で
も 、

もっ
と
も
過
疎の少
ない
所で
あ
る。

離農した
跡地に
は 、
新し
く
就農し

て
も
らっ
た
り 、
また
農
協が
造
成を

して
生
産団地吾
作り 、
入
植
者
も
増

え
てい
るとい
う 。

し
か
し 、
全
体
的には
老
齢
化が
進

ん
でお
り 、
医
療や老人
福
祉
の問
題

が
あるとい
う 。
市
村
参
事は
「こ
う

い
う問題は
本来
行
政で
対
応
すべ
き

だ
が 、
財
政
難など
の関
係か
ら
中々

スム
ーズ

にい
か
ない」
と
言
う 。

そ
ん
なこ
と
か
ら
農
協設
立四
十
周

年に
あ
た
る
今年 、
農
協
診
療
所を開

設
する
予
定で
作
業が
進ん
で
い
る。

ま
た 、
世
話をする
人
の
ない
老
人

の面
倒を
見るため 、
農
協が
「
老
人

アパ
ート」

を
作る
構
想と
か 、
リハ

ビ
リ
施設を
作る
構
想があ
る
が 、
資

金
の関
係もあ
り 、

今
す
ぐ
作
るこ
と

は
出
来ない
が 、
将来は
そ
うい
う
方

向で
取り
組みたい
とい
う 。

農協独自の
年金
支
給

また 、

老人問題では昭
和五
十八年

か
ら 、

農
協が独自の年
金を
支
給し

てい
る。

こ
れは六
O歳
以
上の組
合員で 、

三
十
年
間組
合
員とし
て
加
入
し
てい

た
人達を
対
象に 、
年
額一
万二
千
円

を
死ぬ
まで
支
給
するとい
う
も
の
で

ある。
額は
僅かだが
「
農
協の心」

とい
う乙と
で
老
人陀は
喜
ば
れ
てい

ヲ令 。

毎年
十二月二
士一
百の

「蟻犠築hJ」

の席
上 、
組
合
長は
『お
年
寄
り
は 、

その地域で

農業を一
生

懸命やっ
て 、

それ
を
子や
孫K
伝え
てい
く 、一百う

な
らば
下郷
とい
う地
繊
の
農
業を
中

心に
した
産
業を
維持発展
させ
る、

その先
生
だ 。
授業
料だ
と
思っ
て
受

け
取っ
て
くれ』
とい
う乙
とで 、
老

人K
直
接
現
金を
渡してい
る 。

後
継
者
不
足
・

嫁
不
足
は
な
い

下郷も地
区全
体では
若
者は
少な

い
とい
う 。
し
か
し 、
六
O一同の専
業

農家陀は大
体後継者は残っ
ている。

中
津
市と
下毛郡が一
緒に
なっ
て
後

継者グル
ープ

の
会
議を
行うと 、
半

分
以
上は
下
郷の青年が
占め
る
とい

う
状
況で
ある。

ま
た 、
「お
嫁さん」
の問
題
につ

い
て
質問し
た
が 、
全
国
的に
見
られ

る
「
嫁不足」
は
ない
とい
う 。
そ
の

秘
訣を
聞いた
が 、
ζ
れ
と
い
う
特
効

薬
は
ない
そ
うで
ある。

た
だ 、
下
郷の後
継
者は
「
農
業に

誇

灼品持っ
てい
る」
とい
うことと 、

活発
主
同年活動の例を

挙ザりれた 。

『
農
業に
誇
りを

持つ」
とい
う乙
と

農協祭A 

につ
い
て
市
村
参
事は 、
「
専
業
農
家

の後
継者といっ
て
も 、も
う
不
安が

一
杯で 、
いつ
乙
の
町を
飛
び
出そ
う

かつ
て
のが
あるわけ
だ
よ
ね 。
そ
う

い
う状態じゃ 、
も
うとて
も
嫁さ
ん

なんか
貰え
る
わけ
ない
ん
で
すね 。

本
気で
農
業に
取
り

組む
し 、
そ
れで

生
活で
きる
ん
だとい
う
確
信が
青年

の側K
あっ
た
ら 、
家に
も
残る
し 、

嫁さん
も来るんだというζとで
す 。

よそか
ら来た
嫁さ
んに
聞い
て
も 、

創と
そ
うい
うとと
を
言い
ま
すね」

と
言う 。

下
郷の活発な
青年
活
動は 、
い
ろ

んな
分
野でよ
くや
られて
い
る
とい

う 。
例えば
農
協
の
若い
職
員と一
緒

に
なっ
て 、
い
ろんな
活
動や
平
和
運
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動に
参加
した
り 、
ま
た
町
外の
女
性

を招い
てキャ
ン
プ大
会
を
聞
い
た
り

してい
る。
そうい
う
活
発な
青
年
活

動の
中か
らお
嫁さん
を
連
れ
て
くる

例が
多い。

花
嫁銀
行と
か
集団見
合い
を 、
行

政と
か農
業委
員会などが
実
施
す
る

が 、
そ
れでま
とまっ
たケ
l

ス
は
余

り
無いとい
う。

こ
れ
か
らの
農
業と

農
協の
方
向

市
村参事は 、
こ
のこ
と
につ
い
て

こ
う
述べ
てい
る。

「
今 、
農
業は生産
調
整の
強
化
や

自
由
化の
中で 、
農
業
を
潰そ
うと
し

か思え
ない
よ
う
な大
変
な
状況
が
あ

る。
やは
り
食べ
物だ
けは 、
自
分の

国で
自給を
す
ると
い
う
基
本を
わ
き

ま
え
て、
ただ
安け
ればど
こ
の
国の

もの
で
良い
と
い
う
考えは
改め
な
け

ればな
らない。

乙
れに
対処
するに
は
政治
的
な
動

きも
益々
重
要に
なるが 、
国
民
の
九

O%
以上は
消
費
者なの
だ
か
ら 、
や

は
り

消
費
者と
直
接提
携す
るこ
と
が

大
事で
あ
ろ
うと
思っ
てい
る。
今は

農協
よ
りも生

協の
方が
全
国
的
に
は

大
きな
力に
なっ
てい
る。
も
う一
千

万
人
以上を
組織
してい
ると
い
うふ

うに
言われてい
る。
ま
た生
協
以
外

に
も 、
安全で
良
い
物をと
い
う
消
費

者
組
織もたくさ
ん生ま
れ
て
い
る。

そうい
う
消
費者と
生
産
者が
提
携

を
して、
本
当K
農
業
を
守る、
食
糧

を確
保
す
るとい
う運
動がな
い
と 、

農
業はも
う
守れ
ない
と
思
う 。

それ
か
ら 、

農産
物の
価
格
決
定
に

つ
い
て
も 、

現在市
場の
言い
成
りに

なっ
てお
り 、

生産
者が
値
段
を付
け

れないとい
うのも
情ない
話である。

今
後は 、
消費者との
話し
合い
の
中

で 、
生
産
者なり農
協が
価
格の
決
定

権を持つとい
う方向が大切である。

次に 、
農
協の
生
き
残る
話で
あ
る

が 、
今 、
金
融の
自
由
化と
か
農産
物

の
自
由
化
等で 、
かな
り

苦
境に
立
た

さ
れ
てお
り 、
その
抜
け道
を大型
合

併に
求め
てい
る。
方
針と
しては 、

従
来型の
金
融・
共
済に
依存を
して

い乙
うと
い
うの
も一
面だ
と
思
う 。

しか
し、
農
家を忘れた
農
協の
存

在つ
ての
はい
ずれは
崩れ
ると
言
う

か 、
本
当に
農
家が
作っ
た農
協と
い

う立
場を
守
り通

すこ
とが
大
事だと

思
う 。
つ
ま
り 、

今の
農
業
をど
う
建

て
直すか 、
生産
活動
をど
れ
だ
け
増

や
すかと
い
うこ
と
を一
番
中
心に
捉

え 、
加工
や
流通と
い
うζと
に
本
腰

を
入
れ
る、
乙
の辺に
農
協

の
方
針を
転
換し
な
い
と 、

農協
自身も生
き残れ
ない

の
では
ないかと
思
う 。
中

々
難し
い
問
題たが 、
組
合

員の
声をよ
く
聞
い
て、
そ

の
要
望に
応え
るよ
う
な運

営をや
らなけ
れば
な
らな

い
と
思
うU

』V
加工
場で
働
く

農
家の
主
婦た
ち
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村お
こ
しの
原
点
を
見
た

市村喜言 、
昭
塑プ
十七年に
酪農

を
す
るため
に
長
野県
か
ら入
植した

開
拓農民の一
人で
あ
る。
奥
組
合
長

を先頭に
歩ん
で
来た
その
道
程の
苦

労は 、
並大
抵の
もの
で
は
なかっ
た

と 、
あ
る本に
書いで
あっ
た 。
私た

ちに
は 、
そうい
う話は一
言
も
漏
ら

さ
な
かっ
たが 、
ニ
コニ
コ
と
微
笑
み

なが
らの
説明は
自
信と
誇
り
に
あふ

れ
るもので
あっ
た 。

民
宿での一
泊をはさ
ん
だ
半日
余

りの
訪問で
あっ
た
が 、
同
行
し
たセ

ン
ターの
山本氏の
「
ま
る
で
桃
源
郷

の
よ
うだ」
と
言っ
た
言
葉
も
うな
ず

け
る
気が
した 。

私は 、
農
家の
絶大な
信
頼
を
受け

る下
郷農
協の 、
その
取
り

組み
に 、

村おこ
しの

原点を見た思いで
ある。

(お
わ
り)

紙面の
関
係でか
な
りの

部
分
を
割

愛しま
した 。
下
郷農
協の
取
り

組
み

につ
い
て、
詳し
くお

読
みに
な
りた

い
方は

的
愛
媛
県ま
ちづく
り

総合セ
ン
ター

までお
申し
込
み下
さ
い。

g
O八
九
九
(二
五)
五五
五
七
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西
瀬戸む
らおこ
し
テレ
ビ
会
議を

十二
月四目 、
大分・

繁察間で開
催 。

'
e大
分
++

中谷
健太
郎(
湯
布
院亀の
井
別
荘)

矢幡
欣治(
大
山キ
ノコ
セ
ン
ター)

溝口
栄
治(
宇
佐
市
商工
会)
の
各
氏

+@
愛
媛e

岡田
文
淑(
内子町
役場)

若松進一
(双
海町
役
場)

亀
岡
徹(五
十
崎
町
商工
会)
の
各

氏に
御出席を
いただ
く。

会
議で
は 、
現
象よ
りも 、
む
らお

乙
し
活
動の
根本に
ある
思思に
焦
点

を
当てた
話
が
中心と
なっ
た 。

中谷
さん
か
らは 、

事
業
協
同
組
合

「草土
舎」
設立の
報
告 、か
あっ
た 。

納
得のい
く
物 "つく
りを
目
指す
第一

歩と
い
え
るだ
ろ
う 。

発
言の中
に
「
物を
作
ると
い
う
中

で
pgo着いたのが『アジアモ
ンス
ー

ン』
であ
る」
と
い
う
言
葉。

「
同じよ
うに
梅雨がきて 、
稲作を

しなが
ら生き
てきた
人た
ち
の
技
術

の
中か
ら
掘
りおこ
し
た
も
の、
稲作

文
化が
持っ
て
き
た 、
じ
め
じ
め
し
た

優
し
きみた
い
な
もの
を
物 ぜつ
く
りの

中に
取
り込みた
い」
と
のこ
と。
効

率
だ
けを
優先させ
た
物づ
く
りに

対

し 、
新し
い
視点を
提
案し
てい
る。

こ
れ
か
らは
アジ
ア
の
時
代 、
アジ

アをよく知る必
要があると
尽じる。

矢
幡きん
は 、
ま
ちつ
く
りの

先
進

地
大
山
町の現
在ま
での
動きを
明
快

に
述べ
ら
れた 。

有
名な 、
「
ウメ・
クリ
植え
て
ハ

ワ
イへ
行乙
う」
の
時代
は 、
「
貧
困

か
らの脱
却 、
重
労
働か
らの
解放」

とい

局内崖央な
問題へ
の
休戦であっ
た 。

それか
ら二
T
数年、
「
今 、
大
山

の小
学
校の
子
供が
増えつ
つ
あ
る。

乙
れは 、
生
活の基盤が
地
域に
確立

でき
てきた
現れではな
い
か」
と
矢

幡さ
んは
評
価さ
れた 。
その
基
盤の

確
立も 、
「
誘致企業に
よ
るも
の
で

なく、
自前の
産
業おζ
し
に
取
り

組

んで
きた」
結
果であ
る
と
い
う誇
り

と
自信を
感じ
させ
ら
れた 。

し
かも 、
パ
イオ
技
術へ
の
積
極
的

取り
組み
な
ど 、
現状からさ
らに

前

進を目
指してお
ら
れ
る
由 。

溝口
さ
んは 、
「
新邪馬台
国」
で

全国民名をはせた「宇
佐の四パ
カ」

の一
人 。
さ
すがもと
全
学
連 、
住
民

自治に
対する観
点も
鋭い。

「む
らおこ
しと
い
う言
葉も
だ
ん
だ

ん
訳が
わ
か
らなく
なっ
て
き
た 。
結

局や
らなけ
れ
ば
な
らない
のは
『
頭

の入
れ
替え』
だ」
と
言わ
れ
る。

溝口さ
んは 、
現在宇
佐
市の
商工

会長に
就
任さ
れてい
る。
乙
の
人 、

見
かけに
よ
らず(
失
礼)
純
情なと

こ
ろがあっ
て 、
商工
会
長に
なっ
た

こ
とを
い
ろい
ろ
弁
解さ
れる。

「ゲリラ
的な
活
動の
限
界
を
感じ 、

少し正規
軍に
入
り込ん
で
正
規
軍の

変
革
を
や
ろ
う 、
正
規
軍のい
い
制
度

や
力は
利用し
て 、
新しい
ものを
構

築し
てい
く」
と
い
う戦
略を
披
露さ

れた 。き
て 、
対する
愛
媛
側 、
岡田
さ
ん

か
らは 、

町
並み
保存
事
業に
取
り

組

ん
だ
経験 、
さ
らに

現
在の
仕
事の
中

で
感じ
られ
た乙
と
の発
表 。

特に 、
「山
村は 、
農産
物の供
給

基
地で 、
生
産する
だ
け
が
機
能」
と

いっ
た
状況
が
指
摘さ
れ 、
地
域の
個

性が
失われて
い
るので
は
な
い
かと

い
う問題提
起
が
あっ
た 。

農
村
集
落のあ
り

方につ
い
て 、
今
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後
の理
論
展
開をい
かに
さ
れ
てい
く

か
期
待 。

若
松さ
んは 、
両
県の人
が
宴
会で

歌
を
うた
うと
すれば
「愛
媛は
思い

出
酒・
大
分は
夢追い
酒で
は
なか
ろ

うか」
と 、
現況
のた
とえ
話。

「しか
し
愛
媛も
今 、
生
活
文
化
県
政

など
様々
ののろ
し
を
打ち上
げ 、
若

い
カも
育っ
てい
る 。
や
がて
大
分を

追い
越
す目が
来る」
と
大い
に
気
炎

壱
吐
く 。
こ
の気迫
のお
か
げで 、
大

分・
愛
媛
のテレ
ビ
決
戦は一
勝一
敗

とい
うと
乙
ろか 。

き
て 、
司
会
役の亀
岡さん 、
相
変

わ
らず
の瓢々
と
し
た
司
会ぷ
り 。

「西の松

下村塾 、
東の

河井継之
助 、

四
国の亀
岡」
と
呼ば
れる
日がい
つ

来るで
あろ
うか。

町
全
体を
博
物
固に
。

よ
そ
の

人が
来て 、
「
ど乙に
ある
ん
だ」
と

聞い
た
時 、
ま
ちの風
景を 、
「
あれ

だ」
と
指さして

「
能
力のある
人には
見えるが 、
能

力
のない
人に
は
見え
ない 。
そん
な

博物園つく
句壱

目指す」
と
の乙
と 。

面
白い
発
想で
ある 。
裸
の王
傑に

な
らない
よう
頑
張っ
てい
ただ
き
た

し
そ
の
他K
も 、
印
象に
残る
発
言は

た
くさん
あっ
た 。

中
谷さ
ん 、
「
川
の
水は 、
何
百万

年
の
歴
史や
物
語
り
の記
憶
を
湛え
て

い
る
こ「
水

や
土が
保た

れ
るζ
と
は

み
ん
なに
と

っ
て
絶
対必

要
な乙
と
な

のに 、
農
家

の人
だけ
が

そ
れを
保つ

仕
事を
期
待

さ
れ 、
期
待を
裏
切ると 、
自
然を
愛

さ
ない
者で
あるか
のよ
うな
厳しい

自がい
く。
もっ
と
自然
の思
恵に
浴

し
なが
ら 、
地
域全
体が
そ
れ
を
保っ

てい
く
視
点が必
要」
といっ
た
自
然

の促え
方は 、
言われてみ
れ
ば
誠に

納
得 。
で
も 、
今自分が
ど
う
した
ら

よい
のか
悩んでしまいそ
うで
ある 。

矢
幡さ
んのお
話は
「
大
山では

新しい
情報を
求めて 、
誰
か
が
町
外

国
外を
飛び
回っ
てい
る 。
情
報に
流

さ
れ
る
のでな
く 、
賢い
情
報
の受
け

手
を
育てるのだ」
とい
う
点 。
生
き

た
情
報を
次々
と
地
域K
取
り

入
れて

い
る
様
子 、
さ
すが
違
うと
感
じ
る 。

溝口さん
の、
市
会議

員立
会
演説会
を
開
催し

た
話 。
「
公
職
選
挙
法
違

反
だ 、
や
れば
逮
補
する

ぞ」
と
警
察
署
長に
言わ

れたとか 。

「選
挙
違反 、
買
収は
あ

ま
り
汚
くなく
て 、
売春

が
非
常に
汚い
と
は
ど
う

い
うζ
とか 。
人
間
の
考

え
方
まで
売るほ
う
が
ずっ
と
悪い 。

そ
うい
う
当り
前の乙
と
壱
避
けて
通

りなが
ら 、
おれはむらおζし
をやっ

てい
るなどと
言え
る
のか」e
e

な

るほ
ど 。
「
地
域におけ
る 、
人と
人

と
の
心
の循
環を 9と
う
求め
るか
が
む

らおと
し
の
原点」
と
述べ
ら
れた 。

純
粋にや
り
すぎて 、
警
察につ
か

ま
らない
よう
頑
張っ
て
く
ださい 。
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乙
のテレ
ビ
会
議で
は 、
む
らお乙

し活
動の

基本理念

が中心になっ
た 。

具
体的
戦
術は 、
各
地で
考え
てい

た
だ
く乙
と
として 、
社会に
生
き
る

「人
間」
とし
て
参
考にな
るζ
と
が

多かっ
たと 、
主
催
者の一
人
と
して

勝
手な
自己
満足 。

会
議
記録 、
セン
ターに
若
干
残
部

あ
り 。

御
希
望の方は
御
連
絡
く
ださ

し、。
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Letter 1 News 

昨年
十一
月一
七
O
名の
出
席の
も
と 、
内子
町

「
内子
座」
を
会
場に 、
え
ひ
め
地
繊づ
く
り

研
究

会
議
が
発
足
し
ま
し
た 。
会
場に
は
県
下
各
地
の

「
ま
ちづ
く
り
を
志
す
人・
担い
手」
の
顔・
顔
・

顔 。
東大
教
授西尾
勝
先生の
記
念
講
演に
領
きな

が
ら 、
明日か
らの
地
域っ
く
りに

粗い
を
馳せ
た

一
日で
した .

今回は
情
報
発
信
第一
号と
して 、
「
えひ
め
地

域づくり

研究会曜に
の
輸か
庁内かること
を
願い 、

その
概
要をお
知
らせし
ま
す 。
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七皆さん
も参加してみ
ませんか」

だひめ地
域づ
くり研究
会議は 、
「
何処で」 、

「どんな人が」 、
「どん
なζ
とをしてい
るか」

をヰッ
ト・
ワー
キン
グ
し 、
乙
こ
か
ら生
ま
れて

くる
情報をもと
に 、
「
ま
ちづ
く
り」
を
志
す
同

志が
相互の考え
方
やノ
ウハ
ウ
を
学び
合う
集団

で
す 。
日
頃の
仕事
告
超え
て 、
あ
るい
は
仕
事
を

通して
何か
やっ
て
み
たい
人」 、
こ
の組
織に
参

加
してみ
ませ
んか 。
誕
生し
た
ば
か
りの
「
えひ

め地
域っ
く
り研究

会
議」
で
すか
ら 、
充
分と
は

い
き
ませ
ん
が 、
地
域づ
く
りの
た
め
の
シ
ン
ポツ

ウム
や研究
会を
計画しス
ター
ト
し
た
と
乙
ろ
で

す 。
情
報
化
社
会
と
言
わ
れ
る
今
日 、
あ
な
た
も

「地
域づく
り」
に
関
する
情
報を
享
受し 、
また

発
信
する
活
動に
参加し
てみ
ませ
ん
か 。

「えひめ地域 怜つくり研究会議」

司

:・
その
性格と
仕組み:・・

「
えひめ
地
域づく
り

研
究
会
議」
発
足の
動
機

は 、
全
国
的なま
ちづ
く
り

運
動の
広
が
りゃ 、

愛

媛
県ま
ちづ
く
り

総合セ
ン
タ
ーが

企
画
実
践
する

様々
なフ会
l

ラム
に
よ
り 、

県
下
各地
で 、
各
人

が
地
域に
生
き 、
地
域に
暮
ら
す
中で 、
「よ
り

人

間らしい
魅
力と
活
力に
溢れ
る
地
域」
を目
指し

代
表
運
営
委
員

岡

田

淑

文

て頑
張っ
てみ
たい
人た
ちの
声が
結
集さ
れ
た
も

の
で
す 。

「えひ
め地
域づく
り

研
究
会
議」
は 、
「
ま
ち

づくり」
を
願
う人と人との
交流(人
問、ネッ
ト・

ワ
ーす)

を
促し 、
学
習と研
績を
深め
る
た
めの

「まち
対まち」 、
「人対
止
を
繋ぐ
組織です 。

乙
の

組

織
に

は
、

挫

で

も

参

加

で

き
、

何

時

で

も

脱

会

で

き
ま

す
。

そ

し

て

参

加

に

要

す

る

費

用

は
、

一

ヶ

年
三

、

0

0

0
円
(

+
二

月
か

ら

翌

年

十
一

月

ま

で
)

を

納

入

し
て

い

た

だ

き

ま

す
。

お
問い
合
わせ 、
参加
申し
込み
は 、
別
記の
運

営審員会委員・
愛媛県まちつ
くり総合セン
ター

までと
連
絡
下さい 。

きて 、
えひめ
地
域 事つ
く
り

研
究
会
議は 、
現
在

十二
市十一
郡か
ら二
五三
名が
参加
し
てい
ま
す

が 、
一
方では
参加
する
人の
テ
lマ

や
要
求
も
個

性が
あ
り 、

一
つ
の
目的
を
もっ
て
結
集
す
ると
言

う乙
とは
容
易な乙と
では
あ
り
ませ
ん 。
お
よ
そ

役
所が
抱えてい
る
「ゆ
り
穂か
ら
墓
場ま
で」
の

暮
らしに
関
する
あ
らゆ
るテ
1マ

が-
地
域づ
く

り」
の
課題に
な
る
訳で
すか
ら 、
参
加
者
個々
が

「まち」
を
越えて
共
通の活
動の
場
を
「
自
らで

創
り」
出さ
ねば
な
りませ
ん 。
従っ
て
執
行
部が

ecpr13
四角形



えひめ地域っく り研究会議

事
業を
企画し 、
会
員が
参
加
す
る
と
言
う形
態よ

り

も 、

会

員

自

ら
が

「
や
っ

て

み

た

い

こ

と
」

を

主

張
し
、

そ

の

声
を

輪
に

し
て

、

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

や
フ
ォ

ー

ラ
ム

、

先

進
地

で

の

事

例

研

究

会

な

ど

を

企

画

実

践
す
る乙
と
に
なり
ま
す。

そし
てそ
の
成果は、レ空l・ニュ
ー

ス

な

ど

に
よっ
て 、
で
き
る
限り
会
員に
フィ
ー
ド・

パ
ッ

ク
を
図っ
てい
く
予
定で
す 。

えひ
め
地域 dつ
くり
研
究
会
議は、
毎
年
開
催
す

る年

次総会(
兼ね
てシン
ポア
ウム
を
併
催)
で、

事業
計画の
概
要を
会
員と
協
議しス
タ
ー
トし

ま

すが、
全
体的な
運
営を
管
理
するため
に 、
「
各

地
域を拠り
所として」 、
若干名の「運
営
委
員」

を選
任し 、
執行部とし
ま
す。

事務
局は、
当
面「
愛
媛
県ま
ちつ
くり
総合セ

ン
タ
ー」

内に
置きま
す 。
乙
のセ
ン
タ
ー

と
えひ

め
地
域づ
くり
研究
会
議は、
相
互陀
同じ
課
題で

活
動を
進め
る
機
関と
組
織で
あり、
乙
の
組
織
の

指
導
育成に
も
意を
注い
で
も
らい
な
が
ら 、
組
織

の
立場
か
らすれ

ば、
セ
ン
タ
ー

を
地
域づ
くり
の

ため
に
活用し
よ
うと
の
思い
か
ら 、
相互
の
協
力

体
制を
強め
たく
思い
ま
す 。

最後に 、
乙
の
運
動は、
会
員
のボ
ラン
ティ
ア

に
よっ
て
成り
立つ
組
織で
す 。
「地
域づ
くりL

K
情
熱を
持つ
人
の
集団で
すか
ら 、
個々
のノル

マ
はあり
ま
せ
ん。
ま
た
権
利は
平
等で
す 。
そ
し

て
自
由で
聞か
れた
組織に
発
展
させ
るこ
と
も 、

地
域 刊つくり
を
進め
るた
め
の、
ト
レ
ーニ

ン
グ
・

ワ
ーク
と
して
考えたい
も
の
で
す 。

「運営委員の
顔ぶれ」

同代表運
営委員】

渡部
鬼子
雄(
久万町)

2
0八
九二
二
一一一一

岡田
文淑(
内
子町)

合
O八九三
四四
一一一一一

守谷
和久(
川之
江
市)

宮
O八
九六
五八l
六
O六六

【運
営
委
員】

白石

高啓(

新居浜
市)

g
O八
九七I一二
三
三
O二八

原

博彦(
岩
城村)

包
O八
九七l
七五
三
五
00

越
智

進(
小
松町)

合
O八
九八
七二
一一一一一

島津
豊
幸(
松
山
市)

官
O八九九
五一

1二
六六
九

宮本
俊一
(
松山
市)

宮
O八
九
九l二
五
五五五七

玉
水
寿清(
久万町)

2
0八
九二
一一
一一一一

亀
岡

徹(五
十
崎町)

g
O八九三
四四l二二
O一

藤本
=
二
野村町)

g
O八
九四l
七一一
一一
一一

井上
善一
(
塑円町)

君
。八
九四
五二
O一一
六

鎌田
宏史(
城辺町)

岱
O八九五
七二
O五七一

若松
進一
(双
海町)

2
0八
九
九i
八六
一
一一一

宇都宮栄一
(
事務
局)

宮
O八
九九1二
五
五五五七

事
松 務制 山

愛市局
企県後
0 ま 一
八 ち 万九 づ
九 く |l り 三
二 総五 台i セ
五 ン五 タ五 l七 内

え ひ め地域づ く り 研究会議加入状況 ( 63. 1. 1 ) 

市 郡 松 今 宇 /\ 新 西 大 1 1 1  伊 伊 北 東 字 周 越 温 上 伊 喜 西 東 北 南 4口'-

和 幡 居 之 予 浮 宇 宇 字 宇山 治 島 浜 浜 条 洲 江 予 条 予 摩 桑 智 泉 穴 予 多 和 和 和 和島区 分 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 都 郡 郡 町 郡 郡 郡 郡 郡 郡 都 計

自 治 体 臓 員 1 1  4 1  1 5 1  2 l l 2 1  2 1 2 1  4 20 7 1 1 0  5 1 30 8 1 15 9 6 1146 

商 工 団 体 1 1 I 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1  17 

農 林 団 体 3 1 1 l 1 8 

そ の 他 市 民 19 3 1 2 l 3 1 1 18 1 1 10 2 1 2 5 1 1 4 2 1 1 3 3 1 82 

dロh 計 34 7 3 1  1 8 1  3 3 119 3 2 1  1 12 4 6 1 28 9 1 14 7 137 1 0  17 14 1 1  53 
L 
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ム
拶
宙

向U

えひ
め
地
域づ
く
り

研
究
会
議の
言
葉につ
い
て

ひと
くさ
り 。

『研
究
会
議』
は 、
「
研
究」
と
「
会
議L
に
分

けると
分か
りゃ

すい 。

①「
研究」
とは 、
問題Kなる
事
柄につ
い
て 、

よ
く
調べ
て
事
実を明
らか
に
し
た
り 、

理
論を
打

ち
たで
た
り

する乙
と 、
と
ある。
②
「
会
議」
と

は 、
何
人かの
関
係
者が
寄
り
集まっ
て 、
一
定の

題
自につい
て
話し
合っ
て
決め
る乙
と 、
と
あ
り

ま
す 。①「

研
究」
に
おい
て 、
ま
ず
問
題
に
な
る
事
柄

を
見つ
けるこ
と
が
第一
段
階で
あ
りな
が
ら 、
乙

れが
非
常に
難しい 。
続い
て
よ
く
調べ
るとい
う

もの 、
ナカ
ナカ
で
ある。
事
実を
明
らかに
する

の
も 、
理
論を
打
ち
たで
た
り

す
るこ
と
も 、
誠に

苦労が
多い
よ
うで
す 。

し
か
しな
が
ら 、
努
力し
な
が
ら
も
研究
して
き

@ 
~ 

自

国

え
ひ
め
地
域 事つ
く
り
研
究
会
議

代
表
運
営
委
員

守

谷

久
平日

た
人々
が 、
次の
②「
会
議」

訳で
あ
り
ま
す 。

一
定の
題
自につ
い
て
話し
合
うとい
うこ
の
会

議の
必
要
性は 、
万
人
が
認める
と乙
ろ
で
す 。
し

か
し 、
その
機能を
充
分に
生かせ
る
に
は 、
や
は

り
前
段たる
研
究
部
門が
充実吉
れてい
てこ
そ
と

思い
ま
す 。

私の
研究の
成
果は 、
個
人とか
小
集
団
に
し
か

属さ
ない
よ
うな
気が
して
お
り
ま
す 。

その
地
域の
問題
をよ
く
知っ
てい
た
り 、

事
実

関
係をよく
知っ
てい
た
り 、
ま
して 、
そ
れに
対

し 、
こ
う
すれば
解
決できた
り 、

良
く
な
る
とい

う
理
論を
打ちた
でた
り

する
馬
力 、
元
気
人は
そ

う
多く
ない
の
が
現
状でしょ
う 。

研究
会
議の
両
機
能を
充
分に
発
揮
すべ
く 、

えひ
め地
域つ
く
り研

究
会議
はス
タ
ー
ト

致し
ま

し
た 。
個
人とか
小
集団に
しか
属し
に
くい
研究

の
た
め
寄
り
集
ま
る

34 

成
果を 、
ま
ず
ヰッ
卜ワ
lク

する
とこ
ろ
に
多く

の
人の
期
待が
集まっ
てい
る
よ
うな
気が
し
て
お

りま
す 。
課題別の
研究
会
議の
必
要
性は 、
そ

れを
ドン
ドン

おし
進めると
とに
よ
り 、個が

輝

き 、
地
域の
核と
な
るこ
と
が
ネ
ラ
イと
考え
てお

りま
す 。

以上 、
観と
論
理
的フ
こ
む
ずかし
く
文
章
を
書

い
て
きまし
たので 、
続い
ては
視
覚
・感

性に
訴

える
言
葉に
し
たい
と
思い
ま
す 。
テ
ーマ

は
「
人

闘が
育つ
地
域風土」
デス 。
こ
れは
山
崎
充
教
授

の
受け
売りで
すの
で
御了
承下さい 。

治以W
ル炉

ecpr13
四角形



えひめ地域づく り研究会議

轄ア「Ill11
乙
れ
をやっ
つ
け
な
くては。

「
人づ
く
りは

狂
気と
馬
鹿
のグル
ー

プ
づ
く
り」

我

々

は

少
し

動
い

た
だ

け

で
、

私

た

ち

の
囲

り

の

状

況

が
目
に

見

え

て

変
化

す

る

と

は

決

し

て

思

わ

な

い

が
、

将

来
に

む

け

て、

あ

や

ま
っ

た

選

択

を

避

け

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

思

う
。

山
形

県

西

川

町

横

山

万

蔵
阿

長

欲求
不燃焼型人間

U 

自己実現街づ
く
りの先遣だ
とい
う
認
識

U 

な 人 々ろい ろ い

過
去の体
験 、
知
織か
ら
の
助
言

若い
活
動家
の
動ける舞
台づ
く
り

@口7よ@ヰ立与i い三よテ- I ! I 
硬骨ココ戸7f⑨診J

(fT TTZ) Gc�v 

標目
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3 6  

か
ね
が
ね 、
〈地
方
自
治
〉とい
う
言い
方
に乙

だわ
り
を
持っ
てい
た
私は 、
自
治
体
学
会
二
九

八五
年五
月
設立)
の
規
約
第二
条(
目
的)
の
な

かに 、
「

自
治
体学の
創
造と
地
域
自
治の
発

展に
寄与すること」
とい
う一
節を
発見した
時 、

乙
れ
だと
思っ
た 。

ちょ
うど
その
時 、
何
かの
仕事
を
終え
た
後 、

寝
酒の
ウ
イス
キ
ーを

飲ん
で
い
て 、
その
酔も
手

伝っ
たの
で
あろ
うか 。
涙の
出
るほ
ど
嬉
し
く 、

「
同
志はい
た 。
同志は
こ
こ
にい
た
ん
だ」
とつ

ぶやきなが
ら 、
実
際に 、
嬉し
涙を流してい
た 。

私は 、
愛
媛の近
代
史の
研
究に
取
り

組
むなか

で 、
もう
何年
も 、
〈地
方
自
治
〉とい
う
用
語に

違
和
感を
抱き
続け
て
きた 。
ど
う
考え
て
も
変な

�; 

え
ひ
め
地
域 ゃつ
く
り
研
究
会
議

島

の
で
ある。
素
直に
考えた
持 、
「
地
方」
とい
う

の
は 、
「
中央」
に
従
属し
「
中
央」
に
支
配さ
れ

る
「地
方」
なの
で
あ
り 、
そ
れ
に
対し
て
自
ら
治

め
るとい
う「自治」
は 、
どこ
に
も
だ
れに
も
支

配され
ず
独立
する乙
とが
前
提
で
ある。
と
す
る

な
ら「
地
方+
自
治」
とい
う
合
成
語は 、
全
く
相

い
反
する
言
葉を
くっ
つ
けた
もの
で
あっ
て 、そ

れ
自
体が
矛
盾
する。
こ
れ
は 、
いっ
たい
と
うし

た乙
と
か 、
現
代
社
会にあっ
て 、
〈
地
方
自
治
〉

は
民
主
主
議の
学
校で
あ
る、
な
ど
と
言
わ
れな
が

ら 、
乙の
矛
盾を
その
ま
まにし
て
おい
て
よい
の

で
あろ
うか 。

乙
ん
な
風に
長年
考えて
きて 、
先ほ
どの
「
地

域
自
治の
発
展云々
L
にぶつ
かっ
たの
で
ある。

そし
て 、
それを
掲
載し
た
自
治
体
学
会の
機
関
誌

「Z何
巧印F問、吋叶何回
・
自
治
体
学
会」
創
刊

号別
冊
資
料
編を
丹
念に
読む
と 、
こ
れ
まで
な
ら

無
神
経に
〈地
方
〉と
書か
れ
てい
た
よ
うな
箇
所

が 、
すべ
て
〈地
域
〉とい
う
表
現に
統一
さ
れ
て

い
た 。
私が 、
新たな
同
好の
士
を
発
見し
て
随
喜

し
たの
も当
然とい
え
るで
あ
ろ
う 。

運営委員

j章
豊
幸

とこ
ろで 、
現
在 、
この
よ
うに
内
部の
矛
盾し

た〈地
方
自
治
〉の
根源が 、
「日
本
国
憲
法」
第

八
章「地
方自治」
に
あ
る乙と
は
周
知の
と
お
り

で
ある。
その
第九
十二
条は
「
地
方
公
共
団
体の

組織及び運
営に関する
事
項は 、
地
方
自
治の
本旨

に
基い
て 、
法律でこ
れを
定
める」
と
なっ
てい

て 、
乙れ
を
根
拠に 、
地
方
自
治
法が
制
定
さ
れ 、

現
在の
八地
方
自
治
〉が運
営さ
れ
てい
るこ
と
を

改めて
指
摘
する
必
要はない
が 、
ど
うし
て 、
国

民主穫を基
まとした「日
本国憲法」
の
な
かで 、

こ
の
よ
うな
内部矛
盾を
含ん
だ
〈
地
方
自
治
〉と

い
う表現が
使われたの
で
あろ
うか 。
し
か
も 、

〈地
方公
共団
体〉とい
う
〈
中
央
政
府
〉に
完
全

に

従属することを
意味する
言
葉と共にである。

その
理
由は 、
ζの
新
憲
法
制
定
時の
複
雑な
背

後
事
情にあっ
た 。
く
わし
く
述べ
る
余
裕は
ない

が 、
ひ
とこ
とでい
え
ば 、
占
領
軍が
憲
法
改正
を

指
令した
後 、
政府をは
じ
め
民
聞に
おい
て
作
成

さ
れ
た
憲
法
草
案の
ほ
と
ん
ど
に
こ
の
八
地
方
自

治
Vの
項
目がなかっ
たとい
うこ
と
に
あ
る。
つ

ま
り 、

新しい
民主主
義
社会の
出
発に
当っ
て 、

ecpr13
四角形
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政府は
もちろん
の乙と 、
当
時最も

準高で
あっ

たとい
われた
民

間学者グル
ープに

おい
です
ら 、

民
主
主
義の基
本とし
て
の〈
地
方
自
治
〉
を
理
解

し
てい
なかっ
た
ので
ある。
乙
れ
は 、
占
領
軍
総

司
令部(GH
Q)
を
驚か
せ
た
が 、
一
九
四
六
年

二
月 、
GH
Qは
自
ら
起
草
し
た
憲
法
草
案
の
第八

章
に
〈F
Z巳
の0
2
35
2
Cv
の一
項
を
設
け

て 、
乙れ
を
政
府K
手
渡し
た 。
ζ
れ
を
受
け
取っ

た
政
府
は 、
ζ
の
〈FO
E-
。。〈m
Eヨ
E円
〉
を

〈地
方
自治
〉
翻訳し
た 。
そ
して 、
乙
れ
が
正
式

の憲
法に
取
り入
れ
ら
れた
時 、
〈地
方
自
治
〉と

なっ
た 。
「日
本国憲
法」
第八
章「地
方
自
治」

が
設け
られた
経
緯を
簡単陀
述べ
る
と
以
上
のよ

うに
な
る
が 、
乙
のなか
で 、
〈「
R巳
〉
を
八
地

方
〉と
訳
し
た
と乙
ろ
に
問
題
が
あ
る。
〈Z
E

Vとは 、
実は 、
〈
首
都に
対
する
「地
方」
の意

ではな
く
〉(
『
新
英
和
中
辞
典」
研
究
社) 、
た

んなる
「
場所の、
土
地
の」
とい
う
のが
本
当
の

意
味で
あ
る。
た
と
え
ば 、
C
・O・
D
K
は 、
次

のよ
うな
用
例
が
ある。
“
FO
E
S-ω
ω-onm

Eヨヘ
乙
のロ
ン
ドン
を
東
京に
置
きか
え
て 、

八一0
2-
V
を
〈
地
方
の
〉
と
訳
し
た
ら
ど
う
な
る

で
あろ
うか 。

強い
てい
え
ば 、
憲
法第八
章は
誤
訳
の上に
成

り立っ
てい
る、
とい
え
ない
乙
と
も
ない
ので
あ

る。とこ
ろ
で 、
〈地
方
政治
〉が
〈
地
方
自
治
VK

言い
変え
られたと

書い
た
が 、
乙
の八
地
方
自
治

〉
とい
う
国語の起
源は
か
な
り

古い 。
といっ
て

も近
代に
なっ
てか
らで
ある
が 、
私
の知る
限
り

では 、一
八八八(
明二
十
二
年二
月 、
市
制
町
村

制公
布に
先き立っ
て
内
務大
臣
山
懸
有朋が地
方

長
官
会議で
行っ
た
演
説が
最
初で
あ
る。
そ
のな

か
で J
山
鯨は
「
寸ヤ
中
央
政
府ノ
制
度ヲ
整
理ス

アタ

サキダチ・
・・

ルニ
方
リ 、
之ニ
先テ地
方
自
治ノ
制ヲ立
テン
ト

ス
ルハ
目
下ノ
急
務ナリ」
と
述べ 、
「
国
家ノ
基

礎ヲ
輩固二
セ
ン
ト

欲セハ 、
必ス
先
ツ
町
村
自
治

ノ
組
織ヲ立
チ
サル
ヲ
得ス」
と
述べ
て 、
「地
方

自治」
の意
儀を強調し
た 。
つ
ま
り 、
山燃にとっ

て 、
〈地方
自治〉とは「
国
家ノ
某語ヲ
輩固ニ」

する
手
段に
しか
す
ぎなかっ
た
ので
ある。

山燃がζ
の演
説を
行っ
た一
年
後 、
「
大日
本

帝
国憲法」
が
発布さ
れる。
ζ
れに
よっ
て 、
天

皇を
頂
点とした
中央
集
権
国
家が
完
成古
れ
る
の

で
ある
が 、
前
年に
施
行さ
れた
市
制
町
村
制に
よ

る
「地
方
自
治ノ
制」
は 、
中
央
集
権
支
配
の地
方

に
お
ける
受け皿で
あっ
た
ので
あ
る。

Il--
。

きて 、
乙
のよ
うに 、
八
地
方
自
治
〉の起
源
を

考えて
きた
時 、
現
在の「
日
本
国
憲
法」
第八
章

は 、
誤
訳K
基づ
くも
ので
ある
と
単
純にい
え
る

で
あろ
うか 。
そ
の
点Kつ
い
て
は
別
の
機
会に
譲

る
と
して 、
私が〈地
方
自
治
〉に
こ
だ
わ
り

続
け

て
きた
理
由は 、
以上
のよ
うな
点に
あっ
た 。

八強力自治〉とい
う言い
方を止め
ない
限り 、

私た
ちは 、
山町脚
有朋
の亡
霊
か
ら
逃
れ
るζ
と
は

で
き
ず 、
明
治
国
家の枠か
ら

完
全に
自
立
す
る乙

と
は
で
きない
のである。

。

。

研究会
斐
買の白一回ツ
ギエ
古
ん
(
温
泉
郡

川
内町)
が 、
去る
十二
月
十四
日
交通
事
故で

で亡
くな
ら
れ
ました 。

白戸さんは
長
年 、
農
村
婦
人
の生
活・
福
祉

問主|
向
上や 、
愛
媛の有
機・
無
農

薬
農
業の実
践
リー
ダー
と
し

て 、
地
磁づ
く
りに

活
躍さ
れ

ま
した 。
と
冥
福
をお
祈
灼
中

し
上
げ
ま
す 。
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。
研究会議か ら のお知 ら せ

。

「 “ み ち " と “ 道 " を考え る 』 課題別研究集会 を開催 し ま す。

昭和6拝 3 月 5 日 (士) 1 3 : 20� 17 : 30 きとマ

福祉会館 3 F (視聴覚教室)新居浜市と こ ろマ

1 ， 500円参加費マ
容内マ

r�u子銅山記念館」 希望者は10 : 00に現地集合エ ク ス カ ー シ ョ ン+ 
『みち」 “ み ち " におけ る 人々 の 関 わ り と 環境について

篤 京都精華大学デザ イ ン 科 ア ー バ ン テ白ザ イ ン学教授

ス ラ イ ドによ る 新居浜市か ら の事例報告

基調講演
田上女

• 

• 
田尾 フ ォ ッ ト サ ー ビ ス士d忠尾回

制愛媛県ま ち づ く り 総合セ ン タ ー

制愛媛県建築士会新居浜支部

新居浜市

パ ネ ルデ ィ ス カ ッ シ ョ ン

催 えひめ地域づ く り 研究会議主
φ 

マ

問 日 本青年会議所愛媛ブロ ッ援 住'Ill愛媛県建築士事務所協会後V 
NHK 愛媛新聞社新居浜市建設業協会ク 協議会

ね ら いマ

現在 口 に 「道」 と言いま して も 、 生活道路 をは じ め 、 高速道路 ・ 産業道路 ・ ア ク セ ス道路 な ど

その機能と 役割に応 じて、 私た ち の暮 ら しのた めの道がた く さ んあ り ま す 。

道路後進県 と言われている愛媛において も 、 瀬戸大橋の開通 、 高速道路の 部開通等によ り 、 道

路網の整備がめま く る し く 行われてお り ます 。

そ こ で今回、 生活の中の 「みち」 と は何か、 車社会にお け る 「道路」 と は何か、 暮 ら しの快適性

と は と い う こ と を切 り 口 に 、 みな さ ん と 「 み ち 」 と 「道」 について考えてみた い と 思 い ま す 。

松山市道後一万 1 - 2 

FAX25 - 6680 岱 (0899) 25 - 5557 

号790愛媛県ま ち づ く り 総合セ ン タ ー(明。お申 し込み先
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一
月
の
上
旬
に
「
舞
・

た
う
ん
」

編

集
係
二
人
の
G
A
L
宛
て
に、
一
通
の

手
紙
が
届
き
ま
し
た。

差
出
人
は、

伯

方
町
商
工
会
・

村
上
哲
男
古
ん
か
ら
で

す。

中
に
は、

商
工
会
青
年
部
・

婦
人

部
の
活
動
事
業
が、

と
っ
て
も
楽
し
く

書
か
れ
た
新
聞
と
村
上
さ
ん
の
名
刺
が

添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た。

そ
の
名
刺
の

裏
に
『
5

0
年
口
月
ム
日
生
ま
れ、
B

型
で
す。

よ
ろ
し
く。
』
と
書
か
れ
て
い

る
の村

上
さ
ん、

新
聞
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た。

ま
た、

楽
し
い
記

事
が
あ
り
ま
し
た
ら
二
人
の
G
A
L

宛
て
に
送
っ
て
く
だ
さ
い
ね 。

皆
様
か
ら
の
ご
意
見
・
と
希
望、

活
動

内
容
に
つ
い
て
の
記
事
な
ど
気
楽
に
ド

ン
ド

ン
お
寄
せ
下
さ
い。

次
回
「
舞
・

た
う
ん」

特
集
は

H
五
感
の
ま
ち
つ
く
りu

で
す。

「
舞
・

た
う
ん」

編
集
係

二
人
の
G
A
L
(
都
築
・

田
村)
ま
で。

〒
七
九
O

松
山
市
道
後
一
万
一

の
二

例
愛
媛
県
ま
ち
つ
く
り

総
合
セ
ン
タ
ー

T
E
L
O
八
九
九
(
二
五)

五
五
五
七

(一
一
五)

六
六
八
O

F
A
X
 

ecpr13
四角形

ecpr13
楕円

ecpr13
楕円
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