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冬の永平寺（福井県永
えい

平
へい

寺
じ

町
ちょう

）

樹齢700年といわれる老杉が鬱蒼
とそびえ、雪と静寂に包まれる永平
寺。曹洞宗の開祖として知られる道
元禅師によって寛元２年（1244年）
に創建され、一年を通して全国から
多くの参拝客が訪れる。境内では、
雲水と呼ばれる修行僧たちが日夜
厳しい修行に励んでいる。

写真キャプション

昨
年
秋
、
宮
崎
県
西に
し

米め

良ら

村そ
ん

の
小
川
地
区
を
訪
れ

た
。
２
０
０
７
年
に
は
高
齢
化
率
が
７
割
だ
っ
た
林

野
率
96
％
の
山
間
地
だ
が
、
こ
の
10
年
で
、
住
民
約

１
０
０
人
に
対
し
て
、
な
ん
と
年
間
約
２
万
人
も
の

観
光
客
が
訪
れ
る
地
域
に
変
貌
。
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
者
も

24
名
誕
生
し
て
い
る
。

き
っ
か
け
は
、「
平
成
の
桃
源
郷
・
お
が
わ
作
小

屋
村
」
づ
く
り
だ
。
07
年
、
行
政
か
ら
常
設
の
交
流

拠
点
の
設
立
・
運
営
を
提
案
さ
れ
、「
座
し
て
死
を

待
つ
わ
け
に
い
か
な
い
」
と
、
07
年
３
月
に
「
小
川

作
小
屋
村
設
立
準
備
委
員
会
」を
設
立
。
09
年
10
月
、

オ
ー
プ
ン
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

「
作
小
屋
」
と
は
、
自
宅
か
ら
離
れ
た
田
畑
・
山

林
管
理
の
た
め
に
建
て
る
仮
住
ま
い
の
こ
と
。
小
川

地
区
の
昔
か
ら
の
生
活
文
化
だ
。
交
流
施
設
は
、
こ

の
作
小
屋
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
茅
葺
屋
根
の
小
屋
だ
。

最
大
の
人
気
は
、
地
元
食
材
を
使
っ
た
郷
土
料
理

を
16
個
の
小
皿
に
盛
り
付
け
て
提
供
す
る
、
見
た
目

も
美
し
い
「
お
が
わ
四
季
御
膳
」
だ
が
、
も
う
ひ
と

つ
、
人
を
惹
き
つ
け
る
大
き
な
魅
力
が
あ
る
。

景
観
だ
。
そ
れ
も
昔
か
ら
あ
る
景
観
で
は
な
い
。

準
備
委
員
会
で
福
島
市
の
花
見
山
を
視
察
し
、「
小

川
に
も
花
見
山
を
」
と
、
１
・
３
ha
の
山
林
に
桜
や

コ
ブ
シ
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
８
０
０
０
本
以
上
の
苗

木
を
植
え
続
け
て
き
た
成
果
だ
。
現
在
は
も
み
じ
山

も
造
成
中
。
地
域
資
源
を
活
か
す
ど
こ
ろ
か
、
新
た

な
地
域
資
源
を
自
ら
創
り
出
し
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
ら
の
活
動
の
基
盤
に
あ
る
の
は
、
公
民
館
を

核
に
し
た
以
前
か
ら
の
地
域
自
治
活
動
だ
。
準
備
委

員
会
で
は
、
作
小
屋
村
が
オ
ー
プ
ン
す
る
ま
で
の
２

年
間
、
総
務
企
画
・
商
品
生
産
加
工
・
イ
ベ
ン
ト
・

景
観
施
設
と
分
野
別
に
専
門
部
会
を
設
置
し
検
討
を

重
ね
て
き
た
が
、
そ
の
回
数
は
、
会
議
、
打
ち
合
わ

せ
、
研
修
な
ど
を
合
わ
せ
て
計
１
０
０
回
に
及
ぶ
と

い
う
。

ま
た
、
花
見
山
の
山
林
は
地
区
の
共
有
林
組
合
が

提
供
し
、
植
樹
は
住
民
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
作
業
。
日

頃
の
山
の
管
理
や
沿
道
美
化
作
業
も
地
区
住
民
た
ち

が
担
う
。

表
面
に
は
見
え
に
く
い
こ
の
地
道
な
地
域
自
治
の

力
が
、
作
小
屋
村
の
華
や
か
な
成
功
を
支
え
る
最
も

重
要
な
地
域
資
源
で
は
な
い
か
と
強
く
感
じ
た
旅

だ
っ
た
。

農
業
ジ
ャ
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明
治
大
学
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教
授
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雪
原
が
も
た
ら
す
も
の

雪
が
降
っ
て
い
る
。
外
に
出
て
空
を
見

上
げ
る
と
、
大
小
様
々
な
雪
の
破
片
が
、

結
構
な
ス
ピ
ー
ド
で
次
々
と
顔
の
上
に
落

ち
て
く
る
。

ど
ん
ど
ん
降
り
積
も
っ
て
、
目
の
前
に

広
が
る
い
く
つ
も
の
田
ん
ぼ
は
全
て
雪
の

下
だ
。
そ
の
向
こ
う
の
道
路
だ
け
は
除
雪

さ
れ
、視
界
の
悪
い
中
を
時
折
、車
が
走
っ

て
い
く
。

私
が
生
ま
れ
、
今
も
暮
ら
す
新
潟
県
南

魚
沼
市
は
豪
雪
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
る
。

近
年
、雪
の
質
も
量
も
変
わ
っ
て
き
た
が
、

積
雪
は
平
地
で
２
メ
ー
ト
ル
、
山
手
の
集

落
で
は
４
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。

幼
い
頃
は
町
中
が
そ
っ
く
り
雪
に
埋
も

れ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
学
校
に
通
え
る
よ

う
、
大
人
た
ち
は
交
代
で
朝
か
ら
「
雪
踏

み
」
を
し
て
道
を
つ
け
た
。
家
の
玄
関
を

開
け
る
と
雪
の
階
段
が
あ
り
、
登
っ
て
道

に
出
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
雪
道
を
歩
く

と
、
電
柱
の
て
っ
ぺ
ん
が
す
ぐ
目
の
前

だ
っ
た
。

大
人
た
ち
は
雪
と
暮
ら
す
大
変
さ
を
嘆

き
、「
克
雪
」「
雪
害
」
な
ど
と
い
う
言
葉

を
使
う
。
確
か
に
雪
に
関
連
す
る
事
故
も

多
い
。
け
れ
ど
も
雪
が
あ
る
か
ら
こ
そ
豊

富
な
水
が
あ
り
、
稲
作
が
で
き
、
酒
も
作

れ
る
。
50
年
ほ
ど
前
か
ら
始
ま
っ
た
ス

キ
ー
産
業
の
お
か
げ
で
、
出
稼
ぎ
は
な
く

な
り
、
観
光
産
業
を
育
て
る
こ
と
に
な
っ

た
。近

代
以
前
、
こ
の
地
で
の
冬
の
暮
ら
し

は
今
と
は
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
大
変
だ
っ

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
1
0
0
0
年
以
上
も

前
か
ら
こ
の
地
で
生
を
受
け
渡
し
て
き
た

先
人
た
ち
は
、
雪
と
と
も
に
生
き
る
知
恵

と
術
を
持
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

今
、
私
の
命
も
あ
る
。
大
変
な
の
は
雪
だ

け
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、
す
べ
て
受
け

入
れ
て
し
ま
え
ば
、
雪
は
恵
み
で
も
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

私
が
雪
が
好
き
な
理
由
の
一
つ
は
、
雪

が
全
て
を
覆
っ
て
し
ま
っ
た
時
、
そ
こ
に

原
生
自
然
が
現
れ
る
か
ら
だ
。
雪
原
の
下

に
は
、
人
間
が
好
き
な
よ
う
に
開
発
し
た

あ
ら
ゆ
る
も
の
と
営
み
の
痕
跡
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
雪
に
覆
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ

れ
ら
は
視
界
か
ら
消
え
、
代
わ
り
に
自
分

が
世
に
生
を
受
け
る
よ
り
は
る
か
昔
か
ら

の
人
々
の
営
み
の
記
憶
が
、
想
像
の
力
を

借
り
て
浮
か
び
上
が
る
。
自
然
を
思
い
通

り
に
で
き
な
い
こ
と
や
、
本
当
に
必
要
な

も
の
に
つ
い
て
、
改
め
て
思
い
を
馳
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

音
が
吸
収
さ
れ
て
い
く
独
特
な
空
気
感

の
中
、
ひ
そ
や
か
で
確
か
な
生
き
物
の
気

配
を
感
じ
な
が
ら
雪
原
を
進
ん
で
い
け

ば
、
シ
ン
プ
ル
に
、
た
だ
今
こ
こ
に
、
生

き
る
こ
と
に
集
中
で
き
る
。
す
べ
て
と
つ

な
が
り
、
す
べ
て
に
包
ま
れ
て
い
る
よ
う

な
感
覚
は
、
私
に
は
歓
び
だ
。

持
続
可
能
な
社
会
と
は

持
続
可
能
な
社
会
と
は
ど
ん
な
状
態
だ

ろ
う
。

人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
必
要
な
空
気

も
水
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
、
限
り
が
あ
る
存

在
だ
。
そ
れ
ら
を
取
り
出
し
、
利
用
し
、

か
つ
循
環
で
き
る
社
会
の
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。そ

の
意
味
で
は
、
農
山
漁
村
の
優
位
性

は
様
々
に
唱
え
ら
れ
て
き
た
し
、
自
明
で

も
あ
る
。

湧
き
水
が
あ
る
場
所
、
山
菜
や
木
の
実

や
貝
や
魚
が
取
れ
る
山
海
、
田
畑
で
食
料

が
生
産
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
燃
料
と
な

点
視

持
続
可
能
な
社
会
と
は
何
か

～
農
山
漁
村
の
役
割
を
考
え
る
～
（
前
編
）
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る
木
が
手
に
入
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
、
人

間
は
命
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ

と
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
農
山

漁
村
の
価
値
と
多
様
な
可
能
性
の
基
盤
で

も
あ
る
。

つ
い
最
近
、
山
形
県
出
身
の
早
稲
田
大

学
学
生
が
、
本
人
の
1
週
間
の
自
炊
メ

ニ
ュ
ー
に
お
い
て「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」

を
意
識
し
た
目
標
を
立
て
た
。
そ
れ
は
利

用
す
る
具
材
に
お
い
て
、　

で
き
る
限
り

東
京
産
を
使
う
、　

関
東
産
を
70
%
以
上

使
う
、　

残
り
も
国
産
を
使
う
、
こ
と

だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
７
日
間
で
使
用
し

た
55
種
類
の
食
材
で
、
東
京
産
は
3
種
類

の
み
。
そ
れ
も
唐
辛
子
や
辛
味
大
根
の
ブ

ラ
ン
ド
商
品
で
、
銀
座
三
越
の
地
下
の
食

材
売
り
場
で
思
い
切
っ
て
購
入
し
た
と
い

う
。
茨
城
県
や
千
葉
県
を
含
む
関
東
産
で

も
20
種
類
だ
っ
た
。
こ
れ
は
全
体
の
36
%

で
、努
力
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、目
標
だ
っ

た
70
％
の
半
分
以
下
だ
。
学
生
な
り
に
安

く
あ
げ
よ
う
と
し
た
ら
、
さ
ら
に
割
合
は

下
が
る
だ
ろ
う
と
い
う
。

２
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
の
際
、

関
東
周
辺
で
も
道
路
が
塞
が
れ
、
物
流
が

滞
っ
た
。
わ
ず
か
数
時
間
の
う
ち
に
、
東

京
で
は
多
く
の
コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
の

棚
か
ら
食
料
や
飲
み
物
が
消
え
、
し
ば
ら

く
入
荷
が
な
か
っ
た
。
都
市
部
の
脆
弱
性

が
露
呈
し
た
。
都
市
に
暮
ら
す
人
た
ち
の

命
を
支
え
て
い
る
の
は
、
都
市
以
外
に
あ

る
農
山
漁
村
だ
。

け
れ
ど
も
そ
の
か
け
が
え
の
な
い
、
命

と
暮
ら
し
の
基
盤
を
持
つ
農
山
漁
村
に
、

人
々
が
移
り
住
む
べ
く
殺
到
し
な
い
の
は

な
ぜ
か
。

人
が
生
き
て
い
く
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
と
い
う
問
い
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
う
。

ま
さ
に
そ
の
解
を
掘
り
下
げ
て
い
く
と
こ

ろ
に
、
農
山
漁
村
の
価
値
が
あ
る
よ
う
に

私
は
思
う
。

人
も
社
会
も
持
続
し
て
い
く
た
め
に

は
、
水
と
食
べ
も
の
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
以
外

に
大
切
な
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
私
は
地
球
上
の
あ
ち
こ
ち

で
、
自
然
の
中
で
旅
を
し
た
り
、
自
然
に

近
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
人
た
ち
と
関

わ
っ
て
き
た
。そ
の
中
で
経
験
し
た
の
は
、

人
に
と
っ
て
大
き
な
危
険
は
、
食
料
が
な

い
と
か
燃
料
が
尽
き
た
と
か
、
天
気
が
荒

れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
よ
り
も
、

「
希
望
」
を
失
う
こ
と
だ
っ
た
。「
も
う
ダ

メ
か
も
し
れ
な
い
」
と
思
う
そ
の
心
の
隙

間
か
ら
、
一
気
に
生
存
の
可
能
性
が
危
う

く
な
る
。
同
時
に
「
美
」
や
「
歓
び
（
喜

び
、
悦
び
）」
は
内
的
な
大
き
な
力
に
つ

な
が
る
こ
と
に
も
気
づ
い
た
。
美
し
い
光

景
や
生
命
力
溢
れ
る
環
境
に
身
を
置
く
歓

び
は
、
希
望
と
も
な
っ
て
人
を
強
く
し
た

り
、幸
福
を
も
た
ら
し
た
り
す
る
。
ま
た
、

様
々
な
危
険
に
対
す
る
最
大
の
防
御
は
、

武
器
を
持
つ
こ
と
で
は
な
く
、
他
の
人
た

ち
と
信
頼
で
つ
な
が
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

確
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
築
く
こ
と
だ
と

も
教
え
て
も
ら
っ
た
。

消
費
と
い
う
豊
か
さ

持
続
可
能
な
社
会
に
つ
い
て
は
、
国
際

的
な
規
模
で
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
議
論
さ
れ

て
い
る
。
特
に
光
が
あ
た
っ
た
1
9
７
２

年
の
国
連
人
間
環
境
会
議
か
ら
す
で
に
47

年
。
同
じ
年
に
、
ロ
ー
マ
ク
ラ
ブ
に
よ
る

「
成
長
の
限
界
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

シ
ス
テ
ム
分
析
を
駆
使
し
て
地
球
の
有
限

性
を
示
し
、
成
長
の
限
界
と
人
類
の
危
機

を
唱
え
た
。

反
論
も
含
め
て
影
響
は
大
き
く
、
こ
こ

か
ら
持
続
可
能
な
社
会
を
求
め
て
、
各
国

に
は
様
々
な
機
関
が
設
立
さ
れ
、
現
在
に

至
る
ま
で
、
国
際
的
な
条
約
も
次
々
と
締

結
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
量

消
費
生
産
モ
デ
ル
の
社
会
は
変
わ
ら
な

い
。
誰
も
が
消
費
し
た
く
、「
富
」
と
消

費
が
幸
せ
の
尺
度
で
あ
る
か
の
よ
う
に
そ

れ
を
追
い
求
め
る
。
ピ
ー
ク
オ
イ
ル
が
過

ぎ
た
と
さ
れ
、
鉱
物
資
源
の
枯
渇
が
目
前

と
示
さ
れ
な
が
ら
も
、「
技
術
革
新
が
状

況
を
打
開
す
る
」
と
半
ば
祈
り
の
よ
う
に

信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。I
T
の
浸
透
は
、

国
を
超
え
る
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
シ
ス
テ
ム

を
も
た
ら
し
、
世
界
中
で
特
定
の
規
格
が

広
が
り
、
そ
れ
を
広
げ
た
一
握
り
の
人
た

ち
が
極
端
に
利
益
を
得
る
。結
果
と
し
て
、

国
家
間
、
そ
し
て
国
内
で
の
格
差
は
広
が

り
続
け
、
社
会
不
安
の
要
因
と
な
っ
て
い

る
。
近
年
の
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

政
治
情
勢
に
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
影
響

で
も
あ
ろ
う
。

２
0
1
８
年
6
月
発
表
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

ペ
ー
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
日
本
を
含
む
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
28
か
国
に
お
い
て
、
わ
ず
か
1
割
の

世
帯
が
全
体
の
52
％
の
富
を
所
有
し
、
６

割
の
世
帯
が
わ
ず
か
12
％
の
富
を
所
有
す

る
と
い
う
。
ま
た
25
％
の
世
帯
で
収
入
が

減
っ
て
い
る
（https://doi.org/10.1787/

7e1bf673-en

）。

２
0
1
５
年
の
デ
ー
タ
で
は
日
本
の
相

対
的
貧
困
率
（
等
価
可
処
分
所
得
が
貧
困

ラ
イ
ン
以
下
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
の
比

率
）
は
16
・
1
％
で
、
先
進
国
の
中
で
ア

メ
リ
カ
に
次
い
で
二
番
目
に
高
い

（h
ttp
s://w

w
w
.g
lo
b
a
ln
o
te.jp

/
post-10510.htm

l

）。
所
得
の
不
均
衡
を

示
す
ジ
ニ
指
数
も
、0
・
34
で
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

38
か
国
の
中
で
格
差
が
大
き
い
方
か
ら
ス

ペ
イ
ン
と
と
も
に
12
番
目
だ
（https://

data.oecd.org/inequality/incom
e-

inequality.htm

）。
日
本
は
所
得
格
差

が
大
き
く
、
か
つ
６
人
に
一
人
が
相
対
的

1）

2）

3）
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貧
困
レ
ベ
ル
で
暮
ら
し
て
い
る
国
で
あ
る

こ
と
を
、
こ
の
数
字
が
示
し
て
い
る
。

こ
れ
が
、
こ
こ
ま
で
ず
っ
と
成
長
を
追

い
求
め
、
消
費
を
促
し
、
そ
れ
が
豊
か
さ

だ
と
唱
え
て
き
た
日
本
の
現
状
だ
。
こ
こ

か
ら
ど
こ
に
行
こ
う
と
い
う
の
か
。
本
当

に
持
続
可
能
な
社
会
が
射
程
に
あ
る
の
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
思
考
や
発
想
を
、

修
正
な
ど
で
は
な
く
、
そ
っ
く
り
違
う
レ

ベ
ル
に
変
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は

明
ら
か
だ
。

日
本
で
の
暮
ら
し
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
恩
恵
は
た
く
さ
ん
あ

る
。
け
れ
ど
も
伴
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
負

の
側
面
も
多
い
。
大
地
に
働
き
か
け
る
生

産
の
場
か
ら
離
れ
、
自
然
が
命
を
支
え
て

い
る
実
感
も
な
い
ま
ま
、
消
費
者
と
し
て

の
み
暮
ら
し
て
い
て
、
金
が
な
け
れ
ば
水

さ
え
飲
め
な
い
。
健
康
を
保
つ
食
も
手
を

か
け
ず
に
簡
単
に
済
ま
せ
て
し
ま
う
。
そ

ん
な
中
で
は
積
極
的
に
生
き
て
い
る
実
感

を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
何
が
自
分

に
と
っ
て
大
切
な
の
か
も
そ
の
消
費
世
界

の
中
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。

こ
の
約
50
年
、
持
続
可
能
な
社
会
を
目

指
す
と
し
な
が
ら
、
世
界
は
、
そ
し
て
日

本
も
、
持
続
可
能
な
社
会
と
は
逆
方
向
に

進
ん
で
き
た
よ
う
だ
。
そ
の
間
に
、
数
多

く
の
論
客
た
ち
が「
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
」

を
呼
び
か
け
て
き
た
。
根
本
的
な
考
え
方

を
変
え
な
い
限
り
、
持
続
可
能
な
社
会
に

は
近
づ
け
な
い
、
と
。

こ
れ
ま
で
、
消
費
と
い
う
豊
か
さ
を
求

め
る
勢
力
と
、
そ
の
限
界
を
主
張
す
る
勢

力
は
、
同
じ
空
間
に
あ
り
な
が
ら
互
い
に

直
接
対
話
せ
ず
、
別
々
に
歩
ん
で
き
た
。

日
本
で
も
こ
の
二
種
の
言
説
が
同
時
に
存

在
す
る
が
、
主
流
は
グ
ロ
ー
バ
ル
マ
ネ
ー

と
経
済
成
長
を
求
め
る
勢
力
だ
。「
持
続

可
能
な
社
会
」
を
掲
げ
、
国
際
社
会
の
取

り
決
め
に
お
付
き
合
い
し
つ
つ
も
、
あ
く

ま
で
経
済
成
長
を
阻
害
し
な
い
こ
と
が
優

先
で
あ
る
た
め
、
日
本
政
府
の
施
策
は
今

に
至
る
ま
で
、
矛
盾
し
て
い
た
り
場
当
た

り
的
な
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。

一
般
的
に
人
々
は
、
聞
き
た
い
こ
と
し

か
聞
か
な
い
。
信
じ
た
い
こ
と
し
か
信
じ

な
い
。
S
N
S
が
発
達
し
た
今
日
は
、
さ

ら
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。「
環
境
」
や
「
エ

コ
ロ
ジ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
、「
意
識
高

い
系
」
を
揶
揄
す
る
多
く
の
若
い
人
た
ち

に
は
届
か
な
い
。

け
れ
ど
も
最
近
、
潮
目
が
変
わ
っ
て
き

た
よ
う
に
私
は
感
じ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
地
球
環
境
が
追
い

詰
め
ら
れ
、
そ
れ
が
実
感
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
こ
と
や
、
格
差
の
歪
み
に
苦

し
む
人
た
ち
が
見
過
ご
せ
な
い
数
と
な
る

と
同
時
に
、
格
差
に
気
づ
い
た
人
た
ち
が

増
え
て
き
た
こ
と
も
背
景
に
あ
る
だ
ろ

う
。
ま
た
性
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
や
海
外

か
ら
の
旅
行
者
や
留
学
生
の
増
加
、
若
者

の
貧
困
や
非
正
規
雇
用
、
難
民
や
外
国
人

労
働
者
の
議
論
、
A
I
の
進
出
な
ど
、
世

の
中
の
規
範
が
変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と

も
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
議
論
や
、

閉
塞
感
や
生
き
づ
ら
さ
に
つ
い
て
の
言
及

な
ど
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
価

値
に
基
づ
い
た
声
が
多
く
聞
か

れ
る
。

物
も
情
報
も
溢
れ
、「
消
費
の

豊
か
さ
」
に
疲
れ
を
感
じ
る
人
た

ち
も
多
い
。
自
分
が
ど
う
生
き
る

か
を
模
索
し
な
が
ら
、
豊
か
さ
や

幸
せ
を
再
考
す
る
若
い
人
た
ち

が
現
れ
て
い
る
。

農
山
漁
村
に
は
、
新
し
い
文
脈

で
の
豊
か
さ
と
自
由
を
め
ぐ
る

問
い
へ
の
解
が
あ
る
。（
続
く
）�

髙野　孝子（たかの　たかこ）

エジンバラ大学Ph.D（野外・環境教育）、ケン
ブリッジ大学M.Phil（環境と開発）、早稲田大
学政治学修士。サステナビリティ、野外・環境
教育、地域社会学、分野横断的な環境学を専門
とする。
新潟県在住。ジャパンタイムズ報道部記者を経
てフリーランスに。90年代初めから「人と自然
と異文化」をテーマに、犬ぞりとカヌーによる
北極海横断やミクロネシアの孤島での自らの活
動を環境教育の素材とするプログラムを地球規
模で展開。「地域に根ざした教育」の重要性と「農
山村は学びの宝庫」を訴え、07年より新潟県で
「TAPPO南魚沼やまとくらしの学校」事業を
開始。2010年 7 月公開の龍村仁監督「地球交響
曲第 7 番」に、アンドルー ･ワイル博士らとと
もに出演。社会貢献活動に献身する女性 7名に
向けた「オメガアワード2002」受賞（緒方貞子、
吉永小百合、中村桂子などと共に）。2016年春
期早稲田大学ティーチングアワード受賞、2017
年ジャパンアウトドアリーダーズアワード（JOLA）
特別賞。著書に「野外で変わる子どもたち」（情
報センター出版局）、「PBE地域に根ざした教育：
持続可能な社会づくりへの試み」（海象社）ほ
か多数。
日本学術会議KLaSiCa小委員会委員、新潟県環
境審議会委員、千代田区地球温暖化対策推進懇
談会委員、日本キャンプ協会理事、日本環境教
育フォーラム理事、財団法人日本アウトワード・
バウンド協会評議員、日本自然保護協会参与な
ど
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住
田
町
を
訪
問

東
北
新
幹
線
・
水
沢
江
刺
駅
か
ら
東
へ
車

で
40
分
ほ
ど
、
気
仙
川
に
沿
っ
て
国
道
を
進

む
と
、
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
平
坦
地
が
広

が
る
。
そ
こ
に
山
の
稜
線
を
背
景
に
建
つ
純

木
造
建
築
物
が
こ
の
町
の
役
場
庁
舎
だ
。
近

づ
く
と
「
森
林
・
林
業
日
本
一
の
町
づ
く
り　

住
田
町
」
と
い
う
看
板
が
視
界
に
入
る
。
庁

舎
は
外
観
の
み
な
ら
ず
細
部
に
わ
た
り
木
材

が
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
高
い
耐
震
性
と

耐
熱
性
を
実
現
し
て
い
る
。
中
に
入
る
と
木

の
香
り
に
つ
つ
ま
れ
、
こ
こ
が
林
業
の
町
で

あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

２
０
１
８
年
8
月
、
全
国
町
村
会
が
主
催

す
る
地
域
農
政
未
来
塾
（
塾
長
：
生
源
寺
眞

一
福
島
大
学
教
授
）
の
皆
川
芳
嗣
運
営
委
員

長
（
㈱
農
林
中
金
総
合
研
究
所
理
事
長
）
が

岩
手
県
住
田
町
を
訪
問
し
た
。
同
塾
修
了
時

の
研
究
論
文
で
最
優
秀
賞
を
獲
得
し
た
同
町

職
員
の
松
田
誉
至
氏
（
農
政
課
）
を
訪
ね
、

塾
で
学
ん
だ
成
果
や
そ
の
後
の
取
組
な
ど
に

つ
い
て
伺
う
た
め
で
あ
る
。

地
域
農
政
未
来
塾
は
、
地
域
の
課
題
に
対

し
て
分
析
や
問
題
提
起
、
行
動
で
き
る
町
村

職
員
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
２
０
１
６

年
に
開
塾
。
各
年
度
5
月
か
ら
翌
年
1
月
に

か
け
て
概
ね
月
1
回
程
度
開
講
し
、
各
界
を

代
表
す
る
有
識
者
を
講
師
に
迎
え
、
講
義
や

少
人
数
形
式
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
、
現
地
調
査
な

ど
を
行
っ
て
い
る
。
農
政
の
み
な
ら
ず
地
域

づ
く
り
を
担
当
す
る
若
手
・
中
堅
職
員
を
対

象
に
毎
年
度
約
20
名
を
塾
生
と
し
て
受
け
入

れ
て
お
り
、
修
了
時
に
は
ゼ
ミ
講
師
の
指
導

の
下
、
研
究
論
文
を
執
筆
す
る
。

松
田
氏
が
研
究
論
文
の
テ
ー
マ
に
選
ん
だ

の
は
「『
住
田
型
農
業
』
の
過
去
・
現
在
・

未
来
」。
高
度
成
長
期
以
降
、オ
イ
ル
シ
ョ
ッ

ク
な
ど
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
革
命
、
都
市
部

へ
の
人
口
流
出
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
不
況

な
ど
、
様
々
な
社
会
情
勢
に
翻
弄
さ
れ
な
が

▲

純
木
造
の
役
場
庁
舎

岩手県

住田町

複
合
型
農
業
の
再
興
を
目
指
す
町
　
岩
手
県
住
田
町
を
訪
ね
て

～
地
域
農
政
未
来
塾
運
営
委
員
長

最
優
秀
論
文
受
賞
者
を
訪
問
～

住す
み

田た

町ち
ょ
う

岩
手
県
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ら
も
特
徴
的
な
農
業
経
営
を
確
立
し
続
け
て

き
た
「
住
田
型
農
業
」
の
変
遷
を
た
ど
り
、

現
在
の
動
向
を
精
細
に
分
析
、
後
継
者
確
保

や
地
域
の
持
続
的
な
発
展
の
た
め
に
今
で
き

る
こ
と
を
提
言
し
た
。
こ
の
未
来
へ
の
建
設

的
な
提
案
は
、
地
域
の
み
な
ら
ず
農
村
全
体

の
将
来
を
展
望
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、

高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

町
の
概
要

町
総
面
積
の
90
％
を
森
林
が
占
め
る
住
田

町
は
「
森
林
・
林
業
日
本
一
の
ま
ち
づ
く
り
」

を
目
指
し
て
い
る
。
林
業
は
地
域
の
産
業
振

興
の
中
核
を
担
っ
て
お
り
、
伐
採
か
ら
製
造

ま
で
の
一
連
を
町
内
で
す
べ
て
行
う
シ
ス
テ

ム
を
構
築
し
、
川
上
か
ら
川
下
ま
で
の
木
材

流
通
に
注
力
し
て
い
る
。
ま
た
、
林
業
関
係

者
と
協
力
し
、
森
林
資
材
の
有
効
活
用
、
雇

用
創
出
を
図
っ
て
お
り
、
地
域
市
民
と
一
体

と
な
っ
た
地
域
振
興
を
実
施
し
て
い
る
。
役

場
庁
舎
に
隣
接
す
る
消
防
署
に
も
木
材
が
豊

富
に
活
用
さ
れ
て
い
た
。

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
に
も
積
極

的
だ
。
役
場
庁
舎
に
は
木
質
ペ
レ
ッ
ト
ボ
イ

ラ
ー
に
よ
る
冷
暖
房
が
導
入
さ
れ
、
循
環
型

資
源
と
し
て
の
木
材
の
可
能
性
に
着
目
し
て

い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
ほ
か
ト
ッ

プ
ラ
イ
ト
を
活
用
し
た
自
然
換
気
機
能
、
Ｌ

Ｅ
Ｄ
照
明
や
人
感
セ
ン
サ
ー
の
採
用
に
よ
る

電
気
の
節
約
、
ソ
ー
ラ
ー
街
路
灯
の
導
入
に

よ
る
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
な
ど
、
省
エ

ネ
ル
ギ
ー
化
に
資
す
る
設
備
導
入
が
行
わ
れ

て
い
る
。

農
業
で
は
、
キ
ュ
ウ
リ
や
イ
チ
ゴ
を
は
じ

め
と
す
る
園
芸
作
物
、
ブ
ロ
イ
ラ
ー
や
養
豚

な
ど
の
畜
産
物
を
生
産
。
換
金
性
の
高
い
作

物
を
作
り
、
狭
い
面
積
の
中
で
高
い
生
産
性

を
得
る
た
め
、
町
独
自
の
安
全
・
安
心
農
産

物
認
証
表
示
制
度
を
設
け
て
農
産
物
の
価
値

を
高
め
る
な
ど
の
工
夫
が
施
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
地
元
農
産
物
を
学
校
給
食
に
使
用
す

る
こ
と
で
地
産
地
消
の
推
進
も
実
施
。
認
定

農
業
者
、
認
定
志
向
農
業
者
へ
の
継
続
的
な

支
援
も
行
わ
れ
、
様
々
な
制
度
（
国
、
県
、

町
の
制
度
）
を
合
理
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
で
、
地
域
農
業
の
持
続
的
な
発
展
を
目
指

し
て
い
る
。

林
業
の
町
の
将
来
展
望

役
場
庁
舎
で
神
田
謙
一
町
長
、
多
田
欣
一

前
町
長
と
皆
川
運
営
委
員
長
が
町
の
現
状
と

課
題
、
将
来
展
望
な
ど
を
テ
ー
マ
に
意
見
交

換
を
行
っ
た
。
２
０
１
７
年
よ
り
現
職
の
神

田
町
長
は
、
同
町
出
身
で
獣
医
師
免
許
を
持

つ
。
農
協
職
員
、
住
田
フ
ー
ズ
㈱
常
務
取
締

役
な
ど
を
歴
任
。
町
長
就
任
後
は
、
住
民
参

加
型
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
町
民
と
行

政
が
と
も
に
知
恵
を
出
し
地
域
の
こ
と
を
考

え
、
協
働
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
て

い
る
。
役
場
を
訪
ね
る
住
民
が
居
心
地
よ
く

過
ご
せ
る
よ
う
最
大
限
配
慮
し
、
町
長
室
は

や
や
控
え
め
な
間
取
り
と
な
っ
て
い
る
。
町

長
の
住
民
へ
の
思
い
や
り
が
庁
舎
か
ら
も
感

じ
ら
れ
る
。

住
田
町
に
は
特
徴
的
な
条
例
が
あ
る
。
２

０
１
７
年
6
月
に
制
定
さ
れ
た
「
こ
ざ
っ
ぱ

り
条
例
」
と
い
う
も
の
だ
。「
飾
り
気
が
な

く
清
潔
感
に
あ
ふ
れ
、
見
る
人
に
安
ら
ぎ
や

快
適
さ
を
も
た
ら
す
様
相
」
を
「
こ
ざ
っ
ぱ

り
」
と
表
現
し
、
身
近
な
里
山
景
観
を
町
民

が
主
体
的
に
守
り
、
未
来
へ
引
き
継
ぐ
こ
と

が
こ
の
条
例
の
目
的
だ
。「
全
部
を
一
度
に

や
ろ
う
と
す
れ
ば
疲
れ
て
し
ま
う
。
小
さ
な

こ
と
で
も
で
き
る
こ
と
か
ら
確
実
に
や
っ
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
」
と
、
前
町
長
の
多
田

氏
は
語
る
。

先
述
の
と
お
り
、
住
田
町
は
林
業
の
町
。

産
業
と
し
て
の
林
業
振
興
の
み
な
ら
ず
、
森

林
と
人
間
の
共
生
を
意
識
し
た
人
づ
く
り
を

重
視
し
、
保
育
園
児
か
ら
大
人
ま
で
の
幅
広

い
年
代
を
対
象
と
し
た
森
林
体
験
学
習
「
森

の
保
育
園
」
を
実
施
す
る
な
ど
、
森
林
を
身

近
に
感
じ
、
そ
の
価
値
を
残
し
伝
え
て
い
く

こ
と
の
重
要
性
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
地

▲役場庁舎遠景

▲木造の役場庁舎内

▲松田氏（右）が町の概要を説明
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元
の
高
校
生
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
森
の
案
内

人
」が
保
育
園
の
活
動
を
手
伝
い
、四
季
折
々

の
自
然
を
楽
し
み
な
が
ら
の
地
域
・
世
代
を

超
え
た
交
流
も
盛
ん
だ
。「
森
の
保
育
園
」

は
好
評
を
得
て
お
り
、
他
地
域
か
ら
参
加
を

希
望
す
る
声
も
多
く
聞
か
れ
る
。「
誰
も
が

木
に
育
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
ほ

し
い
」
と
多
田
氏
は
語
り
、
愛
用
し
て
い
る

木
製
の
名
刺
入
れ
を
披
露
し
た
。「
幼
少
期

か
ら
木
の
あ
る
生
活
を
経
験
す
る
こ
と
で
、

地
域
に
暮
ら
す
人
が
木
材
資
源
の
大
切
さ
を

理
解
し
、
生
産
者
や
加
工
者
に
対
す
る
理
解

や
、
木
の
文
化
の
伝
承
に
つ
な
げ
よ
う
と
す

る
」
…
こ
の
思
い
は
多
田
氏
か
ら
神
田
町
長

に
引
き
継
が
れ
、
木
育
の
取
組
が
今
後
も
幅

広
く
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
皆

川
委
員
長
は
「
今
は
都
内
の
マ
ン
シ
ョ
ン
住

民
だ
が
、
内
装
に
木
を
多
く
使
っ
て
い
る
。

木
の
香
り
の
す
る
生
活
を
大
切
に
し
て
い

る
」
と
応
じ
た
。
素
材
を
通
し
て
生
産
者
を

思
う
生
活
ス
タ
イ
ル
も
ま
た
、
場
所
に
と
ら

わ
れ
な
い
都
市
と
地
方
の
つ
な
が
り
と
い
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

交
流
を
活
性
化
の

キ
ー
ワ
ー
ド
に

松
田
氏
が
提
案
す
る
新
し
い

「
住
田
型
農
業
」
は
、
課
題
を
吸

い
上
げ
る
姿
勢
、
関
係
機
関
の
連

携
、
農
家
同
士
の
つ
な
が
り
を
3

本
の
柱
と
す
る
。

町
職
員
が
日
頃
か
ら
農
家
を
巡

回
し
、
農
業
者
と
信
頼
関
係
を
構

築
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
人
々
の

思
い
や
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を

関
係
機
関
が
共
有
す
る
こ
と
で
、

農
家
に
対
し
て
適
切
な
助
言
・
提

案
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

従
来
の
住
田
型
農
業
に
見
ら
れ
た

農
家
同
士
の
つ
な
が
り
を
後
押
し

し
、
相
互
に
問
題
点
を
指
摘
す
る

関
係
を
構
築
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
。
長
年
苦
楽
を
共
に
し
た
農

業
者
同
士
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
お
互

い
の
言
葉
を
信
用
し
て
、
生
産
意

欲
の
向
上
の
た
め
に
切
磋
琢
磨
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
う
し
た
農
業
指
導
体
制
を
構
築

し
、
関
係
機
関
と
農
家
が
一
丸
と
な
り
農
業

振
興
を
図
る
こ
と
で
、
衰
退
の
危
機
に
瀕
す

る
中
山
間
地
農
業
を
持
続
可
能
な
も
の
と
す

る
考
え
だ
。

さ
ら
に
、
農
林
業
や
地
場
産
業
の
後
継

者
確
保
の
た
め
に
交
流
の
促
進
を
図
り
、

都
市
に
暮
ら
す
外
部
の
人
々
に
と
っ
て
、

住
田
を
「
非
日
常
的
な
場
所
」
か
ら
「
日

常
的
な
場
所
」
へ
と
変
え
て
い
く
こ
と
の

重
要
性
も
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
提
案
が

目
に
見
え
る
形
と
し
て
表
れ
て
い
る
場
所

が
あ
る
。
住
民
交
流
施
設
「
ま
ち
や
世
田

米
駅
」
で
あ
る
。

こ
こ
は
１
０
０
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ

古
民
家
を
改
修
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ

フ
ェ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど

を
備
え
た
ま
ち
住
民
交
流
拠
点
施
設
で
あ

る
。
改
修
前
は
菅
野
家
と
い
う
実
業
家
の

住
居
兼
店
舗
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
町
家

で
、
大
正
時
代
に
は
養
蚕
繭
の

仲
買
商
や
住
田
で
産
出
さ
れ
て

い
た
砂
金
を
扱
う
金
銀
治
金
商

な
ど
い
く
つ
も
の
看
板
が
か

か
っ
て
い
た
。
こ
の
施
設
を
町

内
の
有
志
で
つ
く
る
（
一
社
）

Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
町
か
ら
指
定

管
理
を
受
け
て
運
営
し
て
い

る
。法

人
副
代
表
の
植
田
敦
代
氏

は
岩
手
県
花
巻
市
出
身
。
大
学

進
学
を
機
に
上
京
、
東
日
本
大

震
災
の
後
、
地
域
の
た
め
に
何
か
で
き
る
こ

と
は
な
い
か
と
考
え
、
岩
手
県
に
Ｕ
タ
ー
ン

し
た
。
い
わ
て
復
興
応
援
隊
に
着
任
し
、
住

田
町
観
光
協
会
へ
配
属
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ

か
け
に
こ
の
町
に
移
住
。
地
域
事
業
者
と
Ｕ

▲懇談の様子（右から多田前町長、皆川運営委員長、神田町長）

▲蔵ギャラリー

▲

ま
ち
や
世
田
米
駅
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タ
ー
ン
移
住
者
が
協
力
し
、
カ
フ
ェ
や
レ
ス

ト
ラ
ン
の
運
営
、
施
設
内
の
蔵
を
活
か
し
た

ギ
ャ
ラ
リ
ー
な
ど
を
展
開
す
る
。
夕
方
に
な

る
と
学
校
帰
り
の
子
ど
も
た
ち
が
集
ま
っ
て

宿
題
を
し
た
り
遊
ん
だ
り
、
地
域
の
お
年
寄

り
が
集
ま
っ
て
談
笑
し
た
り
す
る
様
子
が
見

ら
れ
、
こ
こ
が
地
域
の
人
々
の
居
場
所
、
小

田
切
徳
美
明
治
大
学
教
授
（
地
域
農
政
未
来

塾
主
任
講
師
）
が
い
う
「
地
域
の
縁
側
」
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

植
田
氏
は
、「
ま
ち
や
世
田
米
駅
」
を
拠

点
と
し
て
、
住
民
が
地
域
に
誇
り
を
持
ち
、

地
域
の
魅
力
を
発
信
す
る
こ
と
で
関
係
人
口

を
増
や
し
、
地
域
に
か
か
わ
る
人
々
み
ん
な

で
一
緒
に
ま
ち
を
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と

将
来
の
展
望
を
語
っ
た
。

松
田
氏
は
「
ふ
る
さ
と
住
田
会
」
の
活
用

も
提
言
し
た
。「
ふ
る
さ
と
住
田
会
」
は
主

に
首
都
圏
在
住
の
住
田
町
出
身
者
で
構
成
さ

れ
、
郷
土
愛
に
基
づ
き
会
員
相
互
の
親
睦
と

啓
発
を
図
る
と
と
も
に
町
の
発
展
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
松
田
氏
は
町
と
結

び
つ
き
の
あ
る
人
に
つ
い
て
、
同
会
会
員
だ

け
で
な
く
、
そ
の
家
族
の
存
在
に
も
注
目
。

出
身
者
の
家
族
も
対
象
に
す
る
と
、
町
に
縁

が
あ
る
人
は
首
都
圏
だ
け
で
も
町
人
口
の
約

8
割
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
裾
野
の

広
さ
を
後
継
者
確
保
の
た
め
の
孫
タ
ー
ン
の

呼
び
か
け
に
活
用
で
き
る
と
考
え
た
。
こ
う

し
た
「
縁
」
を
広
げ
る
施
策
を
展
開
す
る
こ

と
で
町
の
将
来
を
「
自
分
ご
と
」
と
し
て
当

事
者
意
識
を
も
っ
て
考
え
、
語
り
合
い
、
行

動
す
る
人
が
増
え
る
の
で
は
な
い
か
と
提
言

し
た
の
で
あ
る
。

未
来
塾
の
こ
れ
か
ら

松
田
氏
は
共
に
学
ん
だ
2
期
生
や
前
後
期

生
と
引
き
続
き
情
報
共
有
し
な
が
ら
、
地
域

の
課
題
を
今
後
も
模
索
し
た
い
と
語
る
。
地

域
農
政
未
来
塾
は
農
政
や
地
域
振
興
に
関
す

る
知
見
を
獲
得
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
塾

生
同
士
や
講
師
と
の
関
係
構
築
な
ど
、
担
う

役
割
は
多
岐
に
わ
た
る
。

塾
生
が
未
来
塾
か
ら
得
る
も
の
は
様
々
で

あ
ろ
う
。
月
1
回
上
京
し
全
国
の
町
村
職
員

仲
間
と
と
も
に
学
び
議
論
す
る
時
間
は
、
再

度
地
域
を
見
つ
め
、
考
え
直
す
き
っ
か
け
を

与
え
て
く
れ
る
。

全
国
町
村
会
経
済
農
林
部　

松
林

▲まちや世田米駅にて、植田氏（右）と皆川運営委員長（左）



イ
ワ
シ

２
月
３
日
は
節
分
。
節
分
は
「
季
節
を
分
け

る
」
と
い
う
意
味
で
、
か
つ
て
は
年
４
回
あ
っ

た
。
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、
立
冬
そ
れ
ぞ
れ
の

前
日
に
当
た
る
が
、
現
在
の
暦
に
は
立
春
の
前

日
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。

季
節
の
変
わ
り
目
に
は
、
邪
気
が
入
り
や
す

い
と
考
え
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
邪
気
払
い
の
行

事
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
焼
い
た
イ

ワ
シ
の
頭
を
ヒ
イ
ラ
ギ
の
枝
に
刺
し
、
門
口
に

立
て
る
と
い
う
も
の
。
鎌
倉
時
代
の
歌
人
の
歌

に
も
詠
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
風
習
は
鎌
倉
時
代

に
は
定
着
し
て
い
た
よ
う
だ
。
イ
ワ
シ
を
焼
く

臭
気
と
ヒ
イ
ラ
ギ
の
葉
の
ギ
ザ
ギ
ザ
で
邪
気
を

払
う
と
さ
れ
、「
や
い
か
が
し
（
焼
い
嗅
が
し
）」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

か
つ
て
は
漁
獲
量
が
激
減
し
た
時
期
も
あ
っ

た
イ
ワ
シ
。近
年
は
豊
漁
傾
向
が
続
い
て
い
る
。

建
国
記
念
の
日

祝
日
法
で
定
め
ら
れ
た
国
民
の
祝
日
。
日
本

書
紀
で
神
武
天
皇
が
即
位
し
た
と
さ
れ
る
日
を

根
拠
に
、明
治
政
府
が
２
月
11
日
を
「
紀
元
節
」

と
定
め
た
。
紀
元
節
は
戦
後
廃
止
さ
れ
た
が
、

１
９
６
６
年
6
月
、
改
正
祝
日
法
が
成
立
し
、

敬
老
の
日
、
体
育
の
日
と
と
も
に
祝
日
に
加

わ
っ
た
。

戦
前
の
紀
元
節
は
、
四
方
拝
（
１
月
１
日
）、

天
長
節
（
４
月
29
日
）、
明
治
節
（
11
月
３
日
）

と
並
ぶ
四し

大だ
い

節せ
つ

（
祝
日
）
の
一
つ
。「
紀
元
二

六
〇
〇
年
」
を
１
年
か
け
て
盛
大
に
祝
っ
た
40

年
の
紀
元
節
に
は
、
昭
和
天
皇
が
特
別
に
詔
勅

を
渙
発
し
、
恩
赦
が
発
令
さ
れ
た
。

戦
後
の
再
祝
日
化
に
は
、
昭
和
天
皇
の
弟
の

三
笠
宮
さ
ま
が
「
歴
史
的
な
根
拠
が
な
い
」
と

反
対
の
論
陣
を
張
っ
た
。
今
で
も
賛
成
・
反
対

両
派
の
集
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。

西
行

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
歌
人
。
元

の
名
は
佐
藤
義の
り

清き
よ

。
鳥
羽
上
皇
の
御
所
を
警
護

す
る
北
面
の
武
士
だ
っ
た
。
北
面
の
武
士
は
弓

馬
に
優
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
文
芸
の
素
養

も
あ
り
、
義
清
も
和
歌
と
故
実
に
通
じ
た
人
物

と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

だ
が
、
23
歳
で
出
家
、
妻
子
も
捨
て
た
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
親
し
い
友
の
死
や
失
恋
な
ど

諸
説
あ
る
。
出
家
し
て
自
由
と
な
っ
た
西
行
は

各
地
の
歌
枕
を
た
ど
る
旅
を
す
る
。
陸
奥
、
高

野
山
、
伊
勢
、
熊
野
。
そ
の
先
々
で
歌
を
詠
ん

だ
。
西
行
の
歌
は
、実
際
に
そ
の
場
所
に
行
き
、

自
ら
の
心
情
を
語
る
よ
う
に
詠
ん
だ
も
の
で
、

後
の
後
鳥
羽
上
皇
や
宗
祇
、
芭
蕉
に
ま
で
影
響

を
与
え
た
。
１
１
９
０
年
２
月
16
日
（
旧
暦
）、

死
去
。
享
年
73
。
如
月
の
満
月
の
頃
に
死
に
た

い
と
い
う
願
い
ど
お
り
の
往
生
だ
っ
た
。

季
節
に
拾
う
・
新
歳
時
記
（
２
月
）

お電話の際には、車検証をお手元にご用意ください

●「車両共済（保険)制度」は、全国町村職員生活協同組合と損害保険ジャパン日本興亜株式会社とが集団扱契約を締結し、実施しているものです。
●集団扱としてご契約いただけるのは、保険契約者および被保険者が損保ジャパン日本興亜の定める条件を満たす場合のみとなります。
　このご案内は概要を説明したものです。詳細については、取扱代理店（千里）までお問い合わせください。

●お見積りのご請求・お申込み・お問い合わせなどは、下記までご連絡ください●

〈車両保険引受保険会社〉損害保険ジャパン日本興亜株式会社

03-3519-73250120-731-087
（受付時間：祝日、年末年始を除く月～金　午前９時30分～午後５時）

FAXTEL

株式会社　千 里（取扱代理店）
〒100-0014  東京都千代田区永田町1-11-32  全国町村会館西館内
●ホームページアドレス　http://www.chisato-ag.co.jp

車両共済（保険）のご案内車両共済（保険）のご案内
この車両共済（保険）は、町村生協の自動車共済で補償する対人賠償、対物賠償、限定
搭乗者傷害等に加え「ご自身のおクルマの補償（車両保険）」を追加する制度です。
お車が衝突した場合や台風 ・ いたずら ・ 盗難など偶然な事故で損害を被ったときに、
共済（保険）金をお支払いします。

SJNK17-16682(2017.12.28作成）

新
任
都
道
府
県
町
村
会
長
の
略
歴

山
口
県
町
村
会
は
平
成
30
年
11
月
12
日
の

臨
時
会
で
次
の
通
り
会
長
を
選
任
し
た
。

�

（
12
月
11
日
就
任
）

山
口
県
町
村
会
長

大お
お

島し
ま

郡
周す

防お
う

大お
お

島し
ま

町
長

椎し
い

木き

　
巧
た
く
み

昭
和
23
年
３
月
20
日
生

【
住
所
】
大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
西
安

下
庄
２
０
４
９
番
地
１

【
町
村
長
と
し
て
の
当
選
回
数
】
３
回

【
町
村
長
に
就
任
す
る
ま
で
の
経
歴
】
▽

昭
和
41
年
４
月
橘
町
入
庁
▽
平
成
16
年
10

月
～
12
月
16
日
周
防
大
島
町
総
務
部
長
▽

平
成
16
年
12
月
17
日
～
平
成
19
年
３
月
31

日
周
防
大
島
町
助
役
▽
平
成
19
年
４
月
１

日
～
平
成
20
年
７
月
20
日
周
防
大
島
町
副

町
長
▽
平
成
20
年
11
月
14
日
～
周
防
大
島

町
長

【
町
村
会
関
係
の
経
歴
】
▽
平
成
29
年
山

口
県
町
村
会
副
会
長

【
主
な
業
績
】
▽
デ
ジ
タ
ル
防
災
行
政
無

線
整
備
（
全
戸
個
別
受
信
機
設
置
）
▽
全

戸
光
ケ
ー
ブ
ル
整
備
▽
町
立
病
院
改
築
▽

学
校
改
築
、
耐
震
化
、
空
調
整
備
▽
中
学

生
ま
で
の
医
療
費
無
料
化
▽
安
下
庄
地

区
、
久
賀
・
大
島
地
区
下
水
道
整
備
▽
体

験
型
修
学
旅
行
誘
致
▽
観
光
交
流
人
口
１

０
０
万
人
達
成
▽
定
住
促
進
協
議
会
設
立

▽
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
誘
致

【
趣
味
】
読
書

【
家
族
】
妻
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●
篠
栗
の
町

九
州
、
そ
し
て
ア
ジ
ア
の
玄
関
口
で
あ

る
福
岡
市
に
隣
接
す
る
糟
屋
郡
（
７
町
で

構
成
）
は
、
福
岡
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と

し
て
、
人
口
減
少
時
代
に
あ
っ
て
今
な
お

人
口
増
加
を
経
験
し
て
い
る
日
本
の
な
か

で
も
数
少
な
い
地
域
で
す
。
そ
の
糟
屋
郡

最
東
部
に
位
置
す
る
の
が
わ
が
町
篠
栗
町

で
、
町
域
39
㎢
の
う
ち
約
７
割
を
森
林
と

山
間
地
域
が
占
め
る
山
里
で
す
。
福
岡
市

に
隣
接
す
る
他
の
町
の
よ
う
に
顕
著
な
人

口
増
加
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
三
方
を

山
々
に
囲
ま
れ
る
雄
大
な
自
然
環
境
で
あ

り
な
が
ら
、
博
多
と
筑
豊
を
結
ぶ
Ｊ
Ｒ
篠

栗
線
が
東
西
に
走
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
博

多
駅
ま
で
快
速
で
18
分
と
交
通
利
便
性
も

良
く
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
町
で
す
。

ま
た
、
篠
栗
四
国
八
十
八
ヶ
所
の
お
遍
路

の
町
と
し
て
栄
え
、
総
本
寺
南
蔵
院
に
は

世
界
一
の
ブ
ロ
ン
ズ
涅
槃
像
が
あ
り
、
国

内
外
か
ら
年
間
約
１
０
０
万
人
の
参
拝
者

が
訪
れ
ま
す
。
町
内
に
す
べ
て
の
札
所
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
健
脚
の
持
ち
主
な
ら
二

泊
三
日
で
回
る
こ
と
が
で
き
る
手
軽
さ
も

あ
り
、
そ
の
ご
利
益
を
求
め
て
巡
礼
さ
れ

る
姿
も
み
ら
れ
ま
す
。

●
私
の
原
体
験

こ
の
町
に
生
ま
れ
育
っ
た
私
が
、
父
に

誘
わ
れ
て
一
緒
に
歩
い
て
遍
路
を
し
た
の

は
、
大
学
に
落
ち
た
春
で
し
た
。
緑
映
え

る
新
緑
の
景
色
を
楽
し
み
つ
つ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
札
所
や
茶
屋
で
お
接
待
を
受
け
な
が

ら
清
々
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
を
今

で
は
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。
と
は
い

え
人
生
中
々
上
手
く
は
い
か
な
い
も
の
、

ま
た
次
の
年
も
大
学
に
落
ち
て
し
ま
い
、

失
意
の
な
か
再
び
お
遍
路
へ
。
そ
の
甲
斐

あ
っ
て
か
翌
年
に
は
無
事
に
入
学
で
き
、

お
礼
の
気
持
ち
で
三
回
目
の
お
遍
路
に
至

り
ま
す
。
こ
の
三
年
連
続
の
お
遍
路
で
私

は
す
っ
か
り
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
町
、

篠
栗
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。

●
町
長
に
な
っ
て

そ
う
し
た
青
春
時
代
の
原
体
験
が
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
地
元
で
銀
行
に
勤
め
て

お
り
ま
し
た
が
、
平
成
十
六
年
、
五
〇
歳

の
時
に
ご
縁
が
あ
っ
て
乞
わ
れ
、
一
念
発

起
し
て
町
長
に
立
候
補
し
、
当
選
し
て
町

の
た
め
に
働
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ま

ず
取
り
組
ん
だ
の
が
、
恵
ま
れ
た
環
境
を

活
か
し
た
「
森
林
セ
ラ
ピ
ー
基
地
篠
栗
」

の
発
信
。
私
自
身
も
森
林
セ
ラ
ピ
ス
ト
と

な
っ
て
仲
間
と
活
動
し
な
が
ら
、
町
内
外

の
人
に
篠
栗
の
山
の
素
晴
ら
し
さ
、
五
感

を
開
い
て
心
を
鎮
め
る
こ
と
の
重
要
さ
等

を
伝
え
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
早
十
五

年
、
白
髪
頭
に
な
り
つ
つ
も
、
情
熱
を
絶

や
す
こ
と
な
く
、
住
民
の
福
祉
の
向
上
と

ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

●�「
篠
栗
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

総
合
戦
略
」

私
が
町
長
に
な
っ
た
こ
ろ
か
ら
、
国
の

政
策
も
大
き
く
変
化
し
、
三
位
一
体
の
改

革
や
政
権
交
代
、
東
日
本
大
震
災
等
各
地

の
災
害
を
経
験
し
、
顕
著
と
な
っ
た
人
口

減
少
社
会
を
見
据
え
た
、
初
の
人
口
維
持

政
策
と
し
て
の
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と

創
生
総
合
戦
略
」
の
名
の
も
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
自
治
体
が
個
性
を
打
ち
出
し
て
、

そ
の
存
続
を
か
け
た
取
組
が
求
め
ら
れ
る

時
代
と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
地
方

交
付
税
頼
り
の
い
わ
ゆ
る
三
割
自
治
体
で

あ
る
わ
が
町
も
、
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
の
思
い
で
「
篠
栗
町
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
」
の
実
践
に
取
り

組
み
、
そ
の
中
心
と
な
る
事
業
と
し
て
三

年
前
か
ら
新
た
な
食
品
系
工
業
団
地
開
発

に
着
手
し
、
現
在
、
２
０
２
１
年
開
業
に

向
け
て
事
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
福
岡
市
に
あ
る
辛
子
明
太
子
製
造
販

売
会
社
が
、
本
社
・
工
場
移
転
を
発
表
、

北
九
州
市
に
本
社
の
あ
る
珈
琲
焙
煎
販
売

業
者
か
ら
も
、
東
ア
ジ
ア
に
誇
れ
る
焙
煎

工
場
を
建
設
し
、
自
社
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
を

広
め
た
い
と
、
そ
の
意
気
込
み
を
表
明
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
21
世
紀
に
ふ
さ

わ
し
い
、
産
業
ロ
ボ
ッ
ト
を
駆
使
し
た
新

し
い
食
品
系
工
業
団
地
が
新
た
な
篠
栗
町

の
核
と
し
て
機
能
し
始
め
、
周
り
を
囲
む

山
々
の
緑
に
馴
染
ん
で
、
人
が
訪
れ
る
、

人
を
呼
び
込
む
町
に
変
化
す
る
と
信
じ
て

い
ま
す
。

●
こ
れ
か
ら
の
篠
栗
町

私
も
経
験
し
て
わ
か
っ
た
こ
と
で
す

が
、
多
く
の
先
輩
方
が
お
話
し
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、ま
ち
づ
く
り
は
、長
期
ビ
ジ
ョ

ン
を
持
っ
て
、
軸
の
ブ
レ
な
い
政
策
を
き

め
細
か
に
積
み
重
ね
て
い
っ
た
な
か
に
、

初
め
て
花
開
く
も
の
だ
と
つ
く
づ
く
感
じ

て
お
り
ま
す
。
す
べ
て
が
私
の
時
に
完
結

す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
新
た
な
芽
が

出
て
、次
の
世
代
に
花
が
開
く
。そ
の
積
み

重
ね
こ
そ
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
の
具

現
化
で
は
な
か
ろ
う
か
と
感
じ
ま
す
。
私

は
情
熱
を
持
ち
続
け
て
頑
張
り
ま
す
が
、

賞
味
期
限
が
切
れ
る
前
に
次
の
世
代
に
バ

ト
ン
タ
ッ
チ
を
し
て
、
篠
栗
町
の
更
な
る

発
展
を
楽
し
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

三
み

浦
うら

　 正
ただし

福岡県篠
ささ

栗
ぐり

町長

篠栗町に生まれて
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「都市農村共生社会創造シンポジウム2019」
開催のお知らせ

世界に通用する農山漁村
～地域づくりは新たなステージへ～

農山漁村における地域づくりの取組みは、時代や国境を越えた普遍的な価値を持っています。
農山漁村が長い歴史の中で紡いできた地域資源を見つめ直し、

これを活かすことがいまこそ求められています。
世界と直接つながる時代、世界に通じる“本物”を見つけ出し、磨くにはどうすべきか。

地域からの発想と行動による、地域づくりの新たなステージを“外からの目線”を中心に展望します。

２０１９年 ３ 月 ９ 日（土）１３：００～１6：45（開場 12：30）　参加料：無料　定員：2５0名
全国町村会館 2Ｆホール 東京都千代田区永田町 1-11-3５

基調報告

13：05～13：50	「地域づくりとインバウンド」	
ザ･ジャパン・トラベルカンパニー（JTC）株式会社代表取締役　ポール・クリスティ　氏

なぜ、大分の谷間で旅行業を営むのか、年間２千人の外国人を引きつける魅力は何か。「地
方が秘めた可能性の生きた見本」を企業理念に掲げるJTC流地域づくりの神髄を語る。

13：55～14：40	「欧州の美しい農村をだれが創っているのか
　　　　　　　  ～景観・環境からみた農村の価値～」
学習院女子大学副学長・教授　荘林　幹太郎（しょうばやしみきたろう）　氏

訪れる人々を魅了し、住む人々も誇りを持って守り続ける欧州の農村。駐在経験や政策担
当者らとの交流から得た、その意識的な取組を紹介し、日本の農村のあるべき姿を語る。

パネルディスカッション

15：00～16：45	「世界に通用する農山漁村」	
コーディネーター

●学習院女子大学副学長･教授　荘林　幹太郎　氏

パネリスト

●北海道壮瞥町
　移住・情報発信アドバイザー
　岡・ドルゲ・コジマ　氏

●ザ･ジャパン・トラベルカンパニー株式会社代表取締役　ポール・クリスティ　氏

何が魅力なのか、なぜそこに住み続けるのか。世界
に通用する日本の農山漁村の価値について議論し、
将来を見据えた新たな地域づくりを展望する。

●anaguma文庫代表
（奈良県川上村）
　エリック・マタレーゼ　氏

【主催】　全国町村会
【協力】　一般財団法人地域活性化センター（申請中）  一般社団法人農山漁村文化協会（農文協）
【申込み先】　（問い合わせ：全国町村会経済農林部　Tel.03-3581-0485）

①氏名、②職業（組織名･学校名等）、③Phone./Fax.、④E-mailを明記の上、
　　　　　　　Mail： sympo@zck.or.jp  Fax.03-3580-5955　までお送りください。

登壇者のプロフィール等詳しくは、全国町村会HP（www.zck.or.jp）をご覧ください。
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