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　全国の地域づくりの先進事例を学び、これからの活動のヒントを探ろう

と、シンポジウム「地域力を高めよう～夢のある地域活動とは～」（庄原市自

治振興区連合協議会、庄原市主催）が1月20日、庄原市ふれあいセンターで開

催されました。都市生活者の田舎暮らし実現を支援する、ふるさと情報館代

表の佐藤彰啓さんが「庄原の魅力を引き出す～都市と里山の共生～」と題し

て基調講演。その後、自治振興区活動の実践者による活動報告とパネルディ

スカッションを行いました

～夢のある地域活動とは～

地域づくりを熱く語る!

「庄原の魅力を引き出す“都市と里山の共生”」

全
国
の
農
村
事
例

魅
力
あ
る「
里
づ
く
り
の
た
め
に
」

基調
講演

　
市
町
村
合
併
す
る
と
周
辺
部
は

寂
れ
自
治
が
衰
退
し
て
い
く
状
況

の
な
か
、自
治
振
興
区
は
す
ば
ら
し

い
制
度
。な
ぜ
な
ら
、私
は
人
々
の

暮
ら
し
は
集
落
に
あ
り
、集
落
が
キ

ー
ワ
ー
ド
だ
と
思
う
か
ら
。江
戸
時

代
に
は
集
落
が
自
治
の
単
位
で
全

国
に
７
万
の
村
が
あ
っ
た
。現
在
の

市
町
村
は「
江
戸
時
代
の
村
」を
基

盤
に
し
た
連
合
体
の
よ
う
な
も
の
。

集
落
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
や
慣
習
・

行
事
が
あ
り
、自
治
の
基
本
は
市
町

村
で
は
な
く
江
戸
時
代
か
ら
続
く

集
落
。活
気
あ
る
集
落
が
そ
こ
に
住

む
人
々
の
暮
ら
し
を
豊
か
に
し
て

い
る
。こ
れ
か
ら
、国
や
県
に
要
望

し
て
も
期
待
で
き
な
い
。ま
た
、市

は
全
体
的
な
こ
と
を
す
る
の
で
、自

分
た
ち
の
生
活
は
自
分
た
ち
で
創

っ
て
い
く
こ
と
を
基
本
に
し
な
い

と
う
ま
く
い
か
な
い
。先
ほ
ど
の
事

例
も
、集
落
単
位
の
活
動
が
多
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
が
元
気
に
な
る

こ
と
で
、そ
の
連
合
体
で
あ
る
市
が

元
気
に
な
る
と
考
え
る
べ
き
だ
。

　
自
治
振
興
区
で
こ
れ
か
ら
取
り

組
む
こ
と
は
、一
つ
は
地
域
に
対
す

る
誇
り
を
持
つ
こ
と
。ど
う
い
う
歴

史
・
資
源
が
あ
る
か
、地
域
の
魅
力

の
掘
り
起
こ
し
を
住
民
み
ん
な
で

す
る
こ
と
が
大
事
。地
元
の
人
が
地

域
を
誇
ら
な
い
と
、他
の
人
が
魅
力

を
感
じ
る
わ
け
が
な
い
。そ
の
他
、

住
み
つ
づ
け
ら
れ
る
た
め
の
生
活

環
境
の
整
備
、自
発
的
な
暮
ら
し
を

創
る
活
動（
地
域
内
の
自
給
、エ
ネ

ル
ギ
ー
自
給
）、美
し
い
山
里
づ
く

り（
空
家
、荒
廃
地
の
管
理
を
ど
う

す
る
か
）、地
域
資
源（
自
然
景
観
、

歴
史
的
文
化
財
、特
産
品
）を
生
か

し
た
活
性
化
、開
か
れ
た
集
落
づ
く

り（
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
者
の
受
け
入
れ
）

が
必
要
。特
に
集
落
か
ら
都
会
へ
出

て
行
っ
た
人
に
、「
定
年
し
た
ら
帰

っ
て
お
い
で
」と
呼
び
か
け
る
こ
と

が
大
事
。Ｕ
タ
ー
ン
者
は
都
会
の
人

た
ち
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る

の
で
都
市
と
農
村
を
結
ぶ
役
割
を

担
い
、地
元
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
く
れ

る
広
報
マ
ン
に
な
る
。地
元
の
人
か

ら「
帰
っ
て
お
い
で
」と
呼
び
か
け

ら
れ
た
ら
、帰
ろ
う
か
な
と
思
う
人

が
い
る
。こ
れ
を
自
治
振
興
区
で
取

り
組
ん
だ
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
過
疎
・
高
齢
化
を
嘆
く
の

は
間
違
い
だ
と
思
う
。高
齢
者
が
元

気
に
働
い
た
り
過
ご
し
た
り
し
て

い
れ
ば
決
し
て
高
負
担
な
社
会
と

は
限
ら
な
い
。「
自
分
の
暮
ら
し
は

自
分
で
創
っ
て
い
く
」そ
ん
な
希
望

に
満
ち
た
ゆ
と
り
あ
る
高
齢
化
社

会
が
今
、全
国
で
ふ
つ
ふ
つ
と
生
ま

れ
て
い
る
。そ
ん
な
元
気
な
地
域
が

日
本
中
に
い
っ
ぱ
い
に
な
る
こ
と

を
願
う
。

　
日
本
で
は
大
化
の
改
新
以
来
、田

舎
か
ら
都
会
へ
と
い
う
流
れ
が
ず

っ
と
続
い
て
き
た
が
、近
年
都
会
か

ら
田
舎
へ
と
い
う
流
れ
が
で
て
き

た
。

　
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
で
経
済
的

豊
か
さ
の
行
き
詰
ま
り
、狂
牛
病
・

残
留
農
薬
な
ど
の
食
の
安
全
、リ
ス

ト
ラ
を
は
じ
め
社
縁
社
会
の
崩
壊
、

人
生
80
年
の
高
齢
化
社
会
な
ど
に

よ
り
、都
会
が
快
適
で
夢
の
あ
る
場

所
で
は
な
く
な
り
、農
山
村
が
見
直

さ
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
は
先
進
国
。イ
ギ
リ
ス
で
は
120
年

前
か
ら「
田
舎
で
暮
ら
そ
う
」が
定

着
し
て
い
る
。イ
ギ
リ
ス
の
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
は「
農
業
者
に
な
る
こ
と
が

夢
」と
答
え
、農
村
で
暮
ら
す
こ
と

が
社
会
的
ス
テ
ー
タ
ス
に
な
っ
て

い
る
。ド
イ
ツ
、フ
ラ
ン
ス
、ア
メ
リ

カ
、ロ
シ
ア
で
も
同
様
で
、欧
米
で

は
農
村
生
活
に
憧
れ
、都
会
と
田
舎

の
よ
い
関
係
を
保
っ
て
い
る
。田
舎

か
ら
都
会
へ
と
い
う
流
れ
は
発
展

途
上
国
で
、都
会
か
ら
田
舎
へ
と
い

う
流
れ
は
成
熟
国
で
あ
る
と
い
え

る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
今
、田
舎

が
光
り
輝
く
時
代
と
な
っ
た
が
、何

も
し
な
け
れ
ば
ま
す
ま
す
寂
れ
て

い
く
。こ
れ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
、全
国
の
農
山
村
を
紹
介
し
な
が

ら
考
え
て
い
き
た
い
。

会場いっぱいに集まった参加者

佐藤　彰啓さん

 1944年、岐阜県生まれ。農村雑誌「家の光」編集者として全国の農

業問題や地域おこしの仕事に従事。1990年「ふるさと情報館」を設

立。現在は運営会社である㈱ラーバン並びに㈱ふるさとネットの

代表取締役を勤める。

田
舎
が
輝
く
時
代

2007 地域づくりシンポジウム「地域力を高めよう」

自
治
の
基
本
は

集
落
活
動

「
定
年
し
た
ら

帰
っ
て
お
い
で
」

　
町
の
９
割
を
山
林
が
占
め
、い
た

る
所
が
峡
谷
で
耕
地
は
ほ
と
ん
ど

な
い
な
か
、横
石
知
二
さ
ん
が
木
の

葉
や
小
枝
を
料
理
に
添
え
る「
つ
ま

物
」と
し
て
商
品
化
し
、年
商
２
億

５
千
万
円
も
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
仕
立

て
上
げ
た
。

　
農
業
を
や
り
た
く
て
神
奈
川
県

か
ら
移
住
し
た
嵯
峨
夫
婦
が
、米
を

卸
し
て
い
る
自
然
食
品
店
で
、「
ご

飯
に
混
ぜ
て
炊
く
雑
穀
が
売
れ
て

い
る
。あ
な
た
の
所
で
作
れ
な
い
か
」

と
声
を
か
け
ら
れ
た
。戦
前
は
、山

あ
い
の
段
々
畑
で
採
れ
る
ア
ワ
や

キ
ビ
、ヒ
エ
な
ど
の
雑
穀
は
ド
ン
グ

リ
や
ト
チ
の
実
と
と
も
に
主
食
だ

っ
た
こ
と
も
あ
り
、隣
近
所
の
農
家

に
栽
培
技
術
が
残
っ
て
い
た
。30
戸

の
農
家
で
雑
穀
組
合
を
作
り
、７
年

目
に
は
年
間
売
上
３
千
万
円
を
越

え
、村
の「
道
の
駅
」と
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
順
調
な
売
れ
行
き
で
あ
る
。

嵯
峨
さ
ん
は「
国
の
方
針
は
大
規
模

農
家
向
け
の
も
の
。こ
の
土
地
に
合

っ
た
方
法
で
、み
ん
な
が
や
っ
て
い

け
る
農
業
が
あ
る
」と
語
る
。

　
定
年
後
、福
岡
か
ら
移
り
住
ん
だ

古
野
夫
妻
は
、桑
が
漢
方
薬
と
し
て

中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
こ
と
を
知

り
、養
蚕
の
低
迷
で
荒
れ
た
桑
畑
を

活
用
し
、桑
葉
茶
を
地
域
ブ
ラ
ン
ド

と
し
て
全
国
に
販
売
し
た
。荒
れ
て

い
た
30
ha
の
桑
畑
は
き
れ
い
に
な

り
、年
間
１
億
円
の
地
域
お
こ
し
産

業
に
発
展
し
て
い
る
。

　　
310
世
帯
、人
口
１
、１
０
０
人
の

山
間
の
集
落
に
、住
民
出
資
に
よ
る

「
な
ん
で
も
や
」と
い
う
店
が
あ
る
。

集
落
に
一
軒
だ
け
残
っ
て
い
た
商

店
が
な
く
な
り
、集
落
に
暮
ら
す
住

民
が
出
資
し
て
共
同
店
を
オ
ー
プ

ン
。日
曜
雑
貨
と
食
料
品
の
店
だ
が
、

ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
な
ど
必
要
な

も
の
は
頼
む
と
仕
入
れ
て
く
れ
る
。

収
益
は
み
ん
な
で
協
議
し
て
地
域

に
役
立
つ
こ
と
に
使
う
。私
た
ち
は

目
先
の
安
さ
を
追
い
か
け
て
、そ
れ

で
得
し
た
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、

身
近
な
商
店
や
隣
人
を
失
い
、地
域

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
崩
し
て
し
ま

っ
た
。「
共
同
店
」は
、私
た
ち
に
こ

れ
か
ら
の
暮
ら
し
の
あ
り
方
を
示

唆
し
て
く
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
を
ま
と
め
る
と
、

一
つ
は「
こ
の
地
域
に
は
何
も
な
い
」

と
思
い
が
ち
だ
け
ど
、「
こ
こ
に
し

か
な
い
」と
い
う
も
の
が
あ
る
。逆

転
の
発
想
で
、あ
る
も
の
探
し
を
す

る
こ
と
が
大
切
。町
を
ブ
ラ
ン
ド
化

し
て
、こ
の
地
域
に
は
こ
れ
が
い
い

と
い
う
も
の
を
み
ん
な
で
探
そ
う
。

　
二
つ
目
は
、都
会
の
ニ
ー
ズ
を
知

る
。都
会
の
人
が
何
を
求
め
て
い
る

か
、都
会
の
人
の
知
恵
や
技
術
を
生

か
す
。都
会
か
ら
の
新
住
民
と
地
元

の
人
々
に
は
、価
値
観
や
考
え
方
に

違
い
が
あ
る
。そ
こ
か
ら
ト
ラ
ブ
ル

が
起
こ
る
こ
と
も
あ
る
が
、今
ま
で

気
が
付
か
な
か
っ
た
も
の
に
価
値

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。そ
う
い

う
意
味
で
都
市
と
農
村
の
交
流
は

大
事
に
し
た
い
。

宮
城
県
丸
森
町
大
張
地
区

「
共
同
店
」

あ
る
も
の
探
し
を

し
よ
う

徳
島
県
上
勝
町

「
葉
っ
ぱ
ビ
ジ
ネ
ス
」

岩
手
県
川
井
村

「
雑
穀
づ
く
り
」

島
根
県
江
津
市
桜
江
町

「
桑
葉
茶
づ
く
り
」
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田
辺
　
平
成
17
年
３
月
に
自
治
振
興
区
が

誕
生
し
、地
域
で
所
得
づ
く
り
や
生
産
活
動
な

ど
、何
か
元
気
が
出
る
取
り
組
み
を
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
し
た
。地
域
の
将
来
像（
地
域
振

興
計
画
）を
作
成
す
る
た
め
の
話
し
合
い
の
中

で
、19
年
間
続
け
ら
れ
て
い
た「
も
み
じ
会
」の

正
月
用
の
お
餅
生
産
を
人
手
不
足
の
た
め
中

止
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
話
題
に
な
り
、自
治

振
興
区
内
で
生
産
組
合
を
設
立
し
受
け
継
い

で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。44
人
が
出
資
し

て「
帝
釈
特
産
品
生
産
組
合
」を
結
成
。今
年
度
、

市
の
補
助
金
を
活
用
し
、Ｊ
Ａ
か
ら
店
舗
跡
を

借
り
て
特
産
品
加
工
所「
お
ん
ば
し
工
房
」を

整
備
し
ま
し
た
。
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田
辺
　
主
に
は「
ゆ
う
パ
ッ
ク
」や
地
域
の

方
の
受
託
加
工
で
す
が
、11
月
か
ら
12
月
に
か

け
て
276
臼
つ
き
ま
し
た
。種
類
も
平
餅
・
豆
餅
・

紅
白
餅
を
作
り
ま
し
た
が
、現
在
、観
光
客
向

け
の「
あ
ん
こ
餅
」を
販
売
す
る
た
め
、菓
子
製

造
業
の
許
可
を
取
る
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
佐
藤
　「
杵
つ
き
餅
」の
販
売
を
さ
れ
て
い

ま
す
が
、実
は
都
会
で
は
、な
か
な
か
手
に
入

り
ま
せ
ん
。ほ
と
ん
ど
が
機
械
つ
き
で
、煮
る

と
す
ぐ
に
ど
ろ
ど
ろ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
私
は
も
っ
と
餅
米
に
も
こ
だ
わ
り
、「
帝
釈

の
土
地
で
で
き
た
杵
つ
き
餅
」を
全
面
に
出
し

て
ブ
ラ
ン
ド
化
す
れ
ば
、も
っ
と
売
れ
る
と
思

い
ま
す
。寒
暖
の
差
が
大
き
く
、水
が
綺
麗
な

イ
メ
ー
ジ
な
ど
帝
釈
の
良
さ
を
深
く
追
求
し
、

そ
の
こ
と
を
明
記
す
れ
ば
他
に
は
な
い
特
別

な
お
餅
と
し
て
十
分
に
付
加
価
値
の
あ
る
商

品
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

�
�
竹
藤
�
�
�
自
家
用
�
作
�
菜
園
場
�

余
�
�
野
菜
�
�独
自
�
流
通
�
�
�
�
�
�

減
農
薬
�
露
地
栽
培
野
菜
�
�
�
商
品
化
�
�

�
�
�
�
�
�活
動
�
�
�
�
�
�
教
�
�
�

�
�
�
�

　
竹
藤
　
奥
門
田
自
治
振
興
区
は
、世
帯
数
が

40
戸
で
高
齢
化
率
が
45
・
７
％
と
大
変
高
齢
者

の
多
い
地
域
で
す
。こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

何
と
か
高
齢
者
に
元
気
を
出
し
て
も
ら
お
う
と
、

平
成
15
年
か
ら
話
し
合
い
を
続
け
、小
遣
い
稼

ぎ
が
で
き
れ
ば
、高
齢
者
も
元
気
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
、遊
ん
で
い
る
畑
で
野
菜
を
作
り
、

広
島
市
内
へ
出
荷
す
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
。

　
二
井
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
希
薄
化

が
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
地
域
が
多
い

な
か
、拠
点
を
作
っ
て
こ
の
活
動
を
通
し
て
地

域
の
方
が
集
ま
れ
る
場
を
作
ら
れ
て
い
る
の

は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。現
在
40

世
帯
あ
る
中
で
、ど
の
く
ら
い
の
方
が
事
業
に

関
わ
り
、ま
た
、収
益
事
業
と
し
て
の
現
状
、こ

れ
か
ら
の
展
開
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま

す
か
。

　
竹
藤
　
参
加
し
て
い
る
方
は
女
性
が
中
心

で
13
～
15
人
、年
齢
は
50
代
～
80
代
で
す
。ビ

ッ
ク
リ
す
る
よ
う
な
売
上
げ
は
な
い
で
す
が
、

少
し
で
も
収
入
に
な
れ
ば
孫
に
小
遣
い
を
や

る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、孫
や
家
族
が
喜
ぶ
わ

け
で
す
か
ら
、元
気
が
出
る
源
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。今
後
も
無
理
の
な
い
と

こ
ろ
で
細
く
長
く
続
け
て
行
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、人
材
と
財
源
の
確

保
が
あ
り
ま
す
。今
の
ご
時
世
、事
務
的
な
事

は
パ
ソ
コ
ン
が
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
が
、地
域

に
扱
え
る
人
が
少
な
く
、後
継
者
の
育
成
に
大

変
苦
慮
し
て
い
ま
す
。ま
た
、現
在
は
市
か
ら

の
交
付
金
が
あ
り
ま
す
が
、自
主
的
な
財
源
の

確
保
に
も
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、例
え
ば
奥
門
田
だ
け

で
な
く
隣
の
自
治
振
興
区
と
の
連
携
に
よ
り
、

お
互
い
に
人
的
資
源
を
交
流
し
、助
け
合
え
る

仕
組
み
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
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加
藤
　
こ
れ
ま
で
の
農
業
は
一
生
懸
命
作

っ
た
も
の
を
、人
任
せ
で
売
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、こ
れ
で
は
法
人
と
し
て
長
期
的
な
経

営
が
で
き
な
い
た
め
、夢
フ
ァ
ー
ム
永
末
で
は

作
っ
た
も
の
を
加
工
し
、販
売
す
る
と
こ
ろ
ま

で
自
分
た
ち
で
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。ま
た
、

「
売
る
も
の
」で
は
な
く「
売
れ
る
も
の
」を
作
り
、

付
加
価
値
を
付
け
、組
合
員
全
て
が
営
業
マ
ン

の
意
識
を
も
っ
て
や
っ
て
い
こ
う
と
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　
佐
藤
　
事
業
メ
ニ
ュ
ー
の
中
に
体
験
農
園

が
あ
り
ま
す
が
、商
品
と
消
費
者
の
距
離
感
は

非
常
に
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。例
え

ば
、「
夢
フ
ァ
ー
ム
永
末
は
あ
な
た
の
農
場
で
す
」

と
し
ま
し
ょ
う
。都
会
に
は
無
農
薬
の
お
米
を

値
段
が
高
く
て
も
食
べ
た
い
人
が
い
ま
す
。こ

の
人
た
ち
は
農
業
で
一
番
大
変
な「
草
取
り
」

を
と
て
も
喜
ん
で
や
り
ま
す
。し
か
も
、自
分

が
草
を
取
っ
た
田
ん
ぼ
で
収
穫
さ
れ
た
お
米
は
、

特
別
に
美
味
し
い
お
米
と
な
り
、「
こ
の
お
米

以
外
は
食
べ
な
い
」と
い
う
人
も
い
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
農
業
は
年
間
の
作
業
行
程
の
う
ち
、

収
穫
し
た
時
に
し
か
お
金
に
な
り
ま
せ
ん
。し

か
も
、天
候
な
ど
に
よ
り
収
量
が
減
っ
て
も
全

て
農
家
の
負
担
。こ
れ
が
今
ま
で
の
シ
ス
テ
ム

で
す
。し
か
し
、そ
う
で
は
な
く
、例
え
ば
田
ん

ぼ
一
区
画
を
、収
穫
さ
れ
た
米
の
料
金
や
維
持

管
理
経
費
も
含
め
て
計
算
し
、天
候
に
よ
っ
て

数
量
の
減
少
や
増
加
す
る
こ
と
も
踏
ま
え
て

契
約
し
ま
す
。そ
し
て
前
金
を
貰
い
契
約
者
と

一
緒
に
米
を
作
り
ま
す
。も
ち
ろ
ん
草
取
り
に

来
な
け
れ
ば
手
間
返
し（
交
通
費
相
当
）も
い

た
だ
き
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、い
か
に
し
て
都

会
の
食
生
活
と
直
結
さ
せ
る
か
、特
に
距
離
が

離
れ
て
い
る
場
合
は
そ
う
い
っ
た
工
夫
が
必

要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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加
藤
　
農
業
に
し
て
も
地
域
活
動
に
し
て
も
、

中
心
と
な
っ
て
活
躍
す
る
人
は
慈
善
的
精
神
で
、

も
の
す
ご
い
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。夢
フ
ァ
ー
ム
永
末
の
役

員
は
60
代
が
４
人
い
ま
す
が
、50
代
ま
で
は
仕

事
や
家
の
事
が
あ
り
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
時
間

が
作
ら
れ
ま
せ
ん
。従
っ
て
、時
間
も
ノ
ウ
ハ

ウ
も
財
力
も
あ
る
60
代
が
、本
気
に
な
っ
て
地

域
を
何
と
か
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
を
持
た

な
い
限
り
、な
か
な
か
難
し
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。私
た
ち
は
、こ
れ
ま
で
外
で
培
っ
て
き
た

ノ
ウ
ハ
ウ
を
こ
れ
か
ら
地
域
へ
返
し
て
い
こ

う
と
い
う
気
持
ち
で
頑
張
っ
て
い
ま
す
。そ
し

て
、50
代
の
役
員
は
次
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
べ

く
、私
た
ち
の
活
動
を
見
て
学
ん
で
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。
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二
井
　
確
か
に
、活
動
に
参
加
さ
れ
て
ら
っ

し
ゃ
る
女
性
は
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
が
、地

域
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
を
決
め
る
意
思
決
定
機

関
に
ど
れ
だ
け
の
女
性
が
い
る
の
か
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
と
思
い
ま
す
。地
域
の
取
材
を
通

し
て
、そ
う
い
う
場
に
女
性
が
た
く
さ
ん
お
ら

れ
る
地
域
は
、と
て
も
元
気
が
あ
る
所
が
多
い

と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、こ
れ
か
ら
団
塊
世
代
の
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー

ン
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の
決
定
権
は

奥
さ
ん
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。や
は
り
、

女
性
が
地
域
へ
溶
け
込
み
や
す
い
、魅
力
的
な

環
境
で
あ
る
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
ポ
イ
ン

ト
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
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佐
藤
　
一
つ
は
農
村
で
生
活
す
る
人
た
ち
が
、

い
か
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
だ
と
思
い
ま
す
。こ

こ
に
は
恵
ま
れ
た
環
境
や
素
材
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。あ
き
ら
め
る
の
で
は
な
く
て
、そ

こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
自
治
振
興
区
が
で
き
て
第
一
歩
を
踏
み
出

さ
れ
ま
し
た
。自
分
の
地
域
は
自
分
で
創
る
と

い
う
意
欲
が
は
っ
き
り
生
ま
れ
て
い
る
と
私

は
感
じ
、非
常
に
可
能
性
を
感
じ
て
い
ま
す
。「
だ

か
ら
、隣
り
で
は
な
く
こ
こ（
庄
原
）が
良
い
ん

だ
」と
い
う
地
域
に
な
る
よ
う
地
域
の
良
さ
を

再
度
見
つ
め
直
し
、魅
力
あ
る
地
域
を
築
い
て

く
だ
さ
い
。

《パネリスト》

農事組合法人夢ファーム永末　代表理事　加藤政利さん

奥門田自治振興区（高野）　　　　　　　　竹藤健治さん

帝釈自治振興区（東城）　会長　　　　　　田辺　毅さん

《コメンテーター》

中国新聞社三次支局　記者　　　　　　　二井理江さん

ふるさと情報館　代表　　　　　　　　　佐藤彰啓さん

《コーディネーター》

米子高等専門学校　専任講師　　　　　　加藤博和さん

パネルディスカッション

0 40 5 広報しょうばら　2007.3 広報しょうばら　2007.3

余
っ
た
野
菜
を
都
市
へ

法
人
で
生
産
・
加
工
・
販
売
の

６
次
産
業
化

女
性
に
魅
力
の
地
域
づ
く
り

佐藤　彰啓さん 二井　理江さん

1994年、中国新聞社入社。徳山支

局や経済部などを経て、2005年3

月から三次支局へ勤務。「協働の

まちづくり」や「ルポ集落」などの

連載を執筆している。

加藤　博和さん

2003年4月から3年間、しょうばら

産学官連携推進機構でコーディ

ネーターを務め、大学・行政・企業

との連携事業などに従事。2006年

4月から現職。

田辺　毅さん

農協購買部の跡地を活用し、地域

内の農産物や加工品を生産、帝釈

峡へ訪れる観光客などへ広く販

売している。

竹藤　健治さん

「奥門田元気丸」のリーダーで、た

め池を活用した環境保全や広島

市内へ地域の農産物を発送する

など、地域活動の仕掛人。

加藤　政利さん

永末地域の農地を集約し、生産・

加工・販売までの６次産業化を進

め、計画的・効率的な農事経営を

目指した事業展開をしている。

地
域
の
良
さ
を
再
発
見

店
舗
跡
を
特
産
品
加
工
所
に

地域活動を話し合うパネリストとコメンテーター

2007 地域づくりシンポジウム「地域力を高めよう」
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