
過
疎
地
域
集
落
の
現
状

　

地
域
社
会
を
構
成
す
る
基
本
的
な

単
位
「
集
落
」。
国
土
交
通
省
は
、

人
口
減
少
、
高
齢
化
が
進
む
過
疎
地

域
※
２
の
集
落
を
対
象
に
、
そ
の
現

状
を
把
握
す
る
た
め
の
調
査
を
平
成

11
年
と
18
年
に
行
っ
て
い
る
。

　

そ
の
調
査
報
告
書
で
は
、
二
度
の

調
査
結
果
を
比
較
し
、
全
国
の
過
疎

地
域
全
体
で
見
ら
れ
る
傾
向
と
し
て

①
人
口
減
少
に
よ
る
集
落
の
小
規
模

化
②
さ
ら
な
る
高
齢
化
③
世
帯
数
の

増
加
（
世
帯
分
離
と
一
人
暮
ら
し
高

齢
者
の
増
加
）
④
市
町
村
合
併
に
よ

る
本
庁
ま
で
の
距
離
の
増
加
―
な
ど

を
あ
げ
て
い
る
。

　

18
年
の
調
査
で
は
、
過
疎
地
域

（
11
年
調
査
時
の
過
疎
地
域
を
含
む
）

の
集
落
数
が
６
万
２
２
７
３
。
こ
の

う
ち
、
65
歳
以
上
高
齢
者
の
割
合

が
50
㌫
以
上
の
集
落
は
、
約
13
㌫

（
７
８
７
８
集
落
）
を
占
め
て
い
る
。

　

集
落
機
能
の
低
下
も
し
く
は
維
持

困
難
と
考
え
て
い
る
集
落
は
、
全
体

の
約
15
㌫
（
８
８
５
９
集
落
）。
高

齢
者
割
合
50
㌫
以
上
の
集
落
で
は
約

40
㌫
と
な
っ
て
い
る
。

　

11
年
か
ら
18
年
ま
で
に
全
国
で

１
９
１
の
集
落
が
消
滅
し
た
。
18
年

調
査
時
で
、
今
後
10
年
以
内
に
消
滅

の
可
能
性
が
あ
る
集
落
は
４
２
３
集

落
と
さ
れ
る
。
消
滅
し
た
集
落
の
約

半
数
が
11
年
の
調
査
時
に
予
測
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
集
落
で
、
大
部
分
が

自
然
消
滅
だ
っ
た
と
い
う
。

　

集
落
で
発
生
し
て
い
る
問
題
で
は

①
耕
作
放
棄
地
の
増
大
②
森
林
の
荒

廃
③
空
き
家
の
増
加
④
ご
み
の
不
法

投
棄
の
増
加
―
な
ど
が
高
い
割
合
と

な
っ
て
い
る
。

12
集
落
に
広
が
る
春
蘭
の
里

　

15
地
区
に
２
０
０
集
落（
行
政
区
）

が
存
在
す
る
能
登
町
。
22
年
4
月
１

日
現
在
の
高
齢
化
率
は
36
・
９
㌫
で
、

50
㌫
以
上
の
集
落
は
20
と
な
っ
て
い

る
（
右
表
参
照
）。

　

町
内
で
最
も
高
齢
化
率
の
高
い
地

域
は
瑞
穂
・
宮
地
地
区
。
こ
の
地
域

で
14
年
前
、
限
界
集
落
と
い
う
危
機

意
識
を
共
有
し
た
7
人
が
『
春
蘭
の

里
実
行
委
員
会
』
を
結
成
し
た
。
現

在
は
12
の
集
落
に
農
家
民
宿
が
30

軒
開
業
し
、
国
内
外
か
ら
年
間
約

３
５
０
０
人
が
訪
れ
て
い
る
。

　

12
の
集
落
は
『
春
蘭
の
里
』
と
呼

ば
れ
て
い
る
。『
若
者
が
戻
っ
て
く

る
農
村
再
生
』
を
夢
見
て
地
域
を
見

つ
め
直
し
、
宝
物
を
探
し
続
け
た
14

年
間
。
そ
の
取
り
組
み
は
、
里
山
を

生
か
し
た
地
域
活
性
化
の
モ
デ
ル
と

し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。

限
界
集
落
は

「
限
界
」な
の
か
―

「
限
界
集
落
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

人
口
の
50
㌫
が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
に
な
り
、
集
落
機
能
※
１
の
維

持
が
困
難
に
な
っ
た
集
落
を
指
す
。
限
界
集
落
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ

に
住
む
人
た
ち
が
生
き
が
い
と
誇
り
を
持
っ
て
生
活
し
て
い
る
集
落

は
限
界
で
は
な
い
。限
界
と
い
う
危
機
感
が
地
域
再
生
の
第
一
歩
だ
。

上を向いて歩こう
～『春蘭の里』の挑戦～

特
集

過疎地域等の集落における高齢者（65 歳以上）割合別分類

50％以上 50％未満 無回答 合計
うち 100％

全国 7,878
（12.7％）

431
（0.7％）

52,104
（83.7％）

2,291
（3.7％）

62,273
（100.0％）

能登町集落（行政区）別高齢者（65 歳以上）割合
50％以上 50％未満 合計

宇出津地区 5 39 44
三波地区 2 4 6
高倉地区 0 10 10
神野地区 1 4 5
鵜川地区 0 12 12
瑞穂・宮地地区 5 11 16
柳田地区 1 13 14
小間生地区 1 4 5
上町地区 0 9 9
岩井戸地区 1 5 6
松波地区 2 27 29
不動寺地区 1 9 10
秋吉地区 0 4 4
白丸地区 1 6 7

小木地区 0 23 23

合計 20 180 200
※平成 22 年 4 月 1 日現在、住民基本台帳データより引用
※特別養護老人ホームは除く

今後の消滅の可能性別集落数
10 年以内

に消滅 いずれ消滅 存続 不明 合計

全国 423
（0.7％）

2,220
（3.6％）

52,384
（84.1％）

7,246
（11.6％）

62,273
（100.0％）

※国土交通省が過疎地域市町村を対象に行った、平成 18 年度「国土形
　成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」より引用

※１集落機能…水田や山林
など地域資源の維持保全、
農林水産業などの生産に際
しての草刈りや冠婚葬祭な
どの日常生活における相互
扶助機能
※ ２ 過 疎 地 域 … 過 疎 対 策
法（時限立法）によって指
定される地域。現在の法律
は「過疎地域自立促進特別
措置法」。22 年 4 月 1 日現
在 776 の自治体が指定され
ている。

※犬の放し飼いは石川県の条例で禁止されています。
表紙・3 頁の写真は撮影のため、飼い主の立ち会いのもと
特別にリードを外しています。2010.12  № 703

過疎化、高齢化に直面しながらも
集落の存続のために挑戦する地域がある。

「何もない」田舎には、里山の恵みと
受け継がれた生活の知恵があった。
春蘭の里の取り組みから、地域再生
のヒントを探る。



自
分
を
育
て
て
く
れ
た

地
域
に
恩
返
し
を
し
た
い
。

『
若
者
が
帰
っ
て
く
る
農
村
の
再
生
』
と
い
う
夢
を
描
き
、

集
落
の
存
続
の
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
春
蘭
の
里
。

実
行
委
員
会
事
務
局
の
多
田
喜
一
郎
さ
ん
は
、

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
メ
ン
バ
ー
を
引
っ
張
っ
て
い
る
。

そ
の
原
点
は
、
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
地
域
へ
の
愛
情
だ
。

共
有
し
た
危
機
意
識

　
「
10
年
後
、
こ
の
集
落
は
ど
う
な

る
ん
だ
。
何
と
か
で
き
な
い
か
」

　

平
成
8
年
に
春
蘭
の
里
実
行
委
員

会
を
立
ち
上
げ
た
宮
地
・
鮭
尾
地
区

の
7
人
は
、
そ
の
5
年
ほ
ど
前
か
ら

話
し
合
い
を
重
ね
て
い
た
と
い
う
。

　

メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
、
春
蘭
の
里

の
営
業
担
当
を
自
任
す
る
多
田
喜
一

郎
さ
ん
（
62
）。「
集
落
全
体
で
盛
り

上
げ
る
か
、
7
人
で
や
る
か
と
い
う

議
論
が
あ
っ
た
。
全
体
の
合
意
に
は

時
間
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
必
要
。
や
れ

る
者
で
引
っ
張
っ
て
、
い
い
と
思
っ

て
も
ら
え
れ
ば
入
っ
て
く
れ
る
だ
ろ

う
と
い
う
結
論
に
達
し
た
」
と
結
成

当
初
を
振
り
返
る
。

　

会
長
に
な
っ
た
の
は
病
気
療
養
の

た
め
東
京
か
ら
奥
さ
ん
の
実
家
が
あ

る
鮭
尾
に
移
住
し
て
い
た
中
本
安
昭

さ
ん
。
中
本
さ
ん
は
自
分
の
体
を
元

気
に
し
て
く
れ
た
自
然
の
恵
み
と
水

の
大
切
さ
を
メ
ン
バ
ー
に
訴
え
た
。

　
「
昔
か
ら
地
域
お
こ
し
に
は
『
よ

そ
者
』『
若
者
』『
バ
カ
者
』
が
必
要

と
言
わ
れ
る
が
、
春
蘭
の
里
に
は
中

本
さ
ん
と
い
う
『
よ
そ
者
』
と
一
途

に
走
る
『
バ
カ
者
』
が
い
た
」
と
多

田
さ
ん
は
語
る
。

　
「
開
発
さ
れ
て
き
た
奥
能
登
の
山

の
中
で
、生
き
残
っ
て
き
た
『
春
蘭
』

の
し
ぶ
と
さ
、
粘
り
強
さ
、
き
れ
い

さ
に
思
い
を
込
め
て
『
春
蘭
の
里
』

に
決
め
た
」

農
家
民
宿
と
い
う
選
択

　

最
初
は
農
産
物
の
販
売
で
1
億
円

の
売
り
上
げ
を
目
指
し
た
が
う
ま
く

い
か
な
か
っ
た
。

　
「
売
る
の
で
は
な
く
、
田
舎
に
あ

る
も
の
を
食
べ
て
も
ら
お
う
」
と
考

え
、
一
番
条
件
の
良
か
っ
た
多
田
さ

ん
宅
を
改
装
。
民
宿
『
春
蘭
の
宿
』

が
開
業
し
た
。

　

多
田
さ
ん
が
目
指
し
た
民
宿
の
特

徴
は
、
▽
一
日
一
客
▽
輪
島
塗
の
膳

▽
手
作
り
の
は
し
▽
地
元
産
の
食
材

▽
化
学
調
味
料
を
使
わ
な
い
―
な

ど
。
お
金
を
か
け
る
の
で
は
な
く
、

こ
だ
わ
り
を
持
つ
こ
と
で
付
加
価
値

を
つ
け
よ
う
と
考
え
た
。

　
「
民
宿
の
原
点
は
『
さ
ん
な
み
』

さ
ん
と
富
山
県
利
賀
村
。
ほ
か
に
も

全
国
を
見
て
回
り
、
良
い
所
は
徹
底

的
に
取
り
込
む
よ
う
に
し
て
い
る
」

　

現
在
は
瑞
穂
地
区
を
含
め
た
12

集
落
に
30
軒
の
農
家
民
宿
が
開
業
。

２
０
０
人
を
受
け
入
れ
る
体
制
が

整
っ
て
い
る
。

　
「
民
宿
の
売
り
上
げ
を
月
40
万
円

に
し
よ
う
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て
い

る
。
40
万
円
あ
れ
ば
都
会
に
出
た
子

ど
も
た
ち
が
戻
っ
て
こ
れ
る
。
今
年

教
育
旅
行
や
修
学
旅
行
で
訪
れ
た
学

校
は
町
内
か
ら
中
国
ま
で
11
校
。
目

標
の
40
万
円
を
超
え
る
民
宿
も
出
て

き
て
メ
ン
バ
ー
の
意
識
も
変
わ
っ
て

き
た
よ
う
だ
。
年
間
20
校
を
受
け
入

れ
、
個
人
客
も
増
え
て
く
れ
ば
十
分

や
っ
て
い
け
る
」
と
手
応
え
を
感
じ

て
い
る
。

　

教
育
旅
行
な
ど
団
体
の
場
合
の
料

金
は
８
５
０
０
円
で
統
一
し
て
い

る
。
農
家
民
宿
と
し
て
は
安
く
な
い

金
額
だ
。「
価
格
を
下
げ
て
心
が
こ

も
ら
な
く
な
っ
た
ら
意
味
が
な
い
。

子
ど
も
た
ち
に
春
蘭
の
里
で
の
思
い

出
を
お
土
産
と
し
て
持
ち
帰
っ
て
も

ら
う
。
そ
の
た
め
の
８
５
０
０
円
な

ん
だ
と
メ
ン
バ
ー
に
話
し
て
い
る
」。

原
点
は
地
域
へ
の
愛
情

　
「
最
初
か
ら
行
政
の
補
助
を
頼
っ

た
地
域
づ
く
り
は
伸
び
な
い
」
と

多
田
さ
ん
は
考
え
て
い
る
。「
春
蘭

の
里
は
行
政
に
頼
ら
な
い
と
こ
ろ
か

ら
始
め
た
の
で
こ
れ
ま
で
続
け
ら
れ

た
。
行
政
は
本
気
度
を
見
て
い
る
。

そ
し
て
本
気
で
取
り
組
む
こ
と
で
行

政
と
の
接
点
は
で
き
て
く
る
」
と
の

言
葉
ど
お
り
、
春
蘭
の
里
の
活
動
に

付
帯
し
た
、
国
や
県
の
関
連
事
業
が

数
多
く
入
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

14
年
間
、
春
蘭
の
里
を
引
っ
張
っ

て
き
た
多
田
さ
ん
に
は
一
つ
の
思
い

が
あ
る
。

　
「
若
く
し
て
父
親
を
亡
く
し
た
自

分
を
地
域
が
育
て
て
く
れ
た
。
大
き

く
な
っ
た
ら
地
域
に
恩
返
し
を
し
た

い
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
」

　

多
田
さ
ん
の
地
域
へ
の
愛
情
と
行

動
力
で
地
域
が
ま
と
ま
っ
た
。
た
く

さ
ん
の
仲
間
、
協
力
者
も
集
ま
っ
て

い
る
。
14
年
前
、
7
人
が
ゼ
ロ
か
ら

描
い
た
『
農
村
再
生
』
と
い
う
夢
に
、

今
、
一
歩
一
歩
近
づ
い
て
い
る
。

春蘭の里実行委員会事務局
農家民宿「春蘭の宿」主人

多田 喜一郎さん
ただ・きいちろう（宮地）

平
成
8
年

平
成
9
年

平
成
14
年

平
成
15
年

平
成
16
年

平
成
18
年

平
成
19
年

平
成
20
年

平
成
21
年

そ
の
ほ
か

春
蘭
の
里
実
行
委
員
会

結
成
（
7
人
）

農
産
物
の
商
品
開
発

春
蘭
の
育
成

商
標
登
録
の
取
得

イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ
作
成

米
穀
販
売
業
店
「
春
蘭

の
里
」
開
始

清
酒
「
春
蘭
の
里
」

民
宿
「
春
蘭
の
宿
」
開

業他
地
域
と
の
産
物
販
売

開
始
（
山
菜
・
林
産
物
）

春
蘭
の
里
ロ
ッ
ジ
完
成

春
蘭
の
里
構
想
に
賛
同

し
た
5
人
が
17
㌶
の
土

地
購
入

菓
子
製
造
業
取
得

農
産
物
加
工
業
の
許
可

取
得

第
2
ロ
ッ
ジ
完
成

石
川
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
促
進
特
区
認
定

農
家
民
宿
4
軒
、
市
民

農
園
3
戸
開
業

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

奥
能
登
全
国
大
会
受
け

入
れ

水
車
小
屋
完
成

地
域
づ
く
り
全
国
大
会

受
け
入
れ

自
然
石
池
水
路
完
成

小
形
風
力
発
電
完
成

閉
校
し
た
宮
地
小
学
校

が
宮
地
交
流
宿
泊
所

「
こ
ぶ
し
」
と
し
て
完

成親
水
公
園
（
宮
地
川
）

完
成

炭
焼
き
窯
完
成

㈶
ま
ち
む
ら
機
構
の
農

村
漁
村
農
家
民
宿
に
係

る
取
り
組
み
事
例
十
選

に
選
定

伝
統
芸
能
「
み
の
む
し

祭
り
」
の
復
活

半
島
地
域
づ
く
り

フ
ォ
ー
ラ
ムin

能
登

農
家
民
宿
10
軒
開
業

農
林
漁
家
民
宿
お
か
あ

さ
ん
百
選
に
選
定

中
日
農
業
賞
受
賞

農
家
民
宿
15
軒
開
業

（
合
計
30
軒
）

エ
ン
デ
バ
ー
フ
ァ
ン

ド
21
助
成
（
平
成
8
・

9
・
18
年
）

春
蘭
の
里
14
年
の
軌
跡
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「何もない田舎」
の魅力を引き出す

　

―
地
元
学
と
は
。

　

地
元
学
の
目
的
は
、
地
元
の
「
今

の
姿
」
を
把
握
し
、
記
録
す
る
こ
と

で
す
。
し
か
し
、
今
の
暮
ら
し
は
ど

う
い
う
暮
ら
し
な
の
か
、
生
活
文
化

の
厚
み
（
お
金
で
買
え
な
い
技
や
知

恵
）は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
暮
ら
し
て
い
る
人
だ
け
で
は

分
か
ら
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な

外
部
の
人
間
の
目
を
入
れ
て
、
地
元

の
人
と
一
緒
に
地
域
を
再
評
価
す
る

の
で
す
。
例
え
ば
▽
囲
炉
裏
の
あ
る

暮
ら
し
▽
自
分
の
家
に
水
源
を
持
っ

て
い
る
こ
と
▽
ま
き
で
お
風
呂
を
た

く
こ
と
―
な
ど
の
自
給
す
る
暮
ら
し

は
、
都
会
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
地
元
で
は
当
た
り
前
の
こ
と
で

も
都
会
の
人
は
知
ら
な
い
の
で
い
ろ

い
ろ
質
問
し
ま
す
。
そ
の
一
つ
一
つ

が
資
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
地
元

の
人
が
気
づ
く
の
で
す
。

　

若
い
人
が
い
な
い
。
帰
っ
て
来
な

い
。
高
齢
者
が
病
気
な
ど
に
な
っ
て

家
を
閉
じ
て
い
く
―
。
全
国
的
に
多

く
の
集
落
が
限
界
に
向
か
っ
て
い
ま

す
。
逆
に
言
う
と
、
地
域
の
活
性
化

と
は
若
い
人
が
来
る
こ
と
。
帰
っ
て

く
る
こ
と
で
す
。

　

そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
地
元
学
を

や
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
一
緒
に

地
域
を
見
つ
め
る
こ
と
も
一
つ
の
方

法
だ
と
思
い
ま
す
。
集
落
を
開
き
、

外
の
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
か
ど
う
か
だ
と
思
い
ま
す
。

　

―
春
蘭
の
里
で
の
事
業
展
開
は
。

　

わ
た
し
が
事
務
局
を
担
当
し
て
い

る
林
野
庁
の
森
林
総
合
利
用
推
進
事

業
の
全
国
公
募
の
中
に
春
蘭
の
里
が

あ
り
ま
し
た
。
後
継
者
の
回
帰
と
集

落
存
続
の
た
め
に
、
里
山
の
幸
を
生

か
し
た
農
家
民
宿
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
に

取
り
組
む
春
蘭
の
里
は
、
全
国
的
に

も
重
要
で
注
目
す
べ
き
地
域
と
し
て

選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
「
恵
み
多
い
里
山
林

づ
く
り
」
を
目
指
し
▽
ど
う
い
う
管

理
を
し
た
ら
キ
ノ
コ
や
山
菜
が
出
て

く
る
か
▽
食
材
や
産
品
を
ど
の
よ
う

に
生
か
す
か
▽
里
山
林
を
支
え
る
里

の
暮
ら
し
を
評
価
し
環
境
を
整
え
る

方
法
―
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

　

9
月
か
ら
、
32
㌶
の
キ
ノ
コ
山
に

条
件
の
異
な
る
10
の
実
験
地
を
設

け
、
二
日
に
一
回
キ
ノ
コ
の
発
生
状

況
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

キ
ノ
コ
や
山
菜
が
一
覧
と
し
て

デ
ー
タ
化
さ
れ
れ
ば
、
農
家
民
宿
の

食
の
提
供
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
春
蘭
の
里
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、

地
元
の
素
材
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
里
山
林
か
ら
の
恵
み
が
一

年
を
通
し
て
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
さ
ら

に
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
各
農
家
民
宿
を
中
心
に

暮
ら
し
を
調
査
し
て
地
域
資
源
を
掘

り
起
こ
し
ま
す
。
こ
の
地
域
の
生
活

文
化
を
学
び
な
が
ら
ま
る
ご
と
体
験

で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
ど
こ
で
ど

の
よ
う
に
で
き
る
の
か
を
マ
ッ
プ
に

落
と
し
て
一
目
で
分
か
る
よ
う
に
し

ま
す
。

　

ま
た
、
里
地
の
維
持
管
理
の
た
め

の
保
全
活
動
を
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
結
び

つ
け
て
保
全
型
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る

こ
と
も
一
つ
の
ア
イ
デ
ア
で
す
。
高

校
生
や
企
業
の
社
会
貢
献
活
動
（
Ｃ

Ｓ
Ｒ
）
を
呼
び
込
み
、
地
域
課
題
を

外
部
と
の
交
流
に
よ
っ
て
解
決
す
る

試
み
で
す
。

　

里
山
林
と
里
地
が
手
入
れ
さ
れ
た

姿
は
、
都
会
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も

魅
力
的
で
す
。
忙
し
い
都
会
生
活
で

の
疲
れ
を
癒
す
た
め
、
心
安
ら
ぐ
時

間
を
過
ご
し
に
来
る
で
し
ょ
う
。
能

登
の
農
家
の
た
た
ず
ま
い
は
強
み
で

す
。
豊
か
な
環
境
を
意
識
し
た
情
報

発
信
や
集
客
が
で
き
ま
す
。

　

春
蘭
の
里
は
、
こ
れ
ま
で
も
す
ば

ら
し
い
取
り
組
み
を
続
け
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
に
磨
き
を
か
け
る
こ
と
で

で
、
こ
の
地
域
を
さ
ら
に
輝
か
せ
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

『
農
家
民
宿
』と
い
う
選
択

『地元学』

【PROFILE】たけだ・じゅんいち
1960 年生まれ、中央大学法学
部卒後、金融機関、英国技術開
発シンクタンク、市民団体を経
て、里地ネットワーク事務局長、
山村再生支援センター事務局
長。また、内閣官房地域活性化
伝道師、環境省こどもホタレン
ジャー審査委員、田園自然再生
活動コンクール審査委員、石川
県生物多様性戦略検討委員を兼
務。東京農業大学学術研究員。

NPO 法人  共存の森ネットワーク理事

竹田 純一さん

　地域の魅力を再発見する手法の一つ「地元学」を提唱・推進
する竹田純一さん。本年度から林野庁の森林総合利用推進事業
で春蘭の里に入り、里山林をどのように生かすかという調査を
進めている。今回、調査のために来町した竹田さんに春蘭の里、
そして地元学について聞いた。

囲炉裏の炭火で焼かれる
ヤマメとホンモロコ
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能
登
の
農
家
の
姿
を

あ
り
の
ま
ま
に
見
せ
た
い
。

春
蘭
の
里
に
農
家
民
宿
が
誕
生
し
て
か
ら
13
年
が
経
過
し
た
。
現
在

は
30
軒
ま
で
増
加
し
、団
体
旅
行
の
受
け
入
れ
体
制
も
整
っ
て
い
る
。

「
一
日
一
客
」。
地
元
の
食
材
に
こ
だ
わ
る
農
家
民
宿
は
、
古
里
を
求

め
る
都
会
人
の
受
け
皿
を
目
指
す
。
農
家
民
宿
の
魅
力
、
苦
労
、
そ

し
て
課
題
を
「
満
作
の
宿
」
主
人
、
松
井
三
代
治
さ
ん
に
聞
い
た
。

囲
炉
裏
を
囲
む
ぜ
い
た
く

　
「
一
番
楽
し
い
こ
と
は
、
い
ろ
い

ろ
な
人
と
話
が
で
き
る
こ
と
。
一
番

大
変
な
こ
と
も
人
と
の
会
話
」
と
話

す
松
井
三
代
治
さ
ん
（
64
）。

　

春
蘭
の
里
が
石
川
県
の
グ
リ
ー
ン

ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
特
区
に
認
定
さ
れ

た
平
成
15
年
、
農
家
民
宿
『
満
作
の

宿
』
を
開
業
し
た
。
こ
の
時
開
業
し

た
の
は
松
井
さ
ん
を
含
め
4
軒
。「
来

訪
者
が
増
え
る
と
1
軒
だ
け
で
は
対

応
で
き
な
い
。
で
き
る
と
こ
ろ
だ
け

で
も
や
ろ
う
」
と
仲
間
同
士
で
話
し

合
っ
た
と
い
う
。

　

最
初
は
宿
泊
だ
け
の
許
可
。
16
年

か
ら
飲
食
業
許
可
を
受
け
、
食
事
の

提
供
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
素

泊
ま
り
だ
け
で
は
ほ
と
ん
ど
人
が
来

な
か
っ
た
。
ど
う
せ
や
る
な
ら
料
理

を
出
し
て
も
て
な
し
を
し
た
い
。
ダ

メ
で
も
と
も
と
。
と
に
か
く
や
っ
て

み
よ
う
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
」
と

当
時
を
振
り
返
る
。

　

食
事
の
提
供
で
お
客
さ
ん
も
入
る

よ
う
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
人
と
話

を
す
る
こ
と
が
好
き
な
松
井
さ
ん
。

食
材
に
つ
い
て
聞
か
れ
た
り
、
農
作

業
の
こ
と
を
話
し
た
り
と
囲
炉
裏
を

囲
ん
だ
会
話
も
充
実
し
て
い
っ
た
。

般
の
大
人
な
ら
99
㌫
残
さ
ず
食
べ
て

く
れ
る
」
と
い
う
。

　
「
先
日
調
査
に
来
た
竹
田
先
生
に

は
数
も
量
も
多
す
ぎ
る
と
指
摘
さ
れ

た
。
も
う
少
し
食
べ
た
い
く
ら
い
が

ち
ょ
う
ど
い
い
と
言
わ
れ
た
が
、
そ

の
加
減
は
難
し
い
」と
苦
笑
い
す
る
。

　

食
材
か
ら
す
べ
て
、
手
間
暇
か
け

て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
る
料

理
。
そ
こ
に
は
農
家
民
宿
な
ら
で
は

の
も
て
な
し
が
あ
る
。

体
験
で
何
を
伝
え
る
か

　

農
山
漁
村
で
自
然
、
文
化
、
交
流

を
楽
し
む
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
。

春
蘭
の
里
で
も
、
農
家
民
宿
そ
れ
ぞ

れ
が
季
節
ご
と
に
特
徴
あ
る
体
験
を

用
意
し
て
い
る
。

　

満
作
の
宿
で
は
、
松
井
さ
ん
が
得

意
と
す
る
米
作
り
や
炭
焼
き
、
山
仕

事
の
体
験
な
ど
を
希
望
す
る
人
に
提

供
し
て
い
る
。

　
「
体
験
で
一
番
大
切
な
こ
と
は
安

全
管
理
」
と
松
井
さ
ん
は
言
い
切

る
。「
安
全
管
理
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ

る
と
何
も
で
き
な
い
と
い
う
人
も
い

る
が
、何
か
あ
っ
て
か
ら
で
は
遅
い
。

常
に
安
全
第
一
を
考
え
て
い
る
」。

　

体
験
を
始
め
た
こ
ろ
は
、
た
だ
作

業
し
て
も
ら
え
ば
い
い
と
考
え
て
い

手
間
暇
か
け
た
田
舎
料
理

　

春
蘭
の
里
で
提
供
さ
れ
る
料
理
の

コ
ン
セ
プ
ト
は
▽
キ
ノ
コ
、
山
菜
、

野
菜
な
ど
地
元
産
の
食
材
に
こ
だ
わ

る
▽
輪
島
塗
の
膳
▽
手
作
り
の
は
し

―
な
ど
。
季
節
や
宿
に
よ
っ
て
食
材

は
変
わ
っ
て
も
、
内
容
は
ほ
ぼ
統
一

し
て
い
る
。満
作
の
宿
で
も
同
様
だ
。

　
「
特
別
な
こ
と
は
で
き
な
い
し
無

理
も
し
な
い
。
お
母
さ
ん
が
今
ま
で

作
っ
て
き
た
田
舎
の
料
理
を
そ
の
ま

ま
出
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　

春
、
夏
は
山
菜
。
秋
は
キ
ノ
コ
。

冬
は
塩
漬
け
し
た
保
存
食
が
食
材
の

主
と
な
る
。
そ
れ
に
ヤ
マ
メ
、ゴ
リ
、

ホ
ン
モ
ロ
コ
な
ど
の
川
魚
を
主
人
が

囲
炉
裏
で
焼
く
。「
都
会
の
人
が
食

べ
た
こ
と
の
な
い
食
材
も
多
い
。
一

た
が
、そ
の
考
え
は
改
め
た
と
い
う
。

　
「
例
え
ば
農
作
業
の
体
験
で
は
、

苗
を
手
で
植
え
る
意
味
。
は
だ
し
で

田
ん
ぼ
に
入
る
の
は
な
ぜ
か
。
作
業

の
前
や
後
に
は
ど
ん
な
工
程
が
あ
る

か
な
ど
を
し
っ
か
り
説
明
し
て
、
米

の
大
切
さ
を
分
か
っ
て
も
ら
う
こ
と

に
意
味
が
あ
る
。
体
験
を
通
じ
て
そ

う
い
っ
た
こ
と
が
伝
わ
る
よ
う
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
作
り
が
重
要
だ
と
分
か
っ

た
。
今
あ
る
体
験
メ
ニ
ュ
ー
を
も
っ

と
中
身
の
あ
る
も
の
に
し
て
、
能
登

の
農
家
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
見
せ

た
い
」

　

農
家
民
宿
が
増
え
た
こ
と
で
団
体

の
受
け
入
れ
は
進
ん
で
い
る
。
今
年

は
中
国
か
ら
の
教
育
旅
行
7
回
を
含

む
11
校
が
入
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
の
期
間
は
夏
に
集
中
。
安
定
し
た

収
益
の
た
め
に
は
、
一
年
を
通
し
て

い
か
に
個
人
客
を
呼
び
込
む
か
が
課

題
だ
。

　
「
事
務
局
に
入
っ
て
く
る
お
客
さ

ん
を
待
つ
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
た

ち
で
『
リ
ピ
ー
タ
ー
』
と
し
て
来
て

も
ら
う
努
力
が
必
要
。
自
分
が
元
気

な
う
ち
に
、
次
の
代
に
引
き
継
げ
る

よ
う
な
基
礎
を
作
り
た
い
」

　

夫
婦
二
人
三
脚
で
7
年
目
を
迎
え

た
『
満
作
の
宿
』。
松
井
さ
ん
の
新

た
な
挑
戦
が
始
ま
っ
て
い
る
。

春蘭の里実行委員会副会長
農家民宿『満作の宿』主人

松井 三代治さん
まつい・みよじ（鮭尾）

地元産と季節の旬にこだわる約 15 種類の田舎
料理が、輪島塗の御膳に並ぶ満作の宿の料理
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ホ
ン
モ
ロ
コ
は
、
も
と
も
と
琵
琶
湖
の
固

有
種
で
、
関
西
地
方
で
食
さ
れ
て
い
た
。

近
年
、
外
来
魚
の
増
加
に
よ
り
琵
琶
湖
の
ホ
ン

モ
ロ
コ
が
激
減
。
水
産
資
源
の
確
保
の
た
め
、

各
地
で
養
殖
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
き
れ
い
な
水
さ
え
あ
れ
ば
養
殖
が
で
き
る
。

春
蘭
の
里
の
お
土
産
や
能
登
町
の
新
し
い
特
産

品
に
し
た
い
」
と
話
す
山
﨑
増
雄
さ
ん
（
62
）

は
、
柳
田
地
区
の
有
志
ら
が
平
成
18
年
に
設
立

し
た
『
能
登
町
健
康
魚
・
あ
す
な
ろ
モ
ロ
コ
生

産
組
合
』
に
翌
年
か
ら
参
加
。
民
宿
前
の
田
ん

ぼ
を
利
用
し
て
ホ
ン
モ
ロ
コ
の
生
産
に
乗
り
出

し
た
。
21
年
に
は
エ
ン
デ
バ
ー
フ
ァ
ン
ド
21
の

助
成
を
受
け
、
民
宿
前
の
倉
庫
を
改
造
し
た
加

工
施
設
も
整
備
さ
れ
た
。

　
「
つ
く
だ
煮
の
よ
う
な
、
保
存
が
で
き
て
味

も
良
く
、
付
加
価
値
の
高
い
加
工
品
を
作
る
。

試
作
品
の
評
判
は
良
か
っ
た
」
と
語
る
が
、
課

題
も
あ
る
と
い
う
。「
当
初
は
県
の
内
水
面
試

験
場
か
ら
稚
魚
を
提
供
し
て
も
ら
い
生
産
量
も

多
か
っ
た
が
、
採
算
を
考
え
る
と
自
分
た
ち
で

ふ
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
予
想

以
上
に
難
し
く
安
定
し
た
生
産
に
つ
な
が
ら
な

い
状
況
。
朝
起
き
て
酸
欠
で
大
量
に
死
ん
で
い

た
と
き
は
涙
が
出
そ
う
だ
っ
た
」と
振
り
返
る
。

　

春
蘭
の
里
な
ど
の
需
要
に
応
え
な
が
ら
、
加

工
品
に
ま
わ
せ
る
だ
け
の
生
産
量
を
確
保
す
る

た
め
の
試
行
錯
誤
が
続
い
て
い
る
。

　

農
家
民
宿
『
三
平
』
の
開
業
は
『
満
作
の
宿
』

と
同
じ
く
平
成
15
年
。
特
区
認
定
の
と
き
に
宿

泊
業
の
許
可
を
受
け
た
。

　
「
も
と
も
と
田
舎
の
家
は
三
世
代
同
居
が
前

提
で
、
冠
婚
葬
祭
も
で
き
る
よ
う
大
き
い
。
将

来
、
夫
婦
二
人
だ
け
で
は
大
き
過
ぎ
る
し
、
こ

の
家
を
地
域
お
こ
し
に
活
用
で
き
る
な
ら
や
っ

て
み
よ
う
」
と
開
業
を
決
め
た
。

　
「
集
落
に
観
光
バ
ス
が
2
台
来
た
と
き『
や
っ

て
良
か
っ
た
』
と
感
動
し
た
。
こ
ん
な
へ
き
地

に
観
光
バ
ス
が
来
る
な
ん
て
夢
の
よ
う
な
話
。

そ
れ
が
農
家
民
宿
で
現
実
と
な
っ
た
」

　

自
営
業
、
農
家
民
宿
、
ホ
ン
モ
ロ
コ
。
山
﨑

さ
ん
の
多
忙
な
日
々
は
続
く
。

『
地
域
再
生
』の
鼓
動

ホ
ン
モ
ロ
コ
を
能
登
町
と

春
蘭
の
里
の
特
産
品
に
―

農
家
民
宿
の
食
事
で
提
供
さ
れ
る
ホ
ン
モ
ロ
コ
と
い
う
淡
水
魚
。

『
三
平
』
の
主
人
、
山
﨑
増
雄
さ
ん
は
、「
能
登
町
健
康
魚
・
あ
す

な
ろ
モ
ロ
コ
生
産
組
合
」
の
一
員
と
し
て
ホ
ン
モ
ロ
コ
の
養
殖
に

も
取
り
組
ん
で
い
る
。

農家民宿三平  主人

山﨑 増雄さん
やまざき・ますお（本木）

親水公園でヤマメのつかみ取りを
体験する流山市（千葉県）の児童

【ホンモロコ】コイ科コイ目バルブス亜
科タモロコ属の淡水魚。寿命は 2-3 年
で体長は 12-3 ㌢まで成長する。日本産
コイ科の魚類の中で最も美味とされる。
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