
都市 と農村の交流による地域の活性化
一 岡山県鏡野町越畑ふ るさと村 の場合一

高 橋 正 明

1.は じめに

近年,「 町づ くり」,「村お こし」は全国的ブームとな り,中 央に頼 らず,自 主的に地 域

を活性化 しようとす る動きが,極 めて活発な形で全国各地に広がって きている。従来の 日

本における地域開発は,国 の意志決定 による補助金依存型の開発が主流を占めてきたが,

これ らは,① 自然破壊による生活環境の悪化,② 国の財政危機に よる補助金の削減,な ど

に よって方向転換を迫 られることになった。そ して現在では,各 地域が経済的地域格差を

む しろ是認 した形で,各kが もっている独特の地域的個性を生か した開発な り,地 域経営

のあ り方が試行錯誤の内に進められつつある。そ してこの場合,今 までの工業優先の思想

か ら,農 業 ・商業を含めた トータルな経済 としての見直 しがなされ ようとしてお り,ま た

それは,よ り大 きな人間社会の枠組の中で経済をとらえよ うとす る動 きとしても把握する

ことがで きよう。

「地方の時代」,「地域の個性を生か した開発」は情報化,国 際化,技 術革新 の時代に背

をむけて,閉 鎖的な地域づ くりを しよ うとしているのではない。地方が都 市と手を結び,

また多彩な文化的 イベン ト等を催す ことによって,あ るいは外国 との交流 によって新たな

地域文化 の創造 に挑戦 しようとしているのであ り,異 地域 ・異文化 との交流による未来の
わ

地域づ くりと呼べ るものである。 ここで取 り上げる都市 と農村の交流に よる地域の活性化

は,「 ふ るさと会員制度」に よる"村 づ くり","町 おこし"の 実践例である。ふ るさと会

員制度が発達 した理由としては,① 宅配便の拡大,② 高速道路網の整備,③ 都会人のふ る

さと志向,④ 手造 りによる小規模生産物の見直 し,⑤ 多様な流通チャソネル創設の試み,

⑥地方が地域振興の有力な手段 として同制度を取 り上げていること,な どがあげ られ るで

あろ う。
2),3)

筆者は これ まで兵庫県のふるさと制度について発表して ぎたが,さ らに西 日本を中心に

調査対象地域を拡大する必要に迫 られた。本報告では,岡 山県鏡野町の越畑ふるさと村特

別村民制度を とり上げ,そ の内容及び特質を明 らかにするとともに,同 制度が地域の活性

化 に与える意義,お よび現在かかえている問題点,さ らに今後解決すべ き課題について考

察 したものである。

鏡野町では,岡 山県の提唱する 「ふるさと村事業」 と,町 独 自で実施 している 「特別村
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民制度」を併設 して地域の活性化を図っている。越畑ふるさと村はその歴史 も古 く,日 本

で五指に数 えられる老舗であるとともに,特 別村民制度は金融機関 との提携により安定 し

た運営を行い,昭 和61年 度には国内で最大の会員を擁する制度 として,全 国の市町村か ら

注 目され る存在 となっている。企業 ・地方 自治体提携型で成功 したふ るさと会員制度 とし

て,鏡 野町の事例を調査す る機会を得たので,こ こに報告するものである。

2.ふ るさと会員制度の地域的展開
4)

全国でふるさと会員制度を実施 している市町村は,お よそ300件 にのぼっている。第1表

はふるさと会員制度の会員の規模について,上 位の20市 町村を掲げたものである。1位 が

山形県の西川町で1,539世 帯,2位 は岡山県鏡野町,3位 は熊本県の牛深市と続き,全 国

で1,000世 帯以上の会員を抱}て いるのは この3市 町のみである。ただこれは昭和60年 度

の数字であ り,61年 度には岡山県の鏡野町は,会 員数が1,700世 帯を越えてお り,実 質的

に全国で最 も多 くの会員を抱えているものと思われる。鏡野町は,62年 度には2,000世 帯

をオーバーする会員を集めるのではないか と予想されてお り,そ の成長ぶ りには 目を見は

るものがある。

しか し,こ のように多 くの会員を集めている市町村がある一方では,会 員の維持,新 規

会員の獲得に悩んでいる所 も少なくない。 このため,他 の市町村 とは少 しでも異る特色を

出そ うと,様 々の努力が重ね られている。すなわち,① 個性的で魅力のある名称をつける

(岩手県平泉市の 「ハー トピア平泉」,山形県三川町 「お らほの米と味だ より」,兵 庫県但

東町 「シルクロー ド会員」,岡 山県新庄村 「メルヘソの里」,愛 媛県瀬戸町 「瀬 戸 の 花 嫁

便」)。②宅配便の内容や質に工夫をこらす(鹿 児島県長島町 「ふるさと長島友の会」は毎

回11種 類の作物を年5回,岩 手県大船渡市 「真心ふるさと便大船渡の味」のカタログ販売

方式)。 ③都市の団体や組織 との提携(岡 山県鏡野町の摂津信用金庫 との提携,愛 知 県 富

山村 「ふ るさと特別村民」の分譲マソション所有者 との結合)。 ④行事 ・イベン トに 特 長

をもたせ る(大 分県湯布院町の 「牛食い絶叫大会」,富 山県平村の合掌造 りの民家 に泊 っ

て英会話の学習をする 「イソターナショナルサマーキャンプ」)な ど,工 夫が重ねられ て
5),6)>7)

いる。

本稿 で と り上げた 岡山県 の場合 は,現 在24市 町村がふ るさと会員制度 を実施 してい る。

そ の概要 は第2表 に示 された通 りであ る。以下 にお いて,主 要な ものにつ いて若 干の紹介

を して お こ う。牛窓町はす でに報告 されて いる よ うに,日 本のエ ーゲ海 と称 し,ギ リシャ
　ラ

の都市 との姉妹都市,ペ ンション村 の形成などで非常に有名である。また新庄村は昭和59

年度にこの制度を導入 したが,「 メルヘソの里」 とい う名称が都会人のふるさと心を くす

ぐることにな り,ま たた く間に800人 の会員を集めるところとなった。鏡野町の実績 と新

庄村の驚 くべき成長に刺激された形で,昭 和60年 以後,県 下各地にふるさと会員制度を取
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第1表 わが国における主要なふるさと会員制度

県 市 町 村

1.山 形 西 川 町

2.岡 山 鏡 野 町

3.熊 本 牛 深 市

4三 劃 多 気 ・丁
1

5、 〃1紀 伊 長 島 町

6,岡 山 新 庄 村

7.兵 庫i但 東 町

8.鹿 児 島1長 島 町

9.福 島 し1川 町
1

10.熊 本1多 良 木 町

11.Ill梨1八 田 村

12.静 岡'本 川 根 町

13.岐f`'i'・ 久 々 野 町

14・ 宮 崎 西 米 良 村

15.石 川1柳 田 村

16.群 馬[L野 村

17.新 潟}朝 日村 他7団 体

18.〃 入 広 瀬 村

19.熊 本 南 小 国 町

20.〃[有 明 町

会 員 数 会 費

世帯 万 円1
,5392^-5

1,160

1,11()

992

926

800

773

762

750

748

73a

697

682

633

624

608

603

goo

559

548

1

1^-1.5

1

3～5

1

1

2

1.J

1

1.5-3

1

1

1

1.2

1

1.5

L.J

1

2

直 送 品 日

}ク ラソ ボ,月 山 そ ぽ,ぎ

り こ

新 高梨,地 酒,ふ るさ と'の味

鯛,ポ ンカ ン

み か ん,柿,茶

伊 勢 エ ビ,ア ワ ビ,み か ん

椎 茸,団 子 粉,ぎ な 粉

Ii1一菜,米,民 芸 品

メ ロ ソ,み か ん,焼 酎

リソ ゴ,凍 大 根,干 柿

メ ロ ソ,漬 物,焼 酎

サ ク ラソ ボ,桃,ブ ドウ

よ うか ん,茶,田 舎漬

梨,リ ン ゴ

椎 茸,茶,民 芸 品

椎茸,米,栗,味 噌

リン ゴ,蜂 蜜,味 噌

竹 カ ゴ,米,サ クラソボ

lu菜,米,民 芸 品

椎 靴 リン ゴ,梨

ワカ メ,み か ん,活 車 エ ビ

(自治省地域政策課 「全国の特別 町民制度の概要 について」昭和60年12月12日 及 び 〔注〕5),

6),7)よ り作成)

り入れ る市町 村が急増す る ことにな った。 まさにふ る さとブーム とも よべ るほ どの状況を

呈 して いる。

た とえば矢 掛町は60年 度 に この制 度を始め たが、 ホ タルの缶詰 とい う珍妙 なる ものを開

発 し,東 京銀 座 の ソニー ビルにおいて"ホ タル展"を 開催 して全 国的にPR,そ の"ア イ

デア商法"に よ り,後 発 なが らかな りの会員を集め る ところ とな った。 また勝fl-1町の 「ふ

れ あいの森 事業」はIll林 オーナ ー制 度であ るが,60万 円を出資す るこ とに よって,20年 後

に家 一軒分(100㎡)の 素材 として杉(63m),檜(24㎡)が オ ーナ ーの ものになる と言 う。

1次 と2次 で283人 の定 員に対 して,県 外か ら117人,県 内か ら384人 が 申 し込 んだた め 抽

選 とな り,1次 ・2次,さ らに2次 の追 加 と合わせ て332人 が 会員 とな 一,た。

一方 ,鴨 方町 では水 島工業地帯 の影響 で転 入者が多 い事か ら,鴨 方 町在住 あるいは転 入

者 に会員 とな って も らい,そ の知 人,友 人に特 産品を送 ってい る。 ここでは町外居住者 は

会 員になる事 は出来ず,一 般 の特別 村民制 度 とは逆の形を とってい る。
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第2表 岡山県におけるふるさと会員制度
・ 旨1

市町村1名 称 旨開始年度 会員数 年会費
ド 　

;1年 月1世 帯1万 円

鏡 野 町 越 畑 ふ る さ と村i52.1111,72711

--i
　 　

牛 窓 町 離 套と村 うし}57・8い961・

美 星 町

新 庄 村

勝 田 町

勝 山 町

吉 永 町

矢 掛 町

羅 ふるさ と特58.1・

メル ヘ ン の里

ふるさと勝田の
味

木材の町勝山ふれ
あいの森

ふ るさ と小包 の

会

ふ る さ とメ ッセ

ン ジ ヤ ー

灘崎 町陣 町特別町民

成羽副 成羽町特別眠

奈 義 町

有 漢 町

北 房 町

吉 井 町

.竺 竺ヨ

勝 北 町

勝 央 町

奈義町ふるさと特
別村民

磯 脳 さと1

西粟倉村

高 梁 市

鴨 方 町

佐 伯 町

和 気 町

奥 吉備 の里ふ る
さ と会員

布都 美特別村民

ふ るさ と町民 あ
すな ろサ ー クル

801.6

59.71804

59.7

60.1

60.3
1

60.3

60.4

105

332

235

目 的

住民の意識の変革
!地域の活性化

町のイメージアップ特
産物の付価価値

i地域産品の振興

ト 要 直 送 品 目

新 高 梨,地 酒,ふ る さ との 味

1詰 合 わせ

;オ リー ブ加 工 品,カ ギ,な ん

1き ん,し ろ う りの漬 物,じ ゃ
iが い も

黒 大 豆,松 茸,山 菜,な ん き
ん,ゆ ず,栗,餅,味 嗜,潰

物

・1阜鮒 縣雛 し1甑 臨 藍倭欄 子粉

1.21特 産 物 の開 発 と紹 介

ド ー.一 一.
　

6・麟 灘 化

1

2特 産物の開発と紹介

121.5,町 のPR

60,4「501

6(1.411220

　

60.71100

1

60.7
,

・1

6°.1°

ふ るさと宅急便60.12

ふ るさと会員

ふ る さ と小 包

グ リー ソ シ ャ ト

ウ

ふるさと町民制
度

清麻呂飛脚

… 一一　 1-…

旭 町陛 町特別町民制

61.4

61.4

61.4

j61.5

61.61

加茂川 町1ふ るさ と宅急便i61.7

61.6!
1

1

61.7i80

1都 市 との交流

都 市 との交 流に よる活1
1力 ある町づ くり

1α8騨 辮 ヒ
14311～21都 市住民 との交流

「i-一 一
F1「 村 お こ しso

I

　 　

12112i地 場産業 の振興

116

1略 一 一一

2°°}1・5}特 動 の紹介

1実 費1ふ るさとの味の紹介

7510.6～11特 産 物 の 開発

　 　 　 ロ コ

1実劃 蠣離霧 集
lI-一 一

1・ 睾 ぢ撫 品獺 一一　 　

25・ 一 鰹 種性化

出身者 と町の交流1.2～21産 業 の振興

桃,ぶ どう,黒 大豆,大 豆,

:餅,味 噌,甘 酒,御 札

檜 の素材(立 木 出資),干 椎
1茸,茶,地 酒
1-一 一一

し きみ

ぶ ど う,自 然 薯,梨,松 茸,
1か ぐら面,ほ た る の 缶 詰

1ぶ ど う,蓮 根,柿,な す,マ

1ッ シ ュル ー ム,ま い た け

i干 椎 茸,や き米, とま と,ふ

1き の 佃 煮,茶,餅,し め 飾 り

1メ ロン,里 芋,黒 大豆,小 豆,

1青 梅 の蜂蜜 漬,野 菜 の粕漬
i_

蔭美蘇 翻鱒 鰐一i豆
,構 一畔,そ ば粉,

栗,椎 茸,リ ン ゴ,米,ふ き

「.の佃 煮黒

大 豆,一小 豆,一栗,ゆ ず;山菜
,味 噌,甘 酒,メ ・ン,キ

・ウ リ漬 物

大佐 和 牛 肉,ゆ ず,焼 米,黒

,大 豆,山 菜 漬,椎 茸

実費 隠 外の知人吻 勲 恥 味噌・黒煙,千 繊 小豆,

2羅 甥 交流

1き な 粉,餅

一

1桃 ぶどう凍 黒旭 栗
椎 茸 ジ ャ ム,餅,味 噌l

I醤 油,き な 粉,餅,熊 笹,猫

柳,絵 馬,笹 舟 パ ン フ レッ ト

陰;う 歯陣 絡 ク・鱗

そ うめ ん,桃,イ チ ゴ,柿,

i地 酒
　 　 　

1転鳥 蹄謀挨檜鷲:
1お飾 り
i--_

・す も も,椎 茸,栗,マ ス カ ッ
1ト
1

巨桃,椎 茸,松 茸,米,花

1

!竹 の 子,松 茸,椎 茸,コ ン ニ

ャ ク,桃,餅,栗,山 菜1

(岡山県農政企 画課資料61年4月15日 及び現地調査 によ り作成)
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第1図 は岡山県において,ふ るさと会員制度 とふるさと村を実施 している市町村をあげ

たものである。県の北 ・中部の農山村を中心に事業を展開 している所が多いが,南 部でも

取 り入れている町があ り,ほ ぼ全県的にこの制度が普及 していることが読み とれ る。また

第2図 ぱ農業粗生産額 と老年化指数(65歳 以上の老 人/14歳 以下の子供 ×100)か ら県内の

市町村をA・B・C・Dの4つ に分類 した ものである。ふ るさと会員制度を実施 している

のは,Dゾ ーンに属す る農業粗生産額が低 く,老 年化指数の高い町村に多 く見られる傾向

があ り,24市 町村の内の60%が ここに集中 している。ただ し,牛 窓町,干 拓地で有名な灘

崎町,勝 央中核工業団地がある勝央町,そ して奈義町など,か な り生産額 の高い町で も会

員制度が導入されている。 このように,岡 山県でぱ過疎町村だけでな く,ふ るさと会員制

度が地域活性化の一つの方策 として,県 内で普遍化,一 ・般化 してきているようであ る。

第1図 岡山県における特別村民制度とふるさと村実施市町村
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第2図 農 業 粗 生 産 額 と 老 年 化 指 数(岡 山 県 の 郡 部 町 村 に 限 定)

注1・老年化指数 腰 嶽 目・1・・)

注2,点 線 は岡山県 の郡部の平均値

国勢調査(昭 和60年),岡 山県市 町村勢要覧(昭 和61年)よ り作成

3.岡 山 県に おけ るふ る さ と村 事業 と 「越 畑ふ る さと村」

越畑ふるさと村は昭和50年11月,岡 山県の提唱す る 「ふるさと村づ くり」の第1号 とし

て開村 した ものである。岡山県では全国で初めての試み として 「ふるさと村づ くり」を手

がけ,当 初は県内で10力 村を予定 していたが,現 在ではその内7力 村が完成 している。
9)

県の 「ふるさと村」設置の趣 旨は次の通 りである。「本県に散在する古来の優れた 風 物,

た とえぽ藁ぶ きの民家,地 蔵尊,水 車小屋等が地域開発の進展や過疎化の影響により,押

しや られていることに鑑み,そ れ らの風物を保存,復 元 し優れた郷土の風物 として次代に

継承するとともに,近 代化の波の中で 「ふるさと」を しのぶ一方法 としてそれ らを利用す

ることに より,人 間性の回復,有 効な余暇活用の促進 をはか り,あ わせて郷土の適正な発

展をはかる」○

さらに設置の構想 としては,① 古来か ら著 しい変化の見られない地域に重点をしぼる。
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②現存するわ らぶき民家,土 蔵,水 車小屋,鎮 守の森,地 蔵尊,石 造 りの道標等の風物を

保存,復 元す るとともに,必 要に応 じて一部地域か ら移入,移 築 し補完す る。③その地域

でぱ民宿を奨励 し,そ の地方独特の郷土料理や山菜料理をとり入れ,盆 踊 りなどの郷土芸

能を振興披露す るもの とす る。④附属施設 として民俗資料館,観 光農園,渓 流釣 り,遊 歩

道等を整備 し,自 然 と人間,歴 史 と人間,人 間 と人間が一体 とな り,対 話のできる場 とす
10)
る。

現在,岡 山県のふ るさと村は越畑(鏡 野町)の 他に,大 高下(阿 波村),八 塔 寺(吉 永

町),吹 屋(成 羽町),石 火矢(高 梁市),円 城(加 茂川町),真 鍋島(笠 岡市)に 設置され

ている。 この内,ふ るさと村 と合わせてふるさと会員制度を実施 しているのは,鏡 野町,

加茂川町,吉 永町,成 羽町,高 梁市の5市 町である。そしてこの中で,名 実 ともに充実 し

ているのが鏡野町の越畑ふるさと村であ り,ふ るさと会員制度である。

鏡野町では,岡 山県のふるさと運動に呼応 して,県 下で最初 に昭和48年 か ら 「水と花 と

心の町ふるさと運動」を発足 させた。それは①町の美化運動,② 郷土芸能の復活 と推進,

③郷土資料館の建設による手造 り品の展示などに示 されるように,郷 土への愛着心の高揚

と,さ らに地域の産業お こしの役割をも担 っていた。この ような,全 町にまたがるふ るさ

と運動の取組みの中か ら,そ の運動のシソボル として,一 つの地域に集中して実施された

のが越畑ふるさと村である。

越畑集落が選定 された理由としては,環 境的要因と行政的要因の二つの面があげ られて

いる。まず① 自然環境の面か ら,越 畑は鏡野町の最北端に位置 し,泉 山など1,000mを 越

える山kに 囲まれた標高600mに 位置する集落であ り,ふ るさとイメージの強い静かな 山

里である。②鏡野町の南部 と比較 して季節が約1ヵ 月異な り,自 然を生か した村づ くりに

適 した集落である。③歴史的環境 としては,こ の地はかっては 「たた ら製鉄」がさかんに

行なわれた所であ り,そ れは 「かな くそ山」,「金屋小神」,「石畳の道」などとして現在に
11)

も伝 えてお り,歴 史 的遺産 の活用 として も十分 に期待 で きる。

一方 ,経 済 ・行政 的要因 としては,① 鏡野町 の北 部 では過 疎化が進 行 して い るが,中 で

も越 畑集落 はその傾 向が強 く,廃 村 にな る恐れ もでて きた こと。②越畑 小学校が 昭和50年

度 に閉校 とな り,香 北小学校 に統合 されたため,地 区民か ら政 策的援二助 を要望 され た こ と。

③ 香 々美 ダム(42～48年,満 水面積15.5ha)が 建設 され る とともに,林 道美作北線(阿

波 村～奥津町 の30,854m)が 完成 した こ とに よ り,観 光化 に よる開発 が可能 にな った こ と,

な どが あげ られ る。

ところで,次 に越畑ふ るさ と村 が どの よ うに整備 され て きたのか を 見 る こ と に し ょう

(第3表)。 昭和49年 ～59年 の11年 間に42件,3,7億 円余 の事 業が行わ れた 。1件 あた りにす

る と880万 円,1年 間で は3,000万 円以上 の資金 が投下 された ことに なる。 しか しなが ら事

業費 の大 きな部分 を 占め るのは県営越畑 キ ャ ンプ場 であ り,こ れは総事 業費の76%に 及 ん
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第3表 越畑ふるさと村整備事業の概要

年 度陣 業 劉
昭 年

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

計

事 業 名

2,7副 ふ る さ と の 家 曳z:1 -一 一.一 一一 一一_.-

4,0001公 衆便所㊧,ふ るさ との家ry,水 車小屋r民 家藁屋 根⑳(4戸)

ミ ふ るさとの家fw!と屋根葺替及 び周辺整備,遊 歩道新設(400m),金2
,569 屋小神周辺整備 ,石 畳補修(110m),指 導標柱(1ヵ 所)

:高 原学校r,た た ら記念館㊨,越 畑の滝歩道橋⑬,ふ るさとの家造7
,000 園及び周辺整備,湖 畔道路沿植樹

1,0303軽 食ふ るさ と曾
　 　 　 　 　 　 　　 　 　

1,2・・1公 衆便囎

283,9481驚9少 駐 轟 詣 鵡讐 融 鐸の麟 璃 剛 県越
コ 　　

6,301iふ るさとの家屋根⑰,高 原学校屋根r重 ケ仙登宙導 璽
._一 一.__

19,836}民 耀 根鰭 工事(9戸),角 乞仙髄 髄
_一_一 一_

1水 車小屋⑳(2棟),シ ャ クナゲ植栽(130本),キ ャンプ場内 ビラ
2,407 メ の手 づ か み 川 整 備

,キ ャ ン プ場 内 道路 舗 装
　 　 　 　 　 　 　　

1角 ケ仙登 山者用駐車場舗装 工場,木 彫 ・陶芸 の館㊥,人 工渓流整備,

39,・951壁響 高騨 繋 犠 養謡齢 嚢葺'講 撫 諜
:葺 替,ふ るさ との家庇葺替そ の他

370,186

(越畑ふ るさと村開村10年 のあゆみに よる)

(注)㊧ は新築 新設,㊥ は改修,働 は移転

でい る。 したが って,こ れ を除 いた事 業資は87,396,000円 とな る。 これ らの補 助事業 の

内容は,そ のほ とん どがふ る さと村 の形 態を整え るた めの諸施設 の建設や修復 にあ て られ

て いる。 また これ らの補助事 業の他 に,香k美 ダムの周辺 に植樹(も み じ800本,ア ジサ

イ1,000本,シ ャ クナ ゲ150本,ム クゲ500本,猿 スベ リ200本 な ど),花 シ ョウ ブ の 植 栽

(3,000株)な どが行われ た。

現在 は,こ の よ うな受 け皿の上 に立 って,ふ るさ と村 の住 民が創意 と工夫 を こ らして,

都 市の住民 との交流 を深め るた めに新た なスタ ー ト台に立た され た段 階 に入 りつつ ある と

言 え よ う。 これが飛躍 のため の出発点 にな るか ど うか,そ の成果 の鍵 を握 ってい るのは,

そ こに居住 す る地域 の住民側 にあ る事 は論 を またないで あろ う。

4.調 査地 域の概 要

鏡野町は津山市の北西10kmに 位置 し,町 の中心部 までは中国自動車道院庄ICか ら車で

5分 程で到達できる上に,倉 吉市 と姫路市を結ぶ国道179号 線が通過す るなど,近 年 交 通

上の重要な地位を占めつつある。町域は南北に長 く,北 部 と西部は中国山地がせ ま り,南

部は吉井川 と香k美 川が合流す る鏡野平野が展開 している。昭和27年 芳野 ・大野 ・小田 ・

中谷 ・香・々美北 ・香々美南の6力 村が合併 して鏡野 とな り,30年 には郷を編入合併 して現
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＼

在 に至 って いるo

人 口の動 きをみ る と,昭 和30年 の15,392人 が40年 には12,786人,そ して50年 には11,241

人 へ と4,151人 も減少(27%)し た。 この間,昭 和45年 には過 疎地域の指定 を うけ た。 し

か し50年 代 か らは,人 口は微増傾 向に転 じ,55年 には11,547人,そ して60年 には11 ,745人

とな り,10年 間で504人 増加 した。 これは経済の低成長 に伴 う人 口のUタ ー ソ現象 が 見 ら

れた事や,動 力炉核燃 料開発事業 団の住宅 団地 の形成があ ったた めであ る。 この よ うに人

口の減少 には 歯止めがかか ったが,一 方 では老年人 口の増加が深刻 にな りつつあ る。

老 令化率(65歳 以上 の人 口/総 人 口)は 昭和55年 には16.5%で あったが,60年 には17.9

%に 増加 した。 これ は県 平均 の13%を か な り上 回 ってい る(た だ し郡部 の平均 は17.2%)。

また同期間 に,老 年化指数 は83.2か ら86.8へ 増 加 した 。(郡 部 の平均 は85.6)。 人「1の老
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第4表 農業生産力の標準得点と地区別順位

　

芳 野0.1710.16

大 野0.08,0.56
　 　 　 　

　
香h美 酬 ・゚63-1.11

　
香 々 美 北 一1.75-1.57

小 田 一1.131.72

11.3110,22中 谷

i____　
郷10・6910・02

麟 とす論辮羅 甥 翌墾
コソバ イン ・
バ イソダー普 老 年化指数

及率1
　 　10

.9010.56-0.91

0.2410.8i

　 　　 　　 　　 ロ 　 　 　 　 　 　　

1・ ・57嘘
一1-「

一一1 .19-1.51

-0 .9610.26

1 -1 .07-1.60a.s9

................._..

21・510・88-0・59

総得点

0.71
_._一 一_..___..1-.._一_.._

一一1
.67

0.4gll.37
-… 一一一ト ー一 一

〇・5712・97

0.36':.-0.62

0.711-2.46

-一 一 一一1-一 一 瑠一　-

1.3610.71

一7 .77

1.96

一 ・.17ト ・。9・

・.5・13.・1

順位

④

0

0

⑦

}
③

⑥

0

(1985年 のセンサス よ り計算 して作成)

令化 に関す る指標では,鏡 野町は岡山県の郡部市町村の平均的な状態を示 していると言え

よう。

本町は 「清流 と緑の町」 と呼ばれるよ うに,産 業は農林業を主体 に展開 している。そこ

で次に農業に 目を転 じてみると,総 農家戸数は2,127戸 で ,農 家率は67.9%,農 家の うち

専業農家は11.8%で あるのに対 して,第2種 兼業農家は80.3%に 及んでいる。

しか しなが ら,人 口と農業の変化は町内で一様に進行 したのではない。つぎに旧村 ごと

に若干の検討を加えてみ よう。第4表 は農業の生産力に関係あると思われ る6つ の指標を
12)

と り上 げ,標 準得点 を示 した もので あ る。算 出方法 は各kの 村 におけ る原 デ ータ をX1,

X2,X、 ……Xn,平 均値 をX,村 の数 をn,分 散をS2,標 準編 差をSと すれ ば,X,S2,S

は

れ

X-X,+亙 ±)吐 …Xn-一 墨 聖
nn

れ

s,-CXI_X¥2±(X2-X)2土(X3_X)2…(Xn-X)2一 墨1邑x)2
nn

緯(Xti-X)・
Si=1

?Z

そしてある村の騨 得 献Z一 駄&と なる。

各指標 ごとに得 られた標準得点を合計 した ものが,あ る村の総合得点 となる。この場合,

すべての村についての平均値は0,標 準偏差は1に なる。表か ら明らかなよ うに,農 業生

産基n1が 安定 しているのは大野,郷 など平野部に位置す る村であ り,今 後の施策の如何に

よっては,発 展の期待され る地域である。一方,経 営基盤が最 も弱体化 しているのは香k

美北であ り,農 業の機械化率を除いてはすぺてがマイナスとなってお り,そ の深刻 さを示
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してい る。

香k美 北 は鏡野町 内で際立 って得点が低 く,振 興上最 も大 きな問題 を抱 えてい るこ とが

理解 で き よ う。香k美 北 は また老年化 指数が高 く,子 供 の少い世 帯が 多い こ とを示 して い

る。そ こで 旧村 別 に老年化指 数を示 してみ る と,芳 野90 .5,大 野87.3,香k美 南95.8,香

々美北213.9,小 田81.2,中 谷118 .3,郷90.0(町 平均は97.6)と な ってい る。香k美 北 は

65歳 以上 の老人 の数 が14歳 以下 の子供 の2倍 以上 にな って お り,活 気 に乏 しい ことを示 し

て いる○

第4図 は町 の中心 部か らの距 離 と,老 年 化指数 との関係 を見た もので あ る。役場 の周辺

では,指 数 は100以 下 の集落 がほ とん どであ るが,距 離が12kmを 越 える と老年 化指数 は急

上 昇 をは じめ る。大 町では226.3,岩 屋 で550と な り,最 北 端 の越畑 で は1,750と い う驚

異的 な数値 を示 してい る。香 々美北 の振興 を 目的 として,越 畑集 落がふ るさ と村 に指定 さ

れ た事 は,ま た当然 の こと とも言 え るので あ る。

越畑 集落は,現 在45戸,132人 が住 む山里で あ る。第5表 ぱ越 畑集落 の農家 の内容を示

した ものであ るが,ま ず最初 に 目につ くこ とは,老 人が多 い と言 う事 であ る。世 帯員 の平

均年令 は61歳,一 世帯 あた りの人 員は2.7人 と少 い。

しか も60歳 以上 の老人 だけ の世 帯が15戸(34.9%)を

数 え る。 これに対 して,14歳 以下 の子供 は,越 畑 には

わず か に2人 しか いないので あ る。越 畑小学校 が廃校

にな った ので,集 落 よ り10km南 の真経 に あ る香北 小学

校 まで ス クールバ スで通 学 して い る。中学校 も20km南

の鏡 野中学校 まで同 じ くス クールバ スで通 うとい う状

態 であ り,生 活 ・教育上 の問題か ら長 男夫 婦 は町 の南

部や津 山市 に居住 す る人 が多 く,世 帯員 の老令化 が進

行 して い った。

越畑集落の大部分の人は農業 と林業で生活 してお り,

農閑期には県南部の赤磐郡,御 津郡の公社の山林まで

往復4～5時 間 もかかって林業推進隊 として働 いてい

る人が多い。 しか し,い ま越畑に住んでいる人が,将

来肉体的に働けなくなった時にどうするのか。その時

に若い人が帰 って くる方策はないのか。若者が帰って

くるためには,嫁 が来 る環境づ くりが必要である。ふ

るさと村は過疎の集落をよみがえらせる、その ・つの

対策 として歩み始めたのである。
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都市と農村の交流による地域の活性化

第5表 越畑集落の農家の内容

農家 世 妻1子
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1__.._-
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41
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⑬
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(耕作台帳 と聞 き取 りによる)

(注)⑭ 民 宿,⑭ 一一運転手,働 一食堂,㊥ 一 キ ャンプ場,㊧ 一林 業推進 隊,⑤ 一ふ るさ と

村村 長,世 一世帯主
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5.特 別 村民制 度 の 目的 とそ の 内容

(1)ふ るさと村の内容

ふ るさと村は,訪 れる都市の住民 との語 らい,ふ れあい,体 験学習の場 としての役割 を

果 してお り,町 当局は これを教育 ・福祉 ・産業の場,実 践 の場 として位置づけている。主

な行事をあげると,④ 摂津信用金庫高原学校,雪 の学校,⑤ 茨木 市養護学校 との交歓,◎

老人 ツアー,④ ふ るさと村祭,◎ 夏季キャソフ,① 特別村民制度,⑧ シイタケのオーナー
　の

制度などがあげ られるQそ の主なものについて,以 ド若干の説 明を加えたいQ

◎摂津信用金庫高原学校,雪 の学校

高原学校は昭和51年,雪 の学校は52年 の冬か ら始め られた。 これは摂津信用金庫が預金

者の子供達を対象に,① 自主性を育てる,② のびのび と自然の中で遊びなが ら体験学習を

す る,こ とを 目的 として始め られた ものである。毎年7月 になると,預 金者の家庭に参加

者を募集するパンフレヅトを配布 し,行 員が勧誘に回る。昭和61年 度は第10回 目にあたる

が,8月1日 ～11日 まで5班 にわかれ,2泊3日 の予定で粘土細工,藁 ぞ うり作 り,魚 つ

かみ,農 園野菜収穫などの体験をす ることになっている。小学校 の上級生を班長 とし,8

～10人 の グループに分かれて民宿 に分泊す る。 この間,摂 津信用金庫の職員10人 と看護婦

が鏡野町に常駐 し,責 任をもって指導 ・援助を行っている。 この ように,高 原学校は摂{_

信用金庫が計画か ら実行の段階 までのすべてを主催 してお り,ふ るさと村はそれを受け入

れ るだけ とい う恵、まれた状態にある。

雪の学校 も摂津信用金庫が企画するもので,最 近は,茨 木市の養護学校の児童,生 徒 も
ユの

越畑 ふ る さ と村 に来 る よ うにな った 。参加 した子供達 は,少 年 期 の多感 な…時期 を 自然 の

中です ご し,貴 重 な体験 を して帰 って行 くと言 う事であ る。高原学 校,雪 の学校 の参加 者

は第6表 に示 された通 りで あ る。 なお この他 に老人 ツアーが あるが,年 に5班 で300人 ほ

どが来村 してい る。

Oふ るさ と村 まつ り

昭和52年 か ら春,夏,秋 の3回 ふ る さと村祭 が開催 され る こ とにな った。 しか し55年 以

降 は農作 業 の関係 な どもあ って,シ ャ クナ ゲ祭 ともみ じ祭 の2回 とな って い る。春 の祭 は

子供 中心で,も ちなげ大 会,オ リエ ンテ ー リソグな どが主 と して行 なわれ るが,秋 の祭 は

文化 の高揚 とスポ ー ツコ ミュニテ ィの場 と して位 置 づけ られ て いる。祭 の参加者 はそ の時

の天候 に よって左 右 され るが,年 々増 加傾 向 にあ る。

昭和60年 の紅 葉 まつ りは,開 村10周 年 記念式典 と して 開催 され た もので,参 加 人 員 も

5,000人 にのぼ った。祭 にはふ るさ と村 テ ン トG一 軒 ・品運動 と してふ る さと村 の各 戸 か

ら… 品以上持 ち寄 る),農 協 テ ン ト(ふ る さ との味 詰合せ 等),商 工 会テ ン ト(シ シ鍋,カ

マボ コ等),森 林 組合 テ ン ト(中 谷茶 等) ,婦 人 会 テ ソ ト(う どん,喫 茶),青 年団 テ ン ト

(肉 まん,あ ん まん,あ られ 等),み の り学 園 テ ン ト(手 づ く りの まな板,茶 た く,土 鈴,
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第6表 越畑ふるさと村利用者数 (延べ人数)

露 ÷ 「日㌶ 羅
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_____一一_.._
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5?

582830:1:1「1:68°9002523:14°100i:1::1器
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124,…!・,6・1!1,02・

:萎3∵ 錐li璽 蓋
i

1704,730:2,0201,660'i1,500'1,4905,370

i

1203・6201・730!1・41012・6001・510
、6・517-

135-1壱 ・2009・ ・:
一一1・唖1-5,000-1,・lb;-1・785

・8・ …2・1…5・{94・13・ …159・ …42・

3217,32・1⑳
.860[一塾 面[一 葡 繭

器鵬1謝 灘::;瓢ll艦
12・12・8・ ・11・ …14・5・ ・15・5・ ・2・5・ ・3・767

-

779-i屈,… 「1,… 一「 姻 一ミ9,・ ・d2創'5,・ ・6'

(越畑ふ るさ と村10年 のあゆみ及びふ るさ と村事務局 の調査 に よる)

(注)59年 の高原学校 が少いのは,摂 津信用金庫 の担 当者が病 気のため

15)

中国野菜)な どが並び,参 加者一同ふるさと村民の心づ くしに秋の一 日を楽 しんだ。

ところで,ふ るさと祭に参加す る人kは,そ の大部分が鏡野町か ら津山市にかけての地

元の人kで あ り,特 別村民は非常に少 く,せ いぜ いバスー台で訪れ る程度であると言 う。

今後は,ふ るさど祭に特別村民が,さ らに多 く参加で きるような催 しに発展 してい くこと

を期待 したいものである。

この ように,ふ るさと村が整備 され,都 市の人kと の交流がさかんになってきた ことか

ら,こ れを利用 して特別村民制度(ふ るさと会員制度)が 実施され ることになったのであ

る。

(2)特 別村民制度の 目的とその内容

越畑ふ るさと村特別村民制度は,昭 和52年11月 に開始 された。その目的 としているもの

は,① 都市の住民に 自然 と心のふるさとを提供 し,安 息の時を楽 しむ機会 と場所 を創出す

る。②ふるさとの味を直送することによ り,都 市住民は遠 くなつか しき,失 われたふ るさ

とを偲ぶことがで きる。③都市 と農村の交流によるふ るさとの側の住民の意識の変革。④

地場資源の見直 し,あ るいは掘 りおこしによ り,新 たな地場産品の開発 と振興による地域

の活性化。⑤越畑ふるさと村,ひ いては鏡野町全体 の宣伝,な らびにイメージア ップ,な

どがあげ られ る。

特別村民は年間10,000円 の会費を納入すると,村 民証が交付され,次 のよ うな特典が与

え られる。①ふるさとの家を紹介する。②年間2回 程度ふ るさと村だ よりを届ける。③村

の施設は鏡野町民同様利用することができる。④年3回 程度ふるさとの味,特 産品を届け

る。⑤特別村民 とその家族1人 あた り宿泊料金を500円 割引 く。⑥越畑キ ャソプ場利 用 者

に便宜を図る。⑦キ ャンプ場の入場料を100円(子 供50円)割 引 く。⑧山菜,紅 葉,渓 流
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都市と農村の交流による地域の活性化

釣 り,祭,登 山,ハ イキング等村 内の情報 を提供する。これ らの特典は全国で特別村民制

度を実施 している市町村の内容 と,ほ とん ど大差は認め られない。

そこで まず,ふ るさと産品の内容について検討 してみ よう(第7表)。 昭和53年 度 は ぶ

どうと干椎茸であったが,55年 度か らは新高梨が新たに加わ り,現 在ではふ るさとの味詰

合せ,新 高梨,こ もかぶ り地酒が主力商品 となっている(た だ し61年度は変更 され る予

定)。

(a)加 工食品の関発 と特別村民制度の果す役割

「ふるさとの味」は鏡野町の兼業農家の主婦180人 で組織 している営農婦人の会が 生 産

しているものである。現在,漬 物 と味噌の生産加工の許可を得てお り,各 支部ならびに農

協の研修センター(58年 か ら使用)を 利用 して,地 場産品の試作,加 工化に取 り組んでい

る。ふるさとの味詰合せは農協 ブラン ドで中元 と歳暮用 として,年2回 出荷 されている。

中元用の内容は4,300円(蜂 蜜,中 谷茶,ひ しお味噌,鏡 野漬,勝 割梅,梅 しそ 漬,椎 茸

の詰合せ)と2,300円 の2種 類か らなる。冬用は甘酒,黒 豆,つ る し柿,鏡 野漬,味 噌 の

詰め合せであるQ

これ らの製品は,① 農協 に直接 申し込 まれる一般注文,② 岡山市のデパー ト天満屋へ出

荷,③ 特別村民への宅配,の3ル ー トがある。

では これ らのルー トの中で,特 別村民制度はいかなる地位を占めるのであろ うか。特別

村民に送 られるふるさとの味詰合せは夏用(7月)だ けであ り,た とえば昭和60年 度の場

合,出 荷数量約1,600個 の うち,75%6'.あ たる1,200個 が特別村民向けであった。残 りの

300個 ほ どが一般注文であ り,デ パー ト出荷分の占め る比率は極めて小さい(な お冬 用 の

ふ るさと詰合せは特別村民には送 らないが,300～400個 程が出荷 されている)Q以 上 の 事

か ら,特 別村民制度が加工食品の販路の拡大に大きな役割を果 していることは明白であ り,

しかも,一 年間の安定 した需要が見込 まれるメ リットは大 きな魅力とな っているのである。

(b)新 高梨の栽培 とその販路

新高梨ぱ1個 の重 さが1～1.5kgに なる大きなもので,特 別村民には4kg詰 箱(3～4

個)が 送 られる。美味ではあるが,値 段が高い こともあって,個 人の食用 としては余 り売

れず,贈 答用に使われる梨であるが,特 別村民にはす こぶる好評であると言 う。今後 も新

高梨はふるさと産品の中核的地位を占めるもの と思われる。

現在,鏡 野町では4戸 の農家が110aの 畑で梨を栽培 しているが,新 高梨を作 っているの

は和田集落のS農 家であ り,他 の農家は20世 紀,幸 水などが主力商品 となっている。S農

家の梨園は兄の代 より続いているが,中 国東北 部より引 き揚げてか ら,土 地を買って増植

していったのであ り,現 在は50aの 経営面積があると言 う。最初は2σ世紀を栽培 していた

が,近 年,そ れの台に継木を して新高梨を転換 していったのである。鳥取県にある梨の花

粉銀行か ら花粉をとりよせて受粉するなど,技 術開発にもおこた りない。ただ,新 高梨は
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第7表 特別村民制度の年度別実績

年度 会則 直 送 品 目
世帯 ぶ ど う

,乾 椎 茸5370

54234120世 紀 梨,餅,味 噌,沢 庵'漬

55238新 高 梨,乾 椎 茸,沢 庵 漬

56510旨 蜂 蜜,新 高 梨 ・乾 椎 茸

57587蜂 蜜,新 高 梨,乾 椎 茸
一一

58702新 高 梨,こ も被 り原 酒,乾 椎 茸

597181ふ る さ と味 識 せ ・ 編 梨 ・ こ もair‐=s

601,170ふ るさ との味 詰 合 せ,新 高 梨,こ も被 り原 酒

611,727蜂 蜜,新 高 梨,田 舎 味噌 ・漬 物 セ ッ ト

(越畑ふ るさと村10年 の歩み及び事務局 の資料 による)

栽培が難 しく,毎 年安定 した生産量を確保する事が困難 になるとい う欠点を有 している。

すなわち新高梨は梨の大きさの限界に挑戦 したものであり,裂 果,落 果の危険につ きま

とわれる。特に台風 と霜が強敵であ り,台 風時には落果防止ネ ットをかける必要がある。

このように新高梨の栽培は労働集約的であ り,袋 かけ作業だけでも延70人 の雇 用 労 働 力

(近所の主婦)を 必要としている。また肥料は堆肥,糠,骨 粉を主 とし,自 家堆肥生産の

ため牛を飼育す るなど,そ の経営姿勢は他の農家の模範 となっている。

新高梨の販路については,農 協を通 さず,贈 答用などの個別注文や特別村民制度に依存

する割合が大 きい。かっては岡山市の高島屋にも出荷 していたが,梨1個 の価格 が1,000

～1 ,500円 もするので売れ行きが悪 く,現 在ではほとんど出していないと言 う事で あ る。

では総生産量に対 して特別村民に送 られる梨の割合はどれ位になるのであろ うか。豊作の

年で2～3割,60年 のように不作の年は4～5割 に及ぶものと推定 され る。 したが って,

60年 の場合には,一 般の注文には応 じ切れないほ どの状態 となったのである。新高梨は販

路について頭を悩 ませることもなくな り,そ の意味では特別村民制度が大きな貢献をなし

得た と評価 されるのである。

ところが,新 高梨が特別村民制度のふ るさと物産 として注 目されているとは言え,鏡 野

町全体か ら見ればわずかに1戸 の農家に依存 している状態では,産 業の振興に与える影響

は小さい,と 考える人も出て くるであろ う。 しか し良心的で一定以上の味をもった梨を確

保 しようとすれば,多 数の農家が作 ったバ ラツキのある物 より,特 定の農家が作った梨の

方が品質の面で安心できる,と い う利点がある。特別村民制度は現在の大量流通 とは異な

る個別相対的な流通形態であるため,し ぼ らくはこの方法が継続 されるもの と考えられ る。

ただし,今 後会員数がさらに増加する場合や不作の年の事を考慮すれば,鏡 野町全体 とし
16)

て,新 高梨の生産基盤のより強固な確立が望 まれる次第である・
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(c}地 酒 と特別村民制度の果す役割

町内の2つ の酒造会社の酒を1年 毎に特別村民に送 るものであ り,評 判は非常に良いよ

うである。昭和60年 度には藤娘の5年 もの秘蔵酒が選ばれたが,こ れはアル コール分20.2

度の貴醸酒とも呼べるものであ り,ワ インに似た香 りは清酒 とは風味が異な り,人 気を得

たように思われ る。醸造元の後藤酒造は元和元年(1615年)の 創業で,現 在は12代 目にあ

た る。 この会社は販売方式に特徴があ り,小 売店は一切通 さず,蔵 元か ら消費者に直接販

売する 「直直売方式」 と呼ぼれ る方法が とられている事である。 と言 うのは,15年 程前に

経営不振におちい り,会 社再建 のために小売な どの流通マージンを省略する方法を とり入

れたのであ り,岡 山市 まで経営者が出向いて試飲 してもらい,顧 客の確保に努めた と言 う。

また仕込資金を捻出するため,地 元の農家か ら米を届けて もらい,出 来上 った酒をその

米に相当する分だけ送 り届ける 「米 ・酒交換の委託加工」 とい う,全 国でも珍 しい方式で

県北を中心に岡山県下一円に販売 している。備中杜氏による昔なが らの手造 りを守 り続け

ていることが,都 市住民の心をひ きつけることにもな り,特 別村民か らは追加注文がかな

りあったと言 う事である。 またその評判を耳にした灘 の酒造会社か ら引き合いの話があ り,

特別村民制度が地酒のイメージア ップと販路の開拓にかな りの効果をあげた ことは確かで

ある。

(3)特 別村民制度に対す る会員の反応

特別村民制度について,会 員すなわち都市の住民は どの ように考えているのであろ うか。

鏡野町が昭和60年 度の特別村民に対 して行ったアソケー ト調査の結果か ら,こ の問題 に接

近 して見たい。調査は無作為に抽出された500人 の会員に対 してハガキが送 られ た が,回

答を寄せたのは88人(回 収率18%)で あった。第8表 に明 らかにされた ように,¥¥rる さ

との味に対す る評価"は 概ね良好である。特に新高梨 と地酒は,人 気が高い事 を示 してい

る。ふ るさとの味詰合せ も好評ではあるが,他 の2品 目に比べると満足度は少 し低い よう

である。その原因としては次の点が指摘 され得 るであろ う。

この ようなふるさと商品は全国的に開発が進んでいる上に,都 市のデパ ー トにおいても

(Crる さとコーナー"を 設けて販売 してお り,競 争が激化 している事である。全国に共通

的な商品を加工化する事は比較的容易であるが,一 味違 う物を作 ることは大変難 しい。各

地 でさかんに行われている一村一品運動において も,こ の限界を突 き破 り,販 路の開拓に

成功 した例は,数 多 くは無いのである。幸いにも,こ こでは一番困難 な問題である販路は

すでに確保 されてお り,他 の事例 よりは数段恵まれた環境にある。鏡野町に とって,こ れ

か らの難問は,む しろその環境に安住Lて 開発,創 造 の精神が失われてしま う事が無いか

どうか,と い う事ではなかろ うか。

次に"宅 配にどの ような物を希望す るか"と い う問に対 しては,田 舎味噌,田 舎の漬物,

乾椎茸,蜂 蜜,餅 などが重要品 目として浮び上った。 この事か ら,都 市住民は"お ふ くろ
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第8表 特別村民制度に関するアンケー ト結果

1.60年 度のふるさとの味に対する評価

せ

一
梨

㎝
盃

識
三

味

玉

の

高

一

母

作

る

一

「

ふ

新

}
美

良 い1普
一 　

1一 冒 　

53人(60)%124

78(89)9

75(85)11

通

(27)

(10)

(13)

期待 はずれ

11(13)

1(1)

2(2)

2.他 に どんなものを宅配希望するか(3品 選択)

① 田舎味噌

② 田舎の漬物

③ 乾椎茸

④ ハチミツ

⑤ もち

47人

4a

36

32

27

(53)

(45)

(41)

(36)

(31)

⑥

⑦

⑧

⑨

山 菜 加 工 品22人(25)0

地 鶏 丸焼17(19)

米焼 酎11(13)

アマ チ ャ ヅル10(11)

果 物,米,ひ しお味 噌 な ど

3.越 畑ふるさと村へ来たことがあるか

あ る 2・人(23%)1な い 68人(77%)

(注)鏡 野町が会員1,170人 の中か ら500人 にハガキを発送 し,そ の内88人

が回答(回 収率18%)し た。

の味"¥¥ふ るさとの味"を 求めているのであ り,添 加物の少 い手造 り ・自然 ・本物の 食 品

の開発が望まれているのである。なおこのアンケー トで希望の多か った味噌は,61年 の冬

の宅配便の1つ に加えられる事になったのである。

ところでcc畑 ふるさと村へ来た事があるか"と い う問に対 しては,「 ある」 と答 え た

人が20人 で,残 りの68人 は来村経験が無かった。実に80%以 上の人がふるさと村へは来た

事がないのである。特別村民にとっては,越 畑ふ るさと村そのものよりも,む しろ宅配便

で結びついている,と 言 うのが現状のようである。 とすれば,宅 配便の中味を今後は より

充実させる必要がでて くるであろ う。またふるさと村 と特別村民制度をさらに関連づけた

方策が とられ ることを希望 したいものである。

続いてCC特 別村民制度に対す る今後の希望"に ついて,会 員の意見の主なものをあげて

お く事 にしょう。① 自然食品の宅配を希望す る。②一村一品運動が流行 しているが,何 か

特別な品を作 って発送 してほしい。③2回 ほどふるさと村を訪問 したが,も っと村の人k

とのふれ合いがあったら良いと思 う。④ふ るさと祭に参加 したが,よ そ者的異和感は否め

ないので,特 別村民(会 員)と して何等かの特典がほしい。⑤特別村民大会等を年一・度ふ

るさと村で開いてみてはど うか。⑥特別村民の住所を知 りたい。⑦民宿をもっと充実させ,

数を増や してほ しい。 また旅行時期が一時に集中す るのでその対策 をお願い したい。⑧都

会化,観 光化す ることな く,田 舎の味,素 朴な姿をそのまま残す様努力 してほ しい。⑨車

のない者にはふるさと村へ行けないので,年1回 で も列車かバスでも利用できるように し

てほ しい。⑩老人 も喜ぶ コース,楽 しく遊べるコースを本年 もよろ しく。
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以上は32項 目ほどあるアソケー ト調査結果から,筆 者が任意に選択 したものであるが,

特別村民制度の今後の指針 として役立つ と思われ る意見を掲げたつ もりである。これ らの

意 見を要約す ると,以 下のよ うになるであろ う。④ 自然食品 と地域独特 の食品に対する要

求,⑰ 都市住民が鏡野町の人kと 精神的交流を求めていること,⑤ 会員の動向や会員相互

のつなが りにも関心を示 していること。e民 宿を含めた宿泊施設の充実,㊥ 老人会員に対

す る対策が必要 とされていること,な どである。

これ らの内,④ の地域独特の食品については,昭 和60年 か ら民宿組合が中心 となって,

特産地鶏肉育成対策事業を利用 して,名 古屋 コー一チ ン,プ リモスなどの鶏2,000羽 を 自然

食で放 し飼いにしている。地鶏を使 った"た たき料理"を 開拓 し,民 宿や食堂で提供 して

いる。現在,経 営はまだ軌道に乗っていないが,将 来の有望食品 として努力が重ね られて

いるo

ところで,ア ソケー ト調査の中で重要な点は,都 市住民 とふるさと村住民 との交流が,

必ず しも円滑に行われていない とい う事である。rふ るさと村」や 「特別村民制 度」は 都

市 と農村の交流を看板 に掲げているが,現 実に物心両面にわたって,相 互が満足のい く交
ユ7)

流を行 う事は大変難 しい。筆者がすでに兵庫県の但東町の事例で も指摘 した ように,こ の

運動がそもそ も官製の色彩が強 く,と もすると形式に流され易い危険性をは らんでいるこ

とは否めない。会員数の増加に力を入れることは大事な事ではあるが,人 間の内面,感i生

に訴えるようなキメの細かな対応が必要 とされているのである。 コソクリー トジャソグル

と形容される荒廃 した都市社会の中で,新 たな人間関係の構築 を求めている,都 市住民の

切kた る願いが込め られているようでもある。 これ と関連 して,老 人会員がふるさと村 と

の交流が困難な事を訴えている。

しか しここでは,ア ンケー トの意見をそのまま受け取 り,都 市住民の意のままに動 こう

と言っているのではない。ふるさとの側が,都 市住民の情報を収集する努力に少 し欠けて

いたのではないか。そこで,筆 者は次のような提言を してみたい。①特別村民の名簿は,
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第9表 特別村民制度 ・椎茸オーナー制度の居住地域別会員数

大 阪 府

*高 槻 市

*吹 田 市

*大 阪 市

*茨 木 市

*摂 津 市

*島 本 町

豊 中 市

東大阪市

枚 方 市

八 尾 市

そ の 他

岡 山 県

岡 山 市

兵 庫 県

神 戸 市1
_.

京 都 府1

そ の 他 県i

合 計!

特 別 村

1,565世 帯

466

279

255

212

118

99

49

22

11

10

44

65

42

11

1s

32

1,720

鏡

民

(si.o)

027.1)

(16.2)

(14.8)

(12.3)

(6.9)

(5.8)

(2.8)

C1.3)

(0.6)

{°.s)

(2.6)

(3.8)
___.__

(2.4)

<o.6>

ta.s)

Ci.$)

野 町

椎茸オサ ー 香

169世 帯(50.3)0、1,734世 帯

57(17・0)[523

42(12.5)321

10(3.0)i265

24(7・1)1236

9(2.7)127

11(3.3)110
--1

11(3.3)60

-
22-i
11

10

49

208

 

5

341

バ
丁

7

ρ〇

一

5

12

336

(1.5)

(42.6)

(19.0)

(2.1)

(1.5)

(3.6)

l
I

49

11

}一 一一
21

145
1

2,056

計

(84.3)1

(25.4)

(15.6)

(12.9)1

(11.5)

Cs.2)1,

(5・4)i

(2.9)

Ci.1>
一 一一 一一i-一

(0.5)

(0.5)

(2.4)',

Cia.1)

し

(2.4)
...........

新 庄 村

197世 帯(24.5)0

278

4

一

〇
4

(34.6)

Cii.7)

Co.S>

Ci.o)

(2.2)

16(2.0)

219(24.5)

804

(ふるさ と村 事務局 の資料に よる)

(注)1.特 別村民は61年6月1日 現在,オ ーナ ーは7月1日 現在 。

2.*印 の市 町Gこは摂津信用金庫 の店舗が設置 されてい る。

3.参 考のために新庄村 「メルヘ ソの里」の数値(60年 度)も 掲げ た。 「メルヘ ンの里」 はその他県の主 な もの

として,東 京44(5.5%),広 島34(4.2%),神 奈川24(3.0%)な どがあげ られ る。

現在のように住所 ・氏名のみを記載するのではな く,せ めて年 令,趣 味,(特 技),職 業

(公務員,会 社員,自 営業などの分類)の 欄 を設けて会員の情報 を的確に把握す ることが

望 ましい。その ようにすれば,老 人だけの世帯,独 身者,あ るいは子供を養育中の世帯な

どが判明し,よ りきめ細かな配慮が可能 となるであろ う。た とえば独身男性に とっては調

理 を要す る食品の宅配は適 していないであろ うし,老 人は個人的にはふるさと村を訪れる

事は不可能である。ただ し,こ れを可能にするためには事務量が増大するため,現 在の役

場の体勢では困難な事が予想 される。折角 ここまで発展 してきた運動であるので,専 任の

職員を置 く事が検討 されて も良いのではなかろ うか。

②都市住民 と鏡野町住民が私的交流を深めるためには,会 員側にも主体的に参加できる

ようなふるさと祭,イ ベソ ト,行 事 などが開催できないであろ うか。その際に都市住民の
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意向が反映されるように,合 同開催による運動を進めてい くのも一つの方法 と考えられる。

③ふるさとの側から自然や心,物 産を特別村民に一方的に与える季節的な交流に終 らず,

ふるさとの側には欠けている都市の文化を吸収する必要もあるのではないか。会員の中に

は様kの 趣味(特 技)を もっている人も多い筈であ り,刺 激になる事は確実であろ う。こ

れを利用す る方法 も考え られるべ きである。一方通行の官製の運動から,お 互いに吸収 し・

向上できるような草の根の交流の方向も,将 来は検討 されても良いようV'思われるのであ

る。

6.摂 津信 用金庫 の果 たす役割

特別村民制度が始まった昭和53年 度の会員数は70世帯であったが,61年 度にはそれの25

倍にあたる会員を集めることになった。一般に特別村民制度は3年 目ぐらいか ら,会 員の

減少する所が多いと言われているが,鏡 野町の場合は,年 々会員が増加 している。会員の

居住地域別内訳を見ると,大 阪府が圧倒的外数を占め,全 会員の91%に 上っている(第9

表)。 その中でも高槻市,吹 田市,大 阪市,茨 木市,摂 津市,島 本町などが目立っている。

会員の居住地は一府集中型 という特徴を示す(こ れに対 して新庄村 「メルヘンの里」は,

大部分が新聞広告を見て入会 してお り,岡 山県内,大 阪,兵 庫,遠 く東京,神 奈川か らも

入会 している人が多い)。

これはすなわち,摂 津信用金庫の助力によるところが大であ り,信 用金庫に支えられた

特別村民制度 と呼ばれるべ きものである。摂津信用金庫はふるさと特別村民制度との関係

について,① 金庫の文化活動によるイメージづ くり,② 預金者獲得の一方法,③ 顧客に対

するサービス,④ 提携先のふるさとの地域振興に役立つ,こ となどを目標に掲げて運動を
18)

推進 している。昭和60年度における信用金

庫の顧客のコミュニティ活動は第6図 に示

した通 りである。特別村民制度の占める割

合がかな り高い事がわかる。

摂津信用金庫は特別村民制度の加入申込
ユ　う

窓 口 とな り,預 金老 に積極的に加入を呼び

かけているのであ り,こ れが なければ今 日

の鏡野町 の特別村民制度 ぱ存在 しない,と

さえ言 って過言ではないであろ う。すなわ

ち信用金庫を窓 口 として入 会 した 会 員 は

1,416世 帯 で,こ れは総会員数 の82%に 相

当す る。摂津信用 金庫は茨木市に本店が あ

り,摂 津市,高 槻 市,吹 田市,大 阪市,鳥
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第10表 特別村民 ・椎茸オーナー取扱窓ロ別加入者数

1特 別 村
1

　

1摂津信用金庫 一 般

6・年度i1,126(751)】(4410)

61i1,41694

星 卸 璋 一一

1永和騨1,170
　 　

217」1,727

一堆芽ナ ニ2:一制度___

摂闘 鯛 二般樋 .

一 一一一一r-
179i157336

合 計

1,170

2,063

(ふ るさと村 事務局 の資料 に よる)

(注)60年 度 の()内 の数字は次年度 への継続者数。

本町の6市 町に25店 舗を有 してお り,会 員はほぼそのエ リアに集中しているのである。

また昭和61年 度か らは,新 たに大阪の日本橋に本店があ り,大 阪南部にエ リアをもつ永

和信用金庫が,摂 津信用金庫 との交流の中か ら,特 別村民制度に入会する事になった。永

和信用金庫を窓口として入会 した会員は217人 であ り,今 後は大阪の南部にも会員が増加

す るものと期待 されている。現在,摂 津信用金庫 と永和信用金庫の取扱い分を合計 した会

員は1,633世 帯であ り,両 信用金庫で実に会員の95%近 くを占めているのである(第10表)。

ところで特別村民制度の会員が多い理 由としては,上 に述べた信用金庫の助力の他に,

会員の継続率が高い事があげ られる。たとえば昭和60～61年 度における摂津信用金庫取扱

分の会員の継続率を見ると66.7%に のぼっている。これを他の事例 と比較 してみると,新

庄村 「メルヘンの里」は継続率が60%,兵 庫県の但東町では75%と 言われてお り,会 員の

継続率が高い程,会 員数は増加することを示 している。逆に言えば,会 員が1年 だけ入会

して中止す る事な く,何 年間も継続するだけの魅力をもった特別村民制度だけが,多 数の

会員を獲得 しているとも言えるのである。

次に椎茸のオーナー制度について若干説明しておきたい。ふるさと村では開村10周 年を

記念 して,特 別村民制度に加えて,昭 和61年 度か ら椎茸オーナー制度が始められた。 これ

は1口1万 円を払い込めば,椎 茸のホダ木10本 が3年 間(64年3月 まで)オ ーナーのもの

になるものである。初年度の申込み会員は337世 帯,こ の内摂津信用金庫取扱分が180名

(ただ し1名 は中止),役 場の事務局取扱の一般会員が157世 帯であった。椎茸 オーナー制

度を始めるにあたって,最 初は200世 帯分のホダ木を予定 したが,こ れを倍近 くもオ バ ー

す ると言 う,嬉 しい誤算であった。

椎茸オーナーの居住地域別内訳をみると,摂 津信用金庫取扱分は特別村民制度 と同じく,

大阪の北部に集中 しているが,一 般オーナーは岡山県内居住者が多 く,157世 帯の内 の91

%を 占めている。椎茸は自分で実際に収穫す る方が楽 しみでもあるので,ふ るさと村に比

較的近 い地域の会員が多 くなった もの と思われ る。昭和61年4月 下旬にはオーナーが初の

椎茸の収穫に来るなど(4月29日 には約50世 帯),椎 茸オーナー制度も軌道に乗 り始めた。

さて特別村民制度 と椎茸オーナー制度 とを合計 した会員数は,2,064世 帯を数 える こ と

になった。その合計金額は2,064万 円である。いずれの制度 も事務局は役場にあ り,ふ る
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さと祭,そ の他 も役場の主導のもとに実施されている。行政が一般企業 と手を結んだ地域

の振興の1つ の成功例ではあるが,発 足後10年 以上経過 した今 日,そ ろそろ地元住民に よ

る自主的な村づ くりと運営が考 えられ始めて も良いのではないか。地域経営の実践の場 と
zo)

して,役 場の指導 ・助力を得なが ら,地 元住民の創意 と工夫 と努力が求め られているので

ある。明 日の成功の鍵は,住 民の自らの手の中に存在 しているのである。

7.お わ りに

本稿で明らかにされた主な結果を要約すると次の如 くである。

① 鏡野町の越畑ふるさと村特別村民制度は,日 本で最大規模の会員を有す る組織に発

展 しつつある。その成長の最大の要因は,都 市の金融機関 との提携である。企業(組 織)

・地方自治体提携型のふ るさと運動は,た とえば兵庫県の但東町の場合 も生協,ス ポーツ

団体などの組織 と提携 して好評を得ているように,こ の運動の歩むべき一つの方向を示 し

ているものとして注 目される。

② 特別村民制度が越畑ふ るさと村な らびに鏡野町全体に及ぼ した直接的 ・間接的効果は

小 さくない。 しか し金融機関 との提携に より,地 元住民側は会員募集など最も苦労を要す

る部分を,他 者に依存す る形 となるため,自 立の精神に欠ける点が無 きに しもあ らずであ

る。都市 と農村の交流においても,い わゆる 「待 ちの姿勢」に よる単なる人の往来や物の

流通に とどまるのではな く,こ れを地域の振興の絶好のチャンスとして,自 主的に取 り組

む心構えが必要 とされているのである。

③ 都市 と農村の交流を一方的,一 時的なもの としないためにも,よ り広 く深い交流の

場 として位置づける必要がある。一つの方法 として,都 市住民の意見や知恵をもっと積極

的に活用す る事が考えられて も良いのではないか。たとえば,ふ るさと祭や各種 の催 し,

またカルチャースクール的なものを会員 と合同で開いた り,あ るいは,都 市か ら農村部へ

移住する希望をもっている人に対 して,居 住場所の提供を検討す ることなども行われても

良いように思われ る。

④ 役場は この運動の推進役 として,ま た住民 と企業 と会員を結ぶ要 として,そ の役割

は重大である。"町 づ くり""村 づ くり"な ど各市町村で地域間競争が激化 しつつある今

日,役 場はこの運動を組織す る柱 として,ま た鏡野町の地域経営の担い手 として,そ の手

腕を問われることになるであろ う。

〔附記〕 本稿作成にあた り,鏡 野町役場産業課の本山繁基氏,越 畑ふるさと村の多数の人hの お世

話になった。厚 く御礼申し上げたい。

〔注〕

1)伊 藤勝身 『田野畑村の実1地 域開発マネジメソトに生ぎる一』総合労働研究所,1984。
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2)高 橋正明 「丹波地方におけるふるさと制度についての若干の考察」大手前女子大学論集19号,19

850

3)高 橋正明 「兵庫県における都市農村交流事業にっいて～但東町のシル ロー ド会員制度の場合一」

大手前女子短期大学 ・大手前栄養文化学院 「研究集録」(伊 丹学舎竣工記念),1986。

4)高 橋正明(前 掲3))

5)自 治省r全 国イベソ トガイ ドブック』旺文社,1985。

6)日 本観光協会rふ るさと会員制度一覧』1985。

7)農 林水産省統計情報部r都 市と農村の交流による農山村社会の活性化をめざした優良事例』1985。

8)農 政 ジャーナ リス トの会r手 を結ぶまち とむ ら』農林統計協会,1985。

9)岡 山県商工部観光物産課の資料 「ふるさと村」設置要領による。

10)そ して 「ふるさと村」の適地と思われる場所を選定 し,地 域 内の保存家屋,そ の他の建造物及び

工作物の保存,又 は整備に要する費用並びにこれ らの改修,改 築に要する経費につい て 補 助 金

(岡山県ふるさと村整備事業補助金)が 交付される。総経費は当初整備事業 として,4力 年 で

3,000万 円が見込まれTこ の内の%～%が 補助対象 となる。

11)越 畑ふるさと村 ・鏡野町r越 畑ふるさと村10年 のあゆみ』1985。

12)SMITH,D.M.WheretheGrassisGreener:LivinginanUnequalWorld,竹 内啓一監

訳r不 平等の地理学』古今書院,1985,な おこの他に,平 均が50と なる偏差値による採点Z=

濫X×1・+5・ もよく働 れる・

13)摂 津信用金庫高原学校,雪 の学校については,越 畑ふるさと村 ・鏡野町(前 掲11))に 詳しい。

14)茨 木市長や教育委員会が,摂 津信用金庫の高原学校のVTRを 見たのが きっかけで,来 村するよ

うにな り,み の り学園生とみの り山荘(津 山市の障害児を収容 した 「みの り学園」の分場)に お

いて交歓会を開いている。

15)越 畑ふるさと村事務局 「越畑ふるさと村だ より」4号,1985。

16)S農 家の場合 も長男は役場に勤務 してお り,現 在のところ後継の意志は少い と言 う事である。ま

た地酒の藤娘の醸造元も,長 男は県外で就労 してお り,問 題は深刻である。

17)高 橋正明(前 掲3))

18)摂 津信用金庫は顧客のコミュニテ ィ活動を積極的に行ってお り,昭 和40年 代の後半よ り長野高原

などに預金者の子供達を体験学習に連れて行 った。 しかし距離的に遠い事や都会的な遊び場の無

い所 として岡山県が選ばれ,最 初は加茂町へ話が持ちこまれたが まとまらなかったため,鏡 野町

長が地域の振興の一助になるとして,引 受けたのであ り,そ れが今日の成長 として実を結んだの

である。

19)銀 行 との提携によるふるさと運動は,わ が国におけるこの運動の草分である福島県三島町と東洋

信託銀行の場合が有名である。都市農村交流研究会編r都 市と農村の交流』 ぎょうせい,1985。

越畑ふ るさと村特別村民制度はこれをモデルとして出発 した。

20)岡 山県内の市町村が地域の振興にアイデアを競 う県地域振興交付金事業 として,昭 和61年 度には

次の4事 業が採択された。 ①鏡野町 「万葉のみち整備」,久 米南町 「水 と光 とフルーッの広場づ

くり」,旭 町 「メソ羊の里整備」,上斎原村 「ふれあいなめこ園設置」である。鏡野の万葉のみち

づ くり計画は,越 畑ふるさと村に通じる約16km沿 いに万葉の植物50種 を選んで歌碑,標 柱,案

内板や6ヵ 所の花壇,1ヵ 所のシンボルゾーソは寺和団地内の公共用地600m2に 大がか りな花壇,

休憩用のベンチ,植 栽木,駐 車場が配置される。 総事業費は約1,400万 円,今 秋9月 から整備事

業が始 まる予定である(津 山朝 日新聞,61年7月12日)。
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