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私
が
生
ま
れ
育
ち
、
今
も
暮

ら
す
愛
知
県
豊
田
市
押
井

町
「
押
井
の
里
」
は
、
人

口
68
人
、
23
世
帯
の
山
村
集
落
だ
。
か

つ
て
人
口
は
２
０
０
人
を
超
え
、
40
世

帯
あ
っ
た
。
集
落
に
は
、
縄
文
晩
期
の

遺
跡
が
三
つ
あ
り
、
お
よ
そ
３
０
０
０

年
前
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
標
高

３
０
０
～
５
０
０
㍍
、
森
林
が
９
割
を

占
め
、
谷
間
の
わ
ず
か
な
農
地
が
ア
メ

ー
バ
状
に
分
布
す
る
。
狩
猟
か
ら
農
耕

生
活
に
変
わ
り
、
幾
多
の
飢き
き
ん饉

や
疫
病

に
遭
い
、
戦
乱
の
世
の
戦
火
に
焼
か
れ

な
が
ら
も
人
が
こ
こ
を
離
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
か
ら
今
日
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
。
科
学
的

な
推
計
に
よ
れ
ば
、
押
井
の
里
は
、
50

年
後
に
は
消
滅
す
る
の
だ
と
い
う
。
３

０
０
０
年
続
い
た
押
井
の
里
が
、
人
の

住
ま
な
い
荒
涼
と
し
た
廃
村
に
な
る
の

だ
。

　

森
林
と
、
谷
間
の
わ
ず
か
な
農
地
し

か
存
在
し
な
い
こ
の
地
で
、
集
落
の
営

み
が
数
千
年
も
続
い
て
き
た

の
は
な
ぜ
な
の
か
。そ
し
て
、

わ
ず
か
50
年
ほ
ど
で
消
滅
し

て
し
ま
う
の
は
な
ぜ
な
の

か
。
私
た
ち
は
考
え
に
考
え

た
。

　

そ
れ
は
、
田
畑
、
森
林
と

い
う
土
地
に
根
差
し
た
、
米

づ
く
り
を
中
心
と
し
た
共
同

体
の
自
給
的
営
み
が
続
い
て
き
た
か
ら

だ
。
農
の
営
み
を
諦
め
た
と
き
集
落
は

消
滅
に
向
か
い
、
農
の
営
み
が
続
く
限

り
、
そ
こ
に
は
人
が
存
在
し
続
け
る
。

あ
ま
ね
く
山
村
集
落
は
、
そ
う
し
て
守

り
継
が
れ
て
き
た
の
だ
。

　

一
方
、
そ
れ
は
工
業
化
と
高
度
経
済

成
長
が
「
す
べ
て
の
価
値
を
お
金
で
測

る
社
会
」
を
も
た
ら
し
た
か
ら
だ
。
効

率
化
、
利
益
の
最
大
化
を
求
め
る
な
ら

人
々
が
田
舎
か
ら
都
会
へ
、
山
地
か
ら

平
野
へ
と
向
か
う
の
は
当
然
の
成
り
行

き
で
あ
る
。

皆
が
生
産
者
で
消
費
者

　

食
と
農
の
営
み
は
、
命
の
営
み
。
だ

か
ら
こ
そ
、
価
値
を
お
金
の
量
で
測
る

市
場
原
理
に
任
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。

３
０
０
０
年
続
い
た
「
生
き
る
た
め
に

食
べ
る
量
だ
け
を
自
給
す
る
農
の
営

み
」。
こ
こ
に
、持
続
可
能
な
山
村
の
暮

ら
し
の
カ
ギ
が
あ
る
。
生
き
る
た
め
の

自
給
の
営
み
に
は
、
損
も
得
も
な
い
。

自
分
た
ち
が
毎
日
食
べ
る
お
米
だ
か

ら
、
極
限
ま
で
化
学
肥
料
や
農
薬
を
減

ら
し
た
、
安
全
で
お
い
し
い
お
米
を
作

る
。
そ
し
て
、何
よ
り
自
給
の
営
み
は
、

食
べ
る
こ
と
に
不
安
の
な
い
穏
や
か
な

日
常
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
だ
。

　

２
０
１
９
年
、
押
井
の
里
は
私
が
代

表
と
な
っ
て
一
般
社
団
法
人
を
組
織
し

た
。
一
つ
の
家
族
と
な
っ
て
米
を
自
給

し
、
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
田
畑
を
荒

ら
さ
ず
次
代
に
つ
な
ぐ
た
め
、「
源
流
米

ミ
ネ
ア
サ
ヒ
Ｃ
Ｓ
Ａ
（Com

m
unity 

Supported A
griculture

）
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト『
自
給
家
族
』」を
ス
タ
ー
ト
し

た
。

　

山
村
の
持
続
化
を
応
援
し
、
安
全
で

お
い
し
い
お
米
を
安
定
的
に
確
保
し
た

い
仲
間
を
募
り
、
家
族
の
一
員
に
な
っ

て
も
ら
う
の
だ
。
家
族
は
、
生
産
コ
ス

ト
に
見
合
う
玄
米
１
俵
（
60
㌔
）
当
た

り
３
万
円
を
栽
培
契
約
料
と
し
て
前
払

い
す
る
。
生
産
す
る
お
米
は
、
農
薬
、

化
学
肥
料
を
慣
行
栽
培
の
２
分
の
１
以

下
に
低
減
し
た「
特
別
栽
培
米
」。
遊
休

農
地
に
合
わ
せ
て
家
族
を
増
や
せ
ば
、

農
地
は
守
ら
れ
集
落
の
消
滅
は
回
避
で

き
る
と
い
う
考
え
だ
。

　

米
の
売
買
で
は
な
い
自
給
は
、
家
族

が
等
し
く
負
担
し
分
け
合
う
命
の
営

み
。
皆
が
生
産
者
で
あ
り
消
費
者
で
あ

る
「
自
給
家
族
」
方
式
は
、
山
村
集
落

を
消
滅
の
危
機
か
ら
救
う
モ
デ
ル
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

20
年
産
か
ら
募
集
を
始
め
、
現
在
、

都
市
部
を
中
心
に
１
０
０
世
帯
が
「
自

給
家
族
」
に
加
わ
っ
て
、
何
も
し
な
け

れ
ば
耕
作
放
棄
地
と
な
っ
て
い
た
は
ず

の
３
㌶
の
農
地
を
守
っ
て
く
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
新
た
な
家
族
に
は
、
お

米
の
受
け
取
り
や
農
作
業
の
手
伝
い
、

鈴
す ず き

木　辰
たつよし

吉（一般社団法人押井営農組合代表理事）

愛知県の小さな山村で始まった「自給家族」というユニークな試
みが軌道に乗っている。中山間地の集落を救うモデルになるか。

人気の稲刈りイベント
� 押井営農組合提供

集落を消滅の危機から救う
 「自給家族」プロジェクト
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村
ま
つ
り
な
ど
「
里
帰
り
」
の
機
会
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。

地
域
ま
る
っ
と
中
間
管
理

　

押
井
の
里
の
水
田
面
積
は
７
・６
㌶
。

不
在
地
主
を
含
む
す
べ
て
の
農
地
所
有

者
が
農
地
中
間
管
理
機
構
（
農
地
バ
ン

ク
）
に
丸
ご
と
貸
し
付
け
、
一
般
社
団

法
人
押
井
営
農
組
合
が
丸
ご
と
農
地
の

利
用
権
設
定
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
後

継
ぎ
が
い
る
農
家
、
後
継
ぎ
は
い
な
い

が
自
分
が
や
れ
る
限
り
は
自
分
で
耕
作

を
続
け
た
い
農
家
と
は
「
特
定
農
作
業

受
委
託
契
約
」
を
締
結
し
、
従
前
ど
お

り
農
業
経
営
を
続
け
て
も
ら
う
「
地
域

ま
る
っ
と
中
間
管
理
方
式
」
を
採
用
し

て
い
る
。

　

自
作
が
困
難
に
な
っ
た

り
、
不
測
の
事
態
で
耕
作
で

き
な
く
な
っ
た
り
す
れ
ば
、

自
動
的
に
田
ん
ぼ
が
組
合
に

戻
り
、
組
合
の
オ
ペ
レ
ー
タ

ー
（
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
の
40
代
２

人
）
が
耕
作
を
担
う
。
決
し

て
耕
作
放
棄
地
が
生
ま
れ
る

こ
と
が
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
方

式
だ
。
同
様
の
方
式
は
全
国

22
地
区
で
取
り
組
ま
れ
て
い

て
、押
井
の
里
は
３
事
例
目
。

先
駆
け
と
し
て
視
察
も
相
次

い
で
い
る
。

「
自
給
家
族
」
の
１
人
で
も
あ
る
、
こ

の
方
式
の
生
み
の
親
、
可
知
祐
一
郎
氏

（
魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り
研
究
所
代
表
）

に
は
、
強
い
農
業
、
所
得
倍
増
を
目
指

す
国
の
農
政
は
、
経
営
規
模
拡
大
に
よ

る
生
産
性
向
上
の
た
め
に
小
規
模
農
家

の
早
期
撤
退
を
迫
る
「
農
地
引
き
剥
が

し
」
に
も
映
る
。
農
の
営
み
と
暮
ら
し

が
一
体
化
し
た
山
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
段
階
的
に
農
地

集
積
・
集
約
化
を
図
る
こ
と
が
大
切
と

説
く
。

周
辺
地
域
に
拡
大

「
地
域
ま
る
っ
と
中
間
管
理
方
式
」
で

農
地
を
集
積
し
、「
自
給
家
族
方
式
」
で

遊
休
農
地
を
有
効
活
用
す
る
押
井
の
里

の
取
り
組
み
は
、
周
辺
集
落
に
一
気
に

広
が
ろ
う
と
し
て
い
る
。
押
井
町
を
含

む
周
辺
９
集
落
で
構
成
す
る
敷
島
自
治

区
（
旧
小
学
校
区
）
が
23
年
４
月
に
、

住
民
の
支
え
合
い
拠
点
「
し
き
し
ま
の

家
」
を
整
備
。
ス
タ
ッ
フ
が
常
駐
し
、

地
域
課
題
を
経
営
的
に
解
決
に
導
く
体

制
が
で
き
た
か
ら
だ
。

　

し
き
し
ま
の
家
運
営
協
議
会
は
、
23

年
度
か
ら
「
農
村
Ｒ
Ｍ
Ｏ
（
農
村
型
地

域
運
営
組
織
）
モ
デ
ル
形

成
支
援
事
業
」
の
採
択
を

受
け
、
実
証
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
25
年
度
の

法
人
化
を
目
指
す
「
し
き

し
ま
の
家
」
を
農
地
の
利

用
権
が
持
て
る
認
定
農
業

者
と
す
る
こ
と
で
、
９
集

落
の
農
地
約
60
㌶
を
集

積・集
約
化
し
、「
自
給
家

族
」
を
３
０
０
世
帯
に
増

や
す
構
想
が
動
き
出
し

た
。

　

人
口
減
少・高
齢
化
は
、

今
後
も
１
０
０
年
続
く
と

言
わ
れ
て
い
る
。
誰
も
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
「
縮

ん
で
い
く
社
会
」
の
未
来

は
予
測
不
可
能
だ
。
推
計

通
り
山
村
集
落
が
消
滅
し

て
い
く
と
す
る
な
ら
、
日

本
と
い
う
国
は
、
都
市
だ
け
の
国
に
な

る
。
到
底
受
け
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。

　

未
来
が
予
測
不
可
能
な
ら
、
私
た
ち

は
歴
史
に
学
ぶ
ほ
か
な
い
。

　

お
金
が
す
べ
て
の
も
の
さ
し
で
な

い
、
３
０
０
０
年
続
い
て
き
た
自
給
自

足
、
贈
与
、
互
恵
の
共
同
体
に
こ
そ
、

続
い
て
い
く
社
会
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

�押井の里
のメリット

新しい家族
のメリット

米の
「自給家族」

新しい家族
（契約者）

押井の里家族
（営農組合）

ウィンウィンの関係ウィンウィンの関係ウィンウィンの関係
親戚の米を少し多めに
作るようなもの

少し横着な「棚田オーナー」
のようなもの

●
農
の
営
み
が
続
き
農
地
が

守
ら
れ
る

●
集
落
が
消
滅
の
危
機
か
ら

救
わ
れ
る

●「
関
係
人
口
」が
生
ま
れ

暮
ら
し
が
楽
し
く
な
る

●
安
全
で
お
い
し
い
お
米
が
確
実

に
手
に
入
る

●
地
球
や
人
に
優
し
い

消
費
に
貢
献
で
き
る

●
自
然
や
人
の
ぬ
く
も
り
を
感
じ

暮
ら
し
が
楽
し
く
な
る

生産者と消費者がつながって、双方が豊かになる

（出所）押井営農組合


