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そ
れ
は
山
間
の
、
あ
る
小
さ
な

小
学
校
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

　

平
成
14
年
に
中
名
田
小
学
校
で

産
声
を
あ
げ
た
『
校
区
内
型
地
場

産
学
校
給
食
』。
学
校
が
あ
る
地

域
の
中
で
収
穫
さ
れ
た
野
菜
や
米

を
積
極
的
に
給
食
に
使
う
取
り
組

み
は
、〝
中
名
田
方
式
〟
と
し
て
、

瞬
く
間
に
市
内
の
小
中
学
校
に
広

が
り
ま
す
。
全
国
に
先
駆
け
た
取

り
組
み
に
は
、
毎
年
多
く
の
視
察

が
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て

県
や
国
を
動
か
し
て
い
き
ま
す
。

　

市
が
「
食
の
ま
ち
づ
く
り
」
に
取

り
組
み
出
し
た
の
は
平
成
12
年
。

13
年
に
は
全
国
で
初
め
て
『
食
の

ま
ち
づ
く
り
条
例
』
を
制
定
し
、か

つ
て
朝
廷
に
食
材
を
送
っ
て
い
た

「
御み

け
つ
く
に

食
国
」
と
し
て
の
歴
史
と
、
豊

か
な
食
材
を
生
か
し
た
独
自
の
ま

ち
お
こ
し
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

翌
14
年
に
は
、
教
育
委
員
会
が

立
ち
上
げ
た
『
御
食
国
若
狭
お
ば

食
の
ま
ち
づ
く
り

小
浜
か
ら
全
国
へ

ま
食
の
教
育
推
進
事
業
』
の
一
つ

と
し
て
、校
区
内
（
ま
た
は
市
内
）

の
生
産
者
か
ら
野
菜
や
米
、
水
産

物
な
ど
の
食
材
を
直
接
学
校
給
食

に
納
入
す
る
『
校
区
内
型
地
場
産

学
校
給
食
』
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

地
産
地
消
の
取
り
組
み
は
、
全

国
に
広
ま
り
、国
は
平
成
20
年
に
、

学
校
給
食
法
を
改
正
。
学
校
給
食

を
用
い
た
食
育
を
進
め
る
に
当
た

り
、「
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
地

場
産
物
の
活
用
」
に
努
め
る
こ
と

が
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
農
林

水
産
省
で
も
、『
学
校
給
食
地
場
産

農
畜
産
物
利
用
拡
大
事
業
』を
実

施
す
る
な
ど
、
国
を
挙
げ
た
推
進

が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

学
校
給
食
に
地
場
産
物
を
活
用

す
る
こ
と
は
、新
鮮
な
食
材
を
使
っ

た
給
食
の
提
供
、
生
産
者
の
意
欲

向
上
、
地
域
に
根
差
し
た
学
校
づ

く
り
、
自
給
率
の
向
上
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

　
「
子
ど
も
た
ち
に
安
全
で
お
い

し
い
給
食
を
食
べ
さ
せ
た
い
」
と

い
う
思
い
で
多
く
の
人
が
つ
な
が

り
、
こ
れ
か
ら
も
学
校
給
食
の
取

り
組
み
は
続
い
て
い
き
ま
す
。

小浜中学校栄養教諭

小
こ ど う

堂 典
の り こ

子 さん（60 歳・下田）

昭和52年に学校栄養職員
として採用。平成28年度学
校給食文部科学大臣賞受賞

I N T E R V I E W

　給食は小中学生の成長期の

食事の支援はもちろん、学習・

体験の場の一つでもあります。

集団活動や食文化、マナーや衛

生面を学ぶうえでも給食の果

たす役割は大きいと思います。

　地場産食材も積極的に使う

ことで、小浜でどんな野菜や

魚がとれて、どんな味がする

のかを知ってほしいですね。

　地場産食材は、安くて安心、

新鮮で、おいしく、栄養価も高

いです。子どもたちと生産者

との農業体験なども各校で行

われ、交流が生まれています。

学校給食で積極的に地場産食材を使用

【 県内の学校給食における地場産食材使用率 】

【 県内の学校給食における地場産食材使用品目数 】
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福井県 PICK UP
小浜市は
平成28年
6月調査で
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福井県「学校給食食材産地別使用量調査」より

ツナガル

野菜 小
浜
が
全
国
に
誇
る
食
育
の
取
り
組
み
「
校
区
内
型
地
場
産
学
校

給
食
」。
食
と
農
が
つ
な
が
る
こ
と
で
、
人
と
人
、
人
と
地
域
が
つ

な
が
っ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
給
食
に
食
材
を
提
供
し
て
い
る
生

産
者
は
高
齢
化
が
進
み
、
後
継
者
不
足
に
も
悩
ん
で
い
ま
す
。

食
の
担
い
手
と
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
人
た
ち
の
姿
を
追
い
ま
し
た
。

給食食材生産者の東
あずま

さん一家と中名田小学校 5 年生小
こ ど う

堂結
ゆ い か

花さん、3 年生真
ま み

実さん、1 年生開
かいせい

勢くんの姉弟

特
集
シ
リ
ー
ズ

小
浜
の
今
を
追
うツ

ナ
ガ
ル
野
菜

校区内生産者グループ

教育委員会・農林水産課

※校区内に生産者がいない場合は市内生産者から調達

食材搬入業者

献立作成
委員会

（栄養士・調理員・教
諭ら10人程で構成）

各学校（小学校 12 校、中学校 2 校）
自校方式で給食を調理

意
見
を
反
映

発
注

発
注

納
入
・
交
流

納
入

【 学校給食の流れ 】

啓
発
・
調
整

市内小中学校
の児童
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約
３
５
０
㎡
の
畑
で
、
夏
は
タ

マ
ネ
ギ
や
ピ
ー
マ
ン
、
秋
か
ら
は

ハ
ク
サ
イ
や
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
の
葉

物
を
育
て
て
い
る
橋
本
さ
ん
。「
虫

が
つ
い
た
り
苦
労
が
多
い
け
れ

ど
、
何
と
か
良
い
野
菜
を
作
り
た

い
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
」
と
笑
顔

を
み
せ
ま
す
。

　
「
化
学
肥
料
は
あ
ま
り
使
い
た

く
な
い
」
と
、
モ
ミ
ガ
ラ
や
魚
粉

な
ど
を
混
ぜ
て
、
発
酵
さ
せ
た
肥

料
を
自
ら
作
っ
て
い
ま
す
。

　

村
上
さ
ん
も
、「
若
い
と
き
と

比
べ
て
、
重
い
野
菜
の
カ
ゴ
が
持

て
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
」
と
言

い
、「
い
つ
ま
で
野
菜
を
届
け
ら

れ
る
か
な
あ
と
考
え
て
し
ま
い
ま

す
」
と
学
校
給
食
の
こ
れ
か
ら
を

心
配
し
ま
す
。

　

不
安
を
抱
え
な
が
ら
も
、
２
人

は
力
強
く
前
を
向
き
ま
す
。

　
「
で
き
る
限
り
野
菜
づ
く
り
は

　

登
下
校
の
と
き
に
声
を
か
け
て

く
れ
る
子
ど
も
た
ち
。
橋
本
さ
ん

に
と
っ
て
は
み
ん
な
孫
の
よ
う
な

存
在
だ
と
言
い
ま
す
。

　
「
み
ん
な
野
菜
を
よ
ろ
こ
ん
で

く
れ
る
。
ス
ク
ス
ク
育
つ
姿
を
見

て
い
る
と
頼
も
し
い
で
す
ね
」

　

橋
本
さ
ん
と
同
級
生
の
村
上
さ

ん
。
２
人
と
も
中
名
田
で
生
ま
れ

て
育
ち
、
中
名
田
小
学
校
に
通
っ

て
い
た
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

自
宅
か
ら
１
０
０
㍍
ほ
ど
離
れ

た
と
こ
ろ
に
あ
る
畑
で
、
季
節
ご

と
に
カ
ブ
や
サ
ト
イ
モ
、
ダ
イ
コ

ン
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
な
ど
10
種
類

以
上
の
野
菜
を
育
て
て
い
ま
す
。

　
「
秋
冬
は
手
が
冷
た
い
し
、
草

取
り
は
腰
も
足
も
痛
く
な
っ
て
大

変
で
す
」
と
笑
い
な
が
ら
苦
労
を

続
け
た
い
で
す
。
こ
れ
が
張
り
合

い
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
」

と
話
す
橋
本
さ
ん
。
学
校
か
ら
の

リ
ク
エ
ス
ト
を
受
け
て
、
ア
ス
パ

語
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
、「
毎
日
畑
に
出
て

野
菜
の
顔
を
見
な
い
と
気
が
す
ま

な
い
」
と
話
し
、「
ま
だ
ま
だ
、

年
に
よ
っ
て
野
菜
の
出
来
が
左
右

さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
野
菜
づ
く

り
は
一
生
勉
強
で
す
ね
」
と
意
欲

を
み
せ
ま
す
。

　
「
こ
こ
は
、
み
ん
な
が
子
ど
も

を
見
守
り
、
大
事
に
す
る
地
域
。

私
も
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
、
野

菜
や
お
米
を
届
け
た
い
で
す
」

　

校
区
内
型
地
場
産
学
校
給
食
の

試
み
が
始
ま
っ
て
10
年
以
上
が
経

ち
、
地
産
地
消
の
取
り
組
み
が
全

国
的
に
広
が
っ
た
今
、
２
人
が
口

を
揃
え
て
語
る
の
は
、
将
来
へ
の

不
安
で
す
。

　
「
中
名
田
小
学
校
の
生
産
者
グ

ル
ー
プ
は
高
齢
化
が
進
み
、
や
め

る
人
も
出
て
き
ま
し
た
」
と
話
す

橋
本
さ
ん
。「
私
た
ち
も
年
や
し
、代

わ
り
の
人
が
い
る
と
い
い
の
で
す

が
、な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
」

ラ
ガ
ス
や
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
と
い

う
、
こ
れ
ま
で
作
っ
て
こ
な
か
っ

た
野
菜
づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
思
う
と

元
気
が
出
る
と
言
う
村
上
さ
ん
。

「
子
ど
も
た
ち
に
は
中
名
田
の
野

菜
を
た
く
さ
ん
食
べ
さ
せ
て
や
り

た
い
で
す
。〝
お
い
し
い
〟
と
い

う
声
を
聞
く
と
、
ま
た
頑
張
ら
ね

ば
と
思
い
ま
す
ね
」

　

豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
中
名

田
の
大
地
で
、
橋
本
さ
ん
と
村
上

さ
ん
は
畑
を
耕
し
続
け
ま
す
。

　

校
区
内
型
地
場
産
学
校
給
食
が

生
ま
れ
た
場
所
、
中
名
田
小
学
校

で
は
、現
在
８
人
の
農
業
者
と『
森

の
郷
な
か
な
た
産
物
組
合
』
が
、

給
食
に
食
材
を
納
入
す
る
生
産
者

グ
ル
ー
プ
に
登
録
し
て
い
ま
す
。

　

グ
ル
ー
プ
の
立
ち
上
げ
か
ら
参

加
す
る
橋
本
さ
ん
と
村
上
さ
ん
に

話
を
聞
き
ま
し
た
。

　

秋
冷
え
の
朝
、
橋
本
さ
ん
は
家

の
隣
の
畑
に
出
て
、
そ
の
日
納
入

す
る
野
菜
を
収
穫
し
ま
す
。「
子

ど
も
た
ち
に
新
鮮
な
も
の
を
食
べ

さ
せ
て
や
り
た
い
か
ら
」と
、冷
水

で
と
れ
た
て
の
野
菜
を
洗
い
ま
す
。

右／村上さんは約 700㎡の畑を毎日見回り、野菜の手入れをしている。左／橋本さんの畑。この 　 日は給食用のコマツナを収穫した

子
ど
も
た
ち
は
み
ん
な
孫
の
よ
う
な
存
在

ス
ク
ス
ク
育
つ
姿
を
見
守
り
た
い

子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
思
う
と
、
元
気
が
出
て
く
る
ん
や

後
継
者
不
足
へ
の
不
安

学
校
給
食
の
未
来
は

そ
れ
で
も
前
を
向
い
て

「
お
い
し
い
」が
元
気
の
源

野
菜
づ
く
り
は
一
生
勉
強

食
べ
て
く
れ
る
幸
せ

孫
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち

新
鮮
な
野
菜
を
届
け
た
い

ツナガル

野菜

小浜市食のまちづくり課

吉
よ し お か

岡 和
か ず ひ ろ

広 主幹（47 歳）

I N T E R V I E W

　地域の皆さんに支えてい

ただき、人と人のつながり

のなかで今日まで続いてき

た、「校区内型地場産学校

給食」は、本市の宝といえ

る食の取り組みです。

　子どもたちのことを考え

ながら、日々野菜やお米な

どを届けてくださる生産者

の皆さんに心から感謝する

とともに、市としても、食

のまちづくりに一層取り組

んでいきます。

生産者の畑には児童の作る似顔絵看板がある

【 全国の農業就業人口の推移 】

農業就業人口は年々減少

あ
な
た
に
食
べ
て
ほ
し
い
か
ら

手
紙
の
よ
う
に
思
い
を
込
め
た
野
菜

１
．
育
て
る

橋
はしもと

本 つや子
こ

 さん
（83 歳・和多田）

村
むらかみ

上 はる子
こ

 さん
（83 歳・深谷）

広報おばま　平成 28. 12 ❹

小浜市の農業就業人口も、平成 7 年 1,955
人→ 12 年 1,558 人→ 17 年 1,335 人→ 22
年 971 人→ 27 年 645 人と減少。それに伴
い学校給食の食材生産者も減少しています。

農林水産省「2015 年農林業センサス報告書」と
福井県「同農林業経営体調査結果（速報）」より
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児
童
数
38
人
の
中
名
田
小
学
校

で
は
、
４
ク
ラ
ス
（
内
複
式
２
ク

ラ
ス
）
に
分
か
れ
て
、
子
ど
も
た

ち
と
教
員
が
給
食
を
取
り
ま
す
。

　
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
、
元
気

の
よ
い
声
が
教
室
い
っ
ぱ
い
に
響

い
た
後
、
給
食
が
ス
タ
ー
ト
。
ス

ピ
ー
カ
ー
か
ら
は
、
放
送
当
番
が

読
み
上
げ
る
今
日
の
食
材
と
生
産

者
の
名
前
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。

　

５
年
生
の
中
道
く
ん
は
、「
中

名
田
の
自
然
の
中
で
で
き
た
野
菜

は
、
中
名
田
だ
け
の
味
が
す
る
」

と
胸
を
張
り
ま
す
。

　

家
で
も
イ
モ
掘
り
な
ど
を
手
伝

い
、野
菜
づ
く
り
の
大
変
さ
を
知
っ

て
い
る
分
、「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」

を
言
う
と
き
は
、「
お
い
し
か
っ
た

よ
、
あ
り
が
と
う
」
と
、
心
の
中

で
も
手
を
合
わ
せ
る
そ
う
で
す
。

　

６
年
生
の
野
瀬
さ
ん
は
、
家
の

近
く
に
住
む
生
産
者
の
橋
本
さ
ん

を
、「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と
慕
い

ま
す
。
学
校
給
食
の
お
か
げ
で
、

「
食
わ
ず
嫌
い
を
し
て
い
た
ピ
ー

マ
ン
が
好
き
に
な
っ
た
」と
話
し
、

「
こ
れ
か
ら
も
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

野
菜
を
食
べ
続
け
た
い
で
す
」
と

笑
顔
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

家
庭
で
も
給
食
の
話
が
出
る
と

野
瀬
さ
ん
の
母
親
・
玲
さ
ん
は
言
い

ま
す
。「
野
菜
を
作
っ
て
い
る
畑

の
こ
と
を
子
ど
も
が
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。
学
校
給
食
が
地
域
愛
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

　
「
地
域
全
体
で
見
守
り
、
支
え

て
く
れ
る
環
境
で
、
子
ど
も
た
ち

は
心
も
体
も
育
っ
て
い
ま
す
」

　

中
名
田
小
学
校
の
調
理
室
で

は
、
給
食
調
理
員
の
井
上
さ
ん
と

吉
村
さ
ん
が
、
朝
か
ら
給
食
の
準

備
に
取
り
か
か
っ
て
い
ま
す
。

　
「
切
り
方
は
こ
れ
ぐ
ら
い
の
大

き
さ
で
大
丈
夫
か
な
」。
吉
村
さ

ん
が
尋
ね
る
と
、
井
上
さ
ん
が
確

認
。辛
す
ぎ
な
い
か
、固
さ
は
ち
ょ

う
ど
良
い
か
、温
度
は
大
丈
夫
か
。

衛
生
面
に
も
注
意
を
払
い
な
が

ら
、
調
理
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

日
々
届
け
ら
れ
る
地
場
産
の
野

菜
に
つ
い
て
、「
安
心
安
全
で
お

い
し
い
。
新
鮮
で
、
調
理
も
し
や

す
い
で
す
」
と
話
す
井
上
さ
ん
。

　

吉
村
さ
ん
も
、「
食
材
を
作
る

人
と
食
べ
る
子
ど
も
た
ち
の
顔
が

見
え
て
、
お
互
い
に
身
近
な
存
在

で
す
。
と
て
も
や
り
が
い
が
あ
り

ま
す
」と
笑
顔
を
見
せ
ま
す
。

　

給
食
を
作
る
う
え
で
大
切
に
し

て
い
る
の
は
、
児
童
や
生
産
者
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。「
み

ん
な
の
声
を
聞
い
て
工
夫
し
た
い

で
す
ね
」と
言
う
井
上
さ
ん
。残
食

も
ほ
と
ん
ど
出
な
い
そ
う
で
す
。

　

調
理
が
終
わ
り
、
食
器
を
洗
い

な
が
ら
、
頭
は
す
で
に
明
日
の
メ

ニ
ュ
ー
の
こ
と
へ
。
そ
れ
で
も
、

大
変
だ
と
感
じ
る
こ
と
は
な
い
そ

う
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
、「
お

い
し
か
っ
た
よ
」
を
原
動
力
に
２

人
は
今
日
も
給
食
を
作
り
ま
す
。

上段・下段右／「いただきます」をした後、元気よく給食を食べる子どもたち。下段左上／毎日、放送当番がその日
使われた食材の生産者を読み上げている。下段左下／校内には卒業生が描いた生産者の似顔絵が掲示されている

右／給食調理員歴 20 年以上の井上さんを吉村さんは「師匠」と慕う。左上・左中／児童・教員合わせて約 50
人分の給食を毎日作る。左下／ 11 月 1 日のメニューには橋本さんのコマツナと村上さんのジャガイモが使われた

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
野
菜
、
こ
れ
か
ら
も
食
べ
続
け
た
い

地域の自然と農家の皆さんに心から感謝

２
．
受
け
取
る

調
理
す
る
こ
と
は
優
し
さ
を
込
め
る
こ
と

食
べ
る
こ
と
は
思
い
を
噛
み
締
め
る
こ
と

中
なかみち

道 漣
れん

 くん
（中名田小学校 5 年生）

野
の せ

瀬 望
み い や

矢 さん
（中名田小学校 6 年生）

井
いのうえ

上 芳
よ し え

恵 さん
（64 歳・下中井）

吉
よしむら

村 喜
き み こ

美子 さん
（59 歳・駅前町）

野
の せ

瀬 玲
れい

 さん
（40 歳・和多田）

そ
の
土
地
の
味
が
す
る

給
食
で
育
つ
心

み
ん
な
が
身
近
に

感
じ
る
給
食
を
目
指
し
て

ツナガル

野菜



❾ 広報おばま　平成 28. 12 広報おばま　平成 28. 12 ❽

　

小
浜
市
農
業
委
員
会
の
会
長
を

務
め
る
西
田
さ
ん
は
、
地
域
が
主

体
の
農
業
を
掲
げ
、
集
落
営
農
や

園
芸
作
物
の
導
入
な
ど
を
推
進
す

る
こ
と
で
、「
み
ん
な
で
農
地
を

守
ろ
う
」
と
呼
び
か
け
ま
す
。

　
「
行
政
と
の
連
携
や
補
助
金
の

活
用
は
必
要
で
す
が
、
地
域
の
農

業
は
地
域
に
住
む
私
た
ち
が
守
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
」

　

平
成
17
年
に
松
永
地
区
と
遠
敷

地
区
の
住
民
で
『
小
浜
東
部
営
農

生
産
組
合
』
を
立
ち
上
げ
、
19
年

に
法
人
化
。園
芸
作
物
の
導
入
や
、

直
売
所
の
設
立
、
女
性
の
経
営
参

画
な
ど
、
新
た
な
担
い
手
と
な
る

農
家
の
育
成
と
環
境
整
備
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

中
名
田
地
区
の
農
業
者
に
刺
激

を
受
け
て
、学
校
給
食
に
も
参
加
。

「
子
ど
も
た
ち
が
食
べ
る
も
の
を

目
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
作
り
た

い
」
と
、
上
野
区
の
通
学
路
沿
い

に
『
ふ
れ
あ
い
畑
』
を
作
り
、
そ

こ
を
中
心
に
育
て
た
野
菜
や
米
を

松
永
小
学
校
や
遠
敷
小
学
校
、
松

永
保
育
園
に
出
荷
し
て
い
ま
す
。

　

食
事
の
３
分
の
１
を
占
め
る
給

食
の
役
割
は
大
き
い
と
話
す
西
田

さ
ん
。「
地
域
の
宝
で
あ
る
子
ど

も
た
ち
は
、
給
食
を
食
べ
て
大
き

く
育
っ
て
ほ
し
い
で
す
。
そ
の
た

め
に
も
、
私
た
ち
農
業
者
が
頑
張

る
こ
と
で
、
お
い
し
く
、
安
心
安

全
な
食
材
を
届
け
た
い
で
す
」

　
「
ゆ
っ
く
り
と
だ
が
着
実
に
進

ん
で
き
た
」
と
い
う
『
ふ
れ
あ
い

畑
』。
今
で
は
、
苗
植
え
や
収
穫

体
験
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
が
農
業

に
触
れ
る
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
生
き
生
き
と
し
た
農
業
者
の

姿
を
見
て
、
将
来
子
ど
も
た
ち
が

農
業
を
志
し
て
く
れ
る
と
う
れ
し

い
で
す
ね
」
と
西
田
さ
ん
は
笑
顔

を
見
せ
ま
し
た
。

　

14
年
前
に
中
名
田
小
学
校
で
校

区
内
型
地
場
産
学
校
給
食
を
始
め

た
森
下
教
育
長
は
、「
高
齢
化
す

る
地
域
を
給
食
を
通
し
て
活
性
化

し
た
か
っ
た
ん
で
す
」
と
、
取
り

組
み
に
込
め
た
思
い
を
話
し
ま

す
。「
珍
し
い
料
理
を
出
す
の
で

は
な
く
、
豊
か
な
自
然
と
水
で
作

ら
れ
た
地
場
産
の
食
材
を
使
う
こ

と
が
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
に
つ

な
が
る
と
思
い
ま
し
た
」

　

給
食
を
、
子
ど
も
た
ち
の
健
康

維
持
だ
け
で
な
く
、「
学
び
の
場
」

と
し
て
捉
え
て
、
生
産
者
と
の
交

流
活
動
も
推
進
し
て
き
ま
し
た
。

　
「
交
流
は
子
ど
も
た
ち
の
道
徳

心
も
育
て
ま
す
。
地
域
と
の
つ
な

が
り
を
認
識
し
、
郷
土
愛
を
育
む

た
め
に
も
重
要
な
場
な
ん
で
す
」

　

行
政
を
「
学
校
と
農
業
者
の
つ

な
ぎ
役
」
と
位
置
づ
け
る
森
下
教

育
長
。
教
育
委
員
会
と
農
林
水
産

課
が
連
携
す
る
こ
と
で
、
平
成
28

年
か
ら
全
小
中
学
校
で
市
内
産
米

の
供
給
を
実
現
す
る
な
ど
、
積
極

的
に
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
校
区
内
型
地
場
産
学

校
給
食
の
取
り
組
み
を
映
像
に
記

録
し
て
、
広
く
全
国
に
発
信
し
よ

う
と
、
小
浜
の
ま
ち
お
こ
し
に
関

わ
る
な
ど
、
ゆ
か
り
の
深
い
映
像

監
督
の
越
前
屋
俵
太
さ
ん
に
制
作

を
依
頼
。
完
成
し
た
作
品
が
大
き

な
話
題
を
呼
ん
で
い
ま
す
。

　
「
作
品
を
作
る
に
あ
た
り
、
小

浜
の
学
校
給
食
と
農
業
の
関
わ
り

を
教
え
て
も
ら
っ
た
と
き
は
衝
撃

で
し
た
」
と
越
前
屋
さ
ん
は
当
時

を
振
り
返
り
ま
す
。

　
「
す
ば
ら
し
い
取
り
組
み
だ
と

思
う
反
面
、
ど
う
映
像
で
表
現
し

た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
」
と
、
半

年
間
悩
ん
だ
結
果
、
主
役
は
小
浜

に
住
む
人
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る

日
常
を
、
あ
り
の
ま
ま
切
り
取
る

こ
と
を
決
心
し
ま
す
。

　
「
今
日
も
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち

が
野
菜
を
作
り
、
子
ど
も
た
ち
が

給
食
で
食
べ
て
い
る
。
小
浜
で
は

当
た
り
前
の
こ
と
だ
け
ど
、
他
で

は
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
価
値
が
あ

る
と
感
じ
ま
し
た
」

　

近
年
、
話
題
に
な
る
こ
と
が
多

い
各
自
治
体
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

動
画
も
踏
ま
え
つ
つ
、「
面
白
お

か
し
い
動
画
は
確
か
に
多
く
の
人

が
見
る
で
し
ょ
う
。
私
自
身
も
こ

れ
ま
で
作
っ
て
き
た
映
像
で
は
、

む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
を
や
っ
て
笑
い
を

生
ん
で
き
ま
し
た
。
で
も
こ
の
取

り
組
み
に
は
ま
じ
め
で
あ
り
た

か
っ
た
」と
、こ
れ
ま
で
得
意
と
し

て
き
た
演
出
ス
タ
イ
ル
を
あ
え
て

〝
封
印
〟し
て
撮
影
に
臨
み
ま
し
た
。

　
「
動
い
て
い
く
時
代
の
中
で
も
、

変
え
て
は
い
け
な
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
を
見
失
わ
な
い
よ
う

に
、記
録
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」

　

一
方
で
、
撮
影
を
進
め
て
い
く

う
ち
に
、「
だ
ん
だ
ん
と
悔
し
く

な
っ
て
き
た
ん
で
す
」
と
も
打
ち

明
け
ま
す
。
生
産
者
の
高
齢
化
が

進
み
、
後
継
者
も
少
な
い
現
状
に

「
こ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
て
は
、

こ
の
取
り
組
み
は
途
絶
え
て
し
ま

う
」
と
危
機
感
を
抱
き
ま
す
。

　

作
品
が
完
成
し
た
今
、
映
像
を

見
て
観
光
客
が
増
え
る
よ
り
も
、

多
く
の
市
民
、
関
係
者
に
見
て
ほ

し
い
と
、
越
前
屋
さ
ん
は
訴
え
ま

す
。「
一
人
で
も
二
人
で
も
い
い

の
で
、
作
品
か
ら
そ
の
こ
と
を
感

じ
て
も
ら
い
、
校
区
内
型
地
場
産

学
校
給
食
を
な
く
さ
な
い
よ
う
に

動
い
て
ほ
し
い
で
す
」

思
い
へ
の
共
鳴

人
を
動
か
す
大
切
な
ス
パ
イ
ス

３
．
支
え
る

日
常
に
あ
る
も
の
こ
そ
が
、
輝
く
価
値

小
浜
の
学
校
給
食
を
「
支
え
る
人
」
に
聞
く

映像監督・演出家
越
え ち ぜ ん や

前屋 俵
ひ ょ う た

太 さん（54 歳・京都府）
数々のテレビ番組を企画・演出・出演。大学
客員教授、書家、御食国大使としても活動

小浜市教育委員会
森
も り し た

下 博
ひろし

 教育長（68 歳・今宮）
中名田小学校長だった平成14 年 に校区内
型地場産学校給食を発案。20 年から現職

小浜市農業委員会 会長
西
に し だ

田 尚
ひ さ お

夫 さん（69 歳・三分一）
平成 26 年に会長に就任。小浜東部営農生
産組合代表理事や市食育推進委員も務める

今
日
も
そ
こ
に
あ
る
日
常

人
の
心
を
動
か
す
可
能
性

子
ど
も
は
地
域
の
宝

安
心
安
全
な
食
を
届
け
る

学
校
と
農
業
者
を
つ
な
ぐ

行
政
が
果
た
す
役
割

中名田地区の畑で作品の撮影をする越前屋さん

約11,000㎡のふれあい畑を組合で管理する

地域で稲刈りの体験交流をする中名田小学生

【 食の取り組みPRムービーを配信中 】

　市の食の体験事業映像記録業務とし
て、平成 27 年 9 月から 28 年 3 月ま
で制作が行われ、『校区内型地場産学
校給食』『キッズキッチン』など 3本
の映像作品が完成。動画共有サービス
『YouTube』を通して配信しています。

動画の再生は下記
QR コードから▼

ツナガル
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全
国
的
に
農
業
者
の
高
齢
化
が

進
む
一
方
で
、
新
規
就
農
者
数
は

過
去
５
年
間
で
最
も
多
く
な
る
な

ど
、
今
農
業
に
注
目
が
集
ま
っ
て

い
ま
す
。
小
浜
で
活
動
す
る
次
世

代
の
担
い
手
た
ち
を
追
い
ま
し
た
。

　

秋
空
の
下
、
宮
川
小
学
校
の
児

童
35
人
が
学
校
給
食
用
の
田
ん
ぼ

で
元
気
に
稲
刈
り
を
し
ま
し
た
。

　

田
ん
ぼ
の
管
理
を
し
て
い
る
の

は
、
平
成
27
年
７
月
に
嶺
南
初
の

メ
ガ
フ
ァ
ー
ム
と
し
て
宮
川
地
区

に
誕
生
し
た
『
若
狭
の
恵
』
で
す
。

　

代
表
取
締
役
社
長
の
前
野
さ
ん

は
、デ
ザ
イ
ン
会
社
の
経
営
者
か
ら

起
業
を
決
意
。「
う
ち
は
先
祖
代
々

農
家
で
家
族
が
農
業
を
す
る
姿
を

見
て
育
ち
ま
し
た
。
生
活
の
中
に

農
が
あ
る
宮
川
の
風
景
を
守
り
た

い
と
思
い
ま
し
た
」と
話
し
ま
す
。

　
「
農
業
は
可
能
性
が
あ
る
」と
言

う
前
野
さ
ん
。約
１
５
０
㌶
の
農

地
で
水
稲
な
ど
を
育
て
、市
内
６

小
中
学
校
の
給
食
に
米
を
納
入
。

　
「
子
ど
も
た
ち
に
宮
川
の
お
い

し
い
お
米
を
届
け
た
い
で
す
。
食

べ
て
育
っ
た
子
た
ち
が
、
将
来
の

担
い
手
に
な
っ
て
く
れ
る
と
う
れ

し
い
で
す
ね
」
と
笑
い
ま
す
。

　

稲
刈
り
に
参
加
し
た
同
校
５
年

生
の
木
村
さ
ん
。
家
で
も
田
植
え

や
稲
刈
り
を
手
伝
い
、
宮
川
の
お

米
が
大
好
き
だ
と
話
し
ま
す
。

　
「
給
食
で
は
放
送
当
番
と
し
て
、

み
ん
な
に
食
べ
物
や
作
っ
て
く
れ

た
人
に
感
謝
し
て
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
」

と
、笑
顔
で
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

今
富
地
区
で
ト
マ
ト
と
キ
ュ
ウ

リ
を
栽
培
し
、
今
富
・
小
浜
小
学

校
、
小
浜
中
学
校
の
給
食
に
納
入

し
て
い
る
山
本
農
園
。
代
表
取
締

役
社
長
の
山
本
さ
ん
は
、
25
歳
の

と
き
に
県
外
か
ら
生
ま
れ
育
っ
た

小
浜
に
戻
り
農
業
を
始
め
ま
し
た
。

　
「
お
い
し
い
野
菜
で
食
べ
る
人

を
楽
し
ま
せ
て
、
笑
顔
に
し
た
い

で
す
」と
意
欲
を
示
す
山
本
さ
ん
。

気
象
学
や
植
物
学
を
学
び
、
農
業

に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
小
浜
の

気
候
や
水
、
空
気
に
合
っ
た
野
菜

の
栽
培
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
「
安
定
供
給
で
き
る
方
法
を
確

立
し
、次
世
代
に
伝
え
た
い
で
す
」

　

大
阪
出
身
で
同
農
園
の
農
場
長

を
務
め
る
中
尾
さ
ん
も
、「
野
菜
は

手
間
ひ
ま
か
け
た
分
だ
け
味
に
反

映
さ
れ
る
の
が
い
い
で
す
」
と
農

業
の
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
「
子
ど
も
の
と
き
に
食
か
ら
学

ぶ
こ
と
は
と
て
も
多
い
」
と
話
す

山
本
さ
ん
。「
作
り
手
の
見
え
る

食
材
を
食
べ
る
こ
と
で
、
食
べ
物

に
対
し
て
の
思
い
が
磨
か
れ
ま
す
」

　

給
食
の
残
食
が
少
な
い
こ
と
に

は
、「
一
番
う
れ
し
い
。
残
さ
ず
食

べ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
と
伝
え

た
い
で
す
」と
ほ
ほ
え
み
ま
し
た
。

　

中
名
田
小
学
校
で
校
区
内
型
地

場
産
学
校
給
食
が
ス
タ
ー
ト
し
た

平
成
14
年
か
ら
野
菜
を
納
入
し
続

け
る
農
家
の
東
さ
ん
。
学
校
農
園

の
管
理
や
稲
刈
り
体
験
も
、「
子

ど
も
た
ち
と
の
交
流
が
楽
し
い
か

ら
」
と
積
極
的
に
手
伝
い
ま
す
。

　

平
成
25
年
か
ら
は
、
息
子
夫
婦

で
兼
業
農
家
の
清
俊
さ
ん
と
美
幸

さ
ん
が
、
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て

作
っ
た
米
を
同
校
の
学
校
給
食
に

納
入
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
自
分
の
ふ
る
さ
と
の
野
菜
や

お
米
は
お
い
し
い
と
子
ど
も
た
ち

が
胸
を
張
れ
る
よ
う
に
、
が
ん
ば

り
た
い
で
す
」と
話
す
清
俊
さ
ん
。

美
幸
さ
ん
も
、「
郷
土
の
食
材
で

育
っ
た
と
い
う
思
い
出
が
、
子
ど

も
た
ち
が
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
、

中
名
田
に
戻
っ
て
来
る
き
っ
か
け

に
な
れ
ば
」と
期
待
を
込
め
ま
す
。

　

地
域
で
休
耕
田
の
草
刈
り
を
行

う
な
ど
、
清
俊
さ
ん
は
、「
若
い

世
代
に
引
き
継
げ
る
農
地
づ
く

り
」
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　
「
若
者
が
も
っ
と
農
業
を
し
や

す
い
環
境
を
作
り
た
い
で
す
。
将

来
の
こ
と
を
考
え
て
、
地
域
で
一

体
的
に
農
業
に
取
り
組
む
集
落
営

農
の
道
も
模
索
し
て
い
ま
す
」

　

家
族
か
ら
地
域
へ
、
農
業
の
輪

を
未
来
へ
つ
な
ぐ
た
め
に
、
東
さ

ん
の
取
り
組
み
は
続
き
ま
す
。
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４
．
受
け
継
ぐ

多
様
な
担
い
手
た
ち
が
、

次
世
代
に
つ
な
ぐ
バ
ト
ン

あ
な
た
が
う
れ
し
い  

わ
た
し
も
う
れ
し
い

絆
の
数
だ
け
、
未
来
が
生
ま
れ
る

小浜市農林水産課

御
み こ し ば

子柴 北
ほ く と

斗 課長（32 歳）

I N T E R V I E W

　全国的に農業の担い手の

高齢化・減少が進む中、小

浜では、メガファームや大

規模施設園芸、おばまアグ

リスクールなどの新しい取

り組みが始まっています。

このような取り組みのため

には、地域の皆さんで今後の

地域と農業のあり方を考え、

支えていくことが重要です。

行政としても、小浜の宝で

ある食と農を未来につなげ

るお手伝いをしていきます。

上／ 9 月 16 日に宮川小学
校児童と若狭の恵、地区老人
会の皆さんが一緒に稲刈り
右／トマトの生育状況を確
認する山本さんと中尾さん

Ｕ
タ
ー
ン
者
と

Ｉ
タ
ー
ン
者
の
挑
戦

受
け
継
ぐ「
思
い
」

さ
ら
に
次
の
世
代
へ

農
業
が
あ
る
風
景

守
り
続
け
る
決
意

ツナガル

野菜

農林水産省「平成 27年新規就農者調査」より

農林水産省「2015 年農林業センサス報告書」と
福井県「同農林業経営体調査結果（速報）」より

農業就業人口は、全国209万7 千人（平均
66.4 歳）、県内1万8,512 人（平均 70.2 歳）

【 平成27年 全国年齢別農業就業人口 】

新規就農者数は増加傾向

【 全国の新規就農者数の推移 】

1 万

2 万

3万

4万

5万

6万

7万

8万

H23     24         25         26         27

65,030

23,030

21,860
17,94018,600

※下はその内 49 歳以下の就農者

19,280

57,650
50,810

56,480

58,120

(人)

前
ま え の

野 恭
やすのり

慶 さん
（55 歳・加茂）

木
き む ら

村 理
り の

乃 さん
（宮川小学校 5 年生）

山
やまもと

本 聡
さとる

 さん
（36 歳・生守）

中
な か お

尾 充
みつひろ

宏 さん
（29 歳・生守）

東
あずま

 禎
よ し こ

子 さん
（78 歳・下田）

東
あずま

 清
きよとし

俊 さん
（57 歳・下田）

東
あずま

 美
み ゆ き

幸 さん
（54 歳・下田）

U ターン・Ｉターン者 歓迎！
おばまアグリスクール研修生募集

一歩先の農業者へ
先進地研修を支援します

　園芸を中心とした 2年間の農業研
修システムです（研修先：山本農園）。
　研修手当（月 7万円）や宿泊棟の支
援、研修後の就農相談、市内就農奨励
金など市が全力サポートします。

　市内就農もしくは農業経営に必要な
技術等の習得を目的とする人を対象に、
園芸産地の先進農家での研修（6カ月
以上、12カ月以内）支援を行います。

※詳しくは、農林水産課☎ 64・6022
　まで問い合わせてください

65 歳以上
63.5%

60〜64 歳
13.4%

50〜59 歳
11.2%

40〜49 歳
5.3%

15〜39 歳
6.7%
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藻谷 浩介 さん

「人」と「地域」がつながる
小浜の学校給食の取り組み
どこよりも本質的な豊かさ

（株）日本総合研究所調査部 主席研究員

小田切 徳美 さん

多様な担い手が地域農業の鍵
地方消滅論に下を向かずに
新しい半世紀のページを開くとき

明治大学農学部 教授

もたに こうすけ■昭和 39 年
生まれ。全国の地方自治体を
訪れ、地域振興について研究・
著作・講演を行う。NHK 広島
取材班との共著『里山資本主
義』で新書大賞 2014 を受賞

おだぎり とくみ■昭和 34 年
生まれ。日本を代表する農学
者の一人。専攻は農政学・農
村政策論・地域ガバナンス論。
著書に『農山村は消滅しない』

『地域再生のフロンティア』など

　小浜の「校区内型地場産学校給

食」は、とても価値のある取り組

みです。若狭が「御食国」である

ということをこれほど端的に表現

できるものはないと思います。

　給食の世界で地産地消をやって

いるケースは全国でもまだ少な

く、地域の中でもなかなか食材が

揃いません。単に地産地消でもす

ばらしいのですが、「校区内」が

加わることで、教育としての価値

は極めて大きくなります。

　多くの人は、本当に生産者の顔

が見えるものはごく一部しか食べ

ていません。子どもたちが、自分

の校区ではどういうものが採れる

のかを給食を通じて学ぶ。そのこ

とが、知識や経験の豊かさにつな

がります。校区ごと、地域ごとに

違いがあって、多様なところで生

きているということを理解するこ

とが人間の本質的な豊かさです。

　本来、日本は食のバリエーショ

ンが非常に豊富な国ですが、近年

はそれを見失いがちです。同じ物

をコンビニやスーパーで買って大

量消費することが効率が良いとい

う価値観ではなく、地域で季節ご

　1960 年代の高度経済成長期に、

地方で「人の空洞化」が起こるよ

うになりました。80年代は、耕作

放棄地が増大し、「土地の空洞化」。

90 年代には、集落の機能低下が

著しく、「むらの空洞化」が社会

問題となります。現代では、日本

全国どこの地域も、人・土地・む

ら（集落）の空洞化にあえいでい

るというのが現状です。

　3 つの空洞化が進むと、本質的

な「誇りの空洞化」を引き起こして

しまいます。その土地に対して、自

らもしくは次の子ども世代が住み

続けたいと思わなくなることです。

　都市部と農山村の地域格差が広

がる中で、食と農の距離も離れる

という現象が強く出てきています。

　人々の食生活に外食や中食（持

ち帰り）が増え、その過程でどん

とに採れたものを食べるという生

活があることを、学校で教えなけ

ればいけない。それが食育です。

　地産地消は精神的な豊かさはも

ちろん、経済的にも非常に重要で

す。地元産の食材を地域の中で消

費することで、外へ出る金額は少

なくなり、地域内循環が生まれま

す。食文化が多様であればあるほ

ど、名産が育つ可能性や、経済的

なチャンスも増えていきます。

　大分県の湯布院や北海道のニセ

コ町は地産地消を進めることで、観

光誘客という経済効果と、生産者増

な農産物が使われているかが見え

にくくなっています。地方や農業

は徐々に力を失い、今は消滅と存

続の狭間にあると言えます。

　一方で、食と農の距離を縮める

動きも地方から出てきています。

代表的なのは直売所で、地場産学

校給食もその一つと言えます。食

と農の関係を、顔の見える距離ま

で縮めることは非常に大事なこと

ですし、個人農業者に所得ができ、

小さな経済も生み出しています。

　地域の農業が生き残る上で、重

要なのが、多様な農業、多様な担い

による人口増につなげています。

　活性化している地域は、地元で

採れたものを使い、最終的に地元

にお金が落ちる産業づくりをして

います。地産地消はすべての産業

の基本なんです。

　食と自然エネルギーが循環再生

する「里山」は、都会よりもはるか

に豊かで可能性に満ちています。

　小浜は、水と食材の供給力が強

く、生産者にもやる気があるので、

校区単位での食材提供が可能にな

ります。今後は、地産地消が給食

だけでなく、福祉施設や観光関係

など、地域全体に波及していくこ

とを期待したいですね。

　行政には総合的な産業・文化戦

略として考えてほしいですし、市

民の皆さんはこの取り組みを胸を

張って自慢してほしいです。

手を作っていくことです。大規模

農家だけでなく、高齢者や若者、女

性、集落営農まで、多様な農業が

併存し、お互いに切磋琢磨できる

ことこそが、地域農業の強みです。

　2000 年代から徐々に都市部の

若者が農山村に向かうという「田

園回帰」が見られます。若者の意

識変化によるこの現象は、これま

での 50 年とは違う、新しい 50

年のスタートを象徴しているかも

しれません。東京一極集中を進め

るのか、日本中隅々まで輝くよう

な多様な地域を創るのか。今がま

さにその岐路だと思います。

　地域の皆さんには、声をあげる

と同時に、諦めないでほしい。空

洞化が進み、地方の消滅すら言わ

れる状況の中で、地域の方々はと

きとして諦めてしまいがちです。

まだまだ地域には多くの可能性が

眠っており、田園回帰の流れを受

けて、地域再生に向けた政策的な

支援も進んでいます。可能性を共

有し、一人一人が当事者意識を持っ

て、自ら行動し、問題解決の道を

切り開くこと。その動きが地域の

誇りの再生につながっていきます。

多くの地方をその足でめぐり、地域ならではの取り組みを応援してきた、日本が誇る識者の
藻谷浩介さんと小田切徳美さんが、小浜の地場産学校給食、そして農業の未来について語る

５．誇る
誇ろう私たちの豊かな地域を

⓭ 広報おばま　平成 28. 12

識者の視点 Interview

進む空洞化 離れる食と農の距離

地域農業が生き残る鍵は多様性

地産地消が持つ経済的な価値

里山の恵み 胸を張って自慢を

地場産学校給食 本質的な豊かさ

「田園回帰」と地域の誇りの再生
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「
未
来
」
を
育
て
る
と
い
う
こ
と

　

か
つ
て
日
本
の
も
の
づ
く
り
は
、
目
の
前
の
誰

か
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
あ
る
も
の
で
し
た
。
し
か

し
、
効
率
や
生
産
性
を
重
視
す
る
あ
ま
り
近
代
の

日
本
は
そ
の
姿
を
見
失
い
、
生
産
者
と
消
費
者
の

距
離
は
次
第
に
離
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

食
料
自
給
率
は
先
進
国
中
最
低
レ
ベ
ル
に
落
ち

込
み
、
食
品
へ
の
信
頼
低
下
や
弧
食
、
生
活
習
慣

病
が
社
会
問
題
化
。
農
業
者
の
高
齢
化
や
耕
作
放

棄
地
の
増
加
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
衰
退
や
消
滅
論
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
が
私
た
ち
を
取
り
巻
き
ま
す
。

　

一
方
で
、
地
方
の
持
つ
多
様
性
や
人
の
絆
に
光

が
当
た
り
、
移
住
者
や
新
規
就
農
者
の
増
加
に
つ

な
が
る
と
い
う
、
田
園
回
帰
の
流
れ
が
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
呼
応
す
る
よ
う
に
小
浜
で
も
新
た
な
食

の
担
い
手
た
ち
が
、
先
人
の
思
い
を
守
り
、
さ
ら

に
次
の
世
代
へ
受
け
継
ご
う
と
奮
闘
し
て
い
ま
す
。

　

人
と
人
が
「
食
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
暮
ら
し
」

は
、
地
域
の
宝
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
の
心
と
体
を

育
て
、や
が
て
豊
か
な
未
来
へ
と
つ
な
が
り
ま
す
。

　

食
と
農
の
取
り
組
み
は
、
野
菜
や
お
米
を
作
る

だ
け
で
な
く
、「
選
ぶ
」「
届
け
る
」「
調
理
す
る
」「
食

べ
る
」
な
ど
、
こ
の
地
域
で
暮
ら
す
全
て
の
人
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
で
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

今
、
あ
な
た
が
つ
な
が
る
こ
と
で
、
育
つ
未
来

が
あ
り
ま
す
。

【 参考文献 】

「里山資本主義」藻谷浩介・NHK広島取材班 著／角川書店
「農山村は消滅しない」小田切徳美 著／岩波書店
「学校給食への地場食材供給」山田浩子 著／農林統計出版
「心と体を育てる食育」小川雄二・中田典子 著／新日本出版
「食と農を学ぶ人のために」祖田修・杉村和彦 編／世界思想社
「やさしくて正直な「食の作り手」たち」浜美枝 著／家の光協会
「農のある人生」瀧井宏臣 著／中央公論新社
「この国のかたちと農業」田代洋一 著／筑波書房
「農村地域における資源の循環活用と管理」熊谷宏ほか 編／農林統計出版

い
の
ち
を
紡
ぐ

さ
い
こ
う
の
味

や
さ
し
さ
育
む

ル
ー
ツ
が
こ
こ
に

が
ん
ば
る
姿
は 

地
域
の
誇
り

な
か
よ
く 

み
ん
な

つ
な
が
っ
て
い
る

　

今
、
加
斗
地
区
で
若
者
に
よ
る

新
し
い
取
り
組
み
が
始
ま
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。
20
代
か
ら
30
代
の

地
域
住
民
で
作
る
ま
ち
づ
く
り
グ

ル
ー
プ『
加
斗
ク
Ｌ

ラ

ブ

Ｏ
Ｖ
Ｅ
』が
、学

校
給
食
用
の
農
園
を
作
る
と
い
う

事
業『
ツ
ナ
ガ
ル
マ
ル
シ
ェ
』で
す
。

　

代
表
で
専
業
農
家
の
木
村
さ
ん

は
、
給
食
食
材
提
供
者
の
担
い
手

不
足
と
い
う
課
題
を
解
決
す
る
た

め
に
、「
農
業
者
だ
け
で
な
く
、保
護

者
や
地
域
の
人
も
気
軽
に
野
菜
づ

く
り
に
参
加
で
き
る
農
園
を
作
ろ

う
と
思
い
ま
し
た
」と
話
し
ま
す
。

　

田
畑
が
広
が
る
加
斗
地
区
で
、

家
族
や
近
隣
の
人
が
農
業
を
す
る

姿
を
見
て
育
っ
て
き
た
と
言
い
、

「
野
菜
や
お
米
が
と
れ
る
。そ
ん
な

当
た
り
前
の
こ
と
が
当
た
り
前
に

で
き
る
の
が
こ
の
場
所
の
良
い
と

こ
ろ
。
野
菜
づ
く
り
が
地
域
に
目

を
向
け
、
誇
る
き
っ
か
け
に
な
っ

て
ほ
し
い
」と
期
待
を
込
め
ま
す
。

　

11
月
６
日
㊐
、こ
の
農
園
で
、地

元
の
子
ど
も
た
ち
を
招
き
、収
穫
し

た
野
菜
を
使
っ
て
の
ピ
ザ
づ
く
り

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
親
子
で
参
加
し

た
森
本
さ
ん
は
、「
こ
れ
ま
で
は
農

業
に
携
わ
る
機
会
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。自
分
が
作
っ
た
野
菜
を
子

ど
も
た
ち
が
食
べ
て
く
れ
る
と
う

れ
し
い
の
で
、
積
極
的
に
参
加
し
た

い
で
す
」と
笑
顔
で
話
し
ま
し
た
。

　
「
農
園
を
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人

や
も
の
を
つ
な
ぐ
場
所
に
し
た
い
」

と
意
欲
を
み
せ
る
木
村
さ
ん
。
年

間
栽
培
計
画
を
立
て
て
、
野
菜
づ

く
り
を
進
め
る
と
と
も
に
、
小
学

生
や
市
民
を
招
い
て
の
収
穫
感
謝

祭
も
予
定
し
て
い
ま
す
。「
こ
こ
で

の
体
験
を
第
一
歩
に
、
新
し
い
形

の
担
い
手
を
生
ん
で
い
き
た
い
で

す
」
と
力
強
く
前
を
向
き
ま
し
た
。

ツナガル

野菜

６
．
広
が
る

地
域
に
広
が
る
新
し
い
可
能
性

野
菜
づ
く
り
は
、
誇
り
づ
く
り

誰
で
も
参
加
で
き
る
農
園

担
い
手
づ
く
り
の
第
一
歩木

き む ら

村 武
た け し

史 さん
（35 歳・上加斗）

森
もりもと

本 達
た つ や

也 さん
（33 歳・鯉川）

給食農園で野菜づくり  地域を誇るきっかけに

右上／ 11 月 6 日に行われたピザづくり。窯も加斗ク LOVE のメンバーが組み立てた。左上／上加斗の農園でピー
マンなどを収穫。右下・左下／この日は、地元加斗小学校の 3 年生 5 人や地域おこし協力隊の隊員らが参加した

あなたの野菜を給食に出してみませんか

　教育委員会では、学校給食に野菜などの食材を納入いただける人
を募集しています。農業者だけでなく、家庭菜園をしている一般の
人でも構いません。「家庭で食べても野菜が余ってしまう」という
人はぜひご連絡ください。「作る量が少ない」「形が整っていない」
「一年を通じて出せない」と悩んでいる人も、一度ご相談ください。

■問い合わせ　教育総務課☎ 64・6032

⓯ 広報おばま　平成 28. 12


