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た
め
、
現
在
は
次
の
ス
テ
ッ
プ

へ
向
け
て
準
備
中
で
す
。

―　
長
野
市
街
地
で
も
ク
マ
や

イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
目
撃
情
報
が

あ
り
、
鳥
獣
害
が
身
近
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。
被
害
を
減
ら
す
に
は
害
獣

を
減
ら
せ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
？

　
害
獣
を
駆
除
し
て
も
森
が
維

持
さ
れ
て
い
れ
ば
獣
は
減
り
ま

せ
ん
。
他
に
も
防
護
柵
や
廃
果

等
誘
因
物
除
去
、
藪
払
い
も
必

要
で
す
。駆
除
は
必
要
で
す
が
、

そ
こ
に
頼
り
す
ぎ
て
い
ま
す
。

担
う
猟
友
会
会
員
の
高
齢
化
や

会
員
減
が
深
刻
で
す
し
、本
来
、

趣
味
で
狩
猟
を
行
う
人
々
に
依

存
す
る
の
は
問
題
で
す
。
最
近

は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
は
じ

め
狩
猟
免
許
を
と
る
人
も
増
え

て
い
ま
す
。
狩
猟
免
許
を
所
持

す
る
こ
と
や
弾
薬
な
ど
の
消
耗

品
に
も
お
金
が
か
か
る
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
地
域

を
支
え
る
従
事
者
へ
の
配
慮
が

必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

―　
被
害
対
策
を
専
門
と
す
る

駆
除
専
従
者
が
必
要
で
す
か
。

　
必
要
で
す
が
、
駆
除
だ
け
で
な

く
防
除
や
利
活
用
な
ど
総
合
的
な

鳥
獣
対
策
を
進
め
る
た
め
の
専
従

者
が
市
町
村
に
必
要
で
す
。

―　
見
直
す
の
は
、
国
や
市
町

村
の
制
度
だ
け
で
い
い
の
で

し
ょ
う
か
？

　
森
の
環
境
を
整
え
、
積
極
的

に
森
林
を
活
用
す
る
こ
と
も
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
実
は
、
今
の
日

本
の
森
林
資
源
量
は
過
去
50
年

の
間
に
２・
８
倍
！
豊
富
な
森

林
が
あ
る
の
に
活
用
で
き
て
お

ら
ず
、
資
源
の
有
効
な
活
用
方

法
も
一
緒
に
考
え
て
い
く
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。

―　
里
山
が
荒
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
も
原
因
の
一
つ
で
し
ょ
う

か
？

　
中
山
間
地
か
ら
人
が
離
れ
た

こ
と
で
人
間
と
獣
た
ち
と
の
す

み
分
け
が
で
き
な
く
な
っ
て
い

信
州
野
生
生
物
保
全
セ
ン
タ
ー　

事
務
局
長　

陸く
が　
斉ひ
と
しさ
ん

　
「
有
害
鳥
獣
」
と
は
、
人
畜
や
農
作
物
に
被
害
を
与
え
る
鳥

獣
の
こ
と
を
言
い
、
令
和
元
年
度
の
全
国
の
鳥
獣
に
よ
る
農
作

物
被
害
は
１
５
８
億
円
に
上
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
約
5
億
円
が

長
野
県
。
他
に
も
、
林
業
被
害
や
市
街
地
で
の
人
的
被
害
な
ど

が
発
生
し
て
お
り
、
そ
の
対
策
が
急
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
で
は
、
２
０
２
３
年
ま
で
に
ニ
ホ
ン
ジ
カ
（
以
下
シ
カ
）

や
イ
ノ
シ
シ
の
生
息
数
を
半
減
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
て
、

ま
す
。
耕
作
放
棄
地
が
増
え
て

荒
れ
る
里
山
を
、一
緒
に
整
備
、

支
援
す
る
交
流
人
口
を
増
や

す
。
ま
た
、
長
年
培
わ
れ
て
き

た
知
識
や
能
力
を
受
け
継
ぎ
、

そ
の
地
で
暮
ら
す
若
い
世
代
を

増
や
し
て
い
か
な
い
と
、
こ
の

ま
ま
で
は
日
本
の
風
土
や
文
化

が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

―　
有
害
鳥
獣
の
問
題
は
地
域

の
伝
統
や
暮
ら
し
の
存
続
に
も

つ
な
が
る
ん
で
す
ね
。

　
目
の
前
の
動
物
の
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
地
で
幸
せ
に

暮
ら
す
と
い
う
福
祉
と
も
深
く

関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
自
然
の
多
い
地
域

で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
独
自

の
し
く
み
作
り
を
、
み
ん
な
で

考
え
る
こ
と
が
今
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。

有
害
鳥
獣
は
、

減
ら
せ
ば
い
い
の
？

特 集

獣
問
題
に
関
わ
る
有
志
に
よ
り

発
足
し
ま
し
た
。
行
政
へ
の
提

案
や
長
野
県
と
の
協
働
事
業
と

し
て
対
策
学
習
ビ
デ
オ
の
発

刊
、現
地
で
の
対
策
学
習
会
や
、

野
生
生
物
へ
の
理
解
を
深
め
る

学
習
活
動
な
ど
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。
提
案
が
県
内
の
対
策
に

反
映
さ
れ
る
な
ど
当
初
の
設
置

目
的
が
一
定
程
度
達
成
さ
れ
た

―　
信
州
野
生
生
物
保
全
セ
ン

タ
ー
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
？

　
野
生
動
物
に
よ
る
農
林
業
被

害
対
策
を
効
果
的
に
進
め
る
た

め
に
何
を
な
す
べ
き
か
、
に
つ

い
て
提
言
や
対
策
技
術
の
普
及

を
は
か
る
た
め
に
、
２
０
０
１

年
に
長
野
県
内
在
住
の
野
生
鳥

そ
の
頭
数
は
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
目
の
前
の
鳥

獣
を
減
ら
す
こ
と
だ
け
で
課
題
は
解
決
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
自
然
豊
か
な
長
野
で
、
人
々
は
長
年
野
生
鳥
獣
と

共
存
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
今
、
私
た
ち
が
直
面
す
る
有
害

鳥
獣
は
、
人
々
の
暮
ら
し
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
始
め
て
い
ま

す
。
私
た
ち
が
今
の
暮
ら
し
の
中
で
野
生
鳥
獣
と
と
も
に
生
き

る
道
を
、
山
と
向
き
合
う
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
の
声
か
ら
探
り

ま
す
。

巻
頭

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
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こ
な
ら
撃
た
れ
な
い
と

わ
か
っ
て
動
く
シ
カ
も

い
る
」
と
、
駆
除
と
保

護
の
境
界
線
に
頭
を
悩

ま
せ
る
こ
と
も
多
い
そ

う
で
す
。

　
し
か
し
駆
除
だ
け
で

な
く
、
獲
っ
た
獲
物
の

肉
は
ジ
ビ
エ
に
、
骨
や

皮
ま
で
も
有
効
に
活
用

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
信
州
里
山
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
、
認
定
鳥
獣
捕
獲

等
事
業
者
（
※
）
と
し
て
県
か

ら
認
定
を
受
け
た
、
狩
猟
の
プ

ロ
集
団
で
す
。
近
年
北
信
地
域

に
も
増
加
し
て
い
る
シ
カ
に
つ

い
て
「
保
護
区
と
呼
ば
れ
る
狩

猟
で
き
な
い
区
域
か
ら
出
て
き

た
シ
カ
が
、
里
を
荒
ら
し
て
ま

た
保
護
区
に
帰
っ
て
い
く
。
こ

特集　有害鳥獣は、減らせばいいの？

「
な
が
の
ジ
ビ
エ
普
及
促
進
事

業
」
と
紐
づ
け
、
力
を
入
れ
て

い
る
の
は
捕
獲
活
動
で
す
。
そ

れ
を
担
っ
て
い
る
の
は
、「
長

野
市
鳥
獣
被
害
対
策
実
施
隊
」。

猟
友
会
会
員
や
農
協
組
合
員
な

ど
で
構
成
す
る
有
害
鳥
獣
対
策

協
議
会
が
推
薦
し
て
い
ま
す
。

　
農
作
物
に
被
害
を
も
た
ら
す

シ
カ
と
イ
ノ
シ
シ
を
中
心
に
、

ジ
ビ
エ
の
普
及
促
進
に
努
め
、

長
野
市
の
地
域
資
源
と
し
て
の

有
効
活
用
を
目
指
し
て
い
ま

す
。
飲
食
店
で
の
提
供
だ
け
で

な
く
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
ジ
ビ

地
域
資
源
と
し
て
の
ジ
ビ
エ
活
用
と

振
興
を
目
指
す

長
野
市
農
林
部
い
の
し
か
対
策
課　

　
主
幹
兼
補
佐　

北
村
俊
英
さ
ん

命
を
い
た
だ
く

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
信
州
里
山
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト　

　
理
事
長　

今
井
勝
晴
さ
ん

　
理
事　

宮
川
仁
司
さ
ん

エ
に
親
し
ん
で
も
ら
う
た
め
、

食
育
の
一
環
と
し
て
学
校
給
食

に
も
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。「
料

理
の
主
役
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、
命
の
尊
さ
や
長
野
の
資
源

と
し
て
山
の
恵
み
を
知
っ
て
も

ら
え
た
ら
」
と
北
村
さ
ん
は
期

待
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
は
、
高
齢
化
等
に
よ
り

減
少
す
る
実
施
隊
員
の
育
成

と
、
販
路
が
増
え
た
加
工
品
の

安
定
し
た
供
給
が
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

ジビエありきの
有害鳥獣対策になっていない？

有害鳥獣駆除従事者の立場から

　
「
狩
猟
者
に
と
っ
て
駆
除
、
捕
獲
活
動

は
重
労
働
な
の
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
難

し
い
。
ま
た
、
報
償
金
は
あ
っ
て
も
、
生

計
は
成
り
立
た
ず
狩
猟
免
許
を
手
放
す
人

も
い
る
」
と
A
さ
ん
。
日
本
中
で
増
加
す

る
シ
カ
は
、
２
０
０
５
年
か
ら
の
10
年
間

で
倍
増
し
、
２
０
１
４
年
の
ピ
ー
ク
時
は

全
国
で
２
４
６
万
頭
に
ま
で
達
し
ま
し

た
。
シ
カ
は
植
物
や
樹
木
を
食
べ
て
枯
ら

し
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
暮
ら
す
昆
虫
や
鳥

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。樹
木
が
枯
れ
、

山
が
ま
る
裸
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
き
れ

い
な
水
が
確
保
で
き
ず
、
土
砂
崩
れ
な
ど

の
災
害
が
お
き
る
危
険
も
高
ま
り
ま
す
。

災
害
に
よ
る
損
害
、
農
業
や
林
業
に
与
え

る
影
響
を
考
え
る
と
、
こ
の
ま
ま
駆
除
す

る
人
が
減
る
こ
と
で
被
害
が
さ
ら
に
増
え

る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
ま
す
。

中条地区にある市のジビエ加工センター

　
平
成
31
年
に
農
業
被
害
や
鳥

獣
捕
獲
労
力
の
軽
減
お
よ
び
中

山
間
地
活
性
化
の
た
め
稼
働
開

始
し
た
長
野
市
ジ
ビ
エ
加
工
セ

ン
タ
ー
と
、
長
野
市
の
鳥
獣
被

害
対
策
の
状
況
に
つ
い
て
北
村

俊
英
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し

た
。

　
長
野
市
は
、
有
害
鳥
獣
の
捕

獲
、
人
と
の
棲
み
分
け
の
た
め

緩
衝
帯
の
設
置
に
よ
る
防
除
、

里
山
な
ど
の
環
境
整
備
を
中
心

に
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち

長
野
市
が
長
期
戦
略
２
０
４
０

　
そ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
、
新

た
に
狩
猟
免
許
取
得
者
を
増
や
す
と
同
時

に
、
今
の
狩
猟
者
を
プ
ロ
の
有
害
鳥
獣
駆

除
従
事
者
と
し
て
育
て
る
こ
と
が
重
要
で

す
。「
動
物
の
命
を
奪
う
と
い
う
特
殊
な

仕
事
で
あ
り
、
誰
で
も
で
き
る
こ
と
で
は

な
い
。
そ
の
従
事
者
に
対
し
て
手
当
は
妥

当
な
の
か
、
検
討
が
必
要
」
と
の
こ
と
。

ま
た
、
２
０
２
１
年
4
月
か
ら
捕
獲
補
助

金
の
金
額
が
、
食
肉
と
し
て
使
え
る
か
に

よ
っ
て
変
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。「
ま

さ
に
ジ
ビ
エ
あ
り
き
の
制
度
。
ジ
ビ
エ
は

あ
く
ま
で
も
利
活
用
で
あ
っ
て
目
的
で
は

な
い
。
有
害
鳥
獣
は
地
方
の
過
疎
化
、
耕

作
放
棄
地
が
増
え
る
こ
と
が
原
因
で
あ

り
、
こ
う
し
た
環
境
整
備
も
同
時
に
進
め

て
い
か
な
い
と
根
本
的
な
解
決
に
は
至
ら

な
い
」
と
指
摘
し
ま
し
た
。

狩猟体験ツアーで説明をする様子

※ご本人の希望で匿名となっています。ご了承ください。

※認定鳥獣捕獲事業者とは、都道府県知事が認定する、安全か
つ効果的に捕獲等をするために必要な技能及び知識をもつ法
人のことです。
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い
い
こ
と
」
と
宮
川
さ
ん
。
今

ま
で
の
参
加
者
の
中
で
実
際
に

狩
猟
免
許
を
取
得
し
た
人
も
い

て
、
確
実
に
裾
野
を
広
げ
て
い

ま
す
。

　
新
規
免
許
取
得
者
を
増
や
す

と
同
時
に
、「
獲
物
を
い
か
に

有
効
活
用
で
き
る
か
は
、
仕
留

め
方
に
よ
っ
て
変
わ
る
。
い
か

に
う
ま
く
仕
留
め
る
か
、
狩
猟

の
プ
ロ
を
育
て
る
こ
と
も
大

事
」
と
話
し
ま
し
た
。

特集　有害鳥獣は、減らせばいいの？

し
て
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た

ら
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ま
め
っ
て
ぇ
鬼
無
里

吉
田
廣
子
さ
ん

　
「
食
」
や
「
林
業
」「
米
作
り
」

な
ど
、
鬼
無
里
の
暮
ら
し
・
文

化
を
知
っ
て
も
ら
い
、
地
域
に

関
わ
っ
て
も
ら
う
た
め
の
活
動

を
続
け
て
き
た
同
法
人
。
今
年

度
か
ら
は
、
鬼
無
里
の
豊
か
な

資
源
を
活
か
し
な
が
ら
関
係
人

す
る
こ
と
で
捨
て
る
部
分
を
少

な
く
す
る
努
力
を
し
て
い
ま

す
。
今
井
さ
ん
は
、「
有
害
鳥

獣
と
は
い
え
、
命
。
た
だ
埋
葬

す
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ

け
活
用
し
た
い
」と
話
し
ま
す
。

　
委
託
を
受
け
有
害
鳥
獣
の
駆

除
を
行
う
一
方
で
、
狩
猟
体
験

ツ
ア
ー
を
開
催
。
若
手
の
育
成

に
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。「
最

近
は
女
性
の
参
加
が
増
え
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
り
全
体
数
が
増

え
、
活
気
も
出
る
の
で
と
て
も

き
っ
か
け
で
、
住
民
同
士
が
知

恵
や
力
を
出
し
合
う
仕
組
み

「
な
か
ち
ゃ
ん
」
が
生
ま
れ
ま

し
た
。
な
か
ち
ゃ
ん
の
主
な
活

動
は
、
草
刈
り
、
大
工
仕
事
、

畑
お
こ
し
な
ど
の
日
常
の
困
り

ご
と
の
手
助
け
。
会
員
に
な
れ

ば
力
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
な
か
ち
ゃ
ん
に
助
け
て
も

ら
う
こ
と
で
、
田
畑
を
続
け
る

こ
と
が
で
き
、
農
地
を
守
る
こ

と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
地
で
暮
ら
し
続
け
る
た

め
の
し
く
み
が
、
里
山
の
荒
廃

を
防
ぐ
一
助
に
も
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
こ

こ
で
ず
っ
と
暮
ら
し
て
い
き
た

い
か
ら
、
そ
の
た
め
に
助
け
合

う
。
で
き
た
頃
は
山
の
住
民
の

も
の
だ
っ
た
し
く
み
も
、
今
や

里
で
も
必
要
に
な
っ
て
い
る
」

と
黒
岩
さ
ん
。

　
な
か
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
、
地

域
福
祉
の
た
め
に
で
き
た
既
存

の
し
く
み
に
も
、
鳥
獣
被
害
解

決
の
糸
口
が
あ
り
そ
う
で
す
。

里
山
を
守
る
人
々

　
鳥
獣
に
直
接
向
き
合
う
人
た

ち
が
い
る
一
方
で
、
荒
れ
つ
つ

あ
る
里
山
を
守
り
、
次
世
代
へ

つ
な
ご
う
と
す
る
動
き
も
あ
り

ま
す
。

大
岡
森
林
塾廣田

忠
夫
さ
ん

　
廣
田
さ
ん
は
、
祖
父
か
ら
引

き
継
い
だ
林
業
を
営
み
、
ず
っ

と
大
岡
で
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
。

戦
後
、
外
国
材
の
輸
入
や
ガ
ス

の
普
及
に
よ
り
木
材
が
売
れ
な

く
な
り
、
林
業
に
従
事
す
る
人

が
減
少
す
る
中
で
も
、
大
岡
の

山
を
守
り
続
け
て
い
ま
す
。

　
「
人
口
減
少
に
よ
っ
て
山
が

荒
れ
、
耕
作
放
棄
地
が
増
え
、

自
然
と
人
と
の
共
存
の
バ
ラ
ン

ス
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ

ま
で
守
っ
て
き
た
里
山
を
適
正

に
管
理
す
る
こ
と
が
動
物
た
ち

と
の
共
存
に
も
つ
な
が
る
」
と

廣
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　
廣
田
さ
ん
は
、
２
０
１
４
年

移
住
し
て
き
た
人
や
次
世
代
の

口
・
サ
ポ
ー
タ
ー
を
増
や
す
た

め
、
人
づ
く
り
の
視
点
で
活
動

を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　
山
の
あ
り
方
を
知
り
、
暮
ら

し
の
中
に
あ
る
技
術
を
引
き
継

ぎ
な
が
ら
、
子
ど
も
も
大
人
も

役
割
を
も
ち
、
一
緒
に
楽
し
め

る
。
そ
ん
な
「
自
分
た
ち
が
目

指
す
里
山
の
形
」
を
見
せ
て
い

　
今
か
ら
18
年
前
、「
家
の
周
り

の
草
刈
り
が
で
き
な
く
な
っ
た
」

　
今
回
の
取
材
で
、
自
然
と
の
共
存
の
手
立
て
は
も
と
も

と
私
た
ち
の
手
に
あ
る
と
確
信
し
ま
し
た
。
長
い
間
培
っ

て
き
た
知
恵
や
技
術
を
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
受
け
継
ぎ
、
担

う
こ
と
が
で
き
た
ら
。
昔
の
生
活
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な

く
て
も
、
今
の
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
あ
り
そ
う
で
す
。

里
山
を
守
る
取
り
組
み
に
参
加
す
る
、
中
山
間
地
と
の
交

流
、
ジ
ビ
エ
を
食
べ
る
…
。
限
ら
れ
た
人
た
ち
だ
け
が
頑

張
っ
て
も
持
続
可
能
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
初
夏
、
信
州
な

ら
で
は
の
美
し
い
山
の
景
色
を
見
な
が
ら
自
然
と
の
向
き

合
い
方
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

な
か
ち
ゃ
ん
で
助
け
合
う

　
中
条
地
区
住
民
自
治
協
議
会　
　
　
　
　
　

　
　
地
域
福
祉
ワ
ー
カ
ー　

黒
岩
秀
美
さ
ん

き
た
い
と
吉
田
さ
ん
。
高
齢
化

し
荒
廃
す
る
里
山
を
再
生
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
動
き
出
し
ま

す
。

里
山
保
全
と
福
祉
の
つ
な
が
り

「
土
を
お
こ

せ
ず
畑
が
荒

れ
て
し
ま

う
」
な
ど
地

域
の
「
困
っ

た
な
ぁ
」
と

い
う
声
が

人
た
ち
と
一
緒
に

大
岡
森
林
塾
を
設

立
。
山
に
入
り
、

木
を
伐
り
、
活
用

す
る
、
里
山
の
暮

ら
し
を
守
り
受
け

継
ぐ
活
動
を
し
て

い
ま
す
。
今
、
日

本
の
木
材
の
値
段

が
上
昇
し
て
い
る

こ
と
も
あ
り
、
若

い
世
代
に
生
業
と

大岡森林塾のまきづくりの様子
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だ
、
今
日
の
発
表
練
習
は
1
回

し
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
緊
張

し
ま
し
た
」
と
ほ
っ
と
し
た
様

子
。

　
各
団
体
と
も
コ
ロ
ナ
禍
で
十

　
「
令
和
２
年
度

な
が
の
ま
ち
づ
く

り
活
動
支
援
事

業
」
で
採
択
さ
れ

た
団
体
の
活
動
報

告
会
が
5
月
20
日

大
豆
島
公
民
館
で

開
か
れ
ま
し
た
。

住
民
自
治
協
議
会

を
含
む
19
の
市
民

活
動
団
体
か
ら
約

50
人
が
参
加
し
、

1
年
間
の
活
動
内

容
を
持
ち
時
間
5

分
に
ま
と
め
て
発

表
し
ま
し
た
。

　
「
若
穂
民
話
の

会
」
は
、
地
域
で

語
り
つ
が
れ
て
き

令和２年度　ながのまちづくり活動支援事業補助金
活 動 報 告 会

手作り紙芝居を使って民話を伝えるメンバー

分
な
活
動
が
で
き
ず
、
苦
労
の

跡
も
見
え
ま
し
た
が
、
工
夫
を

凝
ら
し
て
成
果
を
ア
ピ
ー
ル
し

て
い
ま
し
た
。
発
表
後
の
講
評

で
、
補
助
金
審
査
委
員
の
藤
原

萌
実
さ
ん
は
「
今
日
の
よ
う
な

活
動
発
表
を
地
元
の
皆
さ
ん
に

た
く
さ
ん
見
せ
て
あ
げ
て
下
さ

い
」
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

険
性
」
に
う
つ
り
ま
す
。
講
師

の
千
野
さ
ん
か
ら
「
部
屋
で
撮

影
す
る
際
に
、
制
服
な
ど
が
映

り
込
ん
で
な
い
か
、
屋
外
で
は

場
所
が
特
定
さ
れ
や
す
い
電
信

柱
に
も
注
意
が
必
要
」
と
ア
ド

バ
イ
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

を
受
け
、
参
加
者
か
ら
は
「
日

頃
か
ら
新
聞
や
本
を
含
め
て
さ

ま
ざ
ま
な
媒
体
か
ら
情
報
を
と

り
、
視
野
を
広
く
持
つ
こ
と
で

嘘
の
情
報
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
自

ら
発
信
し
な
い
よ
う
に
し
た

い
」
と
い
う
意
見
が
で
ま
し

た
。

　
後
半
は
、
４
つ
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
ご

と
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、

イ
ベ
ン
ト
を
広
報
す
る
と
い
う

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
ど
の
グ

ル
ー
プ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を

活
か
し
、
工
夫
し
て
発
信
し
て

い
ま
し
た
。

　

60
代
の
男
性
参
加
者
は
、

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
危
険
性
や
特
徴
を

自
分
な
り
に
理
解
し
た
う
え

で
、
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
し
て

い
く
こ
と
が
大
切
と
感
じ
た
」

と
話
し
ま
し
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
講
座　
ネ
ッ
ト
リ
テ
ラ
シ
ー
の
い
ろ
は

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
う
ま
く
使
え
て
ま
す
か
？
」

「Instagramは存在感のある画像と♯ ( ハッシュタグ )
をつけて検索しやすく」と発表

た
民
話
を
集
め
た
「
若
穂
の
み

ん
わ
全
4
集
」
の
う
ち
発
刊
し

た
第
1
、
2
集
を
披
露
。
い
っ

し
ょ
に
作
成
し
た
手
作
り
紙
芝

居
を
使
っ
て
の
発
表
で
注
目
を

集
め
ま
し
た
。
発
表
を
終
え
た

小
山
仁
子
さ
ん
は
「
良
い
教
材

が
で
き
あ
が
っ
た
の
で
学
校
や

地
区
行
事
な
ど
で
積
極
的
に
上

演
、
朗
読
し
て
い
ま
す
。
た

　

市
民
活
動
に
活
用
で
き
る

Facebook

やInstagram

な

ど
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル

ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
サ
ー
ビ

ス
）
。
特
徴
や
危
険
性
を
理
解

し
、
上
手
に
活
用
す
る
た
め
の

講
座
を
、
5
月
29
日
ソ
フ
ト

バ
ン
ク
株
式
会
社
千
野
敬
子

さ
ん
と
唐
木
快
枝
さ
ん
を
講

師
に
開
催
。
10
～
70
代
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
初
心
者
か
ら
慣
れ
て
い

る
人
ま
で
、
幅
広
い
参
加
者

が
集
ま
り
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
利

用
状
況
や
使
う
目
的
、
特

徴
に
つ
い
て
意
見
交
換
。

Facebook

は
若
い
世
代

が
利
用
し
て
お
ら
ず
、

T
w
itter

は
特
に
60
代
以
上

の
利
用
率
が
低
い
な
ど
と

い
っ
た
傾
向
が
明
ら
か
に
。

そ
の
後
話
題
は
投
稿
の
「
危
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来
、地
域
に
根
を
張
り
、仲

間
と
共
に
活
動
し
て
い
ま

す
。

まんまるの！

る
。
う
ど
ん
も
家
で
作
る
の
が
当
た
り
前
」

と
話
す
吉
田
さ
ん
。
地
域
の
生
活
改
善
グ

ル
ー
プ
の
活
動
に
関
わ
っ
た
際
に
、
先
輩

か
ら
言
わ
れ
た
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

「
こ
の
手
で
で
き
な
い
こ
と
は
何
も
な
い
ん

だ
よ
」。自
給
自
足
の
暮
ら
し
に
ワ
ク
ワ
ク・

ド
キ
ド
キ
の
繰
り
返
し
だっ
た
そ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、
２
０
０
５
年
、
鬼
無
里
村
が

長
野
市
に
合
併
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
市
が
合
併
地
区
で
の
観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
企
画
、
当
時
区
長
会
副
会
長
の
吉

田
さ
ん
も
「
鬼
無
里
イ

ヤ
ー
」
の
実
行
委
員
に
。

同
時
に
山
岳
フ
ォ
ー
ラ
ム

も
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ヴェ

ル
ヘ
ン
ヴ
ェ
ル
グ
へ
視
察

に
。
そ
こ
で
、
環
境
に

配
慮
し
た
街
を
目
指
す

先
進
的
な
取
り
組
み
を

知
って
心
を
動
か
さ
れ
ま

す
。

　
鬼
無
里
イ
ヤ
ー
終
了

　
吉
田
地
区
出
身
。
独
身
時
代
は
権
堂

の
理
髪
店
に
勤
め
、
結
婚
を
機
に
鬼
無
里

村
の
兼
業
農
家
の
「
嫁
」

と
な
り
ま
し
た
。

　
「
鬼
無
里
の
暮
ら
し
は

と
て
も
豊
か
。
街
と
は

１
８
０
度
違
う
。
こ
こ

で
は
米
も
み
そ
も
切
れ
る

こ
と
は
な
い
し
、
野
菜
も

い
つ
で
も
山
の
よ
う
に
あ

団体情報　NPO 法人まめってぇ鬼無里
	 長野市鬼無里1657　TEL	026-219-3107
	 URL:https://mamettee.org

NPO法人まめってぇ鬼無里　
事務局長　吉田　廣子さん

後
、
実
行
委
員
の
中
の
4
人
と
「
再
生
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
食
の
自
給
を
柱
に
、
持
続
可

能
な
取
り
組
み
を
」
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
設

立
。「
環
境
に
や
さ
し
い
移
動
手
段
に
よ

る
中
山
間
地
域
の
活
性
化
」
を
テ
ー
マ
に
、

文
部
科
学
省
の
研
究
事
業
に
申
請
し
ま

す
。
鬼
無
里
を
訪
れ
る
人
は
マ
イ
カ
ー
か

バ
ス
、
地
区
内
で
の
Ｃ
Ｏ
２
削
減
を
目
指

し
、
小
水
力
や
バ
イ
オ
マ
ス
、
太
陽
光
発

電
を
試
み
な
が
ら
電
気
バ
ス
を
レ
ン
タ
ル
し

て
実
験
を
し
ま
し
た
。

　
法
人
で
は
こ
れ
ま
で
鬼
無
里
の
魅
力
を

知
って
も
ら
い
、
共
に
課
題
解
決
す
る
人

材
育
成
の
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
、
間
伐
材
を

活
用
す
る
薪
活
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
精
力

的
に
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
今

年
か
ら
は
さ
ら
に
そ
の
先
に
進
も
う
と
し

て
い
ま
す
。（
特
集
記
事
参
照
）

　
吉
田
さ
ん
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
楽
し
く
な

い
こ
と
は
や
ら
な
い
」
で
す
。
ど
ん
な
ワ
ク

ワ
ク
・
ド
キ
ド
キ
が
鬼
無
里
に
あ
る
の
か
。

吉
田
さ
ん
に
会
い
に
行
って
み
ま
せ
ん
か
？

　

同
法
人
は
２
０
２
１
年
２
月
、小
田

切
地
区
で
設
立
。ハ
ー
ブ
の一種
エ
ル
ダ

ー
フ
ラ
ワ
ー
の
栽
培・商
品
化
に
よ
る
地

域
の
活
性
化
、持
続
可
能
な
地
域
づ
く

り
を
目
指
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
エ

ル
ダ
ー
フ
ラ
ワ
ー
で
す
が
、日
本
で
栽
培

し
て
い
る
場
所
は
ほ
と
ん
ど
な
い
そ
う
で

す
。丈
夫
で
育
て
や
す
く
、虫
も
つ
き
ま

せ
ん
。花
は
と
て
も
か
わ
い
ら
し
く
、化

粧
品
や
食
品
な
ど
に
加
工
で
き
、ア
レ
ル

ギ
ー
に
も
効
く
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。首

都
圏
の
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
か
ら
も
問
い

合
わ
せ
が
来
る
と
の
こ
と
。

　
「
小
田
切
は
小
さ
な
地
区
だ
が
、〝
わ

か
ち
合
い
〟の
心
が
あ
っ
て
素
晴
ら
し

い
」と
理
事
長
の
安
西
晋す
す
むさ
ん
。地
域
お

こ
し
協
力
隊
Ｏ
Ｂ
と
し
て
赴
任
し
て
以

プロフィール
長野市吉田地区出身
夫と犬 2匹と暮らし、趣味は畑の草とり

エルダーフラワーの花
これを摘んで商品に加工
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そ
の
後
実
際
に
花
壇
を
見
て
デ
ザ
イ

ン
案
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
花
壇
の
デ
ザ
イ
ン
は
初
め
て
と
い

う
学
生
た
ち
で
し
た
が
、
徐
々
に
活

発
な
意
見
が
飛
び
交
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。「
ハ
ー
ト
の
形
に
し
た
い
」

「
花
の
高
さ
を
段
々
に
」
な
ど
学
生

ら
し
い
視
点
で
デ
ザ
イ
ン
が
決
定
。

学
生
か
ら
は
「
協
力
し
て
作
る
こ
と

が
楽
し
く
、
デ
ザ
イ
ン
だ
け
で
は
な

く
企
業
が
取
り
組
む
社
会
貢
献
活
動

の
勉
強
に
な
っ
た
」
と
い
う
声
も
あ

り
、「
学
生
と
活
動
で
き
て
よ
か
っ

た
」
と
小
川
さ
ん
。

　
花
が
植
え
ら
れ
る
の
は
6
月
下
旬
。

篠
ノ
井
国
道
19
号
沿
い
秋
古
工
場

前
の
花
壇
を
み
ん
な
で
見
に
行
き
ま

し
ょ
う
！

コロナ禍でも
できることがある

大豆島地区住民自治協議会

NAOTOMIクリーン
花壇をつくろう！
直富商事株式会社

　
産
業
廃
棄
物
処
理
や
資
源
物
回
収
業

の
直
富
商
事
株
式
会
社
は
、
地
域
や
社

会
と
つ
な
が
る
取
り
組
み
と
し
て
、
環

境
美
化
な
ど
の
社
会
貢
献
活
動
に
力
を

入
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、

　
5
月
7
日
、
大
豆
島
地
区
住
民
自

治
協
議
会
が
開
催
す
る
子
育
て
サ
ロ

ン
に
、
乳
幼
児
親
子
10
組
が
参
加
し

ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
滑
り
台
や

か
け
っ
こ
な
ど
で
遊
ぶ
か
た
わ
ら
、

母
親
同
士
楽
し
そ
う
に
話
す
姿
も
多

２
０
２
０
年
9
月
か
ら
隣
接
す
る
大

豆
島
公
民
館
で
月
1
回
の
開
催
に
こ

ぎ
つ
け
ま
し
た
。

　
主
任
児
童
委
員
の
小
林
厚
子
さ
ん

は
、「
お
母
さ
ん
た
ち
の
情
報
交
換

の
場
と
し
て
と
て
も
必
要
と
さ
れ
て

お
り
、
開
催
を
待
ち
望
む
声
が
多

か
っ
た
。
た
く
さ
ん
遊
ん
で
交
流
を

楽
し
ん
で
ほ
し
い
」
と
再
開
を
喜
び

ま
し
た
。

　
地
域
福
祉
ワ
ー
カ
ー
の
平
野
歌
織

さ
ん
は
、「
た
だ
中
止
す
る
の
で
は

な
く
、
ど
う
し
た
ら
で
き
る
の
か
と

話
し
合
い
を
重
ね
た
。
多
く
の
親
子

に
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
今
後

も
地
域
一
体
で
協
力
し
合
い
た
い
」

と
話
し
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
も
前
向

き
に
取
り
組
も
う
と
す
る
姿
勢
が
印

象
的
で
し
た
。

篠ノ井
＆

大豆島

話し合いながら、花壇のデザインを書き込んでます

絵本をひっくり返し、大人も一緒に遊びます

同
社
秋
古
工
場
前
の
国
有
地
の

花
壇
を
管
理
。
今
年
度
は
初
め
て

若
者
の
地
域
活
動
体
験
プ
ロ
グ

ラ
ム
「
地
域
ま
る
ご
と
キ
ャ
ン
パ

ス
」
に
参
加
し
、
学
生
の
受
け
入

れ
を
し
て
い
ま
す
。

　
5
月
8
日
土
曜
日
、
緑
化
や

美
化
活
動
に
興
味
を
も
つ
学
生

6
人
が
参
加
し
、
花
壇
の
デ
ザ

イ
ン
を
決
め
る
1
回
目
の
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

ず
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
室
主

任
の
小
川
和
美
さ
ん
か
ら
こ
の

活
動
に
つ
い
て
の
事
前
説
明
。

く
見
ら
れ
ま
し
た
。
参
加
者
は

「
遊
ぶ
場
所
が
限
ら
れ
て
し
ま

い
、
窮
屈
な
思
い
が
続
い
て
い

た
。
存
分
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き

て
子
ど
も
も
楽
し
そ
う
」
と
話

し
ま
し
た
。

　
同
サ
ロ
ン
は
毎
月
3
回
児
童

セ
ン
タ
ー
を
借
り
て
開
催
し
て

き
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
一

時
中
止
。
そ
の
後
消
毒
の
徹

底
や
密
を
避
け
参
加
人
数
を

限
定
す
る
、
お
も
ち
ゃ
の
数

を
減
ら
す
な
ど
の
対
策
を
し
、
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　信州地域デザインセンター（UDC信州）は、中央通り、北野文芸座の向かい側、土蔵造り
の老舗を改装した建物の二階にあります。地域の特色を活かしたまちづくりを目指し、長野県
とUR都市機構、まちなみカントリープレス、東京大学と信州大学といった公・民・学が連携し
て、2019年にオープン。コーディネーターの倉根明徳さんは「地域のこんなまちづくりをやり
たい！という思いを叶えるため、各分野が得意を活かしてサポートをしているところです」と話
します。おしゃれな部屋には、まちづくりに関する書籍や資料がたくさん。入り口にのれんが
かかっていれば”営業中”なので、興味のある方は立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
信州地域デザインセンター（長野市東後町16-1　2階　026-405-4861）

信州地域デザインセンター

発行 / 市民協働サポートセンター まんまる（長野市）
TEL:026-223-0051　FAX:026-223-0052
〒 380-0835 長野市新田町 1485-1 もんぜんぷら座 3F
e-mail：npo@nagano-shimin.net
ホームページ：https://nagano-shimin.net/

日記代わりに「毎日Facebookに投稿」を心がけ、デジタルでない
日記帳も書き続けてもう20年以上。振り返ることはほと
んどないのですが、Facebookの「過去のこの日」は、自
分を戒めるのに良い機能だと思うこのごろ。（かずぽん）

タイトル 日　時 会場 /費用 内　容

72021年 9

新型コロナウイルスの影響で、開催方法などが変更になる可能性があります。ホームページやフェイスブックでも随時情報発信しています。あわせてご確認ください。

NPO 初歩講座
9 月 29 日㈬
18:30～20:30

市民協働サポートセンター
参加費：300円

定員：5人

「何かしてみたいな」と考えている人、ボランティアとは？
NPOってなに？という人など、まずこの講座から始めま
しょう。 市民活動や NPO の言葉の意味から市内の市
民活動紹介も。

ＮＰＯステップアップ講座
「レッツトライ！助成金」

9 月 5 日㈰
13:30～16:00

もんぜんぷら座
304会議室

参加費： 500円
定員： 20人

団体運営に欠かせない助成金。 助成金の基礎から最
近の制度のトレンドまでわかりやすく説明します。 伝わり
やすい申請書の作り方・書き方を、ワークをしながら学
べる講座です。助成金活用が初めての方も歓迎です。
講師：粟津知佳子さん（元助成金財団プログラムオフィサー）
対象： NPO、 地域活動に取り組んでいる個人や団体等

ＮＰＯステップアップ講座　
「コミュニティマネジメント講座」

9 月 23 日㈷㈭
13:00-16:00

もんぜんぷら座304会議室
またはオンライン（zoom）
参加費：500円（学生無料）
定員：もんぜんぷら座 25人

オンライン受講50人

「猫でもわかるチームビルディング」と題して、 仲間づ
くりの第一歩の踏み出し方、 持続可能なコミュニティづ
くりを学びます。 実際に運営、またはこれから活動を
予定している仲間（3 名以上）と参加し、アクションプ
ラン作成、ワークショップを交えながらコミュニティ運営
の実践につなげます。
講師：呉 哲煥さん（NPO 法人ＣＲファクトリー代表理事）
対象：学生団体・NPO・地域活動に取り組んでいる、
またはこれから立ち上げを予定している方

SDGs 集中講座

8 月 7 日㈯
① 13:30～15:00
② 16:30～18:00

8 月 11 日㈬
③ 13:30～15:00
④ 16:30～18:00

オンライン（zoom）
参加費：無料
定員：各20人 

SDGsについて、4つのテーマごとに集中講座を開催します。
【テーマ】国際理解（多文化共生）、ジェンダーレスとは、
環境（ゼロカーボンに向けて）、 教育（10 代と考える
いまの教育）
それぞれ講師をお招きし、 前半は講演を、 後半はワー
クショップを行います。

地域まんまる in 鬼無里
「鬼無里で暮らし続けるために

～交通編～」 7 月 25 日㈰
13:30～16:00

鬼無里地区活性化センター
参加費：無料
定員：50人

持続可能な地域を考えるうえで、 地域交通は欠かせな
いものです。特に中山間地では公共交通の衰退が課題
となっています。 今回は鬼無里地区で開催。 地域交通
をテーマに鬼無里地区で暮らし続けるためのアイデアを
地区内外の参加者全員で考えます。
対象： 行政、 住民自治協議会やＮＰＯ関係者、 地域交
通に関心のある人など
オプション企画：同日 10:00 ～ 12:00「地域循環共
生圏コーディネーター育節講座」の 1 回目＜ SDGsと
地域交通＞を同会場にて試聴できます。

まちむら交流会 in 七二会
七二会「竹取物語」
～竹を割ったら
　　　何が生まれる？～

9 月 4 日㈯
10:00～12:00

集合場所：七二会コミュニティセンター
参加費：保険料実費(予定)

定員：家族単位の申し込みで、
合計20人程度

今回は、七二会の竹を使った「ものづくり体験」です。
さて、 何ができるか親子で挑戦してみましょう。 竹の
水鉄砲大会もあるかも。また市内の学生有志が作った
七二会紙芝居も見られます。
企画団体：七二会いいとこ発見委員会

まんまるボランティアサロン
①ボランティアさん集まれ！
②機関誌発送サロン

①毎月第 4 火曜日
11:00～14:00

② 9 月 28 日㈫
10:00～14:00

市民協働サポートセンター
参加費：無料
対象：誰でも

まんまる開催のボランティアサロンです。
①封筒や紙バックを、カレンダーや新聞紙で作ります。
ボランティアに興味のある方、ぜひどうぞ！
② 3ヶ月に 1 回発行するセンターの機関誌を発送する
作業です。 封筒にラベルを貼ったり、 機関誌を封筒に
入れたり。ちょこっとボランティア、していきませんか？

コーディネーターの倉根明徳さん(右 ) と西沢和生さん (左 )


