


　
地
方
再
生
法
が
平
成
17
年
に
成
立
し
て
以
降
、
総
務
省
に
「
地
域
の
元
気
創
造
本
部
」
が

設
置
さ
れ
、
集
落
支
援
隊
や
地
域
お
こ
し
協
力
隊
な
ど
が
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

制
度
に
よ
っ
て
、
地
域
の
自
然
的
特
性
や
文
化
的
所
産
を
活
用
し
た
地
域
活
性
化
事
業
が
各

地
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
成
26
年
に
は
、
地
方
創
生
担
当
大
臣
が
副
本
部
長
と
し
て
実

務
を
担
う
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
」
も
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
か

ら
は
、
政
府
や
地
方
行
政
が
地
方
創
生
や
地
域
活
性
化
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
姿
勢

を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
地
方
活
性
化
策
は
様
々
な
取
組
が
な
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
最
近
の
一
連
の
地
方
創
生
や
地
域
活
性
化
の
動
き
は
従
来
の
公
共
事
業
に
よ

る
経
済
刺
激
策
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
地
域
が
主
体
と
な
り
地
域

ご
と
の
特
性
を
生
か
し
た
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
を
産
官
学
が
連
携
し
て
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
が

特
徴
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
人
材
力
の
活
性
化
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
な
ど
、
ソ
フ
ト
面

の
重
要
性
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
地
域
の
特
性
や
地
域
独
特
の
資
源
を

活
用
し
た
地
域
お
こ
し
の
活
動
は
、
行
政
ば
か
り
で
は
な
く
民
間
で
も
広
く
行
わ
れ
て
お

り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ザ
イ
ン
や
里
山
資
本
主
義
と
い
っ
た
考
え
方
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
現
代
は
、
ま
さ
に
地
方
創
生
の
時
代
だ
と
い
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
最
近
の
地
方
創
生
活
動
は
、
地
域
の
特
性
を
生
か
す
と
い
う
特
徴
か
ら
、
そ

の
規
模
や
利
用
さ
れ
て
い
る
資
源
な
ど
、
活
動
内
容
は
極
め
て
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
私
た
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ち
は
、
そ
の
多
様
な
活
動
が
持
続
的
に
続
け
ら
れ
大
き
な
活
動
へ
と
展
開
し
た
も
の
に
、
次

の
よ
う
な
共
通
点
を
見
い
だ
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
(1)
地
域
に
あ
る
独
特
な
〝
地
域
資
源
〟

を
地
元
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
活
用
し
て
い
る
、
(2)
利
用
し
て
い
る
地
域
資
源
を
支
え
て
い

る
環
境
の
重
要
性
を
理
解
し
、
適
切
な
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
、
(3)
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
利
用

と
ケ
ア
の
活
動
が
外
部
か
ら
も
評
価
さ
れ
て
い
る
、
の
3
点
で
す
。

　
私
た
ち
は
こ
の
3
点
を
、
地
域
が
持
続
的
な
発
展
を
行
っ
て
い
く
う
え
で
欠
か
せ
な
い
事

項
で
あ
る
と
考
え
、〝
エ
リ
ア
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
ー
（
AC
）〟
と
名
付
け
ま
し
た
。
AC
と
は
、

端
的
に
言
え
ば
、
人
々
が
地
域
の
環
境
的
豊
か
さ
を
能
動
的
・
主
体
的
に
高
め
、
そ
の
環
境

が
有
す
る
資
源
を
用
い
て
地
域
が
質
的
に
豊
か
に
な
る
能
力
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の

AC
の
向
上
に
必
要
な
項
目
を
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
関
連
性
を
エ
リ
ア
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
ー
サ

イ
ク
ル
（
AC
サ
イ
ク
ル
）
と
い
う
概
念
図
と
し
て
明
示
し
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
AC
と
AC
サ

イ
ク
ル
の
考
え
方
が
、
地
方
創
生
や
地
域
お
こ
し
事
業
の
計
画
立
案
や
そ
の
活
動
を
地
域
資

源
の
利
用
と
ケ
ア
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
観
点
か
ら
評
価
す
る
際
に
、
各
関
係
者
の
立
ち
位
置

や
役
割
の
明
確
化
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
以
下
、
先
述
の
3
つ
の
共
通
点
と
AC
の
考
え
方
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
て
い
き
ま
す
。
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コミュニティー地域資源

地域活動の増加
● 情報・知識・技術の交換
● 人的ネットワークの強化
● 公共的活動の増加
● 社会信頼資本の増加

地域資源状態の向上
● 基礎生産の増加
● 生息域の保護
● 食物網の維持
● 汚染の低減

地域資源の
（再）発見

新たな利用方法
の確立

地域コミュニティー
の形成

資源・環境への
興味関心の涵養

ケアの重要性・
実効性の理解

ケア活動の
実施

資
源 ・ 環 境 の ケ ア

地

域資源の有効活用

駆動力

心地よさ

自負
地元愛

エリアケイパビリティー (AC) サイクル

はじめに
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地
域
に
あ
る
独
特
な
〝
地
域
資
源
〟
を
地
元
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
活
用

し
て
い
る
点

　
AC
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
良
い
点
や
優
れ
た
点
、
そ
の
土
地
な
ら
で
は
の
産
物
や
暮

ら
し
向
き
な
ど
を
見
つ
け
、
そ
れ
ら
を
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
活
用
す
る
こ
と
で
、
地

域
を
活
性
化
し
ま
す
。
言
い
換
え
る
と
、〝
地
域
の
様
々
な
問
題
を
1
つ
ず
つ
解
決
す
る
〟

と
い
う
姿
勢
で
は
な
く
、
資
源
利
用
を
通
じ
た
地
域
活
動
の
機
会
を
増
や
す
こ
と
で
地
域
が

活
性
化
さ
れ
、結
果
的
に
地
域
の
諸
問
題
が
解
決
さ
れ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
執
り
ま
す
。
　

　
地
域
資
源
の
活
用
に
は
、

（1）
地
域
資
源
の
（
再
）
発
見
、

（2）
新
し
い
技
術
・
シ
ス
テ
ム
の

創
造
（
導
入
）、

（3）
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
形
成
、
と
い
う
3
つ
の
要
素
が
内
包
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
要
素
は
、
相
互
に
関
連
し
て
お
り
、
資
源
利
用
が
新
た
な
技
術
導
入
か
ら

始
ま
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
形
成
か
ら
始
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
だ

し
、
1
つ
の
地
域
資
源
に
は
1
つ
の
利
用
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
が
重
要

で
あ
り
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
常
に
地
域
社
会
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
も
（
つ
ま
り
は

地
域
住
民
な
ら
ば
、
だ
れ
で
も
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
も
や
め
る
こ
と
も
自
由
意
思
で
行
え

る
と
い
う
こ
と
）
が
重
要
な
側
面
と
な
り
ま
す
。
地
域
資
源
を
自
ら
発
見
す
る
こ
と
か
ら
活

1
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動
へ
の
主
体
性
が
生
ま
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
資
源
利
用

に
関
す
る
透
明
性
が
担
保
さ
れ
ま
す
。

�

資
源
の
利
用
に
よ
っ
て
、
利
用
者
が
資
源
を
支
え
て
い
る
環
境
の
重
要
性

を
理
解
し
、
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
点

　
AC
で
重
要
な
こ
と
は
、
地
域
資
源
の
活
用
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
加
え
、そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
メ
ン
バ
ー
は
、必
ず
資
源
と
そ
れ
を
支
え
る
環
境
を
〝
ケ

ア
〟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
点
で
す
。
生
物
資
源
は
、
再
生
産
可
能
な
資
源
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
、
い
か
な
る
資
源
で
あ
っ
て
も
、
利
用
す
る
だ
け

で
は
劣
化
し
、
い
つ
か
は
枯
渇
し
て
し
ま
い
ま
す
。
AC
に
お
け
る
〝
ケ
ア
〟
に
は
、

（1）
資
源

と
そ
れ
を
支
え
る
環
境
や
生
態
系
に
対
し
て
興
味
を
持
ち
、
常
に
気
遣
う
こ
と
、

（2）
資
源
や

環
境
へ
の
保
全
に
関
す
る
重
要
性
を
理
解
し
、
そ
の
手
立
て
を
講
じ
る
こ
と
、

（3）
実
際
の
保

全
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
、
の
3
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
ま
す
。
こ
こ
で
、
利
用
を
制
限
す
る

〝
資
源
管
理
〟
で
は
な
く
、〝
ケ
ア
〟
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
利
用
者
に
お
け
る
資
源
と
そ
の

資
源
を
支
え
て
い
る
環
境
へ
の
関
わ
り
方
と
し
て
、〝
気
遣
い
〟
や
直
接
的
な
〝
手
当
〟
な

ど
の
意
味
合
い
が
大
切
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
た
、
ケ
ア
の
対
象
と
な
る
資

2
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源
や
環
境
は
、
管
理
す
る
も
の
で
は
な
く
自
分
た
ち
の
生
活
と
不
可
分
な
存
在
で
あ
る
と
認

識
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
た
め
に
、あ
え
て〝
ケ
ア
〟と
呼
ん
で
い
ま
す
。

�

資
源
と
そ
れ
を
支
え
る
環
境
に
関
し
、
利
用
と
ケ
ア
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
ら

れ
、
活
動
が
外
部
か
ら
も
評
価
さ
れ
て
い
る
点

　
資
源
利
用
や
ケ
ア
活
動
を
含
ん
だ
AC
活
動
が
始
ま
る
に
は
、
新
し
い
活
動
へ
の
期
待
や
興

味
な
ど
が
必
要
で
す
。
AC
サ
イ
ク
ル
で
は
、
こ
れ
を
〝
始
動
力
（
＝
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）〟

と
名
付
け
て
い
ま
す
。
こ
の
始
動
力
が
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
地
域
お
こ
し
も
ス
タ
ー
ト

で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
始
動
力
が
あ
っ
て
活
動
が
始
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

が
持
続
的
な
活
動
へ
と
展
開
さ
れ
る
た
め
に
は
、
新
た
な
〝
駆
動
力
（
＝
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ

フ
ォ
ー
ス
）〟が
必
要
で
す
。こ
の
駆
動
力
と
し
て
は〝
活
動
へ
の
自
負
や
仲
間
意
識
、地
元
愛
〟

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
駆
動
力
が
高
ま
る
こ
と
で
AC
サ
イ
ク
ル
は
加
速
さ
れ
、
活

動
が
活
発
化
さ
れ
ま
す
。

　
駆
動
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
利
用
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
参
加
し
て
い
る
各
個
人
が
、

資
源
の
利
用
に
よ
っ
て
生
活
が
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
た
だ

し
、
こ
の
豊
か
さ
と
は
、
金
銭
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
新
し
い
地
域
資
源
を
探
し
、

3
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利
用
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
創
造
し
、
多
様
な
AC
サ
イ
ク
ル
が
形
成
さ
れ
る
素
地
が
で
き
る

こ
と
を
含
み
ま
す
。
同
時
に
、
ケ
ア
に
よ
っ
て
資
源
と
資
源
を
支
え
る
環
境
（

≒

生
態
系
）

の
状
態
が
改
善
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
環

境
と
調
和
し
た
地
域
活
動
は
、
参
加
し
て
い
る
住
民
の
プ
ラ
イ
ド
と
自
負
を
高
め
る
と
同
時

に
、地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
化
を
促
す
か
ら
で
す
。こ
の
た
め
、資
源
や
環
境
の
改
善
に
つ
い
て
は
、

外
部
の
研
究
者
や
専
門
家
に
よ
る
客
観
的
な
検
証
が
必
要
で
あ
り
、
AC
に
お
い
て
は
、
産
官

学
連
携
の
重
要
性
を
こ
の
部
分
に
お
い
て
い
ま
す
。

　
産
官
学
連
携
は
こ
れ
ま
で
に
も
そ
の
重
要
性
は
指
摘
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
が
、
AC
サ
イ
ク

ル
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
産
（
利
用
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
）、
官
（
行
政
）、
学
（
専
門
家
）

の
役
割
や
立
ち
位
置
が
明
確
に
で
き
、
立
場
の
違
い
を
理
解
し
な
が
ら
の
協
働
が
可
能
と
な

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
地
域
活
動
を
計
画
す
る
際
に
は
、
外
部
の
専
門
家
と
の

連
携
や
客
観
的
な
評
価
に
つ
い
て
も
、考
え
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
と
言
え
ま
す
。
AC
で
は
、

地
域
資
源
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
よ
る
利
用
と
い
う
基
本
と
合
わ
せ
て
、
行
政
や
専
門

家
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
協
働
体
制
確
立
も
、重
要
な
要
素
の
1
つ
と
考
え
て
い
ま
す
。
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事
例
1

熊本県天草市五和の

イルカウォッチング

熊本県
日本

天草市

五和町

　
五
和
の
イ
ル
カ
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
は

平
成
5
年
、
天
草
に
移
住
し
て
こ
ら

れ
た
長
岡
秀
則
さ
ん
が
身
近
に
見
る

イ
ル
カ
に
感
動
し
、
地
域
活
性
化
の

方
策
と
し
て
地
元
の
漁
業
者
に
呼
び

か
け
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
始
ま
り

ま
し
た
。
五
和
に
は
古
く
か
ら
ハ
ン

ド
ウ
イ
ル
カ
が
数
百
頭
生
息
し
て
い

ま
し
た
が
、
あ
ま
り
に
身
近
に
い
る

イ
ル
カ
た
ち
は
、
地
域
の
人
に
と
っ

て
は
当
た
り
前
の
存
在
で
、
観
光
資

源
に
な
る
と
は
だ
れ
も
思
っ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
漁
師
に

と
っ
て
は
魚
を
食
べ
る
イ
ル
カ
は
漁

業
の
敵
で
さ
え
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

た
め
最
初
は
、
自
発
的
に
イ
ル
カ

ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
を
始
め
た
の
は
5
名

程
度
の
有
志
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
年
々
順
調
に
観
光
客
数
が
増
加

す
る
に
つ
れ
、
イ
ル
カ
が
観
光
資
源
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コミュニティー資源・環境

● イルカとの
　 遭遇率増加

● イルカの
 　生息環境改善

● 新たな産業

● 信頼資本・
　 人的ネットワーク

イルカウォッチング
開始

旅館・お土産屋
の増加

漁業者と観光業者
のグループ化

観光業・漁業・行政
との協働強化

イルカを資源
として認識

イルカの生態と
生息環境の
関心強化

イルカへの
ケア推進

駆動力

自負
ブランド化

START

で
あ
る
こ
と
を
住
民
が
理
解
す
る
よ

う
に
な
り
、
イ
ル
カ
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

を
営
む
業
者
も
お
土
産
屋
も
増
加
し

ま
し
た
。
こ
の
変
化
を
AC
サ
イ
ク
ル

に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
イ
ル
カ

ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
と
い
う
新
た
な
利
用

方
法
の
導
入
に
よ
っ
て
、
新
た
な

漁
業
者
と
観
光
業
者
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
が
出
来
上
が
り
、イ
ル
カ
は
、

ど
こ
に
で
も
い
る
厄
介
な
漁
業
の
外

敵
か
ら
、
五
和
に
と
っ
て
重
要
な
地

域
資
源
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
イ
ル
カ
が
資
源
と

な
っ
た
こ
と
で
、
漁
業
者
の
イ
ル
カ

に
対
す
る
考
え
方
は
大
き
く
変
わ

り
、
イ
ル
カ
の
生
態
を
よ
く
理
解
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
イ

ル
カ
と
そ
の
イ
ル
カ
が
暮
ら
す
環
境

へ
の
直
接
的
な
ケ
ア
が
実
施
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
、
イ
ル
カ
と
の
遭
遇
率

は
高
い
ま
ま
維
持
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
が
持
続
的
な
イ
ル
カ
ウ
ォ
ッ
チ
ン

グ
の
ブ
ラ
ン
ド
化
へ
と
繋
が
っ
て
い

ま
す
。

事
例
1
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タイ国ラヨーン県の

村張り定置網

　
タ
イ
国
の
ラ
ヨ
ー
ン
県
で
行
わ
れ

た
定
置
網
技
術
の
導
入
は
、
外
部

か
ら
の
技
術
提
供
に
よ
っ
て
、
新

た
な
資
源
利
用
が
新
た
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
を
形
成
し
た
良
い
例
で

す
。
こ
の
地
域
で
は
古
く
か
ら
、
籠

漁
や
刺
し
網
漁
な
ど
の
小
規
模
漁
業

と
機
船
巻
き
網
漁
な
ど
の
商
業
的

漁
業
が
、
沿
岸
漁
場
を
め
ぐ
っ
て

争
っ
て
い
ま
し
た
。
タ
イ
国
の
バ
ン

コ
ク
に
事
務
局
を
持
つ
国
際
機
関
・

東
南
ア
ジ
ア
漁
業
開
発
セ
ン
タ
ー

（
S
E
A
F
D
E
C
）
は
、
こ
の
漁

業
者
間
の
争
い
を
減
ら
し
、
資
源
管

理
に
必
要
な
情
報
を
得
る
た
め
に
、

氷
見
市
で
の
村
張
り
定
置
網
を
見
本

と
し
て
日
本
型
の
定
置
網
技
術
移
転

事
例
2

タイランド湾

ラヨーン県

タイ

を
行
い
ま
し
た
。
定
置
網
の
導
入
に

あ
た
っ
て
は
、
S
E
A
F
D
E
C

の
ス
タ
ッ
フ
が
地
域
の
小
規
模
漁
業

者
に
声
を
か
け
、
定
置
網
を
運
用
す

る
漁
業
者
組
織
を
作
り
、
そ
の
漁
業

者
組
織
へ
技
術
支
援
と
機
材
供
与
を

行
い
ま
し
た
。
初
年
度
は
あ
ま
り
良

い
漁
獲
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
技
術
指
導
と
漁
具
の

改
良
を
通
じ
て
翌
年
に
は
十
分
な
漁

獲
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、
操
業
に

合
わ
せ
て
共
同
販
売
所
を
設
置
し
経

済
的
な
基
盤
強
化
と
経
営
能
力
の
強

化
も
行
い
ま
し
た
。
お
か
げ
で
定
置

網
導
入
後
3
年
目
に
は
、
補
助
金

や
研
究
費
に
頼
ら
ず
、
ま
た
、
人
的

な
面
で
も
漁
業
者
組
織
だ
け
で
定
置

10



コミュニティー資源・環境

● 資源状態の
 　維持・向上

● 産卵場・仔稚魚の
　 生育場の提供

● 新しい市場

● 抗争の低下

コミュニティーによる
定置網の導入

加工
販売技術
の向上

漁業者コミュニティー
の形成・強化

価格形成への参加、
販売網の拡大

観光業・行政
との連携強化

協同販売所
の設置

エコツアー
の開始

生態系への
興味関心の向上

漁獲統計の収集、
資源評価

環境教育の実施、
ゴミの処理

駆動力

プライド
仲間意識

START 経営技術の向上、
効率的な操業

の実施

網
の
運
用
を
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
場
合
、
新
た
に
導
入
さ

れ
た
“
定
置
網
操
業
”
に
よ
っ
て
こ

れ
ま
で
沿
岸
の
小
規
模
漁
業
者
に
は

漁
獲
で
き
な
か
っ
た
大
型
の
魚
や
魚

種
が
、
定
置
網
漁
業
者
と
い
う
利
用

者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
地
域
資
源
と

変
わ
り
、こ
の
新
た
な
資
源
利
用
が
、

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
維
持
の
た

め
の
駆
動
力
と
な
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
共
同
販
売
と
共
同
操
業
を
通
じ

て
人
的
資
源
の
強
化
に
も
つ
な
が
り

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
活
動
を
通

じ
て
、
地
域
住
民
同
士
の
交
流
が
活

発
化
し
、
さ
ら
に
別
の
活
動
へ
の
展

開
も
可
能
と
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。そ
の
後
、こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
活
動
は
、
定
置
網
を
用
い
た
観
光

業
や
環
境
学
習
へ
と
展
開
を
見
せ
て

い
ま
す
。

事
例
2
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静岡県浜名湖の

クルマエビ増殖

事
例
3

静岡県

日本

浜名湖

　
高
度
経
済
成
長
期
に
重
工
業
振
興

を
目
指
し
た
日
本
で
は
、
沿
岸
部
の

多
く
が
埋
め
立
て
ら
れ
、
産
卵
場
や

生
育
場
を
奪
わ
れ
た
天
然
漁
業
資
源

は
急
激
に
劣
化
し
ま
し
た
（
沿
岸
生

態
系
が
持
つ
供
給
サ
ー
ビ
ス
や
基
盤

サ
ー
ビ
ス
が
著
し
く
劣
化
し
ま
し

た
）。
政
府
は
、
失
わ
れ
た
沿
岸
生

態
系
の
再
生
産
能
力
を
補
う
た
め

に
、
重
要
漁
獲
対
象
種
の
種
苗
放
流

を
行
う
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。
こ
れ

が
い
わ
ゆ
る
“
つ
く
る
漁
業
”
の
始

ま
り
で
す
。
各
都
道
府
県
に
は
栽
培

漁
業
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
放
流

種
苗
の
生
産
と
普
及
活
動
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
静
岡
県
で
は
浜
名
湖
に
セ

ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
1
9
8
0

年
か
ら
ク
ル
マ
エ
ビ
を
対
象
と
し
た

放
流
事
業
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
当

初
、
公
共
事
業
と
し
て
ト
ッ
プ
ダ
ウ

静岡県水産技術研究
所 浜 名 湖 分 場（ 旧　
水産試験場）の養殖
施設
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コミュニティー資源・環境

● エビ資源の増加

● 稚エビの生息環境
 　の改善

● 流通の効率化

● 抗争の低下

公共事業としての
稚エビ放流

消費者市場への
アクセス強化

漁協作業の
統一化

小型エビの
漁獲規制

漁協の
機能強化

漁業者と研究者と
行政の協働の強化

環境アセスメント、
漁獲統計の整備

漁業者の出資による
エビ放流事業

駆動力

プライド・愛着
漁業への希望

START

ン
的
に
開
始
さ
れ
た
ク
ル
マ
エ
ビ
種

苗
放
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
地
元

漁
師
の
理
解
は
得
ら
れ
ず
、
ま
た
、

放
流
の
効
果
も
期
待
さ
れ
な
い
こ
と

か
ら
、
住
民
か
ら
の
協
力
は
全
く
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
静
岡

県
水
試
の
職
員
が
、
資
源
評
価
の
た

め
の
デ
ー
タ
収
集
や
種
苗
生
産
技
術

研
究
、
放
流
適
地
選
定
の
た
め
の
環

境
調
査
を
懸
命
に
行
っ
て
、
少
な
い

な
が
ら
も
ク
ル
マ
エ
ビ
種
苗
の
放
流

を
続
け
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
身
近
で

見
て
い
た
白
洲
村
の
若
者
た
ち
が
放

流
事
業
へ
の
協
力
を
始
め
ま
し
た
。

地
元
の
協
力
が
得
ら
れ
た
こ
と
で
、

ク
ル
マ
エ
ビ
種
苗
の
放
流
が
飛
躍
的

に
増
加
し
ま
し
た
。
こ
の
大
量
放
流

に
よ
っ
て
小
型
の
エ
ビ
の
漁
獲
量
が

急
増
し
、
エ
ビ
種
苗
放
流
の
可
能
性

と
効
果
を
多
く
の
漁
業
者
が
実
感
す

る
に
つ
れ
、
次
々
と
放
流
事
業
へ
協

力
す
る
漁
業
者
が
増
え
て
い
き
ま
し

た
。
こ
の
一
連
の
変
化
は
、
目
に
見

え
る
効
果
が
、
資
源
や
環
境
へ
の
興

味
・
関
心
を
高
め
、
ケ
ア
の
重
要
性

理
解
を
促
進
す
る
と
い
う
AC
サ
イ
ク

ル
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
浜
名
湖
周
辺
の
漁
業
者

は
、
ク
ル
マ
エ
ビ
種
苗
放
流
事
業
を

通
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
の

ま
と
ま
り
を
強
め
て
い
き
、
自
分
た

ち
が
放
流
し
た
ク
ル
マ
エ
ビ
を
よ
り

効
率
的
に
利
用
す
る
た
め
に
、
漁
業

規
制
を
改
良
し
、
出
荷
方
法
な
ど
も

改
良
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
多
く
の
地
元
住
民
が
参
加
し
、
自

発
的
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
こ
そ
、
資
源
増
殖
が
成
功
し
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

事
例
3
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地域社会の
持続的な
発展

地域環境の
健全性の
維持・向上

ACサイクル

　
こ
れ
ま
で
、
AC
の
考
え
方
と
AC
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
、
ご
紹
介
し
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の

具
体
的
事
例
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
AC
サ
イ
ク
ル
は
、
1
つ
の
地
域
資
源
に
1
つ
描
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
域
に
沢
山
の
資
源
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
沢
山
の
AC
サ
イ

ク
ル
が
描
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
、
AC
で
は
、
1
つ
の
地
域
資
源
の
利
用
を
1
つ

の
利
用
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
AC
サ
イ
ク
ル
が

沢
山
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
沢
山
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
も
地
域
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、一
度
出
来
上
が
っ

た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
、後
か
ら
別
の
人
が
新
た
に
参
加
し
た
り
、反
対
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

に
参
加
し
て
い
た
人
が
抜
け
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
一
人
の
人
が
複
数
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
参
加
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
沢
山
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
人
と
人
の
触
れ
合
う
機

会
が
多
く
、
情
報
交
換
も
頻
繁
に
行
わ
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
で
の
協
働
を
容
易
に
し
て
く

れ
る
は
ず
で
す
。

　
つ
ま
り
、
AC
サ
イ
ク
ル
の
数
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
地
域
資
源
の
豊
富
さ
と
様
々
な
協

働
可
能
性
の
高
さ
と
を
同
時
に
表
す
指
標
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
AC

サ
イ
ク
ル
の
数
を
地
域
開
発
の
指
標
と
し
て
用
い
て
は
ど
う
か
？
と
私
た
ち
は
提
案
し
て
い

ま
す
。

AC サイクルを
開発の指標に！
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付録　

用語集

　AC の考え方では、地域の自然や文化と関係し
た、その土地にある天然資源や文化を地域資源と
して重要視します。五和のイルカ（野生動物）、
浜名湖のクルマエビ（漁業資源と放流事業）など
は、まさしくその土地の自然や文化（生業）と直
結した地域資源だと思います。また、タイ国ラヨー
ンの定置網（技術・システム）は、外部からもた
らされた新しい資源利用方法です。この場合は、
新しい技術によってそれまで利用されていなかっ
た（できなかった）漁業資源が利用されるように
なりました。それまでそこにあったにも関わらず、
利用されなかった（できなかった）漁業資源は、
新たな技術によって地域資源として利用されるよ
うになりました。
　AC における地域資源は、人々を繋ぎ、地域コ
ミュニティーを形成し、そのコミュニティーメン

　一般に地域のコミュニティーは、自治会や行
政区を単位に作られるかと思います。AC におけ
る地域コミュニティーは、必ずしも行政単位で
形成されることを条件とはしません。地域コミュ
ニティーとは、地域資源の活用とケアを行う人
の集まりと捉えます。また、日常的に連絡を取
り合える人であることが重要と思います。です
から、IT 技術やコミュニケーション技術が発達
して社会においては、必ずしもその土地に住ん
でいなくても良いのかもしれません。また、１
つの土地には沢山の地域資源が存在しますし、
そうした地域資源は、できるだけ多く発見され
利用されることで、地域の可能性が向上するも
のと考えます。

　AC は、持続的な地域振興を目指したもので
す。ただし、AC における“地域”は、地域資源
や地域コミュニティーの説明でも述べたように、
必ずしも行政単位や伝統的集落を想定していま
せん。そこで暮らす人が集い、協力し、地域資
源の活用とケアを通じて生活を向上させていく
ことができる範囲を“地域≒エリア”として捉
えるべきであると考えています。地域資源の在
り方やコミュニティーの在り方によって、地域
は様々な広がりを有します。また、一人が複数
の地域コミュニティーに属することになります。
そのような、多様な資源の在り方と多様な人の
関わりが、新たな“地域”を創造してくれると
考えています。

バーによって利用される物・事すべてが対象とな
ります。たとえば、定置網の場合、その技術自体
が、地域資源となることも考えられます。富山県
氷見市は定置網漁業を地域文化として捉え、村お
こしを進めています。定置網を中心に、漁網会社
や流通業者、加工業者が漁業者と協力して出来上
がるコミュニティーがあります。この場合は、“定
置網漁業”自体が、地域資源となります。町の暮
らしやすさや人付き合い、さらには最近様々な地
域で活性化の起爆剤として期待されている道の駅
なども、それらを中心にコミュニティーが出来上
がるのであれば地域資源となりうるのでしょう。
ただし農山漁村の場合、その特徴は豊富な自然と
なると思います。このため、まずは自然が提供し
てくれる様々な生態系サービスを、地域資源とし
て活用してみるのが良い方法だと考えます。

地域資源

地域コミュニティー 地域≒エリア（Area)
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