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農山漁村 にお ける女性対策へ の 取組
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　 は じめに

　あ らゆ る分野へ の 女性 の参画 を推進 し，もて る個性

と能力を十分 に発揮す る こ とが で きる 社会，男女が共

に 「夢 と同時に責任」を分かち合える社会の 実現 に向

けた 「男女共同参画社会基本法」が昨年 の 6 月，国会

で 成立 ， 同月公布 ・
施行され た ．

　山口県で は こ の流れ を 「山口 県男女共同参画推進条

例」 の 形に し，同 10月施行 され，少子 ・高齢化な ど

社会環境の急速な変化に対応 し，豊か で活力ある 地域

社会の 形成に 向け た重要課題の
一

つ と し て積極的な取

組が行わ れ る こ ととな っ た ．

　戦後 ， 個 人 の 尊厳 と 男女平 等の 理念をうた っ た 口本

国憲法が制定され，女性の 参政権が実現 し，新制大学

も女性 に 門戸 を開 き，
さ ら に 「家」制度は廃止 さ れ た，

法制上 の 男女平等は 実現 したが ， 実態に おけ る 平等 の

実現 は なお課題 と されて きた．

　 こ れ は
， 国際的 に も同様 で

， 世界 人 口 の 半分 を占め

る女性 の 位置 づ け を高 め る世界的規模 の 取組が始 ま っ

たの が 「国際婦 人年」 の 取組 で あ る ．こ の ような世界

的 な動 きと連動 し
， 国 は 「男女共同参画 ビ ジ ョ ン」 で ，

我が 国の 男女共同参画杜会 の 定義 ， 理念 ， 目標を明 ら

か にし，経 済 ・杜会 の 変化 を踏 まえた 20ユ0 年まで の

目指す べ き方 向 ， 道筋 を
，

さ ら に 「男 女共 同参画

2000年 プ ラ ン
ー

男女共 同参画社 会 の 形成 の 促進 に 関

す る 2000年まで の 国内行動計画」 を策定，「男女共同

参画 を推進する社会シ ス テ ム の 構築」「職場 ・家庭 ・
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　農山漁村で の 生活改善の 取組と女性対策の 視点

　女性の 地位 が低い とされ て きた農山漁村に お い て も，

生産 を支える基幹的労働力 （農業）の 5 割以上 を担 う

女性 の 役割や 経営に おける位置づ けを正当に評価 し，

そ の 評価を根づ か せ る 「農山漁村に お けるパ
ー

トナ
ー

シ ッ プ の 確立」を重点日標 に掲げ，男女共同参画社 会 の

形成に 向けた全 国的な取組が積極的に推進 さ れ て い る．

　戦後の混乱が続 く昭和 23 年か ら，約 50 年を経た今

日 まで ，農山漁村に 「生活重視」の 考え方を根 づ かせ ，

そ の 担 い 手で ある女性た ちの 「生活改善課題」の解決

活動 を通 じて ，生活改善グ ル ープの 組織化や育成 に よ

る 身近な社会参加を推進 し，女性の家や 地域 に おける

発 言力を
， 社会へ の提言力を高め る

，
い わゆ る農山漁

村 に お け る女性 の 地位向上 に むけた取組の 支援が続け

ら れ た．そ の 取組は，農林水産業 の 補助労働力 で しか

なか っ た女性を 「パ ートナ
ー」「共同経営者」の 位置

に まで 高め る歩み で もあ り，農山漁村に お ける女性対

策の 視点で もあ る．

　取 り組まれ た 「生活改善課題」は ，当初の 衣食住 の

課題か ら次第に地域牛活の 改善課題に シ フ ト し，昭和

4D 年代以 降は 集落や地域 の 課題，例えば，豆腐や 味

噌 ，
ジ ャ ム等農林水産物 の 共同加工 施設，共同簡易水

道，技術学習の 場で ある 「農村婦人 の家」等の建設，

また果樹団地 等産地 で の 健康管理対策，共同防除と防

除着 L補助着 の 着用推進，休耕田 を活用 した 景観作物

等の 共同栽培等女性が 中心 に なっ て の 地域 ぐる み の活

動に変化する ．

　そ して ，地 域 の 特性や 個性を活か した活動と な り，

女性 ・高齢者 が培っ て きた 経験 ・技 で 創 り出 され た 豊

富な農林水産物 ・加工 品等を消費者に発信す る即 売所，

道の 駅 ， 消費者と の 交流施設 ， 共同 生活排水浄化施設
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等の建設参画 へ の 取組 ，商品化 に向けた技術開発，女

性 の 起業化 また ，働 きや す い 労働環境 の 整備等多 くの

課題 に 取 り組 ん で きて い る，

　 しか し，生産や生活 の 場 とな る 生産組織や 集落は家

単位 の 構成 で ，女性が農山漁村の 「方針決定の 場」 へ

出 て い くこ とは依然 として 困難で あ り，農業委員，生

産組織 の 長，JA 等 の 役員 へ の 登 用等数％ の 状況 で ，
ま だ 多 くの 課題が 山積 して い る の が 現状 で あ る．

　こ う した取組 に つ い て は ，国や 県の 動 きに連動 して ，

私 の 担当 して い る 萩農林事務所で も，管内農林水産関

係女性団体 （8 団体） とそ の事務局 ， 市町村 ， 県関係

部署 で ， 5年後 の 「共 に きらめ くチ ャ レ ン ジ指標」 を

策定 し，そ の 実現に向け て 「阿武萩農山漁村男女 の パ

ートナ
ー

シ ッ プに 関する検討会」及 び 「阿武 萩農山漁

村女性連携会議」 を組織化 し，総合的 な 取組体制を整

備 して きたと こ ろ で ある．

　その 中 で ，地域 レ ベ ル で は ，今後重要な取 組 の
一つ

に 「家族経営協定」の締結促進が ある．農林水産業を

支える経営体 の 多くは，家族労働を主体に し た 「家族

経営」が大半を占め る．農林水産業の 振 興 にお い て ，

経営 の 近代化や就業条件 ・環境の 整備は ，経営体の 継

承
・
発展 ，さらに は 活性化 の 面か らも重要な取組 と言

える．

　特に家事労働 と農漁作業を担う女性の役割に 評価 と

家族間 で の 役割分担，労働報酬，休 日，労働時間，財

産 の 明記，経営方針 ， 研修等へ の 参加等を話 し合い に

よ っ て 明確に し，ル ール を つ くり，実行 の 環境 づ くり

をす推進 して い く必要が ある．

　さ ら に 女性 が 共同経営者 と し て，経営管理 や 技術 の

面 で もキ ャ リア ア ッ プを図 る こ とで ，若い 女性に とっ

て も魅力ある職業とな っ て くる と考 え られ，農林水産

業の活性化に つ な が る．

　二 つ 目に は，「農業基本法」か ら 「食料 ・農業 ・農

村基本法」制定 に よ っ て ， 農山村は農業生産だけで な

く，自然の 保全や防災，神楽等豊かな伝統文化の 継承

の 場 と して ，多而的な 機能が見 直 さ れ て きた 。美 し く

整備 され た 農山村 は多 くの 消 費者の 憩 い の 場で あ り，

先進国 ドイ ツ をは じめ ヨ
ー

ロ ッ パ で は 「グ リーン ツ
ー

リ ズ ム ．1の 名で
， 農閑期 に は 農家 民 宿 が 繁盛 し，市民

農園と 共に農家 の 副収入 とな り，農村へ の若者定住に

つ なが っ て い る．

　農家民宿 の 魅力 は，宿泊費の安さ もあ る が
， 何 よ り

「農家生活」 に あ る と考 え る．野 山の 花，豊 かな農林

産物，手作 りの 加 工 品等 の 素朴な手工 芸品，清潔 な部

屋，自炊 も出来 る設備，郷 土料理 の 食べ ら れ る 農家 レ

ス トラ ン ，花の あ る静か な農村景観 馬 や小動物 との

ふ れあ い ，バ ードウ オ ッ チ ン グ等々 ，豊 かな時聞 と 自

然 や 生活 を楽 しむ素材が 沢 山 あ る こ と だ と思 う．

　日本 で の取組 に は まだ多 くの 課題 が あ る が，農 山漁

村 の 活性化を図る取組 と して ，今後本格 的な対応 が 始

まる もの と思 っ て い る．ま た
， 民宿， レ ス トラ ン 等起

業化に よ っ て女性の 能力発揮の 可能性が大 きい 分野で

もあ る．

　農山漁村の 新た な生活創造
一家政学 へ の期待一

　農山漁村 の 生活改善指導 の 担 い 手 は ，家 政 学出身の

私たち 「生活改良普及員」 で あ る．

　戦後，遅れ て い た農山漁村の 生活向上 を目指し，様々

な取組 を展開 して きた が
， そ の ス タ ン ス は 人間 の くら

し と して ，よ り快適 で
，

よ り豊 か な 生 活 を実現させ て

い きたい と言う願 い か ら で あ る ，都
’
市の 生活 に 追 い つ

き追 い 越せ 的な発想の 時期 もあ っ た が ，高度経済成長

時代を経て ，農山漁村の 良 さを活か した くらしづ くり
へ の模索が 始ま っ た ．個 々 の 生活技術指導 か ら，ラ イ

フ ス タイル や 生 き方，農業経営へ の 関 わ り方等を考 え

る 取組へ 変化 して きた ．歴 史 や 生 活 の 実態 の 違 い は あ

るが，自家製の チ ーズ や ワ イ ン等ス トッ ク の 多い ヨ
ー

ロ ッ パ の 農家生活を考え る と，こ れ か ら の 農 山漁家な

ら で は の 生活 の 魅 力づ くりの ヒ ン トが あ る 様 な 気 が し

て い る．

　家政学が も っ と こ うした こ れか らの 新 だな農山漁村

の 生活創造に 目を向けた取組を，新 し い 生活技術 の 確

立 も含め て 支援し，総合的な視点 をもっ て
，

こ れか ら

の 農 山漁村 らしさを活 か した生活開発を提案 し，多 く

の 人達を引きつ け る 農 山漁村 の 魅力 づ くりに貞献し て

ほ し い と 願 うもの で あ る．
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