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1　 は じ め に 皿　農業 と観光 の 展 開

　近年 ， ル
ー

ラル ・ッ
ー

リズム （グ リー
ン

・
ツ
ー

リズ ム）と い われ る農業 ・農村観 光が 注 目され ，

地域 振興施策 の ひ と つ と し て 各地域で 様々 な展

開を みせ て い る 。1995（平成 7）年 には 「農 山漁村

滞在 型余暇活動の ため の 基盤整備に関する法律」

が 施行され ，農林水産省 も農 山漁村 に お け る 滞

在型 の 観光 お よ び余暇活動 に 注 目し，地域振興

政策 の
一環 とし て 推進 して い る 。本論で は ，野

菜産地にお ける 農業 と観光の 問題 に焦点を あて ，

これ まで 農業 と観光が 共存関係の もとに発展 し

て きた長 野県小県郡真田 町菅 平 高原 を事例 に農

業 と観 光の 展 開が 共 存関係 か ら競合関係 に変化

して き た 問 題 を中心 に検討 し，さらに JA信州 う

え だや 真 田町が ど の よ うな 地 域 振興施策 を 展 開

しよ うとして い るか を考察 した い。

II　菅平高原 の 地域特性

　長野県 小県郡真田 町は 人 口 11，339人 （1998年現

在），面積 181．90km　2の 町で ある 。地形 的 には ，
　 ね 　こ　 　　 　お お ま つ 　 　　 あ ず ま や

は 根 子岳 ，大松 山，四 阿山な ど 2， 000m級 の 山 々

に 囲まれ た 高原で あ る。菅平 高原 は真 田町北部

に位 置 し人 匚］1，377人 ， 海抜 1， 200m，東西約 10km，

南北約 6kmの 農業地域で ある 。

　菅平高原で は，夏期 の 冷 涼で 乾燥した 気候 を

利用 した レ タス 栽培 を中心 とす る高原野 菜 の産

地 で あ り，夏期の ラグ ビ
ー合宿 地，冬期 の ス キ

ー
観光地 と し て 知 られて い る。

　菅平高原 にお け る農業は 1900 （明治後期）年代

か ら営 ま れ て い るが，か つ て は雑 穀や 養蚕 を 中

心 と した経営が 中心で あ っ た。第 2次大戦後の 引

揚者 に よ る 入植 が 始 ま る と と も に，野 菜 を 中心
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 お さ

とした経営 が主 流 とな っ た 。1967（昭和 42）年 ， 長

農業協同組 合 （現在 の JA信州 うえ だ菅 平支所）に

よ り， レタ ス ， に ん じん ，は くさ い （キ ャ ベ ッ）

を各々 1／3ず つ 作付 けす る 「3・3・3方式」と呼 ばれ

る栽培方式の 導入 に よ り野菜 生産地域 とし て の

性格 を強 くした。こ の 方式の 特徴 は （1）単一
作物

の 連作 防止 による地 力維持， （2）端境 期出荷 によ

る他産地 との 競 合の 回避， （3）価格変動に対する

危険分散 ，   労働力 の季 節的分散をはか る こ と

な どが あげ られる 。しか し ，1970年代か らレタ

ス消 費の 増加 に よ っ て レ タス の 価 格が 上 昇 し ，

農家 は レ タス に特化 し た作 付け をお こな う傾向

にな っ て き た。

　 一方，ス キー観光 の 導入 は1927（昭和 2）年の 「菅

平ス キー場 1 の 開設が最 初で あ り ， 国内で も比

較 的早 い 時期 で あ っ た 。当 初，ス キー客 を宿泊

さ せ る 施 設は 地区 内の 大規模農家が数軒，空 き

部黶 を客 に提供す る形 式で あ っ た。本格的な ス

キ
ー場の 整備は戦後か らで ，1950年代後 半か ら 1

960年代には，向組の 大松 山に ス キ
ー

場が 開発 さ

れ る とと もに，既存 の ゲ レ ン デが
一

層整備 され

た。

　 また，夏期の スポー
ツ 合宿の 導入 は 1931（昭和

6）年 ，上 田丸子電 鉄が 経営す る 「菅平ホ テ ル 」

が ス キ
ー

シ
ー

ズ ンオ フ の 夏期に ラ ン ニ ング コ ス
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ト回収 の た め ，都内の 大学 ラ グビー部合宿 を誘

致 した の が始 ま りで ある。以 来，菅 平高原 は高

校，大学 を中心 とす るス ポー
ツ合宿地 として 発

展 した 。

IV　農業 と観光 の 共存

　 1950年代 中期か ら70年代初期 に おい て 菅平 で

は，農業 と観光は 補完的な 関係 に あ っ た 。夏期

にお ける 高原野菜 を中心 と した農業 と ， 冬期 （農

閑期）にお ける ス キー客 を対象 と した民宿経営 を

と り い れ て い たか らで ある 。 これ は，菅 平高原

が 12月 〜 3月期 に か けて 平均気 温が 0℃ 前後 にな

る こ とか ら，冬期の ス キ
ー

民宿 の 経営や ， ス キ

ー
場 施設 関 連で の 就業が農家 の 副次 的収 入源 と

な っ た か らで あ る。こ の 傾向 は，最 も早 くか ら

ス キー場建 設が 進ん だ 東組集落 に み られ たが 、

徐々 に他集落 へ も波及す る こ と とな っ た 。

　特 に 、1960年代か ら70年代の 高度経済成長に

伴 っ て ，国民 が 観光 へ の 関心 を高め ， ス キ
ー

の

大衆化が 進 ん だ 1960年代 中期 の 大松 山， っ ば く

ろ 山の ス キー場開発 は，そ れ まで 観光 開発が お

こ な わ れ なか っ た向組，中組 の 農家 に 民宿経 営

を開始 させ る契機 とな っ た 。

　菅平内の リ フ ト数は 1958（昭和 33）年 に 上機で あ

っ た が ， 1968（昭和 43）年 に は 17機 に増加 し，こ

の 間 ， 宿泊 施設 は 40軒 （800人 収容）か ら 127軒 （8，

296人収容）へ と増加 し，1970 （昭和 45）年 の 観光

協会の 資料に よ れ ば旅館 とホ テ ル が 32軒で あ る

こ とか ら 90軒前後が 農家民 宿で あ っ た と推測 さ

れ る。菅平 を訪れ る観光 客 も 1968 （昭和 43）年 に

は約 60万 人を数えた 。

　 1960（昭和 35）年 ，1970（昭和 45年）年 の 農業集

落カ
ー

ドをみ る と，農家戸数 はそ れ ぞれ 196戸か

ら 190戸 へ と若
一
「の 減少がみ られ るが ， 民宿経営

をお こ な っ て い る もの とみ られ る第 2種兼業農家

は15戸 か ら 24戸 へ と 増加 し て い る 。すなわ ち，

夏期 の 農業 と冬期 の 観光 （ス キ
ー

民宿）とが 共 存

し て い た こ と を示 して い る。

194　 　農村 計画 論文集 1999年 11月

V 　農業 と観光 の 競合

　 197e年代初期まで ，第 2種兼業農家に と っ て 夏

期 の 農 業，冬期 の ス キ
ー

民宿 とは共存関係を 保

っ て い た が，70年代 中期 に な りそれ は競 合関 係

へ と変化 して い っ た 。 こ れ は夏期 の ラ グビー
を

中心 と した合宿 の 増加 とテ ニ ス ブ
ー

ム によ り，

各農家 が冬 期の み の 営業 を通年営業 に転 換 した

こ と，そ れ に伴 い農業と民宿で の 接客業の た め

の 労働競合 が生 じた か らで あ る。

　 1964（昭 和 39）年 に は専修 大学が専用 グラ ウン

ドを設 置 したの をき っ か けに ，数多 くの 大 学が

旅館 と の 契約 をす る よ うに な っ た。幾 つ か の 大

学 が菅平で 合宿 をお こ な うよ うにな る と ， 対 戦

相手 を 求め て 多 く の 大学 チ
ー

ム が菅 平 を合宿 地

とする よ うにな っ た 。 菅平の グラ ウン ド数は 195

8（昭和 33）年に 2面で あ っ たが ， 1968（昭和 43）年

に 13面 ， 1978（昭和 53）年 に 23面 と
一

層の 増加 を

示す と と も に，そ れ ま で 地域内の 観光客数は 年

間 を通 し て 冬期 （12〜3月）に集中し て い た の に対

し，夏期 （6〜9月 ）客 の 比率が増加 し始 め た の で

ある 。 1968 （昭 和 43）年 に は年 間約 6  万 人 が菅 平

を訪れ て い る が ，冬期客 と 夏期客 は各々 50％ず つ

で あっ た。さ らに，1983（昭和 58）年 には約 llG万

人 で 冬期客約35万 人 （32％），夏期客約 75万 人 （68％）

とな っ て い る 。 1970年代後 半か ら夏期客 が著 し

い 増 加 を 示 す と と も に グラ ウ ン ド数 も増 加 し た

の で ある 。ま た．新た な ス ポー
ツ と して テ ニ ス

の 導入 が あ げ られ る 。菅 平高原の テ ニ ス コ
ー

ト

は 1958（昭和 33）年はゼ ロ で あ っ た が ，68（昭和 43）

年 に 29面．78（昭 和 53＞年 に 100面 に 増 加 し て い る。

こ う した夏期 の 観光 をと りい れ る こ とに よ り，

菅平の 農業 と観光 は 共存か ら競 合 へ と変化 した

の で あ る

VI 農業 と観光 の 現段階

　 菅 平にお ける年 間の農 業生産額 は約 12億 円，

観光収入は 約 60億 円と推定 され て い る 。

　 こ こ で は 1990年代 以降か ら現在 ，農業 と観光

が どの よ うな 問 題 を か か え て い るか を考 え て み
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よ う。

　 1990（平成 2）年 ，
95 （平成 7）年 ，

98 （平成 10）年

の 農業状況 を み て み よ う 。 菅 平地域 内の農家戸

数は le4戸 ，96戸，91戸 と各年次 ご と に 減少傾向

に ある も の の ，農地面積 は 337ha．279ha，283ha，

生産量は 15
，
　644t

，
14

，
249t

， 14，？62tと 95（平成 7）

年以後，微増傾向に転 じて い る。

　青木 ・伊藤 q962年），石 井 （1984年）によれ ば ，

4集落 の うち西組 の み が専業 に 特化 して お り，東

組，向組，中組は宿泊施設を営 む第 2種兼業農家

が多 い と指摘 され て い る。 1998（平成 10）年 に お

い て も観光 開発 が 進ん で い な い 西 組 に依然 と し

て 専業農家が 多 い （表一1）。 しか し，東組 にお い

て は ス キ
ー

場や グ ラウン ドな ど の 観光施設が多

く存在す る地 区 で あ る に もか か わ らず，専業農

家が多 い の は大規模 経営の 農家 は専業経営 ， 中

小規模農家 は民宿や ス キー場関連 に よる兼業 も

しくは旅館業 に分化 したか らで ある 。 東組で は，

夏期 の 客が 特に増加 した 70年代か ら80年代中期

に か け て 専業農家と旅館 業専業 また は第 2種兼業

農家 と い う階層分化 が著 し く進 ん だ も の と考 え

られ る 。 向組 は ，圃 場の傾斜が 大き く ，

一
筆 の

面積が 狭小なた め ，観光 開発後 に 民 宿経営 を と

り い れ た兼業農家が 増加 した の で ある 。

農 　戸 数 専一濃
宀

鰈 ＋宿演〔鋤 展家縮泊齣 そ の 他

艫
蜘

撃

　 　 37
　　28
　 　 8
　　18−一俑一一疊疊一一
　 　 91

　　21
　　 6
　 　 3
　 　 正5一噂早齟−π一脚r＿
　 　婆5

　　 8
　　 12
　 　 1
　 　 1胃所而酊一膕n屑回
　 　 22

　　 6
　 　 9
　　 3
　 　 1胃一囮囿n−一凹
　　19

　 　2
　 　1
　 　1
　 　1一n一尸内肝所
　　5

表 一1 菅 平 に お け る 集 落別 農 家民宿 〔19駐8年〕 巣位 ； （戸〉

（資料 ：」A儒 州 うえ だ菅 平支 所 資料，ヒ ア リ ン グ によ り作成。｝

　菅 平の 農家は現在，レタス ，は くさい の 2作 目

に特化 して い る こ とが指摘で き る （図
一1）。な お，

その 他 の 項 目 の 多 く は にん じん で あ っ たが ， 土

壌 障害や病 害に よ り90年代初頭か ら作付が減少

し
，

「3・3・3方式 」 は崩壊 した と い え る 。 ヒ ア リ

ン グに よれ ば，レタ ス ，は く さ い に特化 した の

は JA信州 うえだの と も補償 制度 によ る補償金 が

他 の 作物 に比 べ 高 い 点 （iケ ー
ス 当 た り 700円〉が

理 由 と して あげ られ る 。ま た ，近 年で は 花卉，

え の き，ハ
ーブな ど の 作 目を 中心 と した経営 を

お こ な う農家 もみ られ る 。

　こ の よ うな 状況 に対応す る ため ，正999（平成 ll）

年 に jA信州 うえ だで は集 出荷施 設 を充実を させ

て い る。 こ れ は ，構造改 善事業の 農業近代化資

金 に よ っ て ， 予冷庫 を拡充 し ，こ れまで の 1回 あ

た りの 集荷 に対 す る予 冷分 6，600ケー
ス （は くさ

い 換算）を 9， 000ケ ー
ス 収容で き る施設 に拡張 し

た。

図一1 菅平 に お け る 野菜 品 目別年次生産鬣

　 か つ て 農業 と民 宿を 結合 させ て い た農家 は，

夏期の 民 宿経営 を導入す る に至 り，農業単 一経

営 農家，農業 と民 宿を 続 け る農家，旅館業 に 転

換す る農家 と分化す るよ うに な っ た 。

　他方，観光 は ど の よ う な 展 開 をみ せ て い る の

で あ ろ うか。 ig97（平成9）年，菅平地域の ラ グビ
ーグ ラ ウン ド数は 83面 に も の ぼ り， うち旅館お

よ び 民宿が所有す る も の は 74面，他 は公共 団体

や 大学 が所有す る もの で あ る （図一2）。 こ れ らは

す べ て が 土地 所有者 の 自己資金 に よ り管理 され

て い る ．グ ラウ ン ドの 設 置 は ，買い 取 り か ら 開

設 ま で の 費用 を含め ，1面あた り3，000万 円か ら5，
000万 円が かか っ て い る。維持 費は年間 50万 円か

ら 100万 円で あ る。地区内の 宿泊施設 146軒 の う

ち，4錬干がグ ラウ ン ドを所 有 し て い る が，所有

して い な い 宿泊施設 は，年間 150万 円か ら200万

円 の 賃貸料金で 借用 し て い る。賃貸形 態 は ，農

地 を グラ ウ ン ドに転用 して か ら賃貸 される ケ
ー

ス が多 く，固 定資産税 は年間 50万 円 と推定 され

て い る 。また，ほ ぼす べ て の グラ ウ ン ドが 1989

年 よ り真 田 町 と観 光協会の 提唱 で 推進 さ れ て き

た優 良農 地 へ の 粉 塵飛散防止 対策 と し て ，管理

者の 経費負担 によ りグラ ウン ドへ の 洋芝化 をお

こな っ て い る。グラ ウ ン ド1面 （約 1万 m りに つ き
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年 間約 30万 円 を投 じて い る 。

図
一2 菅平 高原 に おけ るグラウンド及びテニスコ

ー
ト数の 推移

　 菅平で は近年，グ ラウ ン ドの 設置が 農地 の ス

プ ロ
ー

ル 化 を 引き起 こ し ， 深刻 な 問題 とな っ て

い る が農地所有者 は農用 地利用 よ り もグラ ウン

ド利用 が よ り高 い 収益 を見込 める ため，グラ ウ

ン ド化 を進 める 傾 向に ある 。 しか し，そ の 弊害

が大 きな 問題 とな っ て い る 。 農地 へ の 粉塵 の 飛

散 は 洋芝植栽 の 推進 に よ り解 消 され つ つ あ る も

の の グラウ ン ド周 辺の 耕地 で は ウンカ や コ ナガ

等 が増加 して い る。

　 か つ て は冬期のみ の営業で あ っ た 民宿経営 も，

夏 期営業 の 導入 に よ り，農 作業 と宿泊者 の 接客

労働 とが重な り，労働競合の 問題が 生 じ て い る 。

　 農家の 多 くは ，グ ラ ウ ン ドと農川地 を 区分 し

た 観光地 づ く り を望 ん で は い る も の の ， 個 々 の

農家が所有 して い た農地 を無秩序 に グラ ウン ド

へ 転用 して しま っ たケース が多 く，農家 と宿泊

施設の 利害 関係は複雑 で あ り，今後そ の 対 応策

が 議論され ね ばな らな い 問題 とな ろ う。

　 グラ ウ ン ド数は 1993（平成 5）年 76面 ，1997（平

成 9）年 83面 ，1999（平成 11）年 84面 と 90年代 中期

以降 は顕著 な 増加 は み られ て い な い 。こ れ は，

バ ブル 経済崩 壊 によ る観 光 客 の 減少 に よ る と こ

ろ が大 きい 。そ れ は， （D 景気低迷 に よ り，急速

な 合宿客数の 増加が見込めない こ と，（2）他地域
』

へ 合宿客が 流出す る 傾向に あ る こ と，す な わ ち

有力チ
ー

ム が 合宿 地 を変更 す る こ と に よ り ， 他

の チ
ー

ム も対抗試 合 を求 めて 合宿地 を変更 し て

しま うか らで ある 。

　 テ ニ ス コ
ー

トの 面 数 も ピ
ー

ク 時の 1989 （平成

元 ）年 の 390面を境 に 1993（平 成 5）年 に は 275面 と
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大 き く減 少 し て い る。 こ れ はテ ニ ス 人 1」の 減少

と い うテ ニ ス ブー
ム にか げ りが生 じたた めで あ

る。

　菅平 の 観光 収入 は 90年代半 ばは 70億 円 で あ っ

たが ，現 在で は 60億 円台 に 留 ま っ て い る の は こ

れ ら の 理 由か ら で あ る 。

　 さ らに農家民宿か ら の ヒア リ ン グに よれ ば，

近年 の 景気低 迷 に よ っ て ， 過剰 な 施設投資 を お

こな っ た 旅館やペ ン シ ョ ン数軒が経営難 に 陥 っ

た とみ られ て い る。 こ れ らは ，菅 平高原 以外 の

居住 者が 経営 して い る も の が ほ とん ど で ，そ の

経営 基盤 や 資本 の 脆弱 さ が原 因 と し て 指摘さ れ

る。

VII 共有財産 の 有効利用

　菅 平で は農業 と観光 を再編 し，共存 させ て い

く た め に ，さ ま ざ ま な施策 が模索 され て い る 。

こ こ で は財産管理組合 保有 地の 利 用 と い う観点

か ら IA信州 うえ だ と真田町の と り くみ を と りあ

げて みよ う。

　菅 平高原全 体 の 土 地 面積は 47．OkmZで あ る。牧

場 17．　OkmZ（36．1％）が最 も多 く，次 い で 財産 管理

組合保有地 14．Okmz（29．8％），以
一
ma 有地 5．5km2（1

1，7％），私有地 4．5km2（9，6％），耕地 3．4kmE（7，2％），

町有地 O．5km！

（1．1％），その 他 2．lkm「

（4．　5％）とな っ

て い る。

　 こ こ で 注 目す べ き点は菅平高原 の 約 30％を 占め

る 財 産管理組合保有地 で ある ．財産管理組 合保

有地は い わ ゆ る 入会林 野の こ と で あ り，こ れ ら

は 隣接す る市町 村や 町 内集 落と の 共有林 で あ る

こ とが多 い 。

　菅 平 にお ける これ ま で の 財産管理組合保有 地

利用 に関 して は，1963（昭和 38＞年の 保養施設 「雲

嶺荘 」 の 開設や ，1967 （昭和 42）年 に 開始 さ れ た

」菅 平方 式戸
ト「D

と い わ れ る別荘地 の 開発 が あ げ

られる 。こ れ は リゾー ト用 地 の 開 発 を町 に代 わ

っ て 県がお こ な い ，別荘地販売で 得た収益 を地

元 に還元 す る手 法で あ る。

　近 年で は ，菅平 高原 内の 既 存の 土 地 が ， 先 に

述 べ たよ うに ス プ ロ
ー

ル 化で 再開発が困難な こ
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とか ら，財産管理組 合保有地 の 有効利用 に JA信

州 うえだや真田町が注 目し て い る 。

　 JA信州 うえだで は大松山山麓の 財産管理保有

地 の IOhaを新たな農 地 と して 2000年 ま で に 開墾

する こ と を計画 して い る 。これ を認 定農業者や

後継者 を対象 に 無償で 提供する も ので あ る。

　 また ，真田 町で は ，東組地 区内の 財産管理 組

合保有地 に ， 1995（平成 7）年か ら多 目的大 型ス ポ
ー

ツ 施設 「菅 平スポー
ツ ラ ン ド」 を建設 して い

る 。こ れ は，ラ グ ビー
と陸上 競技に主 眼 を置 い

て ，グラ ウ ン ド4面，陸上競技場1面 の 総 面 積18．

5haの施設で 1999（平成 11）年 5月 よ り稼動する 予

定で ある。

　 こ の 施設の 目的は， （D グラウ ン ドの 集約化 ，

（2）他地 域 へ 合宿地 を移動 させ る客数減少の く い

止め対応 ，（3）新たなス ポー
ツ合宿 と して 陸上 競

技 を誘致す る こ とがあ げられ る 。（D と し て は財

産管理 組合保有地 の 見直 しに よ る有効利用 と，

観光施設が多い 東組 へ の グラウ ン ド集積で ある 。

（2）に関 して は近年 ，これ まで 菅平高原 をホ
ー

ム

グラ ウン ドと して い た チ
ー

ム が 北海道 ，東北 な

ど へ 新 たな合宿地を求め る ようにな り，菅平 高

原 で の 合宿 の 見直 しが 求め られて い るか らで あ

る 。 （3）は新た な ス ポー
ッ 合宿 の 導入 を図るため ，

陸上 競技の 誘致 を ね ら うため で ある 。 陸上競技

合宿 は以前 か らお こな われ て い た も の の ，小規

模の 団体が 主 で あ っ た 。今 後 は ， 大 学，実業 団

な ど幅広 い 客層 を求め よ うとす る もの で ある 。

　 こ の よ う に ， 財産管理保有地 に 着 眼 し，農地

利 用 として の 側面か ら IA信州 うえ だが 農業 者育

成支援対策 をお こ な い
， 観光施設 と い う側 面か

ら町は グ ラ ウ ン ドの 整 備 を進め ，農業 と観光 が

調和 した地 域形成 を 図ろ うと して い る の で ある。

皿 　地域振興 の 課 題 と方向

　菅 平高原 にお け る 地 域振興 の た め に 農業 と観

光 とが共存す る こ とが望 ましい方 向 といえ よ う。

そ の た め の 対策 と し て 次 の よ うな 留意 点が 考え

られ る 。

　第 1点 目は滞 在型余 暇 活動 の 整 備が あ げ られ

る。菅平高原の 日観連に所属す るホ テル 28軒 は，

1995（平成 7）年よ り小 中学校 の 修学旅行 や学外 オ

リエ ン テ
ー

シ ョ ン を対象 に 体験 学習を企 画 し て

い る。 これ は ，農村で の 滞在型観光 をホテ ル が

地域 の 農家 と提携す る こ とによ りお こな わ れ ，

年間約 30団体 が訪れ て い る。 しか し，農 家民 宿

側の 余暇活 動に 対す る意識は遅 れ て い る とい え

る。現在，農林 漁業体験 協会 に加入 して い る 農

家民宿 （ペ ン シ ョ ン を含む）
ikl）

をみ る と長 野 県 は

全国で 第 1位の登 録民宿数 154軒 （平成 9）年 を数え

る に もか か わ らず菅 平高原 で の 農業体験 民宿 数

は 1軒 と少な い 。こ れは ，長 野県 内にお い て 菅 平

高原 に類似 して い る観光 地域で ある 飯山 市， 白

馬村 がそ れ ぞれ 91軒 ，46軒 と体 験民 宿地域 を 形

成 さ せ て い る の に比較 し て ，ル ー
ラル

・
ツ
ー

リ

ズ ム へ の 対応が遅れ て い る こ とが あ げ られ る。

　 観光 は季節性，流行 ，景 気 に よ り不安定な側

面 を 多く有 し て い る。観光 工
一

ジ ェ ン ト会社側

も旅行者に 宿泊施設 を斡旋す る 際，施設 が 新 し

く整 っ た宿 泊施設 か ら客 を入れ て い くため ，民

宿，旅館側 も数年 ごと に設備投資や拡大 を しな

く て はな らない 。景気後退で 観光客 が減 少傾向

に ある 現在 ，経営 者側 も投資規模を見定 める の

は 大変難 しい 。

　今後は地 域資源 （自然環境，農村景観，人 的資

源 ，歴史 ・文化に よ る 資源 な ど）活 用 型の 観光振

興 が推進 され る こ とが 望ま し い と い えよ う。 地

域 資源 を生 か した農業 と観 光 と の 共存 に よ る 振

興対策が よ り強調 される べ きで ある 。

　第 2点 目は農地 へ の ラ グ ビ
ー

グラウ ン ドの ス プ

ロ ー
ル化 の 防止対策で あ る 。多 く の 優 良農地が

ラ グ ビー グラ ウン ドに 侵食 され ，農家 と グラ ウ

ン ド所有者 の コ ン セ ン サス が得 られ て い な い こ

とで ある 。農 村観 光の 景 観価値 か らみ て も農地

とグラ ウ ン ドの混 在は 望 ま し い もの で はない 。

土 地の 交換分合を積極的 に推 し進 め る と とも に
，

農用地域 とグ ラウン ド地域の 計画的調整 を 図 り，

農作業 に支障 を与 え ず，ラ グビ ー練習や 対抗試

合 の しやす い グラ ウ ン ドづ く り の 地域計画 が望

まれ る。

　バ ブル 経済 の 崩壊 に よ っ て 、多 くの 地域 で 観

光需 要 が減少し て い る 。菅 平高原 で も ， 合宿客
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数 の 減少，1チー
ム あた りの 入れ込み客の 減少，

さ らに，冬期客 も減少傾向に ある （図一3＞。

図一3 菅 平高原 へ の 観光入 れ込み 客数 の 推移

　農業 は，生産量．粗生 産額 の 若干 の 増減 を繰

り返 し っ つ も比 較的安定 した 傾向に ある 。しか

し，レタ ス や は くさ い に特化 した作 付体系は 連

作 障害を もた らす リ ス ク も負 っ て い る 。か つ て

真 田 町で は畜産 と野菜 を組 み 合わ せ た 複合経営

農家が存在 し，JA信州 うえ だが 「3・3・3方式」 と

ともに 堆肥 に よ る 土 づ く りを促 進 した た め ，連

作 障害は み られ なか っ た 。しか し ， 畜産複合経

営農家が 1965（昭和 40）年 106戸 ．1980（昭和 50）年

8戸 ，1995（平成 7）年ゼ ロ
nc°

とな り，堆肥セ ン タ

ー
も閉鎖す る に至 り，地域 内で の 堆肥の 確保 が

困難 にな りつ つ ある 。 農家の ほとん どが 2毛作や

2期作 を行 っ て お り，連作障害 を避 け るた め に は

堆肥 の 確保が急が れ よ う。

　 今 日まで 菅平 は，農業 に 比 べ 観光 に比重 を 置

い た 地域振興が お こ なわれて きた とい え よう 。

しか し，平成不況 の 影響 に よ る観光客数 の 減少

は菅平 にお ける観光 に 大 きな 問題 を投 げか け て

い る と い え る。

　 今後 は農業 生産 の 基盤 を強化す る と とも に ，

か つ て の 菅平 の よ うに農業と観光が 互 い に共 存

で き る地 域計画が必 要 にな る もの と考 え られ る 。

地域 資源 を 生 か した体 験型余暇活 動 の 整備 に よ

る農業 と観光の 共存型地域振興 が望 ま しい 方 向

とい え よ う。

　　　　　　　　　　　〔注〕

注 D1965 （昭和 40）年，真 田 町 の 自治 体が 財産管 理 組合

　　保有地 170haを 長野 県公 営 企 業 局 に 無償提供 し，県

　　側 はそ こ へ 別 荘 地 を造 成 し，第 三 者へ と 売 却 し た。

　　売 却で 得た 収 益は 県 と 地 元 が折半 し，県 は さ らに 受

　　 け取 っ た 資金に よ り，菅平 に イ ン フ ラ 整 備 な どで 利

　　益の 還元 をお こ な う シ ス テ ム。

注 2） （財 ）農 林 漁 業 体 験 協 会 に 登 録 さ れ て い る 民 宿 で，

　　農 山漁村 で の 地 域資源 を 生か した 体験実習が可能な

　　技術や 施 設 を 有 し て い る 。

注3） 菅平高原 を含む 長村地 区全 体 の 数 値。
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Sugadaira　is　one 　of 　the　famous　areas　for　its　agriculture　and 　tourism ．　Thls　area 　has　been　faced　with 　a　 serious 　problems　at

the　moment ．　Famers　in　Sugadaira　has　been　managing 　fa  一inns　to　eam 　subsidiary 　their　income　from　ski　visitors 　ln　winter

time 　since 　1960s．　However ，　the　relationship 　between　agriculture 　and 　tourism　has　changed 　after　the　farmers　introduced　the

management 　of　sports 　training　camps 　in　su 皿 mer 　time 　1970s ．　The 　fa  ers 　have　converted 　the　agricultural 　land　into　sports

grounds　for　this　purpose．　Consequently　the　relationship 　between　agriculture 　and 　tourism 　which 　was 　once 　coexistence 　tumed

into　conflict．
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