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1　 研究の 背景と 目的

　耕作放棄地の 解消に 向けて は，1998 年 9 月 に

提 出 され た 「食料 ・農業 ・農村某本 問題 調 査会

答 申」 にお い て ，優 良農地 の 確保 と い う視点か

ら検討 さ れ て い る よ う に 全国 的に もそ の 方策が

模索 され て い る 。こ れ ま で 耕作放棄地の 解消 策

に つ い て ま とめ られ た報告 と して は，1991 年 に

全国農業会議所が行 っ た 調査結果
1）や ，1997 年

に （財）農村開発企画 委員会が 行 っ た 調査 結果 2｝

が あ る 。こ れ らの JJ戈果 に よる と，耕作放棄地 の

活用 方法 は 大き く次 の ように分類 されて い る。1

っ は 再 び農地 と して 利 用 す るケ
ー

ス （市民農園

等の 貸 し農 園，棚 田保全の よ うな 農業体験 ，景

観作物等 の 転作） で あ り，もう 1 つ は農地 以外

に 利用す る ケ
ー

ス （植林，住宅，キ ャ ンプ場 の

よう な交流施設 ，景観緑地 ，ビオ ト
ー

プ ，ス ポ
ー

ツ ・文化的施設） で ある ．

　 しか し こ の 中で は ，ビオ トーブの 事例 に つ い

て は検討 され て お らず，また調査事例 は行 政 が

主導的な 役 割を果 た した も の が 多い 。そ こ で 本

研究で は ， 耕作放棄地 を再 び農地 と して 利用 す

る ケー
ス の 事例 と，ビオ トープ とし て 利用する

事例 を取 り上 げ，そ の 活動 に至 っ た 経緯や 問題

点，効果等 を整 理 し，ビオ トープな どへ の 利活

用 にお い て 検討す る べ き点 を明 らか にす る a

R 　研究 の 方法

　研 究 は次 の よ うな 方法で 進めた 。 まず，事例

の 収集 を農水省統 計情 報部が発行す る 「農林漁

業現 地情報 」 の 1996 年か ら 1998 年の 2 年 閲 に

掲載 され て い た 記事 の 中か ら，図 1 に 示す 京都

府，滋賀県 ，兵庫県 に また が る 5 市町村で の 事

例 を本研究 の 調 査対象 と した 。

　次 に 各事例 の 代表者 に 対す る ヒ ア リ ン グ調査

を 1999 年 3 月 か ら 4 月 に か けて 行 っ た 。 ヒア リ

ン グ の 内容 は，活動 の 主体 や 取 り組 ん だ き っ か

け ，取 り組み に よる効 果 ，今後考 え られ る 課題

等で ，各 事例で 得 ら れ た 結 果 を も と に
， 活用 を

行 う 際に ク リァ す べ き点 を 考察 した。

　　　　　 図 1　 調査事例の 位置

注 ：但 し 5 事 例 の うち 1 ヶ 所 は 代 表 者 の 希 望 に よ り掲

　 載 して い な い 。 ま た 四 紀町 は 町 村合併 に よ り 1ggg

　 年 4 月 葺 日 よ り篠山市 の
一

部 と な っ て い る。

III　耕作放棄地 の 活 用 事例

1 ．再 び農地 として活用 して い る事例

（1）京都府木津町

　木津 町で は 60〜70 歳代の 非農 家 6人 が 集 まり，
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定年 退職後 の 時間 を利用 し て ，特 産品 で あ る イ

チ ジ ク畑 の 耕作放棄地 を復元 させ た 取 り組 み を

行 っ て い る 。こ の グループは同じ地域 に住 む幼

な じみ で ，町議会 議員で もある M 氏 （74 歳）

が リーダー
と し て メ ン バ

ー
を引 っ 張 っ て い る e

木津町で は昭和 52，3 年か ら町の 特産物 として

イチ ジ クが 町議会 の ア イデ ア で 奨励 され た が ，

イチジ クは 多 く の 労働力 を必 要 とする こ とか ら，

農家の 高齢化 や後 継 ぎの 不在 に よ り 1980 年代

に 入 っ て衰 退 し始 め た 。こ の 移 り変わ りを 目 に

して き た M 氏が 「自分 た ち で 何 とか で き な い

か」 と思 っ た こ とが き っ か けで ，1996 年 12 月

か ら取 り組 み を始 めた i，T！　t〕。

　利用 した耕作放棄地 は ，1996 年の 春 か ら 2 戸

の 農家が 高齢化や 病気 を原 因 に放棄 した 圃場整

備 済み の道路 に 面する イ チ ジ ク畑 10a ずつ 合計

20a で ，所有者 も農地 を荒 ら し た くない 意 向を

持 っ て い た こ とか ら取 り組 み の 趣旨に賛 同 し，

利 用権 の 設定 は 2 戸 と も行 っ て お らず無償 で 借

りて い る。

　栽培 に 関す る ノ ウハ ウは近隣の 農家や農 協に

教 わ り，冬期 が 月 に 2，3 回，春 か ら夏 は週 に 1

回メ ン バ
ー

が 集 ま り，早朝 か ら農 協に 出荷 す る

午 前 10 時の 問 に作業を行 っ て い る。収穫 された

イ チ ジ ク は半分 をメ ン バ ー
で分 け，そ れぞ れが

知 り合 い な どに 直接販 売 し，残 りの 半分 は 農協

に 時期 をず らして 出荷 して い る 。活動 に よる 収

支決 算 は表 1 に示 す通 りで ， 1 年 目か ら高 い 収

益 を得 た 。2 年 目 に 赤字 とな っ た の は農 協か ら

農 業機械 （￥265 ，650） を購入 した た めで ，メ ン

バ ーか ら会費 は徴収せ ず，収益 の
一
部 は忘 年会

や 新年会 と い っ た 行事 に利用 し て い る 。

　さ らに作業 が
一

段落 す る冬期 を有効利用す る

た め，隣接す る 山城町 で 同 じく農家 の 高齢化 に

よ り 10 年以 上前 か ら放棄 されて い る 竹林 ／0a

を無償で 借 り，週 に 1 回間伐や 肥料 の 投入 ，除

草作業 を行 い なが らタケノ コ の 収穫 に も取 り組

ん で い る 。

　取 り組み が 成 功 した 背景 に は，リ
ーダーM 氏

の イチ ジク復活 に 対す る情熱 だけで な くメ ン バ

ー
が幼な じみ 同士 で ま と ま りや すか っ た こ と，

利用 した 放棄地 は基盤整備が 行 わ れ て お り メ ン

248 　　農村 計画論 文集 1999年11月

表 1　 収支決算 （単位 ； 円〉

1997 年度 1998 年度 合計

JA 出荷

販 売 分

収 入

支出

残高

469，96791

ρ83378

，884

429，061499989

−70，928

899，D2859L

，〔｝72307

，956

直接

販 売 分

収 入

支出

残高

383 ，550374

，150

　　9，400

481，440428

．78952

ゆ51

864，990802

，93962

ρ51

合 計

収 入

支出

残 高

853，517465

，233388

，284

910 ．501928

，778
一ユ8，277

1764，0181394

，01ユ

370，007

※ た だ し金額 に は イ チ ジ ク に よ る 収 支 だ け で な く，タ

　ケ ノ コ や シ イ タ ケ の 栽培 にか か る も の も含 ま れ る u

※ 支 出 に は．資材費 ・肥 料 ・農 薬 ・所有 者 へ の 謝礼
瀧 1・

　懇 親 会 費 等 が 含 まれ て い る。

バ ーの 自宅か らも近 く，農作業面で の 環境 に 恵

まれて い る こ と，そ して 1 年 目か ら利益があ っ

た こ とな どが 挙 げられ る 。逆 に今後予 想され る

課題 に は，継続性 と い う面か ら次 の 点が指摘 で

きる。そ れ は メ ン バ ー
の 年齢 が い ずれ も 60 歳以

ltと高齢 な た め ，加人 する メ ン バ ーがい な くな

れ ば活動 は 自然消滅 す る こ と で あ る 。

（2）滋賀県多賀町

　多賀町 で は ，元 農家 U 氏 （67 歳）が 1993 年

か ら 2 戸 が所有す る合計 45a の 耕 作放棄地 を借

り上 げて 独力で 開墾し，山菜が収穫で き る 観光

農園 を経 営 し て い る 。経営 は U 氏 1 人 だけで ，

時 々 妻が 于伝 う程 度で ある 。U 氏は所 有 し て い

た農地が 1988 年 に 工 業団地 と して用 地 買収 さ

れ る ま で 兼業農家 と し て 農業 に携 わ っ て お り，

退職が き っ か けで 再び農作業 を始 めた 。

　利 用 し て い る 耕 作 放棄 地は 1989 年 か らイ ノ

シ シや猿 によ る 獣害を理 由 に小作人が 利用権設

定 を更 新せず放棄 され て い た 傾斜地 の 未整備水

田で 、所有者 も高齢 の ため 耕作す る意志は な い 。

利用 に あた っ て は ，片方 の 所有者 に は 10a あ た

り年間 1 万 円の 借地料 を 払 っ て い る が ，も う一

方 の 所有者か らは 10 年間無償 で 借 りて お り，と

も に利用 権 設定は行 っ て いな い。

　栽培 し て い る の は フ キや 紫蘇 ， ふ き の と う ，

つ まみ菜 とい っ た猿 の 食 べ な い 作物が 中心で ，

こ れ らは客が 摘み取 る だ けで な く，収入 を増や

すた め に U 氏 自身 も収 穫 して 朝市や 無 人販 売所

に 出荷 し て い る。客 は兼業時 の 知 り合 い で 近 隣
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市町村 か らが 多い が ，宣伝 活動 を行 っ て い な い

に も関わ らず，利用客 の 「！コ ミ によ り少 しず つ

来客数 が増え つ つ あ り．現在 は約 30 人 と の こ と

で ある 。 また冬 場の雪 を利 用 した 無 料開放 の ス

キ
ー

場 は近 隣の 幼稚 園 に 人 気が 高 く，年間 を通

じ て の 利用 が可 能な こ とか ら新 聞 S13 ）等で も取

り上 げられ ，耕作放棄 地を 所有す る 町内の 他農

家 か ら利用 を 呼び掛 け られ る な ど反 響 も大 きい 。

　 こ の よ うに取 り組 み が成 功 して い る背景 には ，

利用 す る放棄地 が 自宅 か ら近 い こ と，U 氏が稲

作で はな く畑作が 好 き で あ る こ と，規模 に 合 っ

た経営方針 を貫 い て い る こ と，山菜 とい う他 と

は違 っ た作物 を売 り物 に して い る こ とが挙 げら

れ る。一
方課題 に は，現在 の 客数 で は年間 約 10

万 円 の 赤 字 が 出 る こ とか ら ， 客 を 100 人 ぐら い

ま で 増や した い 点，また農 園 の 入 り 口 に不 法投

棄 をされ る こ とが多 い とい っ た点が 挙 げ られ る 。

（3）兵 庫県西紀町勘

　 西 紀 町で は農業委員会が 1997 年か ら耕作放

棄 された水 田 17a を 4 ヶ 月 か けて 整地 し，梅 と

柚 予 の 苗 木計 130 本 を植え て 再 利用 す る取 り組

み を行 っ て い る 。農業委員会は 毎年 8 月 に農地

転用 の 実態 に つ い て 確認作 業 を行 っ て お り，そ

の 一環 と して 耕作 放棄地 の確 認 も実施 し て い た。

町内で は圃場整備 の行 え な い 傾斜 地 部分で 耕作

放棄地 が 多 く，以前か らその 対策 に つ い て 話 し

合わ れ て い た が，1997 年 に委員長 に着任 した M

氏 （61 歳）の 発案で ，前述 の 取 り組 み を行 うこ

と に な っ た 。

　利用 した 耕作放棄地 は寺 の 前に 広 がる 傾斜 地

末整備水 田で ，20 年以 上 前に 所有者 が転居 した

た め 放棄され た。放棄直後 に隣接す る 水田 を所

有す る農家か ら流動化 に よ る 規模拡大 の 依頼 が

あ っ たがそ の 時 に は所有者 の 同意 を得 られ な か

っ た経緯 を持 つ が，こ の 取 り組み を行 うに あ た

っ て は，所有者 の 了解 を得て 利用権 の 設定 は行

わ ず無償で 借 りて い る 。

　作 業は 農業委員 の ボ ラ ン テ ィ ア 活動 と して 行

わ れ ，苗木 の 植栽後 は 5 月 と 8 月 に草刈 り等 の

管理作業 も行 っ て い る。梅や柚 子 を選択 した の

は ，寺の 前 に相応 し い 景観 を作 り上 げる ため と，

実を 収穫 し て 町 の 活 性化 セ ン タ
ー

で 加 工 し，特

産品 と し て 売 り出そ うとい う計画 を立て て い る

か ら で あ る 。

　 こ の 取 り組み が 成功 した 背景 には農 業委員会

の 熱意 と所 有者 の 同意 が得 られ た 点が 挙 げられ

る 。 農業委 員会 で は ，田亅内 にあ る 他 の 耕作 放棄

地 に つ い て も再利用 の 方法 を模索 して い たが ，

1999 年 4 月 に 町村 合併 を行 っ たた め ， 農業委員

会 の 事業 と して 今後 も継続 し て 取 り組 む こ とが

で き る か は未定で あ り，現在検 討中で ある ，

2 ．ビオ トープ と して 活 用 し て い る 事例

（1）京都府舞鶴市

　舞鶴市都 1†f整備課で は 1997 年に，市街化 区域

に存在す る耕作放棄地 1．2ha を都市公 園 の
一

部

に取 り入 れ ，ビオ ト
ープと して 整備 を行 っ た。

利用 した 耕作放棄 地 は都 市公 園内に ある 農業用

た め池の 奥 に 位置 す る未整備 の 谷地 田 で ，約 10

年 前か ら通作の 不 便，減反 を理 由 に放棄され て

い た が ，周 辺 で は 市の 環 境課 の 調 査 で モ リアオ

ガエ ルや ホ タル の 生 息が 確認 され て い た 。

　今回 ，ビオ トープ と し て 利 用 され る こ と に な

っ た の は，地元農 家お よ びた め 池の 水 利 組合か

ら，水田 の 放棄 を 契機 に そ れ ま で 住民 に 散策路

と し て 親 し まれ て き たため池の 周回 路が荒れ 始

めた の で 何 とか し て 欲 し い と い う要望 が あ っ た

ためで ある 。 そ こで 市は 単 に周 回 路を 整備 す る

だ け で な く，放棄水 田 も公 園 内の ビオ ト
ープと

して活 用 して 市民に 開放す る 案 を 示 し，放 棄地

の 所有農家か ら用地 買収の 同意を 得た 。 こ の 買

収 に お い て は，所有農 家側 に 「谷 の 奥に あ る た

めそ の ま ま放 っ て お く以 外 に 利用 途が なか っ た

農地な の で 整備 して も らえる だけあ りがたい 」

と い う考えが あ っ た た め，金 額 に 関す る トラブ

ル はな く，周辺の 水 田価格 と同等 の 金額で 買収

が 行 わ れ た 。

　現在の 課 題 と して は，次の 2 点 が 指摘 で き る 。

まず，公園 を利用 す る 人 の 公 園内 の 動植物 を持

っ て 帰 っ た り，ゴ ミ を捨て る と い っ た マ ナ
ー

の

悪 さ で あ る 。もう ユつ は，公共事業 とい うハ ー

ド面だけ に止 ま り，整備 した エ リア を環境教育

や 自然 観察の 場 と し て 活 用 す る ソ フ ト面 で の 計

画 が な い 点で あ る 。前者の 課題 に つ い て は効果

的な 対処策 は 見 つ か っ て お らず ， 後者 に つ い て
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も都市整備 課は ハ
ー

ド面 を担 当す る ま で の 役 割

な の で ，ソ フ ト面で の 対 応は他 の 課 に委 ね ざる

を得 な い と い う回答 で あ っ た 。

（2）A 村

　A 村で は ，1991 年か ら自然の 家が 隣接す る 未

整備 の 放棄 され た谷 地 田 約 80a を生 態 系 ビオ ト

ープ と して 整備 し，自然環境教育の 場 に利用 し

て い る 。整備 を行 っ て い る の は 自然の 家 の職員

で ，延 べ 30 名 ほ どが こ の 取 り組 み に関 わ っ て き

た 。整 備 に 際し て は 自然の まま利用 す る こ とを

前提 に コ ン ク リ
ー

トを使用 せ ず，山道の 拡幅 と

締め 固め，適度な木 々 の 伐採，生 き も の 観察池

の 掘削な ど全て 人力で 行 っ た 。取 り組み 後 ， こ

れ ま で 確認 され て い た メ ダカや ドジ ョ ウ等 に 加

え て モ リアオ ガエ ル や ゲ ン ジ ボタ ル も繁殖す る

よ うにな り，生息種が増 え つ つ ある 。

　利 用 した 谷地 田 は約 30 年前か ら通作 の 不便

や 減反 ， 日照時間の 少な さ を理 由 に耕作放棄 さ

れ，そ の 後転売 を繰 り返 しな が ら現 在 は地元 の

建設業者が 所有 して い る。今 回 ，利 用 に あた っ

て は所有者 の 了解 を得て 無償 で 借 りて い る が ，

条件 と し て 大 き く 土 地 の 形 状 を変え な い こ とが

決 め られ て い る 。現在 の 具体 的な 利 用 内容 は小

学 生 の 林 間学 校 と主催事業 で ある 「森 と小 川 の

教室」 さ らに 教職員 の ための 自然環境教 育 に関

す る研修 活 動 の 3 つ で ある 。

　 こ の よ う に 取 り組み が 続 い て い る 背景 には 11

地 の 所有者等の 理 解が 得 られ て い る 点が挙 げら

れ る が ，一方で 問題点 として 敷地内の 動植物 を

無断で 持 ち帰る と い っ た利用客 の マ ナーの 悪 さ

が挙 げられ る。

IV　考察

　前章で得 られ た 5 つ の 調査 事例 の 要点を表 2

に ま とめた。 まず ，活用 内容 に つ いて み る と，

農地 として復 元 して い る事例 で は ， 放棄 さ れ る

前 と同 じ作物 を栽培 して い る の は木津町 の 場合

だ け で ， 他 2 事例 は い ずれ も放棄 され る 前の 稲

作 を行 っ て い ない 。こ れ は ，放棄 され て か ら の

経過時間が長 い ため水田 と し て 利用 で き る状態

に復元 す る だ け で も手 間 が か か る こ と，に もか

か わ らず水稲で は 収 益性 が低い うえ ，水稲 を作

付 けする と減反の 割 り当 て に 影響す る と い っ た

理 由が挙 げられ る 。

　
．一

方取 り組み の 主 体は ，行政組織等 が行 っ て

い る 事例が 3 例，個 人 が 行 政 か らの 資金 援助を

受 けず に行 っ て い る事例が 2 例で あっ た 。農村

開発企画 委 員会の 調 査 結果
2〕で も行政主 導で 活

用 され て い る 事 例が 多 い が ，行政 主導で 全て の

耕作放棄地 を活 用 す る ことは 不 可能で あ り，今

後 は木津町や 多賀町 の よ うに 個人や グル
ープに

表 2　 調査対 象事例 の 概 要

木津 町 多 賀 町 西 紀町 舞鶴市 　　　　　　 A 村

地 域 類 型
　 都 市的地 域

（農振農用地区域）
山 間農業地域 中 間 農業 地 域

都市的地域

（市 街 化 区 域）
中間農業地域

活用主体 個 人 的 な 団体 個 人 農業委員会 都市整備課 自然 の 家

き っ か け 個 人 の 発 意 個 人 の 発 意 遊 休 農 地 実 態 調 査 地 元 の 要 望 個 人 の 発 意

活動 開始年 1996 年 1993 年 1997 年 1996 年 1991 年

活用内容 イチ ジ ク畑 の 復 元 観 光 農園 （山菜 ） 樹 園 地 ビオ ト
ー

ブ
　　　　 ヘ
ビオ ト

ー
ブ

放棄地 の 所有
　　無償貸借

（利 用 権設定な し）

10a あた り i 万 円 貸

借 お よ び 無償貸借

（利用権設定 な し）

　　無償貸借

（利用権設定な し〉
市が 買 収

　　無償貸借

（利 用権 設 定な し ）

放棄 地 の 特徴
圃場整 備済 み

　接道 農 地
傾 斜 地 米 整 備 田 傾 斜 地 未 整 備 田 傾斜地 未整備 田 傾斜地未整備 田

放 棄 理 由
所 有農家 の 高齢 化

お よ び 病気
獣害

所 有 者 の 町 外 へ の

転居
・離 農

通 作 の 不 便

減 反 政 策

　通 作 の 不 便

滅反 ・日照 不 足

放棄年数 1年 未 満 4 年 20 年以 上 10年 以 上 30 年以 上

問題点 取 り組 み の 継続
ゴ ミの 不 法 投 棄

　 赤 字 経 営
取 り組 み の 継 続

利 用 者 の マ ナ
ー

ソ フ ト的事業

利用 者 の マ ナ
ー

取 り組 み の 継続

※ 地域類 型 と は 「平 成 7 年 農林 統 計 に 用 い る 地 域 区 分」 を 指す。
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よ る取 り組 み の 重 要性 も高 まる と考え る 。しか

し，2 事例 は い ずれ も熱 心 な リ
ー

ダーがい る と

い う い わ ば特殊 な ケ
ー

ス で あ る 。したが っ て耕

作放棄地の 活用 に個 人の 力を利 用 す る 場合 ，熱

心な リ
ー

ダー役 をどの よ うに掘 り起 こ す の か等 ，

参加 者の 確保が 課題 として 挙 げ られ る 。

　 次 に 取 り組み に よ る収益性 を 見 る と，木津町

で の 事例 を除 き耕作放棄地 の 活用 で 利益 を 上 げ

て い る 事例は な い 。前述の 調 査結果
2｝で も，採

算ベ ー
ス に 乗 っ て い る 事例 は少 な く ，特 に 市民

農 園 に 整備 して活 用 して い る場合 は国や県 等の

補 助金 を得 られる とは い え ，初期投資 に多 額の

経 費が かかる点 が報告 されて い る。こ れ に対 し，

木 津町 の 事例 が利益 を 上 げて い る理 由 と し て は ，

イ チ ジ ク と い う収益 性 の 高 い 作物 を選ん で い る

こ とや ，ボラ ン テ ィ ア 的な 取 り組 み の た め ，作

業 に 対す る賃金がか か らな い点 が挙 げられ る。

　最後 に 耕作放棄地 の 活 用 に よ る効果 を考 える 。

直接的 に は耕作放棄地が減 る こ と，ま た維持管

理 が行わ れ る の で そ れ に伴 い 周 辺 住 民か ら の 苦

情が減 る点が挙 げ られ る。また ビオ ト
ー

プ とし

て 利用 し て い る 事例で は身近な 自然 に対す る重

要性 の 啓蒙 に 役立 っ て い る だけで な く，絶滅が

危惧 さ れ る 動植物の 繁殖 に成功 して い る。一
方

農地 と して活用 して い る事例で は 木津町や多賀

町の よ う に 取 り組み に 加 わ る 人 が 現 れ る 注 5｝な

ど の 波及効果 が み られ，新 聞等で 取 り上 げられ

る こ と もあ っ て 取 り組み が周 囲 に 与え る影響 は

大 きい とい え よ う。

V 　結論

　以上 の 考察か ら，耕作放棄地 を本研究で 取 り

上 げた 用途 に活用す る際 に注意 しなけれ ばな ら

な い点に つ いて 述 べ る。

　まず農地 と して 活用す る場合 と ビオ トーブと

して 活用 す る場合 に共 通 す る点 と して ，位置や

規模 ， 周 辺 の 土 地利用 と い っ た 耕作放棄地の 特

徴が 利用 目的 に適 っ て い る こ とが 挙 げ られ る 。

ビオ ト
ープの よ うな生態 系保 全 に活 用 す る場合

は ，農地 と して の 機 能 が 残 っ て い な い ほ ど年数

が経 過 した耕作放棄 地で も差 し支え な い が ，耕

作放棄地だ けを利用 する の で は効果 が な く，周

囲に里 山や 農地 が一帯 とな っ た ま と ま っ た規模

が 必 要 とな る 。 また舞鶴市，A 村 に共 通 する課

題で あ る ビオ トープ内の 動植物 の 持 ち帰 りに対

す る防止策 も講 じな けれ ばな らない 。

　
一
方農地 と し て 活用す る場合 に は，西紀町で

は放棄地 が 寺の 前 に ある こ と に 配慮 して 梅 と柚

子 を選 択した よ う に
， 例え ば周 囲 を都市的利 用

に 囲まれて い る 場所 で は 景観面だけで な く に お

い 等に お い て も周 辺住 民 の 理 解が 得 られ る利用

内容 に する な ど の 配慮 が求め られ る 。

　 も う 1 点 は 前章 で も指摘 した ，取 り組み に参

加す る 人材 を い か に集め る か と い う点 で ある 。

多賀町 の U 氏や 木 津町 の グ ル ープの よ う に集約

的な 利用 を行 う場合 に は小 規模 で も相 当 の 労 働

力が 必要で あ り，ビオ トープと して活用す る 場

合で も維持管理 の た め の 労働 力は欠かせ な い 。

本研 究で 取 り上 げた 事例 は公共事業 として 行 っ

た舞鶴 市 を除き．い ずれ も熱心 な利用 者の 働 き

に負 うとこ ろが大 き く，現 段階で は特殊なケー

ス とい え る 。

　 しか し ， 近 年市民農園 に限 らず棚田 保全の よ

うなボ ラ ンテ ィ ア 的な 活 動 ま で ，自然 と の ふ れ

あい を 目的 と した環 境 保護 の 取 り組み に対 する

住 民 の 参加 意欲 は非常 に 高い シ的 。また 農地 と し

て 活 用 して い る い ずれ の 事例 に お い て も，取 り

組 みが新 聞 で 取 り上 げ られ る こ と に よ っ て 利用

客や参加者が 増 え つ つ あ る。 した が っ て，町の

広 報誌な ど の メデ ィ ア を利用 して 募集 を行 う こ

と によ り参加者の 確 保 は可能で あ り，個人 や グ

ル
ープが 主 体 とな る 事 例 も今後 は 増 え る と考 え

られ る。た だ ， 農地 と し て 活用す る場合 はも ち

ろ ん，ビオ トープ として 活用 す る 場合で も参加

者が 継続 して 利用で きるよ う に ア クセ ス を整え

る こ とや ，農地 と して 利用 す る場合 に は木津町

で の よ う に農 協に よ る 栽 培指導等の 協 力が 必 要

とな る 。

　
一方 ，農地 と し て 活用 する 場合特 に 重要 な ポ

イ ン トと して 経済的 な 収 支バ ラ ン ス の 取 り方が

挙 げられ る 。 多賀町 ，西紀 町の 場合は いずれ も

農地 と し て 利用で き る ま で に 多 く の 時間 と労力

を割 い て い る 。 多賀町 で は業 者 へ の 委託 費用 が
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かか っ たが ，肥 料は 隣町か ら無料で 配布さ れ る

乾燥汚泥 を利 用 する な どに よ り支 出を抑 えて い

る 。また 酋紀 町 で も 農業委員が 自己負担で 排水

改良か ら整地，植樹 まで 行 い なが ら出費 を抑 え

る努 力 を して い る。しか し，木津町 の 事例で は

農地が基盤整備済み で あ っ た だ けで な く，放棄

され て か ら の 年数が 1 年未満で あ っ た こ と等 の

好条件が 重 な っ た た め，初 期投資は 少な か っ た 。

　 したが っ て 特 に公共事業の よ う な取 り組 み で

はな い 場合，収 支バ ラ ン ス を取 る ために は初期

投資が 比 較的 か か らな い 放棄年数 の 浅 い 農地 を

利用 す る こ とや ，作業 は参加者 の ボ ラ ン テ ィ ア

とす る な どの 支 出抑 制が 求 め られ る
一一一

方 ，木津

町の よ うに 高収益 の 作物を栽培す る こ とも 1 つ

の 対応策 とい え る。

　最 後 に い ず れの 事 例 に お い て も 取 り組 みが 継

続 され る こ とが車要 で あ り，そ の た め には耕作

放棄地 の 活用 に つ い て 所有 者 の 理解 を得 られ る

こ とが 前提 条件 とな る 。舞鶴 市で は ，地元 の 要

望 に市が 公 共事業 と い う形で 応え た た め 所有 者

の 同意を 得やす く，ビオ ト
ープ と し て の 維持管

理 活 動の 継続 も保証 され て い る 。一方，ほ か の

4 事例で は ， い ずれ の 代 表者 もで きる だけ長 く

こ の 取 り組 み を続 けて い き た い と考え て い る が ，

放棄地は 所有者の 好 意 に よ り無償 で 借 りて い る

こ とか ら，所有者の 意 向が 変化す れ ば取 り組み

を続 ける こ とが で きな くな る こ と に不 安 を抱 い

て い る 。

　 取 り組み の 継続性 を保証す る た め に は土 地そ

の も の を買 い 取る な ど の 対応 が 必 要 だが ，個 人

的 な取 り組み の 場合 に は特 に資金 の 面で 難 し い

と考 え られ る。そ こ で 取 り組み が 一定期間以 上

続 け られ て い る場合 に は，放棄地 の 所有者 の 理

解 が得 られ や す い 自治体や 農 協，あ る い は農業

委員会 と い っ た公的機 関が そ の 取 り組 み を認定

し ，圭 地の 貸借 を利用 者 の 代 わ りに担保す るな

ど の 保護策 を設 ける こ とが 求 め られ る e

VI 今後の 課題

　最後 に 指摘 した所 有者 の 同意が得 られ る条 件

や 取 り組み の 継 続 を保 証 する 条件に つ い て は ，

放棄地の 所有者に 対 する ヒ ア リン グ等 の 調査 に

よ り今後明 らかにす る 予定で ある 。 ま た本研究

で は，耕作放棄 地活 用の
一

事例に 関す る考察 に

とどまっ たが，こ の 他 の 活用事例 に つ い て も検

討 を進め て い きた い 。

謝辞 ： 最後 に な り ま した が ，本研究 を 進 め る に あ た っ

て 調 査 に ご協力 い た だ い た 各 事 例 の 担 当 者，代 表著 の

方 々 に 記 し て 深 謝の 意 を 示 し ます 。
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　 の 実態 に 関す る 調 査 結 果 」 全 国 農業会議所調 査 研 究

　 資料，第 197 号，pp．1
〜62

2）　（財 ） 農 村 開発 企画 委 員会 （1998）：「農村地 域 の 国

　 十 ・
自然 環境

・景 観保全 の 推進 に 関す る 調 査一耕作

　 放棄地 の 有効利 活用
一

」，PP．1
〜89

　 　 　 　 　 　 　 【注 】

1gg7 ．8．2g 付 け 京 都 新 聞 で M 氏 の 取 り組み が 紹

介 さ れ て い る。
こ こ で い う謝 礼 と は．土 地 の 使 用 料 で は な く，
所 有者 に 対 す る お中元 やお歳暮な どを指す。
1998．1．29 付 け 京都新 聞 な どで U 氏 の 取 り組 み

が 紹 介 さ れ て い る 。
現 在 西 紀町は篠山市の

一
部で あ る が，取 り組 み

を行 っ た の は町村合併 以 前 の ため，こ こ で は 西

紀 町 と し て 扱 う。

木津町で は 1999年 4 月か ら 2 人 の 女性が 新 た に

メ ン バ
ー

に 加わ り．多賀町で も U 氏 と 同 じ集落

に 住 む 男 性 が 荒廃畑 を 借 り て フ キ の 栽培 を 始 め

て い る 。（い ず れ も ヒ ア リ ン グ調 査 に よ る ）

1ggg．3．26 付け の 全国農業新聞で も 荒廃す る 竹

林 を 都市住 民 が ボ ラ ン テ ィ ア で 于 入 れ し て い る

例 が 紹介 さ れ て い る e

　　　　　　【引用 文 献】

　　 　　　 　　 　 「遊休農地 に対 す る指導等

　 　　 ln　this　paper ，　we 　studled 　the 　points 山at　should 　bc　considcred 　both　whcn 　aba 冂doned　farmland　is　restored 　to　farmland

and 　utilized 　as　bielope
，
　Laking 　up 　five　cxamples 　in　Kinki　districl，　The　fDl］owing 　three　points　were 　evident 　from 　the 　hearing 　of

each 　exarnp 翼c ：

1）solect 　abandened 　farmland　with 　the　characleristic 　that 　issuiヒable 　f〔｝r　the　objects 　ofuse 　from　thc　pointofthc 【oca 【ion

2）secure 　Ialented　men 　who 　are 　highly　motivated

3）ba｝ance 　revenuc 　and 巳xpenditure 　economically ，　by　planning　expelldi しure 且n　casc   fthe　abs 巳 nce 〔）fthe　gove 隔
’
nmentsupPort
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