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1　 研 究の 背 景 と 目的

　 神 戸市 で は ， 農村地域 を 「人 と自然 と の 共 生
ソ
ー

ン 」 と位 置づ け，1996 年に 「人 と自然 と の

共 生 ゾ ー
ン の 指定 等に 関す る条例 」 を制 定 し，

秩序 あ る 土地利 用 の 促 進 と 優れ た農 村景観 の 保

全 ・
形 成 を 目指 し て い る

1〕

。条例 に 基 づ い て ，
集落 を基本 単位 と し て 農村用途 区域 を設 定 し，
適止 な土地 利用計画 を策定す る枠組 み が 整 え ら

れ た。一
方，同 時に こ れ らの 計画 を実現す る た

め に，「里 づ く り協議 会」 を組織 し，「里 づ く り」

　（い わ ゆ る 「村づ く り」） を進 め て い る。村づ く

りとは ，集落 自らが 地域 の 実状 を 把握 し ， 集落
の あ る べ き将 来像 を描 き，そ れ を実現 して い く
一一

連 の 動 きと捉え る こ とが で きる．

　対 象 と した 松本 地 区 は ，神戸 市 の 先進的 な動

き の 中で 、T998 年度 に 他 の 集 落 に 先ん じ て 里 づ

くり計 画 を 策定 し て お り，村づ く り へ の 取 り組

み が 進ん で い る集落で あ る。村づ く り は ，都市
・農 村交流 の 場で あ る 市民農 園への 取 り組 み か

ら始ま り，地 区 で の 重 要 な役割 を担 っ て きた。
本 研 究 で は市民農園 を 契機 に進 め られ て き た村
づ くり の プ ロ セ ス を詳細 に把 握す る と ともに ，
そ の 効果 を検討 し た。

　主 と した研 究方法は 以 下 の とお りで あ る 。

（1）村 づ く りの 発端 とな っ た 市民農園 の 開設経緯

を中 心 に，村づ く り の プ ロ セ ス と現状 を既 存 の

資料や 開 き取 り に よ っ て 明 ら か に す る。
〔2）村づ く りに 対す る 評 価を住民 の 立場 か ら リ

ー

ダ
ー

へ の 聞 き取 り に よ っ て 把握す る 、 ま た，地

区 に 対す る都 市住民 の 意識 を市 民農園 の 利 用 者

に対 す る ア ン ケ
ー

ト調 査 を参考に し て 把握す る 。

（3）以 一ヒの 結果か ら，村づ く りの 成立 条件 を整理

し，そ れ が果た し た 効 果 と課題 を考察 す る。

H　 地 区の 概要

　松本地 区は 図 1 に示 す よ うに ， 神 戸市西 区櫨

谷町 に位 置す る 。松 本 地 区 は 櫨谷 町 の 西 部 に位

置 し，神 戸 「「〒の 中心市街地 か ら西 へ 約 20km の

距 離に ある 。 北 側 に 西 神 ニ ュ
ー

タ ウ ン
， 北 東側

に は 西神 南 ニ ュ
ー

タ ウン （建 設 中）が あ り，住

宅団 地 の 開発 に 伴 っ て 都 市化 圧 力 が強 い 。地 区

の 土 地利 用 を図 2 に示 す。東西 に 山林に 挟 ま れ ，

中西 部 を縦断 し て 流れ る櫨 谷 川 に 沿 っ て 水 田 景

観が 広 が っ て い る。市民農園は地 区北東 部に 開

設され て い る。

図 1 地 区の 位 置
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図 2　土地利用現況
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　 総 戸 数は 197  年 の 58 戸 か ら 1990 年 には 74

戸 へ 増加 した が ，大部分 は非農家 の 増加 で あ る。

逆に 農家数は 46 戸 か ら 43 戸 へと減少 し た
1）
。

　経営耕 地 面 積の 推 移を 表 1 に 示 す。 1970 年に

は 4，420a あ っ た が 1995年 に は 3，092a と約 3 分

の 2 に 減少 し た n 都市近郊 に位 置す る恵 ま れ た

立地条件か ら，兼業化が 著 し い 。農地の 転用圧

力が 強 く，耕作放棄地 も散 見され る よ うに な っ

て き て お り，適正 な 農地 の 維持 管理 の 可否 が 危

惧 され て い る 。

表 1　経営耕 地面 積 の 推移

計
田

畑
娠作 不 1乍付嬋

樹園地

19704 ，4203 ，8204390590o
19753 ，7823 β92H9513900
19803 ．7323 ，4104 ・1959322o
19853 β813 ，02930811025 〔〕 102

1駅〕03 ，5023 ，39367 ：33719514
19953 ，09221909446462173 正0

出 典：農林業セ ン
・リ．ス

m 村づ く りの プ ロ セ ス

　松 本 地 区 が 村づ く りに 積極的 に 取 り組 む こ と

に な っ た背景 と し て ，次に 指摘す る 2 つ の 危機

感が あ っ た 。 す な わ ち ，   地 区住 民 の 大部 分 を

占め る農家 の 営農 意欲 の 減 退 に伴 っ て ，農 地 の

荒廃化 が進 ん で い る こ と に 対 し ，強 い 不安感 を

募らせ て い た こ と，  都 市近郊の 恵 まれ た 立地
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条件 を有す る た め ，宅 地 開発 等 の 都市化 圧 力 に

よ っ て こ れ ま で 維 持 され て き た農村 最観 が 失わ

れ て い く懸 念 で あ る。特に 前者 の 問題 に 関 し て ，

条件の 良い 平坦地に 発 生す る耕 作放 棄を未然 に

防 ぐ手段 と して 市民 農園が 活 用で きな い か と の

考えが以 前か ら持たれ て い た e

　 村づ く りの 流れ を表 2 に 示 す。活動 の 手始め

とし て ，自治会組織 の 改革 （1990 年）が行わ れ

た。区有金 を使 っ て 公 会 堂等の 施設 を整備 し，

住民 の 交流 の 場 と し て 総会 を新設 し た。

　 市 民農 園 へ の 取 り組み は 1991 年 か ら始ま っ

た n 地区 に あ るた め 池を 活用 し た 市民農園整備

構想 が あげ られ た。地 区 で は 圃場整備事業が 了
・

定 され て お り， こ れ に 合 わ せ て ，市 の 事業 と し

て 市民農 園 の 整備案 が提 案 され た 。 当 初は補助

事業 の 導入 を 前提 と した行 政 主導 の 計画 で あ っ

た 。 1992 年 か らは 土地 改良区 が 設 立され ， 圃 揚

整備 事業 が 始 ま っ た
。 対 象 と な っ た 面 積は

， 田

27．5ha，畑 6，6ha，道路 ・水路 6．5ha，非農用 地

2，8ha，国 機能交換 2．lha で あ っ た 。

　 地 区 で は ，市民農園 へ の 取 り組み と並行 し て

県道 バ イ パ ス 事業や櫨谷 川 の 整備事業 も行わ れ

た。 バ イ パ ス 事 業は 土 地 改良区が 換地 で 都市計

画 道路 （幅員幅 18m ）用地 11，000　r  創設 し， 匸

事が 進捗中で ある 。 櫨 谷川 で は従 来 の 井堰 4 ヶ

所 を統合 し て 松本 統合井堰 を っ く り ， 河 川 敷 で

は 公 園 を整備 し た。左 岸堤防 は コ ス モ ス 遊歩道

と し て 自治会 夫人 部 （婦 人部）が 管理 し，右岸

は花壇 と し て 自治 会 フ ラ ワ
ー

同 好会 が 管理す る

よ うに な っ た 。 こ れ らの 動 きが 地 区 組織 に も浸

透 し ，櫨谷川整備 の た め の 松本地区 河川 愛護 会

も結成 され た，、こ の こ ろか ら住民 に村づ く りの

実施状況 を知 っ て もらお うと土地改良区 の 機 関

誌 「平成の 村づ く り」を発行す る よ うに なっ た 。

　村 づ く りは順調 に 進 ん で い た が ，1995 年 1 月

阪神 ・淡路大震 災に よ っ て ， ま ず最 初に 取 りか

か っ て い た 市 の 市民農園事 業が 頓挫 し，地区 単

独 で取 り組 まざるを えな い 状 況 に追 い 込 まれ た。

こ の 情勢 の 変化 が 逆に住 民 の 自立 的 意識 を高揚

させ ，主 体的に 村づ くりを行 う契機 とな っ た。

　 そ の 後 ，櫨 谷川 で 進 め られ て い た松本統合井

堰 及 び モ デ ル 河 川 事業，農 業用 水 源 を利用 し た
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自噴泉公 園 が 完成 し，ハ
ー ド面の 事業が あ る程

度完了 し た
。 最近 で は ，村 づ く り の

一
環 と して

営農 の 見直 し等の ソ フ ト面 へ の 取 り組 み が 見 ら

れ るよ うにな っ た 。

　 1997 年 に松本農地 利用 改善会 ， 里づ く り協議

会 が結成 され た 。 松本農地 利用 改善会 は ， 土 地

改 良区の 営農改善計画 で あ る農機 具の 共同化，

ハ ウス 栽培で の 軟弱野菜へ の 転換 ， 観光農 業の

導入 を実施す る た め の 団 体で ， 全農家で構 成 さ

れて い る 。

　 こ の よ うな地 区活 性化や営農改善 の 取 り組み

は 1998年 に 地区農業と環境保全の マ ス タープ ラ

ン で あ る松 本地 区農業 活性化 構想 「村の 理 念 を

都市に 吹き込む」 の 策定 へ と繋が っ て い っ た
1）

。

表 2 ・村づ くり の 流れ

年 度 内　　　容

・自治会 組織 の 改正

監990 ・公 会覚駐車場 驚備

・
財産区区　 　確保 と括動　

ム

・ため池利活用に よる市民農園構想

1991 ・消防器具庫新築

・神 戸市松本 土地改良区 準　会発足

1992 ・土 　　 　 区設 立

・井 堰及 び た め池 統合

1993 ・松 本 河川 愛護 会 設立

・　 加11左 　 　　 　 　 　 コ ス モ ス

・た め 池四者協定 （神戸 市、改良区 ，水利権者，財産区〕

1994
・臼治 会 会員 夫人 部結 成 〔コ ス モ ス 栽培 管理夫人部 且3チ

ー
ム ）

・
貯水 池 よ り送水開始

・　 　 †　　 　　 オ
ー

プン

・公 会 堂 冷暖房施般及 び 駐車場拡張

1995 ・自噴泉公園 竣工

・消防車導入 及び ホ
ー

ス 乾　施設

土地 改 良区 に よ り上橋連絡道路完成

1996
・丘 之屋 形跡石 碑股 立

・松本統合井堰及 びモ デル 河川 完成

・土　　　工　工 事

艮997
’農地利用改善会結成

・農業活 性 匕構 想 （地区農　と　　保全の マ ス タ
ープ ラン 作成）

1998 ・松本里 づ くり　 　
△

将来計画
・松本 上橋復元

言　 者　 　 の 　流セ ン タ
ー

IV　市民農園 の 開設 経緯 と実現手法

1　 開設経緯

　村づ くり へ の 取 り組み の 大 きな契機 とな っ た

の は 1991年 の 市民農園構想 で あ る 。 市 の 事業 と

して 「ハ ー ド面は行政 ， 管理は 地元」 と い う形

式で 進ん で い っ た。既 に市が 西 区内に 開設 した

市民農園や宿泊施設 が併設 され た 兵庫県春 日町

の 市民農園の 視察 を行 い なが ら ， 1992 年 に 「西

神 戸 クライ ン ガ ル テ ン 」 計画 案が っ く られ た 。

ク ライ ン ガ ル テ ン を 中心 と して そ の 周 辺 に緑 と

水辺 空間 （た め池）を配 置す る も の で あ る。同

年に 自治会総会 で 計 画が 住民に説明 され ， 市民

農園 の た め の 土 地提 供者 を募 る段階まで こ ぎっ

けた 。

　 と こ ろが ，1995 年 の 阪神大震災に よ っ て ，財

政難 か ら市が 主体 とな っ た市民 農園計画 は 白紙

に 戻 され た。 し か し ，地 区で は 市民農 園開設 に

対す る意欲 は 強 く，地元 が主 体と な っ て 計画 を

引 き継 ぐ こ
・
とに な っ た。市の 事業計画 で は大規

模な施設整備 が含ま れ て い た が ， 計画 内容の 縮

小 （特 に施設 に っ い て〉を余儀な くされ た。

　 開設 され た農園は，総面積 2．Oha，区画数 226

区画 ，

一
区 画面 積約 50   ，利用料金 50   当た

り年間 25，000円 で ある。契約期 間は 1年で ある

が ，更新が 可能である 。 施設 は休憩所 ， トイ レ
，

農機具庫，駐車場等があ る 。

2　 実現手 法

（1）用地 の確保

　 圃 場整備 に よる 換地 を用い て市 民農園用地 を

集団的に確保 し た こ とが ，市民農 園実現 の 重要

なポイ ン トに な っ た。す なわ ち，1992 年か ら始

ま っ た 圃場整備 事業の 中で ，将来耕作放棄が生

じやす い 場所 ， 耕 作条件の 不利 な 場所 を選 定 し

　（結果 と して ，地 区 北東部 の 傾斜 地を選定），グ

ル
ー

プ 別 団体集団 化の 換地手 法
4｝
を用 い て ，

一

般個人 換地 に先ん じて 農地 の 集団化を行 っ た。

農園用 地 と して 運定 された土地の 地 目は大部分

が 山林 で あ り ，
そ の 他 に た め 池，水 田 ，畑 が

一

部含まれて い る。 換 地前 の 地権者は 16名 と財産

区 で あ っ た が ，換地 後は 8 名 と財産区 に な っ た 。、

　 確保 され た農地 は市民農園 と して の 利 用 を前

提 に し て お り ，
こ こ に換地 され た場合 は 個人 で

耕作 を行 わな い とい う原則 をつ くっ た。これは ，

営農意欲 の あ る農家 とそ うで な い 農家を明確 に

分け，意欲 の あ る農家 は地 区の 平坦 な優良農地

で 生産 的な農業 を行 う
一

方 で ， 意欲 の な い 農家
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を傾斜地 等 の 条件不 利 な 農地 に 集約 し ，
レ ク リ

エ ー
シ ョ ン 農業 を中心 と した 農業を行 うこ とを

意図 した もの で あ る。 つ ま り ， 耕 作放棄地 の 発

生 を未然に 防止 し，適正 な農 地利用 を維 持 し て

い くた め の 対 策で あ っ た。当初 ， リ
ー

ダー
は 住

民懇談会等で こ れ らの 趣 旨を説 明する と ともに
，

市民農園 へ の 参加 を呼び か け た。結果 として 区

域外か ら の 換地 は 1 名 に と どま っ たが ， こ の 考

え方 と試 みは評価す べ き も の と言 えよ う。

（2）運営方法

　市民農園 の 計画が 圃場整備事業 と同調 し て 行

われ た こ とか ら，開設前 まで は土 地 改良区が 主

体 とな っ て 準備 会 を発足 させ ，開設 の 準備 に あ

た っ て きた
。 開設 後は 11 名 （地権者 8名）か ら

成 る平成村協議会を設 立 し，市民農 園 の 運営 に

あた っ て い る。協議 会運 営内容は ，親睦会の 企

画 ，会報の 発行 ，農 園 の 管理 （草刈 り，清掃 ，

農機具 の 維持管理等），関連施設 （駐 車場，進入

路等）の 維持管理，管理施設 （休憩所，農機具

庫） の 維持 管理等で ある 。 協議会の メ ン バ ー
に

負担が か か らない よ うに ， 平 日の 業務は 土地改

良区 に ， 週 末の 業務 は市 民農園に 隣接す る有限

会社 に ， 栽培指導等の 業務 は利用者に委託 して ，

労働負担の 軽減を行 っ て い る。 当初の 計画 が変

更 され ， 地 元単独で 市民農 園の 開設 ・運 営 を行

っ て い るた め ， 農園に設 置す る各種施設 （休 憩

所 ， トイ レ
， 農機 具庫 ，駐 車場）は簡易的 な も

の と し， コ ス トの 軽減を 図 っ て い る。農園運 営

に必要な経 費は 主 に利用者 か らの 区画利用料で

賄 うこ とが で きてお り ， 地 権者 へ の 地代 も支払

われ て い る。

V 　村づ く りに与 えた効果

　こ こ で 市 民農園が与 えた 村つ く リ へ の 効果 を

考察 し て み た い
。

（D 土地の 有効利用 と農地 保全

　大部分の 地 目が 山林 と し て 荒廃 が進 んで い た

土 地 や今後耕 作放棄 され そ うな農地 を選定 し
，

市民 農園に 利用 した 。 市民 農園用地の 全面積 の

うち ， 従来 か ら農地 と し て利用 され て い た 面積
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は わず か 2 割程 度 で あ り，そ の 他 は荒廃化 し た

山林 を 圃場 整備区 域に 編入 し，市民農 園 と し て

整備 され た。

（2）地権者 の 労働力 ・費用負担の 軽減

　 市民農園 を計画 した当初の ね らい の
一

つ に ，

農業意欲の 低い 農 家を 市民農園用地 に換地す る

こ とで ，地区の 適 正 な農地利用 を図る こ とにあ

っ た。地権者 は農地 を 貸し出 し，利用者 に農 作

業 を し て もら うこ とに よ っ て ，本来な ら営農の

た め の 労働時間や 労働力 ，肥料や農薬，種苗，

機 械 な ど の 資材費 の 負担 が 不要 となる。本地区

の 市民農園で は ，地権者 に地代が 支払 わ れ て お

り
， 営農意欲 が低 下 し た農家の 参加に よ る メ リ

ッ トは 大きい と言 え る。

（3）新 し い 活動 の 促進

　 市民農園 へ の 取 り組 み が 始ま っ て か ら，地 区

が 都市住民 に広 く認 知 され る よ うに な っ た。住

民 に とっ て も市民農 園が シ ン ボ ル 的 な存在に な

っ て きた 。 櫨 谷町 で 毎年秋 に行 われ る櫨谷川祭

りの 参加者が第 1 回 （1993 年）約 800 名 か ら現

在は 1500名 と年 々 増加 し ， 地 区 の 来訪者数 も格

段 に 増えた 。 こ れ に 伴 っ て い く つ か の 新 し い 動

きが生まれ て き た 。 以下に そ の 動 きを説明 す る。

  市民農園 の 拡 大

　 都 市近 郊 の 立地 条件か らす る と，市民農 園 に

対す る需 要 は か な り見込 まれ る状況に あ る 。 当

初の 区画数 226 区画 は 常にす べ て 利用契約 され

て お り，里998 年 10 月 時点 で 市民農園の 利用希

望者 （キ ャ ン セ ル 待ち）が 25名 もい た。そ こ で ，

現在 の 市民農園の 東側 上位斜面 に 区画 を拡大す

る こ とに した。区画数は 35 区 画 と し ， 市民 リ フ

レ ッ シ ュ 農 園 緊急整 備事 業 とし て 着 手 し ， 1999

年 10月に 開園す る こ とに な っ た。

  野菜の 直販開始

　都市住民 が松本地 区 に新鮮な野 菜を求 め て 来

訪す る こ とが多 くな り，農家の 庭先で 米や野 菜

の 直販 を始め る よ うにな っ た 。

  ア ス パ ラ会の 誕生

　地区の 特産品 を つ くる新 し い 農業 の 取 り組 み

が 生まれた 。 ア ス パ ラガ ス に着 目し 1999年有志

12名 で 構成 され る ア ス パ ラ会を つ く っ た。現在 ，

農 家ご とに ア ス パ ラガ ス の 栽培 を行 っ て い る。
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今 後 ，直販 所 を っ く り特産 品 と し て 市場 に 出す

予 定で あ る 。特 産 品 の 直売施設 と し て 市民農園

の 隣接地 帯 に 交流セ ン タ
ーをつ く り， そ こ を拠

点 とし た活動を展開 した い と考え て い る 。

  果樹の オ
ー

ナ
ー制度 の 導入

　面積 0．07ha で 試験的に リ ン ゴ の 木に オーナ
ー

制 を取 り組み 中で あ る 。 現在 ，
オ ーナーの ほ と

ん どが市民農園利用者で あ り ， 取 り組み 始 め て

4 年 目 に な る 。 こ れ か らは も っ と果樹 の 品 種 を

増や し ，将来は 自噴泉 の 近 くや市 民農園 の 南部

に あた る と こ ろ で 展 開 し て い く意向が あ る 。

VI 村づ く りの 評価

1　 住民側 か ら見 た評価

　村づ く りの リーダ
ー

は ，地 区 の 活性化 に果 た

す 市民 農園の 役割 を評価 し て い る 。 すなわち，「松

本 」
＝ 「平成村 （市民農園）」 とい う図式が 認知

され る よ うにな り ， 地 区 の 知名 度が 上昇 した こ

とで あ る 。こ れ を契機 に ，都市 住民が 松本地 区

に 野菜 を求 め て 来訪す る よ うに な っ た 。 地 区住

民も市民農園 が あ る と い う誇 り が持 て ， 意識 の

活性化 に っ なが っ て い る と こ ろ が あ る と指摘す

る 。 ま た ， 以前 は 村づ く りに対 し て 消極的 で あ

っ た が ， 村 づ く りの 動き を知 るに連れ ， 徐 々 に

意識 に 変化 が 起 こ っ て い る と して い る 。
こ の 動

き を さらに集落全体 に広 げ， ソ フ ト事業に 力 を

入 れ て い きたい と望ん で い る 。

2 　都市住民 か ら見 た評価

　市民農園利 用者 の 地域資源や農村 に対す る意

識 か ら ， 地区 の 村 づ く りの 現 状が都市住 民 に ど

う映 っ て い る の か を把握 した 。 意識 は ア ン ケー

ト調査 （利用者 162 人 を対象に 1999年 11 月 に

実施。回収率 60 ％）に よ っ て把握 し た 。

　 利 用者の うち市民 農園以外の 施設や イ ベ ン ト

を認知 して い る の は 82％ と高い が，実際に利用

し た こ とが あ る割合は 32 ％ とまだ低 い 水準 で あ

る。具体的に は ，市民農園に近接す る 「地 蔵院」

（56 ％）や 「櫨谷 川」 （56 ％），F） ス モ ス 街道」

（36％），「自噴 泉公 園」 （30 ％）が 上位で ある 。

　 地区に 対す る要 望に つ い て は ，表 3 に 示 す よ

うに 「山林や森林浴 な どを楽 しめ る散策路」 （43

％）や 「櫨 谷川や 田 園風 景 をめ ぐ るサイク リン

グ ロ ー ド」 （24 ％） の 整備 ，
「農産物 の 直売」 （36

％）や 「市民農園以外 の 農業 体験の 機 会」 （24

％）が 挙げ られた 。

　市民農園を利用する前後で ，44 ％ が農村 の イ

メ
ージが 「良 くな っ た 」 と回 答 して い る。市民

農園 を通 し て ，意識の 変化が見 られ る。また，「観

光や レ ク リエ
ー

シ ョ ン 目的 で農村 を訪れた い 」

（46 ％），「農村に移 り住み た い 」 （20 ％） とい

う利 用者 も比較的高い 割合 を占めて い る 。 また ，

農村に 期待す る こ と と し て ，「新鮮 な農産物 の 供

給 」 （74 ％），が圧倒的に多 く ， 続 い て 「農業 と

接する機会」（56 ％），「伝統文 化 の 伝承］（39 ％）

等が指摘 されて い る。

表 3　都市住民の 評価

項目 カテ ゴ リー 度数 （人｝割 合 〔％）

松 本地区への 要 望
あ り

な し

83

正485

，614
．4

要望の 内容

（重 複回答 ）

散策 路

サイ ク リン グロ
ード

子 供の 遊 び場

親水公 園

祭や行 事

歴 史や 文化

農業体験

宿 泊施設

農産物の 直売

交流

現状の まま

　 の 他

362G

亘711

正0

旦5201307123

43、424
，監

20．513
．312
．Ol8
．124
．且
L236

，18
．414
．53
．6

農村への イ メ
ー

ジ

良 くな っ た

悪くな っ た

変わ らない

無回答

43

苴

4112

44．3Lo42

．3
艮2，4

農村 との 関 わ り方

移 り住 みた い

訪れ たい

興味 ない

そ の 他

無回答

1945582019．646
．45
，28
．220
．6

農村への 期待
あ り

な し

B8990 ，79
．3

期待す る 内容

（重複 回 答〉

新鮮な農産物 の 供給

施設 を充実

農業 体験の 機会の 増加

宅地 開発

伝統 文化の 伝承

現状 の ま ま

そ の 他

651449234t5473．915
，955
．72
，333
，6

監7．04
，5
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W 　村づ く りの 成立 条件 と今後 の 課 題

1　村づ く りの 成立条件

　本地 区 で 村づ くりが 成立 し
， 推進す る こ とが

で きた条件 と して 以下の 5 点が指摘で きる 。

  先進的な意識 を持 っ た リーダーの 存在 と村づ

く りへ の 積極的取 り組み

  土地 改 良区及び土地改良事業の 効果的な役割

  機関誌 に よる住民 へ の村 づ く りの 広報活動

  行政 （神 戸市）の 村づ くり推進体制

  地区 の 恵まれ た 立地条件，社会条件

　 村づ く り の リ
ーダー

は土地改良区の 闃係者 で

あ り ， 土地改 良事業を 上 手 く活用で きたこ

．
とが

大きな意味 を持 っ て い る 。 すな わ ち ，換地 に よ

る 市民 農園用 地 の 確保 ，
た め 池 の 活用 ， 土 地改

良事業 で 発掘 した 自噴 泉の 公 園化 な どが効果的

に 行 えた 。 リ
ー

ダーの 村づ くり へ の 意欲 も強 く ，

自らも観光農 園に 取 り組 む 姿勢を見せ て い る。

た だ ， 土地改良区 は地 域 を担 う団体 で あるに も

か か わ らず ，市民農園 や観光農園 関連の 事業 の

実施主体 とは なれ な い た め ， 組織 を複雑化 させ

る側 面が あ り，制度的 な改革 が必 要で あろ う。

加 え て ，機 関誌 に よ っ て村づ く り の 動 きを逐
一一

住 民 に知 らせ る活動 を重視 した点 も効果的で あ

っ た。住 民に 村づ くりが全 く別 世 界で の 出来事

で あ る と捉 え られ る ケ
ー

ス が 多い か ら で あ る。

　
一方 で ，本地 区の 特殊性 も見 逃 して は な らな

い
。 す なわ ち ，神 戸 市 で は 条例の 制定 と と もに

農村地域全域 で村づ く り推 進 して い る。こ れ ら

の 動 き が 支援材料にな っ て い る こ とは言 うまで

もない 。 さ らに ，都 市近郊に 立地す る立地条件

か ら，多く の 農家が 生 計 を農 外所得に 依存 し ，

新 しい 取 り組 みを行 う条件が 整 っ て い たこ とや

地区に豊 富な区有金が あっ たこ とが挙げ られ る 。

2　 今後の 課題

　市民農園を 契機 に始 ま っ た村づ くりは前進 し

つ つ あ り ， 住民 の 意識の 変革 も見 られ る 。 地 区

の 将来構想 と し て ，マ ス タ ープ ラ ン も作 り上 げ

た 。 しか し，村づ く りは ，まだ 始ま っ た ばか り

で あ り ， 本地 区で も多 くの 課題が残 され て い る 。

以下 に課 題 を整理す る。

  都市住 民 と の 交流 を期待 され る市民農園は ，

交流 の 効果 が弱 い の が 現状で あ る。現在 ， 農園

内に施設 を設 ける計画が構 想 され て お り ， 各種

イ ベ ン トや講習会等の 交流拠点 とし て の 活 用 が

期待 され る 。

  地区 の マ ス タ
ープラ ン で 村づ く り の 柱 と し て

示 され た市 民農園等 の 都市農村交流の 取 り組み

は か な り実現 し て い る 。

一
方 で ， 営農 面の 改善

は こ れ か らの 段階で ある。農地 の 大部分 を 占め

る水 田 管理 の あ り 方 の 検討 は
， 今後 の 村づ く り

大 きな課 題 の
一

つ で あ る。

  地区 住民 の 中には少 しず つ 村 づ くり へ の 意識

変化が 生 まれて い るが ， 若 い 世代 の 村づ くりに

対する意識が希 薄で あ る 。 現 リ
ー

ダーも 60 才代

で あ り，次世代 に こ の 取 り組み を続 け るた め に

は，少な くとも若 き リ
ーダー

の 発掘が 望 まれ る 。

　謝辞 ： 本研究 に おい て ，松本地 区 の 二 星 精 治 郎 氏，二

星 豊 彦 氏，神戸市西農政事務所 の 奥井 重 柾 氏 に多大 な る

ご協力 を 頂きま し た。ま た ，デ
ー

タ整 理 で は農 村 計 画 学

研 究 室 専攻 生 の 堀宏美君に お 世話 に な りま した。各位 に

深 甚 な る謝意 を表 し ます。

　 　 　　 　 　 　 　 ［参 考文 献 ］

D神 戸 市産業振興 局 （1998） ：「人 と 自然 との 共 生 ゾー
ン

整備基本方針」，pp、1．28
2）神戸市産業振興局 （1997）： 「神 戸 市 内農業の 動 き 一

1995年 農 業 セ ン サ ス か ら
一

」，pp．68−108
3）松本 マ ス タープ ラ ン 策定 委員会 （1988）：『松本地区農

業活性 化 構想』， pp．レ 21

4）農業土木学会 （1994）：『農業 土 木 ハ ン ドブ ッ ク 』，
PP．46藍胸462

　　 Reorgal】ization　of 　village 　is　adVanced 　in　Matsunloto　district，　Kobe 　City　located　in　lhe　suburba 癩 agriculturai 　area 　sta 民ing
with 　the　work 　on 監h¢ alletment 　garden ．　In　this　paper，　we 　clarified 　the　process　of　reorganization 　of 　vMage 　main 【y　composed 　of 　the

aliotment 　gardon，　and 　considered 重he　effects　which 　i重 accomplishcd 　and 　the　problem　in　the　future．　Thc　fb】IQwing丘ve 　pohlts　were

pointed　o頃 as　a　cond 面011 監hat　reerganization 　of　v 田age 　was 　able 　lo　be　approved 　and 　promoted　in　this　distric1．　D　The　Ieader　who
had　 advanced 　 consideratiGn 　 existed ，　 and 　they　 wor 琴ed　on 　rcorganizalion 　 of 　Vill巨ge　positive【y，2）EffectiVe　role 　 which 　Iand
improvement　district　and 　land　improvement　prqiect　piayed， 3）Pub騒c　relations 監o　resident 　by　organization 　magazine ，4）Promotion
sys 重em 　of 　reorganizatien 　of 　vMage 　in量he　administration ，5＞ Conditiens　of 　bcation　and 　social　condition 　this　district　is　given ．

78 農村計画論文集　第 2集　2000年 12月

N 工工
一Eleotronio 　Library 　


