
犬
上
川
の
水
の
恵
み
で
奈
良
時
代
か
ら
農
耕
を
営
み
、 

米
ど
こ
ろ
と
し
て
栄
え
て
き
た
滋
賀
県
犬
上
郡
甲
良
町
。
 

「
せ
せ
ら
ぎ
遊
園
の
ま
ち
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
町
の
〝
せ
せ
ら
ぎ
〞
は
、 

20
年
に
及
ぶ
住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
の
努
力
で
守
ら
れ
て
き
た
。
 

そ
の
経
験
は
国
際
協
力
に
も
生
か
さ
れ
、 

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
研
修
員
に
多
く
の
知
恵
を
与
え
て
い
る
。
 

住
民
の 

知
恵
と
努
力
の 

ま
ち
づ
く
り 

 

「
人
権
尊
重
」「
住
民
主
体
」
の

ま
ち
づ
く
り
 

 　「
言
葉
や
文
化
が
違
っ
て
も
、
住
民
の
幸

せ
な
暮
ら
し
を
求
め
る
の
は
ど
の
町
も
同

じ
。
自
分
た
ち
で
自
分
た
ち
の
町
を
つ
く

る
。
そ
の
取
り
組
み
を
支
え
て
い
る
力
を
、

今
回
の
研
修
で
感
じ
て
ほ
し
い
」 

　
2
0
0
8
年
4
月
、
甲
良
町
役
場
の

山
田
禎
夫
さ
ん
の
講
義
に
、
2
人
の
バ
ン

グ
ラ
デ
シ
ュ
人
が
耳
を
傾
け
て
い
る
。
彼

ら
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が

実
施
中
の
住
民
参
加
型
農
村
開
発
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
※
1

の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
、
カ
ー
ン
・

ナ
ジ
ブ
ラ
さ
ん
と
農
村
開
発
行
政
官
の
ダ

ス
・
ビ
モ
ル
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
さ
ん
。
日
本
の

地
域
開
発
に
お
け
る
行
政
と
住
民
自
治
組

織
の
取
り
組
み
を
学
ぶ
た
め
に
来
日
し
た
。 

　
人
口
約
8
0
6
0
人
、
13
集
落
か
ら

な
る
甲
良
町
。
ど
の
集
落
に
も
、
農
業
用

水
を
活
用
し
た
緑
と
花
が
あ
ふ
れ
る
親
水

公
園
や
水
路
が
あ
り
、
人
々
の
心
を
潤
し

て
い
る
。
こ
の
せ
せ
ら
ぎ
の
絶
え
な
い
美

し
い
住
環
境
を
築
い
て
き
た
「
せ
せ
ら
ぎ

遊
園
の
ま
ち
づ
く
り
」
の
2
つ
の
柱
が
、

「
人
権
尊
重
」
と
「
住
民
主
体
」
だ
。
そ
れ

ら
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
。 

　
山
田
さ
ん
は
ま
ず
、
同
和
地
区
人
口
約

50
％
と
い
う
こ
の
町
の
部
落
解
放
運
動
の

役
割
を
挙
げ
る
。 

　「
23
年
前
、
閉
鎖
的
で
財
政
も
危
機
的

状
況
に
あ
っ
た
町
政
を
変
え
よ
う
と
、
町

長
選
に
出
馬
し
た
部
落
解
放
同
盟
の
支
部

長
が
前
町
長
。
住
民
主
体
の
行
政
運
営
へ

と
転
換
を
図
り
、
互
い
を
認
め
、
支
え
合

う
人
権
尊
重
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て

き
た
」 

　
も
う
一
つ
の
転
機
が
１
９
８
０
年
代
の

圃
場
整
備
計
画
だ
。
そ
れ
に
は
農
業
用
水

の
送
水
を
地
下
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
化
し
、
こ

れ
ま
で
の
集
落
内
水
路
に
水
を
流
さ
な
い

と
い
っ
た
計
画
が
含
ま
れ
、
景
観
の
悪
化

な
ど
「
甲
良
ら
し
さ
」
が
失
わ
れ
る
こ
と

へ
の
危
機
感
を
募
ら
せ
た
住
民
の
間
で
、

集
落
の
将
来
は
自
分
た
ち
で
考
え
よ
う
と

い
う
意
識
が
高
ま
り
、
各
集
落
は
「
む
ら

づ
く
り
委
員
会
」
を
組
織
し
た
。
行
政
も

む
ら
づ
く
り
の
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
、

大
学
教
授
な
ど
の
専
門
家
を
招
い
て
地
域

学
習
の
機
会
を
設
置
。
そ
の
中
で
、
住
民

は
自
分
た
ち
の
集
落
を
見
直
し
、
生
活
環

境
を
総
合
的
に
改
善
す
る
計
画
を
立
て
、

行
政
の
支
援
の
も
と
に
実
現
さ
せ
て
い
っ

た
。
山
田
さ
ん
は
「
住
民
主
体
の
ま
ち
づ

く
り
と
は
、
住
民
と
行
政
が
共
に
悩
み
、

知
恵
を
出
し
合
う
地
域
学
習
と
実
践
の
プ

ロ
セ
ス
だ
」
と
強
調
す
る
。 

　
山
田
さ
ん
の
講
義
や
山
崎
義
勝
町
長
の

経
験
談
を
聞
き
、
実
際
に
集
落
を
見
て
歩

い
た
研
修
員
は
、
甲
良
と
比
較
し
つ
つ
自

国
の
課
題
を
整
理
し
た
上
で
、
む
ら
づ
く

り
委
員
会
の
代
表
ら
と
議
論
し
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
で
取
り
組
む
べ
き
活
動
を
考
え
た
。 

　
研
修
員
が
特
に
関
心
を
示
し
た
の
が
、

い
か
に
住
民
の
合
意
を
得
て
計
画
を
つ
く

り
実
施
し
て
い
っ
た
か
と
、
そ
の
中
で
果

た
し
た
行
政
の
役
割
。
計
画
も
予
算
も
中

央
政
府
の
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
決
め
ら
れ
る

自
国
の
現
状
を
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
に
変
え

て
い
く
術
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。 

　
山
崎
町
長
は
「
20
年
前
の
日
本
も
そ
う

だ
っ
た
。
国
に
言
わ
れ
た
通
り
に
や
る
し

か
な
い
中
で
、
私
た
ち
は
、
こ
う
で
き
た

ら
い
い
な
と
ま
ち
づ
く
り
の
ビ
ジ
ョ
ン
を

描
い
て
い
た
。
そ
う
い
う
〝
夢
〞
を
持
つ

こ
と
と
、
実
現
す
る
た
め
に
自
由
な
発
想

と
柔
軟
な
思
考
で
自
分
た
ち
か
ら
変
わ
る

努
力
を
す
る
こ
と
が
重
要
」
と
伝
え
た
。 

　
も
う
一
つ
、
研
修
員
が
感
銘
を
受
け
た

の
が
、
築
75
年
の
小
学
校
校
舎
が
図
書
館

と
し
て
保
存
さ
れ
、
文
化
の
発
信
地
の
機

能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
。
研
修
を
総
括

す
る
安
藤
和
雄
・
京
都
大
学
准
教
授
は
「
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
農
村
開
発
は
経
済
発
展

を
重
視
し
が
ち
だ
が
、
文
化
や
環
境
な
ど

の
視
点
を
含
め
総
合
的
に
考
え
る
こ
と
の

重
要
性
を
甲
良
か
ら
学
ん
で
ほ
し
い
」
と

話
す
。
そ
の
思
い
は
2
人
に
も
届
き
、「
経

済
発
展
だ
け
で
な
く
、
人
材
育
成
や
文
化

を
大
切
に
し
て
開
発
を
考
え
る
こ
と
が
大

事
だ
」
と
話
し
、
地
域
学
習
や
図
書
室
な

ど
を
導
入
す
る
意
欲
を
見
せ
た
。 

 国
際
協
力
を
 

ま
ち
づ
く
り
に
生
か
す
 

 　
甲
良
町
に
は
、
住
民
主
体
の
ま
ち
づ
く

り
の
経
験
を
学
ぼ
う
と
、
国
内
外
か
ら
多

く
の
視
察
者
が
訪
れ
る
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
研

修
も
、
02
年
の
タ
イ
※
2

を
皮
切
り
に
、

主
体
的
に
受
け
入
れ
、
ま
ち
づ
く
り
に
も

活
用
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
研
修
員
の
意

見
か
ら
新
た
な
気
付
き
を
得
て
ま
ち
づ
く

り
の
切
り
口
と
し
た
り
、
少
額
で
も
受
け

入
れ
資
金
を
ま
ち
づ
く
り
の
活
動
に
生
か

し
た
り
。
ま
た
「
ま
ち
づ
く
り
を
継
続
さ

せ
る
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
。
研
修
員

と
の
交
流
は
大
き
な
刺
激
に
な
り
、
住
民

が
そ
の
記
憶
を
共
有
す
る
こ
と
で
地
域
の

き
ず
な
も
深
ま
る
」（
山
田
さ
ん
）。 

　
安
藤
さ
ん
は
「
過
疎
・
高
齢
化
な
ど
八

方
ふ
さ
が
り
の
状
態
を
打
開
し
よ
う
と
し

て
い
る
日
本
の
地
方
の
経
験
は
、
開
発
途

上
国
の
人
々
と
も
共
有
で
き
る
」、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
国
内
支
援
委
員
長
の
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
・
佐
藤
寛
さ
ん
も
「
日
本
の
地

方
も
将
来
、
社
会
的
な
基
盤
が
崩
れ
て
い

く
中
で
住
民
参
加
型
の
開
発
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
る
な
ど
、
今
途
上
国
が

抱
え
る
課
題
に
直
面
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
、
こ
う
し
た
研
修
が

学
び
合
い
の
機
会
に
な
る
の
で
は
」
と
話

し
た
。 

　
山
崎
町
長
は
「
一
度
で
き
た
関
係
を
継

続
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て
い
く
こ

と
が
大
事
」
と
言
う
。
今
回
の
研
修
で
生

ま
れ
た
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
の
き
ず
な
も

ま
た
、
甲
良
の
ま
ち
づ
く
り
の
〝
糧
〞
に

な
る
の
だ
ろ
う
。 

 

滋
賀
県
甲
良
町 

ま
ち
づ
く
り
の
経
験
を
世
界
へ 

第
二
回 

町指定文化財である図書館の建物は、1933年に建てられた
総檜造りの旧小学校校舎。新校舎建設に伴い、住民の要望
で92年に歴史資料館として保存され、99年から図書館に。「学
び舎」と呼ばれ、人権やまちづくりの図書のほか、児童図書も
充実している

甲良町での研修を踏まえ、自国で取り組みたいことを発表するビモルさん。むらづくり
委員会や地域学習、図書館、無駄のない水の使い方などが特に参考になったという

※2 JICAが2001～04年にタイで実施した「基礎自治体開発計画策定能力プロジェクト」では、甲良町のまちづくりがモデルとされ、タイの
自治体関係者の研修を受け入れたほか、山田さんが短期専門家として現地に派遣された。プロジェクト終了後も、集落の一つが現地と交
流協定を結び、交流を続けている。また、4月からタイ人女性が国際交流企画員として町役場に配置され、国際交流の活性化に努めている。

※1 「行政と住民のエンパワメントを通じた参加型農村開発プロジェクトフェーズ2」。村落住民の生活向
上のため、住民と行政機関を結び、住民の意向が開発に反映される仕組みの構築に取り組んでいる。

ほ
 

研修員たちは、集落を歩いて水路や公園、ごみの分別収集所
などを視察した。各集落のむらづくり委員会を中心に、住民が
自然に配慮した水環境や景観の整備・維持管理を行っている

い
ぬ
か
み
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