
―
認
定
さ
れ
た
率
直
な
感
想
は
―

（
中
村
）
能
登
半
島
が
世
界
農
業

遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
私

に
と
っ
て
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と

で
し
た
。
以
前
か
ら
能
登
半
島
の

里
山
里
海
の
素
晴
ら
し
さ
を
確
信

し
て
い
た
か
ら
で
す
。
日
本
国
内

で
は
、
世
界
農
業
遺
産
（
ジ
ア

ス
）
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
国
際
的
権
威

の
あ
る
重
要
な
タ
イ
ト
ル
で
す
。

能
登
に
住
む
人
も
能
登
の
良
さ
を

誇
り
に
思
い
な
が
ら
、
最
近
の
過

疎
化
、
高
齢
化
な
ど
で
、
や
や
弱

気
に
な
り
か
け
て
い
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
そ
こ
に
、
耳
慣
れ
ぬ
世

界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
、
戸
惑

わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
能
登
の
価
値
が
し
っ
か
り
評

価
さ
れ
、
認
定
を
心
か
ら
う
れ
し

く
思
っ
て
い
ま
す
。

（
武
元
）
私
自
身
も
、
世
界
農
業

遺
産
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の

か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
関
係
者
の
皆
さ
ん

か
ら
い
ろ
い
ろ
な
ご
指
導
を
い
た

だ
き
、
改
め
て
世
界
農
業
遺
産
と

い
う
も
の
が
素
晴
ら
し
い
も
の
で

あ
り
、
高
い
評
価
を
い
た
だ
き
本

当
に
う
れ
し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

正
直
な
と
こ
ろ
、
は
じ
め
は
「
能

登
の
里
山
里
海
」
が
そ
れ
ほ
ど
ま

で
世
界
的
に
大
事
な
地
域
で
あ

り
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
含
ん
だ

宝
物
が
あ
る
地
域
だ
と
は
認
識
し

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
認
定

と
い
う
形
で
改
め
て
評
価
さ
れ
た

こ
と
を
と
て
も
う
れ
し
く
思
っ
て

い
ま
す
。

―
世
界
農
業
遺
産
の
意
義
と
価
値
―

（
中
村
）
一
番
大
き
な
意
義
は
能

登
で
行
わ
れ
て
い
る
農
業
の
価
値

が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
能
登

で
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
農
業
が

続
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
美
し

い
景
観
を
持
つ
里
山
が
つ
く
り
あ

げ
ら
れ
ま
し
た
。
集
落
は
長
い
歴

史
と
文
化
を
持
っ
て
お
り
、
能
登

の
里
山
は
、
日
本
の
里
山
の
代
表

と
い
え
ま
す
。
能
登
の
里
山
で
農

業
が
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重

要
で
す
。
里
山
と
い
う
の
は
、
農

業
、
林
業
な
ど
の
人
の
活
動
に

よ
っ
て
、
長
年
の
う
ち
に
つ
く
り

り
上
げ
ら
れ
た
土
地
の
利
用
の
仕

方
で
す
。
日
本
各
地
の
風
土
に
応

じ
て
、
里
山
の
あ
り
方
も
違
い
ま

す
が
、
持
続
的
に
農
業
が
行
わ

れ
、
文
化
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
点

は
共
通
で
す
。
私
た
ち
は
里
山
の

重
要
性
を
ず
っ
と
主
張
し
て
き
ま

し
た
。
平
成
20
年
に
谷
本
石
川
県

知
事
は
、
ド
イ
ツ
で
石
川
の
里
山

を
国
際
的
に
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
ま
し

た
。
Ｃ
Ｏ
Ｐ
10

（
コ
ッ
プ
テ
ン
、

生
物
多
様
性
条
約

第
10
回
締
約
国
会

議
。
平
成
22
年
、

名
古
屋
で
開
催
）

で
は
、
「
国
際
里

山
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ

ブ
」
が
発
足
し
、

日
本
の
里
山
が
国

際
的
に
認
知
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
こ

ろ
か
ら
能
登
の
里

山
は
、
国
際
的
に

注
目
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
も
う

一
つ
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

能
登
に
は
里
山
だ
け
で
は
な
く
里

海
が
あ
る
こ
と
で
す
。
七
尾
に
も

里
山
と
里
海
が
両
方
あ
り
ま
す
。

そ
の
両
方
が
、
今
回
評
価
さ
れ
た

こ
と
は
能
登
の
素
晴
ら
し
い
特
色

で
す
。

（
武
元
）
能
登
は
こ
れ
ま
で
も
人

口
が
減
り
、
過
疎
化
・
少
子
高
齢

化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
今
後
、
限

界
集
落
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
中
で
、
こ
の
地
域
を
ど

の
よ
う
に
し
て
持
続
可
能
な
形
に

し
て
い
く
か
が
大
き
な
課
題
で

す
。
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
、
改
め
て
能
登

に
は
素
晴
ら
し
い
資
源
、
宝
物
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

能登の里山や里海の価値に以前から注目し、今回の認定に深くかかわった金沢大学学長補佐の中村浩二
教授と武元七尾市長の対談から、認定の意義を考えます。

　　認定をバネに
里山里海の再生を

中村 浩二
金沢大学学長補佐

Nakamura Koji
【プロフィール】
昭和 22年兵庫県生まれ。金沢大学教授、学長補佐、環日本海域環境研究センター長。専門は
生態学。「能登里山マイスター」養成プログラムなどの代表を務める。著書『人間活動の影響下
にある生態系の応用景観生態学―人間生態系と自然生態系の結合』（共著、英文）など多数。 2広報ななお



過
疎
化
・
少
子
高
齢
化
に
歯
止
め

を
か
け
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

―『
能
登
の
里
山
里
海
』
の
魅
力
―

（
中
村
）
確
か
に
人
口
が
減
っ
て

少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
と
い

う
現
状
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
そ

ん
な
中
に
あ
っ
て
も
集
落
が
維
持

さ
れ
、
農
業
を
営
み
、
キ
リ
コ
祭

り
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
伝
統
的

な
儀
礼
が
し
っ
か
り
と
残
っ
て
い

ま
す
。
私
の
よ
う
な
「
よ
そ
者

（
神
戸
市
出
身
）
」
か
ら
見
る

と
、
能
登
の
風
景
や
風
土
は
本
当

に
素
晴
ら
し
い
で
す
。
黒
瓦
の
立

派
な
家
が
立
ち
並
び
、
海
辺
の
眺

め
も
見
飽
き
ま
せ
ん
。
農
林
水
産

業
な
ど
の
生
業
（
な
り
わ
い
）
に

よ
り
磨
き
上
げ
ら
れ
た
里
山
里
海

の
「
自
然
」
と
、
そ
こ
に
住
む
人

の
「
社
会
・
文
化
・
伝
統
」
の
両

方
が
調
和
し
て
い
る
こ
と
が
大
き

な
魅
力
で
す
。
人
口
が
減
り
こ
れ

か
ら
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
と
き

に
、
世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ

た
わ
け
で
す
。
こ
の
意
義
を
よ
く

考
え
て
、
バ
ネ
に
し
て
ほ
し
い
と

願
い
ま
す
。

（
武
元
）
能
登
と
い
う
の
は
三
方

（
ま
た
は
四
方
）
が
海
に
囲
ま

れ
て
い
て
、
山
・
田
園
・
川
・

海
が
一
体
な
も
の
と
し
て
循
環
型

社
会
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
は
単
に
生
物
多
様
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
生

業
と
し
て
の
農
業
や
水
産
業
が

１
０
０
０
年
以
上
に
も
わ
た
り
存

在
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
が
今

な
お
続
い
て
い
る
こ
と
が
大
き
な

魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
れ
ら
を
こ
れ
以
上
荒
廃
さ

せ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
変
え
な
い

よ
う
に
や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
責
任
が
あ
る
と
思
っ
て
い

ま
す
。
今
回
の
世
界
農
業
遺
産
認

定
を
契
機
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。

―
行
政
や
市
民
の
か
か
わ
り
は
―

（
中
村
）
ま
ず
は
地
元
の
人
が
、

自
分
た
ち
の
地
域
の
里
山
里
海
が

世
界
農
業
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
こ

と
の
意
義
を
よ
く
整
理
し
、
考
え

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
単
に
お

墨
付
き
を
も
ら
っ
た
と
か
、
宣
伝

の
材
料
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
ど
ん
な
部
分
が
能
登
や
七

尾
の
特
色
な
の
か
を
考
え
る
こ
と

で
す
。
一
方
で
、
良
い
こ
と
ば
か

り
で
は
な
く
、
か
な
り
厳
し
い
現

実
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
人
口

が
減
る
の
か
、
何
が
足
り
な
い
の

か
、
こ
れ
を
止
め
る
に
は
ど
う
し

た
ら
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
市

長
が
中
心
と
な
っ
て
、
地
域
住
民

み
ん
な
で
よ
く
話
を
す
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
そ
れ
を
私
た
ち
外
部

の
人
間
が
お
手
伝
い
で
き
た
ら
い

い
な
と
思
い
ま
す
。

―
こ
れ
か
ら
を
ど
う
考
え
る
―

（
武
元
）
第
一
に
、
世
界
農
業
遺

産
を
も
っ
と
知
っ
て
い
た
だ
く
た

め
に
、
行
政
は
市
民
の
皆
さ
ん
に

お
知
ら
せ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
市
民

の
皆
さ
ん
が
行
政
と
一
緒
に
世
界

農
業
遺
産
を
ど
う
保
全
し
、
ど
う

維
持
・
活
用
す
る
か
を
、
市
民
ぐ

る
み
で
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
そ
の
先
頭
に
は
行
政
が
立

た
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
単
に
遺

産
を
守
る
だ
け
で

は
な
く
、
能
登
全

体
が
元
気
に
な
る

た
め
に
、
能
登
全

体
の
自
治
体
や
住

民
が
力
を
合
わ
せ

て
取
り
組
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

世界農業遺産の認定を受けることが目的ではなく、ここからがはじまりです。しかし、私たち一人一人
は何を考え、何をしなければならないのでしょうか。世界農業遺産認定の意義や価値とは何か。

「能登の里山里海」は宝物
　　市民ぐるみで取り組みを

武元 文平
七尾市長

Takemoto Bumpei
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