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造船所跡地で花開くポップカルチャー　　　　　　　／森脇宏

ギア（出典：ＮＰＯ法人ライブエンターテイメント推進協議会）
（本文中に関連記事があります）
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ギア（出典：ＮＰＯ法人ライブエンターテイメント推進協議会） 名村造船所跡地（出典：クリエイティブビレッジ構想ＨＰ）

　大阪港の木津川筋は、大阪の工業を支えてきた地

域ですが、その中心であった造船所は高度経済成長

期に相次いで撤退してしまい、ほとんど残っていま

せん。その造船所跡地で、一見、無関係そうなポッ

プカルチャーとして、ノンバーバルパフォーマンス

（非言語の舞台劇）が花開こうとしています。会場

の名村造船所跡地は、近代化産業遺産（経済産業省

の指定）でもあり、しかも、その演目は、工場とは

切っても切れない「ギア（歯車）」となっています。

この「ギア」の概要や、今後の見通しなどについて、

簡単にご紹介いたします。

ギアの概要

　ギアのキャストは、関西在住のブレイクダンス、

パントマイム、バトントワラーの世界チャンピオン

が揃い、関西の人材を大いに活用しています。主催

は、私も理事を務めていますＮＰＯ法人ライブエン

ターテイメント推進協議会です。ストーリーは複雑

ではなく、ロボットたちが働く工場に台風が近づき、

不思議な出来事が起きていきます。

　現在ギアは、４回目のトライアウト公演を行って

います（２月 10 日～３月 22 日）。トライアウト公

演とは、グランドオープンに先駆けて行う制作過程

上の試験的な公演のことで、料金も若干安くなって

います（今回は約１時間で3500円［当日券］）。ギ

アの場合は、前述のようなストーリーが大まかに決

まっているだけで、あとは公演後、観客の声（アン

ケート）を踏まえ、改良を重ねることで完成度を高

めてきています。

　第１回のトライアウト公演は 2010 年１月に大阪

のミナミ、第２回は2010年12月に名村造船所跡地、

第３回は 2011 年１月にハウステンボス（長崎県）

で行い、今回の第４回トライアウト公演を迎えてい

ます。ちなみに、第３回は、ハウステンボスからの

要請に応えた遠征公演でした。こうしたトライアウ

ト公演を重ねるたびに、格段にステップアップして

きています。

名村造船所跡地での新産業育成

　前述のように、大阪港の木津川筋は、大阪の工業

を支えてきた地域であり、特に造船ブームに沸いた

大正時代の最盛期には 32 社の造船所が群立したと

言われています。また、大正末期には、川尻に木津

川飛行場が開港され、いわば大阪産業の最先端地域

でもありました。その後、高度経済成長期に、船舶

の大型化が進み、河川沿いの造船所では大型化への

対応に限界があるため、移転、縮小、廃業する造船

所が相次ぎ、名村造船所も佐賀県へ移転し、その跡

地の有効な利用方法が模索されていました。

　こうして一時は忘れられたような存在であった

名村造船所跡地でしたが、2004 年のイベント“ナ

ムラアートミーティング”が成功したことで弾みが
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ギアの紹介記事（2011.1.11 日本経済新聞［夕刊］）

ギア（出典：ＮＰＯ法人ライブエンターテイメント推進協議会）

つきました。2005 年に常設のイベントスペースと

してオープンし、徐々に利用も増えています（この

辺の詳細は、アルパックニュースレター 159 号「水

辺のアート発信地“クリエイティブセンター大阪”」

で紹介しています）。

　今回のように大阪の工業を支えた跡地（しかも近

代化産業遺産）で、文化芸術産業という新産業を育

成していくことは、産業政策としても興味深い取り

組みだと思います。

今後の取り組み

　今回の取り組みは、“ポップカルチャーのメッカ・

関西”を目指した取り組みの一環としても位置づ

けられています（取り組み全体は、クールジャパ

ンをブランドにアジア人観光客の国内消費力を取

り込み、関西に新たな文化芸術産業の育成と発信の

拠点を形成していくことを展望しており、アルパッ

クニュースレター 164 号「水辺の文化芸術産業拠点

“Kansai Creative Factory”」で紹介しています）。

　したがって、名村造船所跡地でギアに続く、第２

第３のギアの誕生が望まれますし、いずれ大阪市内

の他の場所をはじめ、京都にも神戸にも、こうした

拠点が形成されることが期待されますが、まずは当

面のギアの成功が重要です。2010 年 12 月の第２回

トライアウト公演以降、関西のテレビや新聞にも何

度か取り上げてもらえるようになりましたが、さら

に関西全体に広く認知され、広く支援を受けていく

ため、今後、様々なチャレンジを積み重ねていきた

いと思います。

　具体的には、３月 22 日までトライアウト公演を

続けますが、その後しばらく公演そのものは休み、

その間に、シナリオの改良、舞台設備の増強などの

抜本的なバージョンアップを行う予定です。「ギア」

という演目との関係から、大阪の製造業とのコラボ

レーションも検討しています。また、こうしたバー

ジョンアップの後、内外の旅行会社を招待するトラ

イアウト公演等を積み重ね、今後の誘客の布石を打

ちたいと思っています。

　過去、数多くの独自文化を生んできた大阪の伝統

を継承することは、これまでの伝統文化を守ると同

時に、新たな文化を育て発信していくことも含まれ

ると思って「ギア」に関わっています。ぜひ、一度

お越しいただいてご鑑賞ください。そして、今後の

展開を応援してください。
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大阪事務所／柳井　正義

企業立地セミナーが開催され
ました

4

大阪事務所／大河内　雅司

就労のインクルージョンをめ
ざして～特例子会社「かんで
んエルハート」視察報告

法定雇用率にみる障がい者就労

の難しさ

　障がいのある人の働く権利を

守り、その労働を保障するため

　「2010 年度企業立地セミナー 

IN KANSAI」が 2 月 3 日、国民

会館武藤記念ホール（大阪市中央

区）にて開催されました。本セミ

ナーは近畿経済産業局が毎年主

催しているもので、今回はアルパ

ックが企画運営を受託しました。

　今年は「逆境を乗り越える新時

代の企業立地」をテーマとして、

企業立地に取り組む自治体職員や

関係機関の方々を対象に、基調講

演２本と自治体の事例紹介３本ほ

かのプログラムを企画しました。

隣り合う自治体との連携

　基調講演１では（財）日本立

地センターの徳増秀博常務理事

より「変容する経済環境下にお

ける企業立地の動向」と題した

ご講演をいただきました。企業

立地促進のポイントとして、隣

り合う自治体はライバル意識を

持ちやすいが、複数県や複数市

町村の連携が必要、また地域外

からの誘致だけでなく既存立地

企業のサポートが重要、といっ

たお話をいただきました。

立地後のアフターフォローも大切

　基調講演２では、最近成長著

しい二次電池用正極材メーカー、

( 株 ) 田中化学研究所の田中保社

長より「企業から見た地域の魅

力と立地支援策」と題したご講

演をいただきました。自治体は

誘致の際は熱心だが、企業にと

っては将来に亘りそこで操業し

続けられることが重要なので、

立地後も気にかけてほしいとい

うコメントもいただきました。

３つの事例紹介

　事例紹介１では、長浜市商工

振興課の川瀬智久主幹より「産

学官連携によるバイオ産業の集

積形成」として、単なる企業誘

致だけでなくインキュベートお

よび地元企業との連携まで含め

たバイオ産業振興策をご紹介い

ただきました。

　事例紹介２では、尼崎市産業

立地課の岸本浩明課長より「地

域特性に応じた工場用地の開拓

と活用の促進」として、土地が少

ないなかで工場立地法の特例措

置を活用した用地の確保や、不

動産業者との連携事例をご紹介

いただきました。

　事例紹介３では、紀の川市企業

立地推進課の柑本貴可主幹より

「地域資源活用型産業の企業誘致

と産学官連携による地域活性化」

として、農水産品などの地域資源

を活用できる食品産業の立地と、

誘致企業と地域を結びつける産

学官連携の事例をご紹介いただ

きました。

　京都学園大学の大西辰彦教授

にはコーディネータとして、各

講演へのコメント、総括を行っ

ていただきました。

　当日の参加者は府県・市町村

の職員だけでなく、商工会議所・

商工会や産業支援機関、金融機

関からも多数参加があり、約 200

名に上りました。会場定員を上

回るほどの盛況ぶりで、地域に

おける企業立地に対する関心の

高さが表れていました。

地域づくりの一環としての企業立地

　平成 19 年施行の企業立地促進

法は地域の主体的かつ計画的な

取組みを支援するとしており、各

地で同法に基づき基本計画が策

定されましたが、いわゆるリー

マンショックで各地の企業立地

は停滞気味です。

　アルパックでは今回、企業立地

セミナーの企画運営とあわせて、

企業立地促進法に基づく基本計

画の進捗に関する調査も受託し

ています。本セミナーとその調査

を通じて感じることは、企業立地

は自治体による単なる誘致活動

ではなく、地域づくりの一環とい

うことです。役所内での産業振興

部門と都市計画部門はもとより、

商工会議所あるいは地域金融機

関、地域の産業界なども巻き込ん

で、地域の将来像を一緒に見据え

ながら、日々の取組みで連携して

いくことが重要と感じています。

多数の参加があったセミナー
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に、国連や国際労働機関（ILO）

は考え方や基準を示しています。

その流れを受けて、わが国では

「障害者雇用促進法」で 56 人以

上の事業者に対して法定雇用率

1.8％を義務づけ、障がいのある

人の雇用機会の確保を図ってい

ます。しかし、法定雇用率を達成

している企業の割合は 45.5％（平

成 21 年 6 月 1 日現在、厚労省資

料）にとどまっており、障がい者

の就労の難しさを示しています。

そんな中で、一定の成果を上げ

ている特例子会社、「かんでんエ

ルハート」を紹介します。

事業者、障がい者双方にメリッ

トがある特例子会社

　特例子会社とは一定要件を満

たす子会社を設立し、そこで雇用

されている障がい者を法定雇用率

にカウントするものです。事業者

にとっては、障がいに応じた仕事

の確保や環境整備を集中して行う

ことができる、柔軟な雇用管理が

できる、といったメリットがあり

ます。障がい者にとっても、雇用

の機会が拡大される、障がいに配

慮された環境で力が発揮できると

いったメリットがあります。

　特例子会社は全国で 281社あり

（平成21年4月末、厚労省資料）、

そのうち大阪府は 26 社となって

います。府下で特徴的な例を挙

げると、パナソニック、ダイキン、

関西電力は自治体と共同出資の

第 3セクター方式で、コクヨは水

耕栽培を行う農業生産法人方式

で、吉野家はユニホームのクリー

ニングを委託していた事業所を

子会社化しています。

108 名の障がい者が働く「かんで

んエルハート」

　かんでんエルハートは前述の

ように、大阪府、大阪市、関西

電力が共同出資した第 3セクター

で平成 5 年に設立、平成 7 年に

開業しています。中之島の関電

ビル 18 階の「ビジネスアシスト

センター」、住之江区の「住之江

ワークセンター」、貸農園も行っ

ている「高槻フラワーセンター」

で構成されており、108 名の障が

い者が働いています（平成 23 年

2月 1日現在）。約16億円の売り

上げがあり、関電グループから

の受注が約 9割を占めています。

特例子会社であるという強みを

活かした仕事づくり

　関電グループの特例子会社であ

るという強みを活かした仕事とし

て、①メールサービス、②花卉栽

培・花壇保守、③印刷・製本、④

包装、箱詰め、⑤ヘルスケア、が

行われています。「メールサービ

ス」は関電内の郵便局として 106

のポストに社内連絡便や郵便物を

メールサービス　関電ビルの郵便局 車いす利用者対応のコピー機 盲導犬と中之島まで出勤されています

仕分けして配達しています。「花

卉栽培・花壇保守」は発電所など

の事業所の花壇のメンテナンスを

行っています。「印刷・製本」は、

グループ企業の印刷を引き受けて

おり、機密文書の保全にも威力を

発揮しています。「包装、箱詰め」

はグループ企業のノベルティ商

品（ブランド名が入った記念品や

贈答品）の包装や箱詰めを行って

います。「ヘルスケア」は障がい

者が所員のマッサージサービスを

行っています。障がいに応じた仕

事づくりのノウハウが蓄積されて

おり、①や②は知的障がい者や精

神障がい者が、③、④は肢体不自

由者や聴覚・言語障がい者が、⑤

は視覚障がい者が担っています。

直面している課題は商品開発

　世界的な不況、低成長経済、人

口減少時代を迎えて、これまでの

ような電力需要の伸びは期待で

きない状況にあります。エルハー

トでも、発電所の閉鎖などによっ

て花卉栽培・花壇保守の仕事が

減っているそうです。障がい者

だからという甘えは許されない、

新しいビジネスモデルを提案し

て商品化したい、との声もあり、

新たな顧客開拓をめざして様々

な取組をしています。

インクルージョンの現実と可能性

　特例子会社という特別な形態は
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京都事務所／廣部　出

インクルーシブな「働く」を
つくる～その２

　昨初夏、「部活、始めました」

と冷麺の準備ができたかのよう

な記事を書いたのが、ニュースレ

ター第161号。その後、インクルー

シブな「働く」を考えるため、8

月 10 日に第 2 回の「部活」を開

催しました。さてはて、空論を

現実の話としていくために、何

をどう考えていけば……そんな
感じでやっていました。

はじまりはいつも、突然に。

　ところが事態は急加速。京都

市の障害者職域開発推進事業の

公開セミナー・研究会に参加さ

れた京都府再資源化事業協同組

合の中谷延幸理事長との間に橋

渡しをして頂きご縁を得たこと

が、次のステージを拓きました。

人の多様性に応えるインクルー

シブな「働く」を開発したいとい

う想いと、新たな資源循環をみ

んなでつくり、これを力に新し

い障害者雇用を創出したいとい

う想いがひとつになって、「それ

じゃぁ」と、活動の実態をつくっ

ていくことになったのです。

メマグルシイ 3か月

　そんなわけで、「部活」の第2.5

回（第 3 回まで、数字を刻んで

いきます）は、いつの間にか設

置されたみんなの NPO 設立準備

室による設立準備会ともなって、

2回の会議を開催。そして、平成

23年 3月 1日。私たち設立人は、

（仮称）特定非営利活動法人みん

なの NPO 設立総会を開催し、法

人格を取得していくことを確認

しました。大変なことに理事長

は不肖廣部です。尋常ならざる

ご指導・ご鞭撻を頂かないこと

にはとても保ちません。新川達

郎先生（同志社大学大学院総合

政策科学研究科教授）、Pauline 

Kent 先生（龍谷大学国際文化学

部長）、三輪泰司弊社相談役に

冀
こいねが

って、学識者の立場から顧

問にご就任頂きました。また、

以前ご紹介したイーリアン・パ

イプス奏者の松阪さん（第156号）

には、門出の餞
はなむけ

にアイリッシュ

音楽を演奏して頂き、みんなを

元気づけて頂いたところです。

　この間、実質わずか 3か月程。

短期間ですが、出会うべき時に、

出会うべき人と出会うべくして

出会った、そんな「符合」がいっ

ぱいの道のりでした。関係者各位

に、心から感謝致しております。

応援してやってください！

　みんなのNPOの活動は、いろ

んな人が出会い知恵を交わしあ

うことを活動の軸として、また、

資源ビジネスを活動の力として、

様々な「働きづらさ」のある人

にとって必要な「働く」をてい

ねいに開発し、同時に、自分た

ちの資源循環を新たにつくろう

とする活動です。本部事務所は

京都市伏見区の京都市営バス横

大路車庫の近く、京都中央ビル 2

階になります。

　アルパックの所員としての活

動との相乗効果をつくりながら、
インクルーシブな「働く」をみ
んなでつくるため精一杯チャレ
ンジして参ります。どうぞ、応
援してやってください。

インクルージョン（共に包み支え

合う社会づくり）なのか？そもそ

も法定雇用率を定めるという「割

当雇用制度」の考え方はどうなの

か？といった意見もあります。大

企業でも 5 年後、10 年後がみえ

ない時代において、就労のインク

ルージョンをどのように形にして

いくのかは難しいテーマです。

　お話を聞いている時に、これ

からマッサージの仕事につかれ

る視覚障がい者の方が盲導犬と

一緒に出勤してこられました。

　大阪の都心、中之島を歩いて

いるとスーツ姿のビジネスマン

と一緒に働く障がい者の姿を見

かけます。障がいがあっても本

人のニーズをもとにして仕事を

選択できる、多様な職場が用意

されており、働く権利が保障さ

れている、インクルージョンの

理念を手放さずに現実と折り合

いをつけて少しずつ形にしてい

ければと思いました。

NPO設立総会の記念写真アイリッシュ音楽の演奏
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　昨年の 11月 28 日、堺市の南部

の緑を守り、次世代に継承してい

くことについて考えるさかい緑

のフォーラム「緑と堺と人と音」

が開催され、我々もお手伝いを

させていただきました。

　堺市は都市化が進み、まとまっ

た緑は南部の丘陵地にしか残さ

れていません。フォーラムは、

その保全の価値や意義をいろん

な角度から見いだしていこうと

いう趣旨で開催し、約 850 人の

方に来場いただきました。

　第１部は堺市出身・在住のの

こぎりアーティスト、サキタハ

ヂメ氏の演奏会。笛にも似たよう

な哀愁あふれるのこぎりの音と、

軽妙なトークで、独自の世界に

惹き込まれました。

　第２部は堺ゆかりのみどりの

アーティストが次々と登場、「緑

と音」「伝統産業」「地域の伝統

文化・自然環境」をテーマに対

談を行いました。これらの対談

から紡ぎ出された「言の葉」（キー

ワード）を集め、主催者である

堺市都市緑化推進協議会から「さ

かい緑のメッセージ」を発信し

ました。

　会場の外では、緑にゆかりの

ある伝統工芸として、和泉木綿

の織物体験やしめ縄づくり体験、

線香の展示などの体験コーナー

が催され、多数の子ども連れで

にぎわいました。

　アーティストの皆さんに共通

していたのは、堺のまちに対す

る深い愛情です。分野は違えど、

それぞれの取り組みの中で堺と

いうまちを良くしていきたいと

いう熱い想いが十分伝わってき

ました。

　また、便利すぎる世の中になっ

た一方で、失ったものもあると

いう警鐘も発せられました。地元

の方が昔のことを回想され、「か

つては学校からの帰り道は遊び

場で、寄り道しながら帰ったも

のだ」「地域にはそれぞれの『に

おい』があり、すぐかぎ分けら

れたのだが、最近は無くなった」

とおっしゃっていたことが印象

的でした。

　今回のフォーラムでは、見る

だけではなく、五感で楽しめ

るプログラムも用意され、子

ども達にも大人気でした。そう

した感覚の大切さもメッセー

ジとして伝わったのではない

でしょうか。

　来場者のアンケートでも南部

のまとまった緑を「保全すべき」

との回答が多く挙げられてお

り、メッセージが届いたのかな

と感じています。今回のフォー

ラムが次なる一歩へとつながる

ことを期待したいと思います。

みどりのアーティストとの対談

緑のメッセージ

大阪事務所／絹原　一寛

さかい緑のフォーラムが
開催されました

子供たちでにぎわう体験コーナー
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　東京都足立区にそのエコア

パートは建っています。その名

は「花園荘」。４世帯が暮らす小

さなアパートです。

　このアパートがほかのアパー

トと違うのは、玄関の前に「畑」

があるのです！

　畑には、季節の野菜が植えら

れており、冬にはネギや大根、夏

にはナスやトマトなどが収穫で

きます。「ちょっと○○ちゃん。

前の畑で大根引っこ抜いてきて

ちょうだい」そんな声が聞こえ

てきそうです。

　この畑には、塀のような仕切り

がありません。「お隣の畑、トマ

トが鈴なりだわ」「うちのナスと

交換しましょうか。スパゲッティ

にするとおいしそう」そんな会

話が生まれます。

　道路からアパートに入るとき、

建物の脇にブドウ棚の下に小さ

なテーブルが置いてあります。

「おかえり。ちょっとお茶入れる

から飲んでいく？」住んでいる

人同士のつながりが広がります。

　アパートの部屋の中は、冬で

もとても暖かいのです。子供たち

はいつもシャツ一丁で遊んでい

ます。お日様からの熱を上手に

部屋の中に取り入れているから、

エアコンを使うことはとても少

ないそうです。電気代は普通の

４割くらいだとか。

　花園荘の大家さんはこんなこ

とを言ってました。

「この畑や畑でとれた作物は、こ

のアパートの人同士のつながり

を作ってくれています。そして

このつながりは、どんどん外に

広がっていくのです」

　アパートの敷地の脇に、なん

と「ピザ窯」まで作られています。

入居している人のお友達 100人く

らいで開いたパーティーの中で、

「デリバリーピザもうまいけど、

ここでピザが焼けたらどんなに

おいしいか」「よっしゃ作ろうぜ」

てな感じで大工さんやタイル屋

さんが作ってくれました。 

　暮らしている人も、その友達

も、アパートを建てた大工さん

たちも、大家さんも、まるで、こ

の花園荘をみんなで使って楽し

んでいるようです。

　そう、花園荘は、

楽しい暮らしを創

造するための「ハ

コ」。楽しく暮らす

ことがみんなの幸

せだと大家さんは

考えています。

　畑付アパートは、

単なる「エコ」な住

大阪事務所／嶋崎　雅嘉

エコアパートの正体と将来と
～花園荘を訪れました～

宅ではなく「住んでいる人やま

ちの人を幸せにする住宅」だっ

たのです。

　住宅政策は「量」から「質」へ

と言われて久しいですが、「質」

の中身をもっと多様にとらえる

ことが必要ではないでしょうか。

「広さ」「バリアフリー」「耐震」「省

エネ」などの質の高さを競って

きていますが、「住生活」を正面

からとらえ、「幸せに暮らす」た

めの「住まい」や「まち」のあ

り方をデザインしていくことが

大切だと感じます。

　花園荘のような住宅がもっ

と世の中に増えていくことをイ

メージしたいと思います。

※花園荘についての詳細は、「畑

がついてるエコアパートをつく

ろう（自然食通信社）」をご覧下

さい。

玄関の前には畑

テーブルは住人同士のつながりの場

大工さん、タイル屋さん手づくりのピザ窯
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関満博先生は、「歩く研究者」

　1月 19 日（水）、学芸出版社のセ

ミナーで、関満博先生（一橋大学商

学部教授）が京都にこられ、「農と

食のフロンティア～中山間地域から元気を学ぶ

～」をテーマに講演されました。関先生は、こ

れまで「ものづくりの地域産業」を研究テーマに、

日本国内で約 6000 社、海外で約 1000 社の企業

調査をされ、フィールドワークを得意とする「歩

く研究者」として有名です。

農産物直売所、農村レストラン、農産物加工所

が人気

　いま、日本の中山間地域で、「農産物直売所」「農

村レストラン」「農産物加工所」が注目を集めて

います。そこには、高齢の農家女性（農村のお

ばちゃん）が輝いて仕事をしています。

　限界集落を含む日本の中山間地域は、市町村

合併が進み、顕著な人口減少と高齢化の中で、

たいへん厳しい現実に直面している、というの

が通り相場でした。そんな中、関先生は、島根、

高知、岩手、栃木、長野、岡山など全国の中山

間地域約 300 ケ所を訪ね歩いて、現場で生き生

きと働いているおばちゃん達を取材し、幾つか

の「発見」と「感動」をレポートされています。

　農産物の直売所は、1980 年代中頃からバラッ

クに戸板一枚で始まりました。その後、「道の駅」

が各地に設置され、「そこに行けば、地域と出会

える」という農産物直売所は、いま、全国で、1

万 3000 ケ所に増えています。

　「農村レストラン」の府県別ベストテンをみ

ると、栃木県が 70 店とダントツに多く、次い

で宮城県 42 店、広島県 37 店、大

分県30店、埼玉県28店（2007年）。

東日本の「そば屋」、西日本は「バ

イキング」という特徴があると言

われています。

　農山村地域では、味噌やもち、パンなど、農

畜産物の「小さな加工」が農家女性によって活

発に取り組まれています。高知県馬路村のゆず

加工のように、地域資源を活用して食品のブラ

ンド化に成功した地域もあり、「農商工連携」に

よって全国規模の食品加工を行っているところ

も出てきています。

中山間地域の構造変化と日本の未来

　上記 3点セットが急速に増えている背景には、

日本の中山間地域で劇的な構造変化が進行してい

る現実があります。「集落営農」が進んで、農家

女性は家事・育児・介護などとともに重荷となっ

てきた農作業から開放されて、新たな働き口を創

り出し、現金収入を手にしたことで、「生きがい」

と「働きがい」を得たことが大きいと言われます。

関先生は、独自のフィールドワークを踏まえて、

「集落営農」と「農家女性の自立」こそ 3点セッ

ト進展のキーワードと結論づけています。

　いま、日本の社会は、グローバル化と少子・

高齢化の中で、国づくりと地域づくりのあり方

が問われています。関先生の本書から、日本の

中山間地域の未来を考える上で幾つかのヒント

と示唆が得られます。同時に、私たちが働き、

生活している大都市圏の産業、雇用、暮らし、

そして地域づくりのこれからを語るためにも、

必読の書と言えます。

『「農」と「食」のフロンティア
～中山間地域から元気を学ぶ～』
著者：関  満博
発行：学芸出版社

紹介者／代表取締役社長　杉原　五郎
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　子どもの頃から聞きなじみがあり、まんが日本

昔話にも登場人物（？）としてよく出てくる「お

じぞうさん」。関西の各地域では、夏の地蔵盆を

通じて、子どもの頃から慣れ親しんでいる人が多

いようです。しかし、現代において新興住宅街や

マンション暮らしの人にとっては、おじぞうさん

にあまり触れ合う機会がありません。私もそのう

ちの一人です。

そんな中、昨年 12 月のある日曜日、着地型ツ

アー「OSAKA旅めがね」のプログラム“路地の

迷宮と開運パワースポットめぐり”という野田の

まち歩きに参加しました。

今年 5 月 4 日には大阪駅ビルのオープンを控

え、周辺でも大規模開発が相次いでいる大阪駅か

ら環状線内回りに乗って 2駅目。野田駅を降りて

南に広がるエリアは、戦災から免れ、大正や昭和

の長屋や路地が残る大阪でも貴重な、懐かしい空

間となっています。そこには、今も 11 体のおじ

ぞうさんがいて、それぞれの個性を放っていま

す。地元では「おじぞうさんを七つお参りすると

Architects　Regional　Planners ＆ Associates・Kyoto

出世じぞう
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願い事が叶う」という「ななとこまいり」の言い

伝えがあるそうで、身近な神さまが人々の暮らし

や気持ち、まちへの思いにも密接に関わっている

ようです。

おじぞうさんは、それぞれに名前や由来など

何らかの意味を持ち、お顔の表情も個性豊かで

す。小さなお堂に入り、きれいな前掛けで着飾っ

て、花が供えられているおじぞうさんを見ると、

おじぞうさんを大切にしている地元の人の気持

ちが伝わります。中には、「化粧じぞう」という

おじぞうさんもいて、地蔵盆の日には、子どもた

ちが、一年に一度の化粧直しをするそうです。

たまたまツアー当日は、通所介護施設兼地域

交流サロンに改装された旧民家の庭で、新しいお

じぞうさんがお披露目された日でした。地元の方

のご好意で私も見学させていただき、おじぞうさ

んを通じて、お年寄りと子どもたちの交流の一端

を垣間見ることができました。新しく地域に加わ

った、赤いほっぺのおじぞうさんも、みんなの笑

顔を見て、なんだか嬉しそうでした。

新たなおじぞうさん 野田の路地空間
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