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新 潟農業振興支援キャンペーン「水利が拓く  実りの明日へ」

新
潟
市
在
住
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
木
原
四
郎
さ
ん
が

魚
沼
市
の
農
業
を
支
え
る
水
の
流
れ
を
訪
ね
歩
き
、

風
景
や
人
と
の
ふ
れ
あ
い
を
描
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

の

木
原

四
郎

新潟の
原風景

といえ
ば、

どこま
でも広

がる豊
かな水

田。

この景
色は、

確かに

行き渡
る水が

あって
作られ

ていま
す。

これは
、水と

農業、
そして

新潟の
未来を

考える

シリー
ズです

。

探索
MAP

新潟大学名誉教授

伊藤 忠雄さん
いとう　  ただお

　1944年、新発田市生まれ。67年、新潟大学農学部卒。専門は
農業経営学。同大教授、副学長などを経て2010年に退職。15年
3月まで放送大学新潟学習センター所長。12年から5年間、県内
の先進的農業経営者を講師に招き、実践的経営論を議論する
「新潟農業経営塾」を主宰。現在、新潟市農業活性化研究セン
ター名誉所長として新潟農業の課題などを問題提起している。

水
争
い
収
め
る

円
形
分
水
工
の
役
割

　

純
白
の
雪
を
ま
と
っ
た
魚
沼
の
山
並
み
は
、

い
つ
も
神
々
し
い
。名
産
は
コ
シ
ヒ
カ
リ
だ
が
、

ユ
リ
の
一
大
産
地
と
し
て
も
全
国
に
知
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
の
地
は
ま
た
、
雪
深
い
土
地
で
も
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
河
川
は
、
い
つ
も

豊
潤
な
水
量
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
が

ち
だ
が
、
事
実
は
降
雪
年
に
よ
っ
て
大
き
く

異
な
る
。

　

日
本
百
名
山
「
越
後
駒
ケ
岳
」
を
源
流
と

す
る
佐
梨
川
も
そ
の
典
型
だ
。
特
に
、
左
岸

の
上
原
堰
受
益
地
で
は
戦
後
、
桑
畑
の
開
田

で
水
田
面
積
が
増
え
た
た
め
、
農
業
用
水
を

め
ぐ
る
も
め
事
が
し
ば
し
ば
発
生
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
地
域
事
情
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
土

地
の
人
々
は
県
営
用
水
改
良
事
業
の
着
工
に

当
た
り
、
新
た
な
水
利
施
設
を
築
造
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
積
年
の
憂
患
を
見
事
に
解
決
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
施
設
が
「
円
形
分
水

工
」
で
あ
る
。

　

こ
の
施
設
は
、
佐
梨
川
頭
首
工
か
ら
取
水

し
た
水
を
公
平
に
下
流
域
へ
送
る
た
め
に
、

い
っ
た
ん
地
下
へ
送
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か

ら
送
水
さ
れ
た
水
を
こ
の
施
設
の
真
ん
中
に

サ
イ
ホ
ン
式
に
湧
き
上
が
ら
せ
、
そ
の
水
を

外
側
の
円
筒
に
設
け
ら
れ
た
仕
切
り
板
に

よ
っ
て
二
つ
の
支
線
水
路
へ
公
平
に
分
水
し

て
い
る
の
だ
。
こ
の
比
率
は
、
豊
水
で
あ
っ

て
も
、
渇
水
の
時
で
も
常
に
両
水
路
へ
一
定

の
比
率
で
配
分
さ
れ
て
い
る
。

　

現
在
の
施
設
は
、
昭
和
34
年
に
建
設
さ
れ

た
初
代
の
老
朽
化
に
伴
っ
て
改
修
さ
れ
た
二

代
目
で
、
県
内
で
は
数
少
な
い
現
役
施
設
だ
。

こ
こ
か
ら
送
ら
れ
る
用
水
は
、
魚
沼
の
沃
野

（
よ
く
や
）
を
潤
し
、
地
域
の
農
業
を
支
え

る
一
翼
を
担
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、里
山
の
木
立
の
中
で
黙
々

と
働
き
続
け
る
こ
の
円
形
型
の
不
思
議
な
施

設
は
、
子
ど
も
た
ち
に
も
興
味
の
的
な
の
だ

ろ
う
。
水
利
の
恵
み
を
学
ぶ
た
め
に
、
地
元

の
小
学
校
で
は
毎
年
見
学
に
訪
れ
、
施
設
の

役
割
と
機
能
を
学
ん
で
い
る
。
水
争
い
を
収

め
る
「
魔
法
の
施
設
」
を
通
し
て
、
子
ど
も

た
ち
の
目
に
は
郷
土
の
新
し
い
農
の
風
景
が

広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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イラストレーター

木原 四郎さん
きはら　　しろう

1946年、佐賀県佐賀市出身。
「旅するイラストレーター」として
新潟県内を歩き、風景や人物を描き
続ける。独特の柔らかいタッチの
イラストと心温まる文章で人とモノと
の出会いを紹介し、人気を集める。
NHK総合「金よう夜きらっと新潟」に
出演。各地で展覧会も開催する。

過去の紙面もご覧い
ただけます


