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今
回
は
特
別
企
画
と
し
て
、
長
野
県
町
村
会
長
、
全
国
町
村
会
長
を
歴
任
し
た
藤
原
忠
彦
・
元
川
上
村
長
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
す
。
８
期
32
年
間
の
村
政
運
営
の
中
で
培
っ
た
財
政
運
営
手
法
に
学
び
、
こ
れ
か
ら
の
御
代
田

町
財
政
の
向
上
を
図
り
ま
す
。�

（
聞
き
手
・
小
園
拓
志
）

動
で
担
当
が
代
わ
る
し
、
昇
進
す
る
と

当
然
、
関
係
が
出
て
く
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
若
手
の
こ
ろ
か
ら
仲
が
良
い
人

と
は
長
期
間
、
深
い
人
間
関
係
が
続
け

ら
れ
ま
す
」

―
―
そ
の
他
、
村
長
の
仕
事
を
続
け
る

中
で
気
を
付
け
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
ど

う
い
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

藤
原「
役
場
職
員
時
代
か
ら
半
世
紀
近

く
毎
日
実
践
し
て
い
た
の
は
官
報
を
読

む
こ
と
で
し
た
。
国
会
会
期
中
は
毎
日
、

法
律
が
で
き
て
い
ま
す
。
官
報
で
ど
ん

な
法
律
が
で
き
た
の
か
概
略
を
つ
か
み
、

こ
れ
は
大
事
だ
と
思
っ
た
も
の
は
担
当

に
回
し
て
、
要
綱
・
要
領
等
細
か
い
と

こ
ろ
ま
で
調
べ
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
、
制
度
の
使
い
漏
ら
し
が
な
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。
正
直
に
言
う
と
、

県
庁
も
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
が
意
外
と

多
い
の
で
す
」

―
―
知
識
面
と
と
も
に
、
具
体
的
に
手

を
動
か
し
て
い
く
こ
と
も
大
事
だ
な
と

思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

藤
原「
い
ま
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
役

場
の
業
務
は
効
率
的
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、
弊
害
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え

ば
、
国
か
ら
の
地
方
交
付
税
算
定
の
た

め
、
そ
の
町
村
の
規
模
等
で
標
準
的
に

ど
の
く
ら
い
の
お
金
が
か
か
る
か
を

藤
原「
私
が
32
年
間
村
長
を
務
め
る
中

で
力
を
注
い
だ
の
は
、
同
じ
起
債
メ

ニ
ュ
ー
で
も
、
利
用
で
き
る
対
象
を
増

や
し
て
い
け
る
よ
う
、
担
当
す
る
省
庁

に
村
内
の
実
情
を
訴
え
、
制
度
の
ほ
う

を
変
え
て
も
ら
え
る
よ
う
働
き
か
け
を

す
る
こ
と
で
し
た
」

―
―
今
年
度
ま
で
の
予
定
が
５
年
延
長

さ
れ
た「
緊
急
浚
渫
推
進
事
業
債
」で

は
、
新
年
度
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
河
川
、

道
路
等
に
加
え
農
業
用
排
水
路
も
対
象

に
な
り
ま
す
ね
。
国
の
交
付
税
措
置
が

70
％
と
か
な
り
有
利
で
す
。

藤
原「
な
ぜ
対
象
の
拡
大
が
必
要
な
の

か
等
、
国
に
実
情
を
訴
え
る
担
当
職
員

の
提
案
力
と
、
首
長
が
自
ら
の
見
識
や

哲
学
に
基
づ
い
て
国
の
役
人
を
説
得
す

る
力
が
必
要
な
の
で
す
。
自
分
の
村
は

も
ち
ろ
ん
、
同
じ
課
題
に
直
面
し
て
い

る
ほ
か
の
自
治
体
も
助
か
り
ま
す
」

―
―
過
去
、
藤
原
さ
ん
と
お
仕
事
を
ご

一
緒
し
、
国
の
官
僚
等
と
会
う
と
き
、

特
に
若
い
職
員
を
大
事
に
し
て
い
る
姿

が
印
象
的
で
し
た
。

藤
原「
も
ち
ろ
ん
、
事
務
次
官
、
審
議

官
、
局
長
等
の
役
職
者
は
大
事
で
す
が
、

政
策
の
具
体
的
内
容
は
係
長
等
若
手
と

詰
め
て
い
く
わ
け
で
す
か
ら
。
い
ま
は

直
接
関
係
の
な
い
職
員
で
あ
っ
て
も
異

治
体
で
し
か
成
り
立
た
な
い
特
殊
な
行

政
に
陥
り
ま
す
。
根
本
に
、
財
政
を
は

じ
め
と
し
た
理
論
が
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
今
後
は
、
あ
れ
も
こ
れ
も
の
行

政
か
ら
、
優
先
順
位
を
つ
け
て
あ
れ
か

こ
れ
か
を
選
ぶ
行
政
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
を
進
め
る
に
は
高
い
知
的
レ

ベ
ル
が
必
要
で
す
。
現
状
の
自
分
に
満

足
せ
ず
、
常
に
学
ぶ
姿
勢
を
忘
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
」

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
次
回
は
、
と
う
と
う
最
終
回
で
す
。

基
金
と
町
債
の
今
後
を
考
え
、
今
後
の

御
代
田
町
の
財
政
運
営
に
つ
い
て
見
通

し
ま
す
。

―
―
昨
年
春
か
ら
連
載
し
て
き
た「
町

長
財
政
講
座
」の
ま
と
め
の
回
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
町
村
財
政
に
つ
い
て
深
く
教

え
て
い
た
だ
い
て
き
た
藤
原
さ
ん
に
お

話
を
伺
え
て
光
栄
で
す
。

藤
原「
自
治
の
す
べ
て
の
基
本
は
財
政

で
す
が
、
残
念
な
が
ら
首
長
で
財
政
に

興
味
を
持
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
で
す
。

連
載
は
大
変
有
意
義
だ
と
思
い
ま
す
」

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
以
前

「
補
助
金
も
大
事
だ
が
起
債（
※
）の
活

用
は
も
っ
と
大
事
」と
教
え
て
い
た
だ

い
た
の
が
今
も
印
象
に
残
り
、
実
践
し

て
い
ま
す
。

（
※
）起
債
＝
地
方
自
治
体
が
資
金
借
り
入

れ
の
た
め
に
債
券
を
発
行
す
る
こ
と

だ
が
、
自
治
体
関
係
者
は
資
金
の
借

り
入
れ
そ
の
も
の
を
こ
う
呼
ぶ
こ
と

が
多
く
、
本
稿
で
も
そ
の
意
味
で
用

い
る
。

藤
原「
補
助
金
は
単
発
で
国
等
か
ら
も

ら
っ
て
終
わ
り
と
な
り
ま
す
が
、
起
債

は
長
期
継
続
し
て
活
用
し
て
い
く
も
の

で
す
。
起
債
に
も
返
済
時
、
国
が
交
付

税
に
よ
り
カ
バ
ー
し
て
く
れ
る
有
利
な

条
件
の
も
の
が
多
い
で
す
ね
。
さ
ら
な

る
活
用
に
は
役
場
の
提
案
力
や
首
長
の

説
得
力
が
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
」

―
―
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

交
付
税
で
も
普
通
交
付
税
の
金
額
が
大

き
い
こ
と
を
誇
る
よ
う
な
態
度
に
は
違

和
感
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
普
通

交
付
税
は
自
治
体
の
基
準
財
政
需
要
額

に
対
し
、
同
収
入
額
で
は
足
り
な
い
部

分
を
補
う
も
の
で
す
ね
。
普
通
交
付
税

の
金
額
が
大
き
い
の
は
そ
の
町
村
が
十

分
稼
げ
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
や

は
り
、
住
民
が
し
っ
か
り
稼
げ
る
環
境

を
つ
く
り
あ
げ
、
そ
の
結
果
と
し
て
税

収
が
上
が
る
。
い
た
だ
く
普
通
交
付
税

の
額
は
で
き
る
だ
け
減
ら
す
努
力
を
す

べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
」

―
―
最
後
に
、
役
場
の
財
政
担
当
者
を

は
じ
め
と
し
て
、
自
治
に
携
わ
る
人
々

へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

藤
原「
行
政
学
の
大
家
で
一
昨
年
亡
く

な
っ
た
大
森
彌
東
大
名
誉
教
授
は
生

前
、
自
治
体
職
員
や
首
長
に
必
要
な
資

質
と
し
て『
知
と
動
』と
い
う
言
葉
を

よ
く
用
い
て
い
ま
し
た
。
知
性
や
知
識

と
、
行
動
力
の
両
方
が
重
要
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
地
方
自
治
は
現
場
主
義
に

偏
り
が
ち
で「
風
土
行
政
」、
そ
の
自

示
す『
基
準
財
政
需
要
額
』の
算
定
は
、

昔
は
役
場
が
自
分
の
と
こ
ろ
で
計
算

し
た
も
の
な
の
で
す
が
、
今
は
県
庁

が
自
動
計
算
し
て
く
れ
た
も
の
を
受

け
取
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
だ

と
、
自
分
の
自
治
体
の
財
政
の
成
り

立
ち
を
肌
で
感
じ
る
チ
ャ
ン
ス
を
み

す
み
す
逃
し
て
し
ま
い
、
財
政
担
当

者
の
レ
ベ
ル
が
上
が
っ
て
い
か
な
い

の
で
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
難

し
い
時
代
に
な
り
ま
し
た
ね
」

―
―
御
代
田
町
役
場
で
は
財
政
担
当

者
が
、
12
月
と
３
月
に
国
か
ら
金
額

が
示
さ
れ
る「
特
別
交
付
税
」へ
の
意

識
を
強
め
て
く
れ
て
い
て
、
実
際
に

金
額
が
増
え
て
い
ま
す
。

藤
原「
特
別
交
付
税
を
も
ら
う
に
は
、

災
害
等
、
当
年
度
に
発
生
し
た
事
情

を
で
き
る
だ
け
書
面
に
起
こ
し
て
国

に
申
請
す
る
わ
け
で
す
が
、
川
上
村

の
よ
う
な
小
さ
な
村
で
も
、
財
政
担

当
者
が
役
場
全
体
の
仕
事
を
細
か
く

知
り
、
申
請
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で

大
き
な
金
額
を
獲
得
で
き
る
こ
と
を

実
証
し
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
同
じ

過去の講座は
こちらより

ご覧いただけます

第20代全国町村会長
1938年、長野県南佐久郡川上村生まれ。農業に従事した後、川上村役場職員に。企画課長を経て、1988年から川上村長
を8期務める。2005年から長野県町村会長・全国町村会理事、2010年からは4期にわたり全国町村会長を務め、都道府
県会長はじめ全国町村長とともに全国町村会の会務運営および全国町村の振興発展に尽力。
川上村長として、日本一のレタス王国をはじめ高冷地や千曲川源流の特性を活かした村づくりを展開。全国に先駆けた全
村CATVなど農業情報ネットワークシステムの構築や村営バス「川上方式」（スクールバスの活用）、ヘルシーパーク構想、
24時間開館の図書館、地元からまつ材活用の中学校整備、山村・都市交流などに取り組む。2021年4月旭日重光章受章。
著書に『平均年収2500万円の農村－いかに寒村が豊かに生まれ変わったか－』(ソリックブックス刊)。
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