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地域づくり人物リレーは、県内で地域づくり活動をされている方を取材し、紹介してまいります。
第 18 回目は、結城順子さんにスポットを当て、お話を伺いました。

「地域に埋もれた
　　　歴史、文化を後世に」

「NPO法人 日本民俗経済学会」結城 順子さん

地域づくり
人物リレー
第1８回

地
域
づ
く
り
を
は
じ
め
た

き
っ
か
け

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
民
俗
経
済
学
会
は

東
京
で
定
期
的
に
学
会
を
開
催
し
て
い

ま
し
た
が
、
地
元
群
馬
県
に
お
い
て
も

活
動
の
範
囲
を
広
げ
る
事
に
し
ま
し
た
。

ま
ず
上
野
三
碑
の
一
つ
で
あ
る
多
胡
碑

に
つ
い
て
講
演
会
を
開
催
し
た
と
こ
ろ
、

上
毛
か
る
た
で
「
昔
を
語
る
、
多
胡
の

古
碑
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
多
胡
碑
で
す

が
、
参
加
者
の
方
々
か
ら
、
子
ど
も
の

頃
か
ら
上
毛
か
る
た
の
句
を
知
っ
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
碑
に
刻
ま
れ
て
い

る
内
容
は
知
ら
な
か
っ
た
と
の
声
を
聴

き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
三
古
碑
で

あ
る
多
胡
碑
、
ま
た
国
の
特
別
史
跡
で

も
あ
る
多
胡
碑
、
地
元
の
方
々
が
保
存

に
力
を
注
ぎ
歴
史
を
刻
ん
だ
多
胡
碑
を

大
勢
の
方
々
に
理
解
し
て
い
た
だ
き
後

世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い
で
、

い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら
研
究
し
、
定
期

的
に
講
演
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

講
演
会
を
中
心
と
し
た

地
域
づ
く
り

　

私
た
ち
の
活
動
は
、
講
演
会
が
中
心

で
す
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
年
１
回
、
講

演
会
を
年
４
回
、
そ
の
他
現
地
見
学
の

バ
ス
ツ
ア
ー
を
年
２
回
程
度
開
催
し
、

群
馬
県
の
歴
史
や
文
化
遺
産
へ
の
理
解

を
深
め
て
い
ま
す
。

　

県
内
で
活
動
を
始
め
た
の
は
２
０
０

９
年
、
多
胡
郡
建
郡
は
奈
良
の
都
が
遷

都
１
３
０
０
年
を
迎
え
る
（
２
０
１
１

年
）
の
と
同
じ
時
期
で
あ
っ
た
た
め
、

「
多
胡
郡
設
立
１
３
０
０
年
記
念
実
行

委
員
会
」
を
立
ち
上
げ
、
３
年
間
懸
け

て
多
胡
碑
に
関
す
る
講
演
会
を
開
催
し

ま
し
た
。
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
内
容
、

使
わ
れ
て
い
る
石
や
文
字
、
時
代
の
背

景
、
当
時
の
産
業
、
渡
来
人
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
様
々
な
角
度
か
ら
掘
り
下

げ
て
い
き
、
常
時
１
５
０
人
以
上
参
加

い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
多

胡
碑
を
中
心
に
上
野
三
碑
で
あ
る
「
金

井
沢
碑
」「
山
上
碑
」
に
つ
い
て
も
講

演
を
し
ま
し
た
。

　

２
０
１
１
年
３
月
に
多
胡
碑
は
１
３

０
０
年
を
迎
え
ま
し
た
の
で
、
２
０
０

９
年
か
ら
２
０
１
１
年
ま
で
３
年
間
続

け
て
き
た
「
多
胡
郡
設
立
１
３
０
０
年

実
行
委
員
会
」
を
、「
歴
史
と
文
化
を

集
う
会
」
と
し
、
上
野
三
碑
の
み
で
な

く
群
馬
県
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
広

く
取
り
上
げ
、
群
馬
県
は
こ
ん
な
に
重

要
な
場
所
だ
っ
た
の
か
と
、
県
内
の
み

で
な
く
県
外
の
人
に
も
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
で
、
地
域
の
活
性
化
に
繋
げ
て
い

こ
う
と
活
動
し
て
い
ま
す
。
参
加
者
の

登
録
数
は
約
８
０
０
人
近
く
に
増
え
、

皆
様
方
が
楽
し
み
に
し
て
く
だ
さ
る
会

と
な
り
ま
し
た
。

誰
も
が
参
加
で
き
る
形
に

　

イ
ベ
ン
ト
を
開
催
す
る
際
に
は
、
ど

な
た
で
も
参
加
で
き
る
も
の
と
す
る
こ

と
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
バ
ス
ツ
ア
ー

な
ど
も
高
齢
者
の
方
々
も
参
加
出
来
る

よ
う
な
行
程
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
日

頃
自
分
の
足
で
は
な
か
な
か
行
け
な
い

場
所
で
、
現
地
を
見
な
が
ら
そ
の
場
で

専
門
家
の
説
明
を
聞
け
る
こ
と
は
非
常

に
大
き
な
喜
び
に
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
年
齢
や
職
業
に
関
係
な
く
、
参

加
さ
れ
る
皆
さ
ん
は
本
当
に
学
ぶ
意
欲

が
旺
盛
で
、
講
師
の
方
か
ら
は
い
つ
も

驚
か
れ
て
い
ま
す
。

多
く
の
人
と
の
出
会
い

　

県
外
か
ら
も
多
く
の
方
に
参
加
い
た

だ
い
て
お
り
、
各
分
野
の
専
門
家
を
は

じ
め
、
様
々
な
方
面
の
方
と
知
り
合
い

に
な
れ
る
こ
と
は
本
当
に
魅
力
的
で
す
。

イ
ベ
ン
ト
で
知
り
合
っ
た
方
か
ら
、
個

人
的
に
県
内
の
案
内
を
頼
ま
れ
る
こ
と

も
多
く
あ
り
ま
す
。
案
内
を
す
る
た
め

に
は
自
分
も
学
ば
な
い
と
い
け
ま
せ
ん

の
で
、
地
域
の
こ
と
を
再
認
識
で
き
ま

す
し
、
歴
史
は
繋
が
っ
て
い
る
た
め
県

外
の
こ
と
も
勉
強
を
し
な
く
て
は
い
け

ま
せ
ん
。
自
分
の
為
に
も
な
り
ま
す
し

相
手
に
も
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
た
め
、

と
て
も
や
り
が
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。

地
域
の
偉
人
に
光
を

　

今
後
は
歴
史
だ
け
で
は
な
く
、
あ
ま

り
語
ら
れ
な
く
な
っ
た
地
域
の
偉
人
に

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
功
績
を
伝
え
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
南
牧
村
に
生
ま
れ
た
市
川

五
郎
兵
衛
真
親
は
、
私
財
を
投
じ
用
水

路
を
築
き
新
田
開
発
を
し
ま
し
た
。
現

在
の
長
野
県
の
佐
久
市
に
水
源
を
見
つ

け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、
隧
道
を
穿
っ

た
り
高
低
差
の
あ
る
地
形
に
用
水
路
を

築
き
、
五
郎
兵
衛
用
水―

五
郎
兵
衛
新

田
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
今
で
は
五
郎

兵
衛
米
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
米
で
販
売
さ

れ
て
い
ま
す
。
佐
久
市
で
は
資
料
館
や

真
親
神
社
が
あ
る
く
ら
い
有
名
で
す
が
、

南
牧
村
で
は
影
を
潜
め
て
い
る
状
況
で

す
。
こ
の
よ
う
な
偉
人
を
掘
り
起
こ
し

て
、
後
世
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

好
き
な
言
葉

　

和
（
な
ご
み
・
わ
）

　

忙
し
い
時
で
も
、
い
つ
も
平
静
心
で

「
穏
や
か
に
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ

て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
の
「
和
（
な
ご

次にバトンが渡る人は
誰でしょう？

次号を
お楽しみに！！

がが渡る人はが渡る人は

「 NPO法人 日本民俗経済学会」結城 順子さん

C h i i k i z u k u r i  J i n b u t s u  R e l a y

み
）」
と
、
人
と
の
調
和
と
い
う

意
味
の
「
和
（
わ
）」。
両
方
の
意

味
で
好
き
で
す
。

感
銘
を
受
け
た
本

　

源
氏
物
語
の
原
文
を
愛
読
し
て

い
ま
す
。
作
者
紫
式
部
の
知
識
力

を
尊
敬
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
一
言

　

大
勢
の
方
に
地
域
の
歴
史
や
文

化
を
知
っ
て
い
た
だ
き
、
後
生
に

伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
の
で
、
御
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
是
非
、
講
演
会
に
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。

バスツアーの様子


