
♪
春
の
小
川
は
、
さ
ら
さ
ら
行
く

よ
。
岸
の
す
み
れ
や
、
れ
ん
げ
の

花
に
…

　
誰
も
が
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ

ど
小
学
校
で
習
う
「
春
の
小
川
」

の
歌
詞
に
も
出
て
く
る
れ
ん
げ
。

水
が
張
ら
れ
る
前
の
春
の
田
ん
ぼ

一
面
を
紅
紫
色
に
染
め
る
そ
の
姿

は
、
の
ど
か
な
田
園
風
景
の
最
た

る
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
植
物
図
鑑
に
は
ゲ
ン

ゲ
（
紫
雲
英
）
と
い
う
名
で
掲
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
意
外
と
知
ら

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
逆
に
レ
ン
ゲ
と
し
て
し
ま

う
と
蓮
華
・
蓮
花
と
い
う
漢
字
を

当
て
、
蓮
の
花
を
示
す
よ
う
で
す
。

　
さ
て
、
で
は
な
ぜ
ゲ
ン
ゲ
は
あ

れ
ほ
ど
ま
で
に
田
ん
ぼ
に
一
面
に

咲
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
実
は

あ
れ
は
意
図
的
に
栽
培
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。
化
学
肥
料
が
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
緑
肥
（
り

ょ
く
ひ
）
＝
草
肥
（
く
さ
ご
え
）

あ
る
い
は
牛
の
飼
料
と
す
る
た
め
、

八
〜
九
月
頃
、
稲
刈
り
前
の
田
ん

ぼ
の
水
を
抜
い
て
種
を
蒔
き
、
翌

春
に
花
を
咲
か
せ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
ゲ
ン
ゲ
畑
と
呼
び
ま
す
。

田
植
え
の
前
に
耕
し
、
ゲ
ン
ゲ
を

そ
の
ま
ま
す
き
こ
ん
で
肥
料
と
し

ま
し
た
。
植
物
の
良
好
な
生
育
に

欠
か
せ
な
い
の
が
窒
素
で
す
が
、

そ
の
窒
素
を
固
定
す
る
根
粒
菌
の

働
き
で
、
ゲ
ン
ゲ
の
根
に
は
球
形

の
根
粒
が
付
く
の
で
す
。
ゲ
ン
ゲ

の
窒
素
固
定
力
は
強
大
で
、
十
㌢

㍍
の
生
育
、
お
お
よ
そ
十
㌃
で
、

一
㌧
の
生
草
重
の
う
ち
、
四
〜
五

㌔
㌘
の
窒
素
を
供
給
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
普
通
十
五
〜
二
十
㌢

㍍
に
成
長
す
る
の
で
、
そ
の
量
は

膨
大
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
ま
す
。
ま
た
、
乳
牛
を
飼
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
飼
料
と
し

ま
し
た
。
昭
和
末
頃
ま
で
は
「
春

の
風
物
詩
」
で
も
あ
っ
た
の
で
す

が
、
今
は
全
国
各
地
で
減
少
し
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
化
学
肥
料
は
安
価
で
扱
い
や
す

い
の
で
圧
倒
的
な
シ
ェ
ア
を
占
め

て
い
る
こ
と
は
当
然
で
し
ょ
う
け

れ
ど
も
、
残
さ
れ
た
ゲ
ン
ゲ
畑
を

観
て
楽
し
む
、
心
の
豊
か
さ
も
見

直
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

（
環
境
保
全
課
　
原 

竜
也
）

　「
わ
が
園
に
　
梅
の
花
散
る
　

ひ
さ
か
た
の
　
天
よ
り
雪
の
　
流

れ
来
る
か
も
」　
　
大
伴
旅
人

　
こ
の
歌
は
天
平
二
年
（
七
三
〇
）

正
月
十
三
日
、
大
宰
師
　
大
伴
旅

人
卿
の
邸
宅
に
集
ま
っ
て
宴
会
を

し
て
い
る
と
き
、
庭
の
梅
の
花
を

詠
ん
で
楽
し
も
う
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
三
十
二
人

が
一
首
ず
つ
詠
ん
だ
中
の
一
首
で

す
。

　
新
暦
の
二
月
七
日
頃
と
思
い
ま

す
の
で
、
梅
の
開
花
時
期
と
し
て

は
、
一
三
七
九
年
後
の
今
日
と
変

わ
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
今

な
ら
カ
ラ
オ
ケ
で
も
歌
お
う
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

し
ょ
う
が
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い

が
希
薄
に
な
っ
た
こ
と
が
嘆
か
れ

ま
す
。

　
七
塚
高
原
の
梅
の
花
は
、
約
一

月
お
く
れ
で
咲
き
ま
し
た
。
今
の

里
山
を
飾
っ
て
い
る
の
は
ア
セ
ビ

の
花
で
す
。
二
〜
三
㍍
の
こ
ん
も

り
し
た
ア
セ
ビ
の
木
を
覆
つ
く
す

よ
う
に
真
っ
白
い
花
を
つ
け
て
い

ま
す
。

　
コ
ナ
ラ
の
樹
間
に
、
遠
く
か
ら

で
も
目
に
つ
く
コ
ブ
シ
が
派
手
な

花
を
つ
け
始
め
ま
し
た
。
山
裾
に

は
ビ
ロ
ー
ド
イ
チ
ゴ
が
白
い
花
を

ズ
ラ
ッ
と
縦
長
に
咲
か
せ
て
い
ま

す
。
近
く
に
ク
ロ
モ
ジ
も
小
さ
い

黄
色
の
花
を
咲
か
せ
て
い
ま
す
。

ク
ロ
モ
ジ
の
根
っ
こ
に
目
を
や
る

と
、
シ
ュ
ン
ラ
ン
が
落
ち
葉
を
か

ぶ
っ
て
豪
華
な
花
を
咲
か
せ
て
い

ま
す
。

　
こ
ん
な
里
山
の
演
出
者
た
ち
に

気
を
取
ら
れ
て
山
道
を
歩
い
て
い

る
と
、
む
せ
返
る
よ
う
な
ヒ
サ
カ

キ
の
匂
い
が
鼻
を
つ
い
て
き
ま
す
。

ア
セ
ビ
の
や
わ
ら
か
い
匂
い
と
と

も
に
里
山
の
春
の
薫
り
を
形
成
し

て
い
ま
す
。

　
山
裾
の
側
溝
に
は
、
ヤ
マ
ア
カ

ガ
エ
ル
の
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
が
ひ

し
め
き
合
っ
て
い
ま
す
。
あ
の
軽

や
か
な
〝
ク
ワ
ァ
ク
ワ
ァ
〞
と
い

う
声
が
聞
か
れ
た
の
は
二
月
十
二

日
で
し
た
。
昨
年
よ
り
半
月
早
か

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
親
ガ
エ
ル
た

ち
は
山
に
帰
っ
て
春
眠
を
楽
し
ん

で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
つ
の

世
代
で
も
変
わ
ら
な
い
自
然
界
の

演
出
者
た
ち
で
す
。

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
七
塚
原
自
然
体
験

活
動
研
究
セ
ン
タ
ー

理
事
長
　
西
村
清
巳
）

　シリーズ９回目は、これまでの取材をふり
返り、学生がどのような活動を行い、何を目
指しているのか、そのためには何が必要なの
かを考えます。

■ これまでに取材したサークル・団体
　第１回目は、ネットワーク組織である「Ｕ
Ｅ－ｎｅ
ｔ」につ
いて取材
しました。
以降、広
島修道大
学「環境サークルがんぼ」、尾道大学「ゴミ部」、
広島市立大学「ねっこ広島」、広島国際大学「エ
コのコエ」、広島女学院大学「ガーデニング部」、
国立広島商船高等専門学校「チーム岐美研究室」、
広島大学「エコ・ページ」という順に学生の
活動を紹介してきました。
　これまでに取材してきたサークル・団体に
共通して言えることは、サークル内・学内だ
けで終えてしまう活動ではなく、地域コミュ
ニティや社会へ積極的に活動を働きかけ、研
究や、意識啓発などの目的の達成に向けた実
践活動を続けていることです。
　それぞれのサークル・団体は、生活環境か

ら課題を見つけ、解決に向け工夫に富んださ
まざまな活動を提案・展開し、地域コミュニ
ティ・ＮＰＯ・行政など多くの方々たちと連
携し、試行錯誤を繰り返しながら課題の攻略
に努めていました。
■ 学生の活動から見えてきたもの
　取材を通して伝わってきたのは、誰かがや

ってくれ
るという
考えでは
何も進ま
ないとい
う問題意

識と、活動を通して触れ合う地域の方や他団
体の方とコミュニケーションの広がりが楽しい、
ためになるという活動の意気込みや勢いです。
　活動の方法や形態はそれぞれに特徴を持っ
た異なるものですが、これから自分たちが暮
らしていく社会を見据え、何かできないか、
やれることがあるのではないかと知恵を出し
合い、協力して、これからの地球の未来を考
えていることが共通していました。
　これからも、広島県内で活動を展開する学
生の取り組みを紹介し、地域と学生のコミュ
ニティ形成のきっかけを提供していきます。

 (地域支援課　馬場田真一)


