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人 　

子
ど
も
た
ち
に
、
し
め
縄
づ
く
り
や
有

漢
地
域
に
昔
か
ら
伝
わ
る
わ
ら
細
工
の
コ

ト
コ
ト
馬
づ
く
り
を
教
え
て
い
る
「
有
漢

元
気
じ
い
ち
ゃ
ん
ズ
」。代
表
の
時
国
英
則

さ
ん
�
ら
が
中
心
と
な
り
、
地
域
の
お
じ

い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
、
か

わ
い
い
�
孫
�
た
ち
の
指
導
に
当
た
っ
て

い
ま
す
。

　

グ
ル
ー
プ
名
は
、
平
成　

年
の
「
子
育

１７

て
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
、
体

験
活
動
コ
ー
ナ
ー
の
「
コ
ト
コ
ト
馬
づ
く

り
」
で
参
加
し
た
時
に
命
名
。
名
前
の
と

お
り
、
元
気
で
活
動
的
な
皆
さ
ん
で
す
。

　

昔
、
婚
礼
が
自
宅
で
行
わ
れ
て
い
た
こ

ろ
に
行
わ
れ
て
い
た
風
習
か
ら
名
が
付
い

た
コ
ト
コ
ト
馬
。
婚
家
の
酒
宴
が
始
ま
る

と
、
ほ
お
か
む
り
で
顔
を
隠
し
て
訪
れ
、

わ
ら
で
作
っ
た
馬
を
縁
側
に
置
き
�
コ
ト

コ
ト
�
た
た
い
て
隠
れ
て
待
ち
、
婚
家
が

お
礼
に
と
縁
側
に
置
い
た
酒
な
ど
を
受
け

取
っ
て
帰
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
正
月

行
事
の「 
鍬 
初
め
」　

と
い
う
豊
作
祈
願
に

く
わ

（※）

も
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
こ
う

し
た
風
習
が
な
く
な
り
、
コ
ト
コ
ト
馬
は

縁
起
物
と
し
て
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

今
年
も
、
今
月　

日
に
子
ど
も
た
ち
に

１７

コ
ト
コ
ト
馬
づ
く
り
を
教
え
ま
す
。

　

「
近
ご
ろ
は
�
わ
ら
を
な
う
�こ
と
が
な
い

か
ら
ね
ぇ
。
子
ど
も
た
ち
も
珍
し
が
っ
て
作

り
始
め
る
け
ど
、仕
上
げ
る
ま
で
は
な
か
な

か
難
し
い
み
た
い
だ
な
ぁ
」
と
秋
葉
正
友
さ

ん
�
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
の
手
を
借
り
て

何
と
か
完
成
、と
な
る
よ
う
で
す
。

　

「
元
気
な
う
ち
は
続
け
て
い
き
た
い
ね
。

自
分
た
ち
も
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
る

し
、
地
域
の
伝
統
の
後
継
者
が
育
つ
の
は

う
れ
し
い
こ
と
」
と
時
国
さ
ん
。

　

来
月　

日
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分

１４

で
作
っ
た
コ
ト
コ
ト
馬
を
縁
側
に
置
き
、

お
菓
子
を
も
ら
う
体
験
行
事
も
行
わ
れ
ま

す
。

有漢元気じいちゃんズ（有漢町）

昨年のコトコト馬づくりの様子

地域の伝統を子どもたちへ

馬は３種類あり、顔の形が異なる。左は農
耕馬をかたどった「どさんこ馬」、中央が婚
礼で用いられていた昔からの馬。右が近年
の「コトコト馬」。

(※ )旧暦の１月 11日、鍬とコトコト馬を持ち、飼っている牛馬を連れて「ヤレボーヤ
レボー」と叫びながらその年の苗代田へ行き、耕し初めをして豊作を祈念した。

「ヤレボー」は「 八  重  穂 」がなまったもので、豊作を祈る言葉。
や え ほ

時国英則さん（写真左）ら「有漢じいちゃんズ」のメンバー
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年越しは
「ニューイヤー花火」で！

　

今
年
も
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
年
こ
そ
は
早
め
早
め
に
仕
事
に
取
り
掛
か
り
、

余
裕
を
持
っ
て
広
報
紙
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
て
い
た

は
ず
な
の
に
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
毎
月
の
よ
う
に

時
間
に
追
わ
れ
て
い
た
気
が
し
ま
す
。
広
報
紙
づ
く

り
に
は
決
ま
っ
た
答
え
が
な
い
の
で
、
工
夫
し
よ
う

と
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
時
間
が
か
か
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
も
う
少
し
気
持
ち

に
ゆ
と
り
を
持
っ
て
編
集
が
で
き
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　

広
報
担
当
３
人
、
一
方
的
に
行
政
情
報
を
お
知
ら

せ
す
る
の
で
は
な
く
、
分
か
り
や
す
く
、
ま
た
皆
さ

ん
に
問
い
か
け
一
緒
に
考
え
る
広
報
紙
と
な
る
よ
う

試
行
錯
誤
で
紙
面
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、皆
さ
ん
に「
広

報
紙
が
変
わ
っ
た
な
」
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

来
年
も
、「
広
報
た
か
は
し
」
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。 

（
Ｙ
Ｍ
）

編
集
後
記
伝言板
ままままままちちちちちちののののののまち の

　来年４月、国際環境経営学部環境経営学科に、新しく「食農経営コース」が加わります。

　「２１世紀は食料と環境の世紀」といわれ、「資源・エネルギー」とともに、人類にとって「食」は大きな

テーマとなっています。「食」の多くを海外からの輸入に依存する日本の食料自給率は４０％を割り、また

最近では有害物質の混入など食の安全保障さえも危ぶまれています。

　「食農経営コース」では、「食と農」に関する基礎科目に加えて、「食と農」「環境と経営」を柱としたカ

リキュラムを編成。食料・農業生産・環境・資源問題を総

合的・体系的に学び、食料の「生産・加工・消費・リサイ

クル」の食農経営の総合的マネジメント力を備えた人材を

養成します。

　特に、高梁地域のピオーネやトマトをはじめとする特産

農産物、乳牛の酪農生産物などの生産・加工現場でのフィ

ールド実習を通じ、実践力を養成します。

　「食と農と環境」をキーワードに、地産地消、集落営農

など地域の特徴を生かした中山間地域のまちづくりと活

性化に、新しい提案ができる人材を育成します。

■問い合わせ　高梁学園入試広報室 (フリーダイヤル 0120‐25‐9944)

　

カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
で
新
年
を
迎

え
、
１
０
８
発
の
花
火
が
打
ち
上
げ

ら
れ
ま
す
。

　

成
羽
町
日
名
地
区
と
同
地
区
出
身

者
で
構
成
す
る
「
日
名
二
十
日
会
」

が
、
今
か
ら
約　

年
前
、
地
元
の
神

１５

社
へ
初
詣
で
に
訪
れ
る
人
た
ち
に
楽

し
ん
で
も
ら
お
う
と
花
火
を
打
ち
上

げ
始
め
、
年
越
し
そ
ば
も
振
る
舞
っ

て
い
ま
す
。

　

大
神
楽
大
会
や
盆
お
ど
り
、
渡
り

拍
子
な
ど
、
こ
の
地
区
で
行
わ
れ
る

イ
ベ
ン
ト
時
に
、
地
域
を
盛
り
上
げ

る
先
導
を
し
て
い
る
日
名
二
十
日

会
。
最
近
は
会
員
の
減
少
も
あ
っ
て
、

会
員
の
奥
さ
ん
や
子
ど
も
た
ち
な
ど

家
族
ぐ
る
み
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

「
低
予
算
の
た
め
ご
期
待
に
添
え
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
気
軽
に
花

火
を
見
に
来
て
く
だ
さ
い
。
そ
ば
を

食
べ
た
ら
体
も
温
ま
り
ま
す
よ
」
と

渡
辺
さ
ん
。

　

詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
日
時　

１
月
１
日
�　

午
前
零
時

〜
（
そ
ば
の
振
る
舞
い
は
大
晦
日
午

後　

時
ご
ろ
か
ら
）

１１
▽
駐
車
場　

日
名
交
流
館
か
ぐ
ら
グ

ラ
ウ
ン
ド

■
問
い
合
わ
せ　

日
名
二
十
日
会
・

会
長 
渡
辺
さ
ん
（
�
０
９
０
�
４
６

９
２
�
４
３
１
０
）

日名二十日会
会長　渡辺裕文さん�

吉備国際大学 国際環境経営学部環境経営学科に

いま求められている
「食農経営コース」が誕生！

国際環境経営学部 環境経営学科
　　　● 食農経営コース（新設）

　　　● 環境経営コース

　　　● 知的財産経営コース

　　　● 実践ＩＴ経営コース

　※２年次に希望コースを選択します。


