
左から二代目の邦造さん・淳子さん夫妻、初孫の萌子ちゃん、 開拓者として労苦を共にしてきた一枝さん•宮治さん夫妻、 三代目となった娘の由美子さんと貴男さん夫妻

取材2,

戸主中心から個中心の家族へ

「家族」だか
個人の地位や役割を明確化するパ ー トナ ー シップ契約

ら必要な約束
農家を継ぐべき者が農業を継ぎ、 家を代表する者が戸主であった農家の直系家族に大きな変化が起きています。

職業の一 つとして農業を選び、 夫婦を核とする「ゆるやかな連合としての家族」への変化をいち早く取り入れ、 家

族ぐるみの慣習的な経営から、 近代的な契約とルールに基づく農業経営へと新たな脱皮をした大家族を紹介します。

県内では最初の「家族経営協定」 富士宮市 中島 淳子さんの家族

富
士
宮
市
朝
霧
高
原
で
酪
農
を
営
む
中
島

さ
ん
一

家
は、

四
世
代
七
人
家
族
で
す。

白
く
雪
化
粧
し
た
富
士
を
背
景
に、

青
空

と
山
々
の
木
々
が
美
し
く
映
え
る

朝
霧
高

原。

そ
の
高
原
独
特
の
さ
わ
や
か
な
空
気
の

な
か、

お
よ
そ
百
六
十
頭
の
牛
が
放
牧
さ
れ

て
い
ま
す。

い
ま
で
こ
そ、

条
件
の
そ
ろ
っ
た
豊
か
な

環
境
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
が
、

一

代
目
の

と

み

＇

富
治
さ
ん
と
一

枝
さ
ん
が
戦
後
こ
の
地
に
入

っ
た
と
き
に
は
、

大
地
に
腕
ほ
ど
の
太
さ
の

根
が
張
り、

開
拓
に
は
苦
労
し
た
と
い
い
ま

す。

子
ど
も
の
な
か
っ
た
二
人
は、

身
内
の

じ
ゅ
ん
こ

く
に
ぞ
う

淳
子
さ
ん
と
酪
農
を
志
し
て
い
た
邦
造
さ
ん

を
夫
婦
養
子
に
迎
え
ま
し
た。

二
代
目
と
な

っ
た
淳
子
さ
ん
夫
妻
は、

結
婚
を
機
に
経
営

と
財
産
を
そ
っ

く
り
委
譲
さ
れ
ま
し
た。

「
任
さ
れ
た
と
き
に
は
ど
ん
ぶ
り
勘
定
で
ね。

経
営
に
使
う
お
金
と
生
活
費
が
一

緒
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
い
う
淳
子
さ
ん
で
す。

経
営
に
生
活
費
を
割
い
て
し
ま
わ
な
い
よ

う
に
と
夫
か
ら
の
提
案
も
あ
り、
「
家
族
経

党
協
定」

と
い
う
契
約
を
結
ぶ
前
か
ら、

ご

く
自
然
な
形
で
給
料
を
も
ら
っ

て
い
ま
し

た
。

正
式
に
契
約
を
結
ん
だ
の
は
平
成
八
年

で
す。

契
約
を
し
て
い
な
い
と、

女
性
は
農

業
者
年
金
に
加
入
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
た

の
が
き
っ
か
け
で
し
た。
（
七
ペ
ー
ジ
参
照）

大
家
族
を
ま
と
め
る
仕
組
み
と
し
て

中
島
家
の
「
家
族
経
営
協
定」
で
は、

経
営

者
で
あ
る
夫
が
共
同
経
営
者
で
あ
る
妻
へ

侮

月
決
ま
っ
た
日
に
給
料
を
銀
行
に
振
り
込
む

こ
と、

毎
年
の
資
金
や
作
付
け
な
ど
の
計
画

苦
労
も
喜
び
も
分
か
ち
あ
う

ねっとわぁく 2000 6
 














