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  l950年山形県鶴岡市生まれ。東京都
立大大学院 (機械工学)修了。金属の

フレッテイング疲労の研究で工学博士
1都立大)。この経験を風力発電や地域

活，佳化に生かしソシオエンジニアリン

グを提唱。一般社団法人。洸楓座を主

宰し再生可能エネルギー利用と「鉄の

道」を推進している。

千葉大学大学院准教授

       佐藤 建言

力ル鉄道と沿線;"が連携
地酒ブ"ンげ「鉄の道」で地域 "

 
「
地
域
再
生
」
は
、
わ
が
国
の
「
地

域
再
生
法
」
に
よ
る
と
「
地
方
公
共

団
体
が
行
う
自
主
的
か
つ
自
立
的
な

取
り
組
み
に
よ
る
地
域
経
済
の
活
性

化
、
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
創
出

そ
の
他
の
地
域
の
活
力
の
再
生
」
と
定

義
さ
れ
て
い
る
。
英
国
で
の
地
域
再

生
（
3
的
の
コ
の
「
口
（
～
O
コ
）
の
定
義
は
、
「
地

域
（
p
「
の
と
、
主
に
都
市
地
域
（
ロ
ロ
0
ロ
コ

叫
「
の
の
）
が
抱
え
る
諸
問
題
を
解
決
に
導

く
と
と
も
に
、
変
化
の
影
響
を
受
け
や

す
い
地
域
経
済
、
社
会
及
び
環
境
面
に

お
け
る
諸
条
件
を
長
期
的
視
点
で
改
善

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
る

総
合
的
か
つ
統
一
さ
れ
た
計
画
ま
た
は

行
政
活
動
」
と
な
っ
て
い
る
。

 
地
域
再
生
は
、
こ
の
よ
う
に
行
政
に

よ
る
施
策
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
来
は

住
民
や
団
体
。
企
業
が
主
体
と
な
り
知

恵
と
行
動
で
地
域
力
を
向
上
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
住
み
、

暮
ら
す
人
の
合
意
と
納
得
、
す
な
む
ち

民
意
の
賛
同
な
く
し
て
は
、
な
し
得
な

い
と
考
え
て
い
る
。

 
「
地
域
活
性
化
」
は
地
域
再
生
よ
り

は
譲
歩
し
た
概
念
で
、
経
済
。
雇
用
。

観
光
な
ど
に
よ
る
地
域
力
の
向
上
を
主

眼
と
し
て
い
る
。
地
域
再
生
も
地
域
活

性
化
も
現
に
あ
る
「
地
域
」
を
対
象
と

し
て
い
る
。
類
似
の
言
葉
に
「
地
域
お

こ
し
」
や
「
地
域
づ
く
り
」
も
あ
る
。

地
域
お
こ
し
は
、
沖
縄
が
ル
ー
ツ
で
沖
 
1

縄
返
還
後
の
島
内
の
衰
退
か
ら
復
興
し
0
1
2

よ
う
と
す
る
「
シ
マ
お
こ
し
」
が
発
端
 
2

で
あ
る
と
い
う
。
地
域
お
こ
し
の
別
名

が
「
地
域
づ
く
り
」
で
あ
る
。
「
つ
く

る
」
に
は
、
創
る
、
作
る
、
造
る
が
あ

る
が
、
現
に
存
在
す
る
地
域
を
対
象
と

し
て
、
地
域
づ
く
り
と
い
う
の
は
、
傲

曇
な
感
じ
が
す
る
と
い
う
の
が
筆
者
の

考
え
で
あ
る
。

 
そ
こ
で
考
え
た
の
が
、
「
地
域
ぉ
づ

く
り
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
新
た
に
取
り
組
む
喜
銚
載
、
妻

梨
、
作
り
直
し
作
業
と
の
認
ぎ
竪
を
嚢

調
。
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
英
語
の

づ
の
㎝
の
コ
の
「
口
（
～
o
コ
を
重
ね
て
冨
を
加
え

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
地
域
再
生
や
地

域
づ
く
り
の
取
り
組
み
で
ほ
、
地
域
に

あ
る
現
状
を
否
定
し
て
再
興
を
す
る
と

い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
、
そ
こ
に
住

む
人
に
と
っ
て
は
迷
惑
で
協
調
し
が
た

い
も
の
と
感
じ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で

往
々
に
し
て
あ
っ
た
。
そ
の
傲
慢
さ
を

捨
て
、
新
た
に
望
ま
し
い
地
域
を
つ
く

り
直
そ
う
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
名
付

け
た
の
が
「
地
域
再
づ
く
り
」
で
あ
る
。

 
全
国
の
地
方
都
市
で
は
、
経
済
。
産

業
。
労
働
。
教
育
。
交
通
。
医
療
な
ど

の
面
で
疲
弊
が
常
態
化
し
、
生
活
環
境

が
低
下
し
て
い
る
と
の
声
が
聞
こ
え

る
。
住
民
は
、
そ
の
環
境
の
中
に
い
て
、
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不
便
で
、
不
都
合
な
状
態
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
、
第
三
者
的
立
場
あ
る
い
は

被
害
者
の
立
場
を
取
る
こ
と
が
多
い
。

こ
う
し
て
地
方
の
疲
弊
は
、
自
ら
で
は

そ
の
改
善
や
解
決
の
方
法
を
見
失
っ
て

し
ま
っ
た
「
状
況
」
を
つ
く
り
出
し
て

い
る
。
そ
の
「
状
況
」
を
解
決
に
向
か

わ
せ
る
の
ば
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
地

元
の
人
材
（
入
射
）
で
あ
る
。

 
3
年
前
に
、
特
別
支
援
教
育
の
教
育

指
針
に
「
で
き
る
状
況
づ
く
り
」
と
い

う
言
葉
に
出
会
っ
た
。
特
別
支
援
教
育

の
公
開
研
究
会
に
参
加
し
た
折
に
、
多

く
の
教
師
が
講
演
や
発
表
で
「
で
き
る

状
況
づ
く
り
」
を
口
癖
に
し
て
い
る
こ

と
を
知
っ
た
。
私
は
こ
の
言
葉
の
意
味

と
価
値
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
こ
れ
は

「
地
域
お
づ
く
り
」
に
も
生
か
せ
る
と

感
じ
だ
。
「
で
き
る
状
況
づ
く
り
」
は
、

障
害
を
持
ち
な
が
ら
も
目
標
と
す
る
対

象
（
例
え
ば
、
モ
ノ
づ
く
り
）
を
行
う

た
め
に
、
教
師
が
作
業
の
工
程
（
プ
ロ

セ
ス
）
を
考
え
素
材
や
道
具
（
治
具
）

を
準
備
し
、
生
徒
が
飽
き
ず
に
一
p
惑
う

こ
と
な
く
興
味
を
持
っ
て
作
業
を
行
え

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
「
状
況
を
つ
く

る
こ
と
」
で
あ
る
。

 
そ
れ
は
、
「
環
境
を
つ
く
る
こ
と
」

で
は
決
し
て
な
い
。
「
環
境
」
は
主
体

者
（
こ
こ
で
は
生
徒
）
を
含
ま
ず
単
に

そ
の
周
り
に
あ
る
も
の
（
素
材
や
道
具

な
ど
）
の
概
念
だ
が
、
「
状
況
」
は
素

材
や
道
具
の
他
に
主
体
者
自
身
を
含
ん

で
い
る
概
念
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ

ノ
づ
く
り
を
し
よ
う
と
す
る
生
徒
自

身
が
成
長
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

周
り
の
環
境
に
合
わ
せ
、
作
業
や
学

習
の
プ
ロ
セ
ス
を
組
み
立
て
る
こ
と

で
あ
る
。

 
特
別
支
援
教
育
の
あ
り
様
は
、
地
域

再
生
や
地
域
活
性
化
に
と
っ
て
大
き
な

ヒ
ン
ト
を
与
え
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

そ
の
主
体
者
は
疲
弊
し
た
地
域
だ
。
地

域
が
あ
る
主
題
を
掲
げ
、
あ
き
ら
め
ず

努
力
し
遂
行
し
、
成
果
の
壺
口
び
を
感
じ
、

自
立
を
図
る
こ
と
が
、
地
域
活
性
化
で

あ
り
そ
の
先
に
地
域
再
生
が
あ
る
と
言

え
る
。
こ
う
し
た
「
地
域
品
づ
く
り
」

に
は
、
住
民
や
関
係
す
る
人
が
主
体
的

に
活
動
し
得
る
「
で
き
る
状
況
づ
く
り
」

が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
一
過

性
の
も
の
、
単
年
度
の
補
助
金
を
与
え

る
こ
と
で
は
な
く
、
地
域
に
多
く
の
人

材
（
大
射
）
を
生
み
出
す
学
習
の
「
状

況
」
を
提
供
し
、
そ
の
成
果
を
そ
の
地

に
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

 
私
が
企
画
し
て
実
行
し
て
い
る
こ
と

を
紹
介
す
る
。
地
方
の
少
子
高
齢
化
は
、

地
域
の
生
活
環
境
を
崩
壊
し
、
日
本
の

伝
統
文
化
を
衰
退
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、

ロ
ー
カ
ル
鉄
道
と
地
酒
で
も
あ
る
。
ロ

ー
カ
ル
鉄
道
の
利
用
者
は
通
学
す
る
高

校
生
、
ク
ル
マ
を
運
転
で
き
な
い
高
齢

者
が
大
部
分
に
な
り
、
そ
の
存
続
す
ら

危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
一
部
の
第
三
セ
タ

タ
ー
の
鉄
道
会
社
で
は
、
公
募
し
た
民

間
出
身
の
社
長
に
経
営
を
託
し
自
助
努

力
を
重
ね
て
い
る
。
ロ
ー
カ
ル
鉄
道
の

沿
線
に
は
江
戸
時
代
に
創
業
し
た
酒
蔵

も
多
い
が
、
最
近
の
日
本
酒
離
れ
の

影
響
で
零
細
化
し
経
営
は
衰
退
の
一

途
を
た
ど
り
、
廃
業
す
る
酒
蔵
も
あ

る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
日
本
文
化
の
危

機
だ
。

 
そ
こ
で
私
は
、
地
域
を
走
る
鉄
道
と

そ
の
沿
線
の
酒
蔵
が
、
連
携
し
応
援
し

合
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
全
国
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
考
え
た
。
日
本
酒
の
全
国
共

通
銘
柄
の
「
鉄
の
道
」
と
し
て
ブ
ラ
ン

ド
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
1
号
は
0
9

年
1
2
月
に
干
葉
県
の
「
い
す
み
鉄
道
応

援
酒
」
と
し
て
沿
線
の
木
戸
泉
酒
造
か

ら
「
織
の
道
」
と
し
て
発
売
さ
れ
た
。

第
2
号
は
1
1
年
5
月
に
大
阪
の
「
水
間

鉄
道
応
援
酒
」
と
し
て
井
坂
酒
造
場
か

ら
の
「
餓
の
道
」
。
続
い
て
、
岐
阜
県

の
「
明
和
鉄
道
応
援
酒
」
を
岩
村
醸
造
、

長
野
県
の
「
し
な
の
鉄
道
応
援
酒
」
を

沓
掛
酒
造
か
ら
、
と
も
に
1
2
年
春
に
商

品
化
さ
れ
る
。
地
震
と
津
波
で
被
災
し

た
岩
手
県
久
慈
市
で
は
「
三
陸
鉄
道
応

援
酒
」
と
し
て
福
来
酒
造
の
「
餓
の

道
」
が
1
2
年
4
月
1
日
の
北
リ
ア
ス
線

開
通
に
合
わ
せ
商
品
化
さ
れ
る
予
定
で

あ
る
。

 
「
鉄
の
道
」
は
、
鉄
道
と
日
本
酒
の

共
存
で
あ
り
、
日
本
酒
フ
ァ
ン
は
各
地

の
地
酒
を
味
わ
い
、
鉄
道
フ
ァ
ン
に
は

各
路
線
を
巡
る
機
会
を
提
供
す
る
。
こ

れ
に
伴
う
観
光
や
宅
配
な
ど
に
よ
る
経

済
活
性
化
が
主
線
で
は
あ
る
が
、
伏
線

も
あ
る
。
そ
れ
は
「
鉄
の
道
。
全
国
書

道
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
今
後
開
催
し
、
地

域
の
中
高
校
生
ば
か
り
で
な
く
、
全
国

の
鉄
道
。
日
本
酒
。
書
道
フ
ア
ン
を
つ

な
い
で
、
日
本
文
化
を
守
り
、
溝
葎
化

と
再
生
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

被
災
地
支
援
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

疲
弊
し
た
地
域
を
大
都
市
の
人
も
支
援

す
る
、
そ
し
て
地
方
の
良
さ
を
再
認
識

し
、
地
方
へ
の
観
光
。
滞
在
。
定
住
を

促
進
す
る
糸
ロ
と
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。 

「
し
な
の
鉄
道
応
援
酒
」
の
「
鍛
の

道
」
は
、
地
元
の
上
田
面
高
校
書
道
部

の
女
子
高
校
生
の
書
に
な
る
。
こ
れ
は
、

鉄
道
。
日
本
酒
。
書
道
の
シ
ナ
ジ
ー
と

し
て
、
地
域
資
源
を
地
域
企
業
が
、
そ

し
て
若
い
世
代
が
支
え
る
こ
と
で
発
現

す
る
「
で
き
る
状
況
づ
く
り
」
、
「
地
域

（
の
づ
く
り
」
の
モ
デ
ル
と
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
の

展
開
を
、
各
地
域
と
全
国
の
方
々
の
協

カ
で
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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