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特集面特集面
北本市は今年11月
に市制50周年を
迎えますきっと、もっと、きたもとが好きになる 旬な話題をお届け！きっと、もっと、きたもとが好きになる 旬な話題をお届け！



北本の農の、

新井果樹園で梨、プラム、梅等を栽培。農業青年
会議所の会長を務め、地域の人たちが「農」と触
れ合う機会づくりの活動も行う。

新井宏明さん

　
北
本
の
農
産
物
の
特
徴
は
、「
い
ろ

い
ろ
な
も
の
が
な
ん
で
も
で
き
る
」
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
ね
。
1
年
を
通
し
て

常
に
何
か
し
ら
の
農
産
物
が
収
穫
さ

れ
、
直
売
所
や
ス
ー
パ
ー
等
に
並
ぶ
の

で
、
地
元
で
旬
の
も
の
を
新
鮮
な
う
ち

に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
一
番
美
味
し
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
採
れ

た
て
の
も
の
を
お
客
さ
ん
に
届
け
る
た

め
、
直
売
所
で
の
販
売
は
特
に
大
事
に

し
て
い
ま
す
。
庭
先
に
の
ぼ
り
旗
を
出

す
と
、
す
ぐ
に
近
隣
の
人
が
買
い
に
来

て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
う
ち
の
お
客
さ

ん
に
は
、
仕
事
の
合
間
を
縫
っ
て
来
て

く
れ
る
人
や
、
毎
年
来
て
く
れ
る
人
も

い
ま
す
。
お
客
さ
ん
の
反
応
を
見
た
り

会
話
を
し
た
り
し
て
、
直
接
「
美
味
し

か
っ
た
」
と
声
を
か
け
て
も
ら
え
る
と

本
当
に
嬉
し
い
で
す
ね
。

　
私
が
所
属
す
る
農
業
青
年
会
議
所
で

は
、
ま
ず
は
地
元
の
人
た
ち
に
食
べ
て
も

ら
い
た
い
、
そ
こ
か
ら
お
土
産
等
で
市
外

に
も
北
本
の
農
産
物
が
広
ま
っ
た
ら
い
い

な
、
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
や
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、「
＆
ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
　
ｆ

ｏ
ｏ
ｄ
」
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
で
き
ま

し
た
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
あ
る
「
や
さ

し
い
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
安
心
・
安
全

で
新
鮮
な
も
の
を
食
べ
て
も
ら
い
た
い
、

と
い
う
北
本
の
農
家
の
想
い
が
こ
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
農
家
の
皆
さ
ん
は
そ
れ
ぞ
れ

こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
作
っ
て
い
ま
す
。
地

元
の
農
産
物
を
見
か
け
た
ら
、
ぜ
ひ
手
に

取
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

　
私
が
所
属
す
る
観
光
協
会
で
は
、
北

本
の
農
産
物
を
使
っ
た
焼
き
菓
子
や
カ

レ
ー
を
提
供
す
る
「
＆
ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
　

Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
」（
深
井
７
―

265
―
４
）
を
運

営
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
カ
フ
ェ

の
事
業
の
一
環
で
、
市
内
の
農
家
さ
ん

を
取
材
し
、
写
真
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

ま
と
め
た
「
＆
ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ 

Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｅ

Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｒ
」
を
刊
行
し
て
い
ま
す
。
実

際
に
畑
に
足
を
運
ん
で
作
業
の
様
子
を

取
材
し
、
時
に
は
作
業
の
お
手
伝
い
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

農
家
さ
ん
が
本
当
に
こ
だ
わ
っ
て
野
菜

や
果
物
を
作
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

北
本
の
農
家
さ
ん
の
「
仕
事
」
に
大
き

な
魅
力
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
北
本
の
農
家
さ
ん
は
直
売
所
を

置
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
採
れ
た

て
で
新
鮮
な
も
の
を
す
ぐ
に
買
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
う
し
た
農
家
さ
ん
の

「
や
さ
し
さ
」
を
北
本
の
「
農
」
の
魅
力

と
と
ら
え
、「
み
ど
り
の
ま
ち
の
、
や
さ

し
い
た
べ
も
の
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
を
提
案
し
ま
し
た
。

　
今
後
は
、「
こ
の
時
期
は
新
井
さ
ん
ち

で
プ
ラ
ム
を
買
お
う
」
と
い
う
楽
し
み
が

で
き
る
よ
う
に
、
１
年
を
通
じ
て
ど
の
時

期
に
ど
こ
の
農
家
さ
ん
で
何
が
買
え
る
か

を
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
＆

ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
　
ｆ
ｏ
ｏ
ｄ
の
デ
ザ
イ
ン
や

農
産
物
だ
け
で
な
く
、
そ
の
先
に
あ
る
農

家
さ
ん
の
仕
事
の
風
景
や
畑
の
空
気
感
も

含
め
て
北
本
の
農
業
の
魅
力
と
し
て
Ｐ
Ｒ

し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

北本市出身、在住のプロカメラマン。北本市観光
協会、合同会社暮らしの編集室に所属し、北本の
まちづくりに精力的に携わり、＆ green food のブ
ランドデザインを手がける。

江澤勇介さん

北
本
は
な
ん
で
も
で
き
る

魅力を語る。

北
本
の
農
家
さ
ん
は
「
や
さ
し
い
」

2021年７月１日発行②

　
市
で
は
、
北
本
の
「
農
」
の
魅
力
を
広
く

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
生
産
者
の
想
い
や

農
産
物
の
魅
力
を
印
象
的
な
フ
レ
ー
ズ
・
写

真
・
デ
ザ
イ
ン
を
使
っ
て
Ｐ
Ｒ
す
る
取
組
を

進
め
て
い
ま
す
。

　
北
本
市
は
一
大
産
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

決
し
て
ト
マ
ト
と
き
ゅ
う
り
だ
け
の
ま
ち
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
市
内
の
農
家
さ
ん
た
ち
は

〝
良
い
も
の
〞〝
新
鮮
な
も
の
〞を
届
け
よ
う
と
、

一
人
ひ
と
り
が
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
野
菜
や

果
物
を
育
て
て
い
ま
す
。
そ
の
姿
や
、
そ
う

し
て
育
っ
た
様
々
な
旬
の
恵
み
を
、「
＆
ｇ
ｒ

ｅ
ｅ
ｎ
　
ｆ
ｏ
ｏ
ｄ（
ア
ン
ド
グ
リ
ー
ン
フ
ー

ド
）【
み
ど
り
の
ま
ち
の
、
や
さ
し
い
た
べ
も

の
】」
と
し
て
お
伝
え
し
て
い
き
ま
す
。

【
特  

集  

１
】
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■生産者　新井果樹園（新井宏明）
■品　名　貴

き

陽
よう

、サマーエンジェル、サマービュート
■時　期　 ７月中旬～下旬（生

な

りもののため、早まることがあります。
        　　　出始めてから約２週間が目安）
■ここで買える！
 　新井果樹園直売所（高尾８-30、のぼりが目印。）、
　地場物産館 桜

おう

国
こく

屋
や

（深井 7-265-4）、市内スーパー

■生産者　新井果樹園（新井宏明）
■品　名　貴

き

陽
よう

、サマーエンジェル、サマービュート
■時　期　 ７月中旬～下旬（生

な

りもののため、早まることがあります。
       　　　出始めてから約２週間が目安）
■ここで買える！
 　新井果樹園直売所（高尾８-30、のぼりが目印。）、
　地場物産館 桜

おう

国
こく

屋
や

（深井 7-265-4）、市内スーパー

暮らしのとなりの採れたてを、

103 15 184
55

281 2021

地元の人に届け

北本の旬を
いただく

北本ブランド認定品を
ご紹介

②
③④

⑥⑦⑧

生産者
　新井 宏明さん

▲ 「貴陽」は一般的なプラム
に比べて糖度が高く実も大
きいのが特徴。贈答品とし
ても喜ばれる逸品です！

■だからおいしい！
　梨の栽培技術をいかした棚（※）で育てることにより、果
　実にかかるストレスを低減し、通常のプラムより大きな実
　をつけることができます。また、実が赤くなるのを待って
　から収穫し、酸味を残しつつも甘さの乗った完熟な状態で
　販売するので、買ってすぐに美味しくいただけます。

１

2021年７月１日発行④

北本産をもっと
ＰＲしてみませんか？

　
北
本
の
農
産
物
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
、

令
和
元
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
「
北
本
ブ
ラ
ン

ド
創
出
事
業
」。
当
初
は
、
首
都
圏
へ
の
販
路

拡
大
を
目
的
に
、
百
貨
店
や
都
内
レ
ス
ト
ラ

ン
に
北
本
の
農
産
物
を
宣
伝
し
て
き
ま
し
た

が
、
農
家
さ
ん
の
「
も
っ
と
地
元
の
人
に
食

べ
て
も
ら
い
た
い
」「
お
客
さ
ん
と
顔
が
見
え

る
関
係
を
大
切
に
し
た
い
」
と
い
う
声
を
受

け
、
暮
ら
し
の
隣
に
あ
る
生
産
地
か
ら
食
卓

へ
新
鮮
な
も
の
を
届
け
る
方
向
へ
転
換
。
こ

れ
に
沿
っ
て
、
農
家
さ
ん
の
想
い
や
こ
だ
わ

り
を
伝
え
る
、
北
本
農
産
物
の
愛
称
「
＆
ｇ

ｒ
ｅ
ｅ
ｎ 

ｆ
ｏ
ｏ
ｄ
【
み
ど
り
の
ま
ち
の
、

や
さ
し
い
た
べ
も
の
】」
を
考
案
し
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
＆
ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ 

ｆ
ｏ
ｏ
ｄ
の
ロ

ゴ
を
使
用
し
た
包
装
紙
や
ギ
フ
ト
ボ
ッ
ク
ス

等
の
販
促
ツ
ー
ル
を
作
成
。
売
り
場
や
直
売

所
で
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
北
本
の

地
で
生
ま
れ
た
農
産
物
の
美
味
し
さ
を
広
く

伝
え
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
審
査
を
受
け
、

認
定
さ
れ
た
市
内
農
産
物
等
「
北
本
ブ
ラ
ン

ド
認
定
品
」
に
対
し
て
は
さ
ら
に
販
路
拡
大

に
つ
な
が
る
支
援
を
行
い
ま
す
。

北本産をもっと
ＰＲしてみませんか？

北
本
の
農
産
物
の
魅
力
を
伝
え
る
た
め
、

令
和
元
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
「
北
本
ブ
ラ
ン

ド
創
出
事
業
」。
当
初
は
、
首
都
圏
へ
の
販
路

拡
大
を
目
的
に
、
百
貨
店
や
都
内
レ
ス
ト
ラ

ン
に
北
本
の
農
産
物
を
宣
伝
し
て
き
ま
し
た

が
、
農
家
さ
ん
の
「
も
っ
と
地
元
の
人
に
食

べ
て
も
ら
い
た
い
」「
お
客
さ
ん
と
顔
が
見
え

る
関
係
を
大
切
に
し
た
い
」
と
い
う
声
を
受

け
、
暮
ら
し
の
隣
に
あ
る
生
産
地
か
ら
食
卓

へ
新
鮮
な
も
の
を
届
け
る
方
向
へ
転
換
。
こ

れ
に
沿
っ
て
、
農
家
さ
ん
の
想
い
や
こ
だ
わ

り
を
伝
え
る
、
北
本
農
産
物
の
愛
称
「
＆
ｇ

ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
ｆ
ｏ
ｏ
ｄ
【
み
ど
り
の
ま
ち
の
、

や
さ
し
い
た
べ
も
の
】」
を
考
案
し
ま
し
た
。

市
で
は
、
＆
ｇ
ｒ
ｅ
ｅ
ｎ
ｆ
ｏ
ｏ
ｄ
の
ロ

ゴ
を
使
用
し
た
包
装
紙
や
ギ
フ
ト
ボ
ッ
ク
ス

等
の
販
促
ツ
ー
ル
を
作
成
。
売
り
場
や
直
売

所
で
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
北
本
の

地
で
生
ま
れ
た
農
産
物
の
美
味
し
さ
を
広
く

伝
え
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
審
査
を
受
け
、

認
定
さ
れ
た
市
内
農
産
物
等
「
北
本
ブ
ラ
ン

ド
認
定
品
」
に
対
し
て
は
さ
ら
に
販
路
拡
大

に
つ
な
が
る
支
援
を
行
い
ま
す
。

本

物

魅

伝

本

物

魅

伝

たい。

　　北本ブランド認定品で
　
 

農産物等をPRさせてください！

協力店
舗募集

中‼

①

⑤

産業観光課農政担当
髙田 菜月主事

北本の旬をいただく

③広報きたもとNo.１001



北本の「緑ある暮らし」が環境を守る
　北本では、古くは縄文時代から自然を使い、守り育てる「緑ある暮
らし」の習慣が根付いていました。現代は、そうした習慣が薄れつつ
ある中で、緑とともに生きる暮らしのすばらしさを人々に伝えようと、
市内の雑木林を管理し、雑木林に人が親しむ機会を作るなど、精力的
な活動が行われています。こうした活動から、環境問題をはじめ、様々
に危機を解決する糸口が見つかるかもしれません。
　市は、人と自然が共生し、地域で安心できる暮らしを未来に続けて
いくことが「地域循環共生圏」であると捉え、これからも「緑ある暮らし」を守り続けます。

磯野 治
はる

司
じ

北本市市長公室長

市では、市民の皆さんに北本の
自然により親しんでいただける
よう市制施行 50 周年記念事業
として「市の昆虫」「市の野草」
等の制定を行います。これらを
北本市ならではの自然の象徴と
して、広く周知していきます。

林   博司
北本市市長公室

シティプロモーション・
広報担当

シティプロモーションコンセプト
「＆green」を軸に、緑ある暮らしを
発信・体感いただく事業を行ってい
ます。この事業が北本の自然環境を
守ることにつながるというご指摘は
大変ありがたかったです。今後も、
暮らしに軸足を置くシティプロモー
ション事業を進めていきます。

江澤 勇介
北本市観光協会・
暮らしの編集室

私たちは住民の人たちと一緒に
緑を活用した取組みを実施する
際、「この活動で何を目指すのか」
といった前提の共有を大切にし
ています。常に市民の皆さんと
一緒に考え続けるまちを目指し
たいし、そのこと自体を発信し
ていきたいと考えています。

田中　克
まさる

京都大学名誉教授

私は森から海までの多様なつながりを解明し、崩壊した自然や社会の再生を目
指す「森里海連環学」という分野で研究を行っており、その研究がきっかけで
縄文文化について講演する機会に恵まれました。縄文人は必要な分だけを狩猟
採集して自然と共生し、武器を持たず平和な社会を築いていたとされています。
北本でも、雑木林を地域の人たちが守り育てて共生し、また、雑木林で人がく
つろぐ風景も見られています。雑木林には人のストレスを軽減し、心の豊かさ
を向上する効果があると言われており、これを科学的に証明することで、北本
の緑の重要性について広く理解してもらえるでしょう。

縄文時代から続く北本の緑は平和の証

環境省事務次官

気候やウイルス等により、人類の生命が脅かされている中、それらの問題に立
ち向かうための戦略として日本から世界に示した方針が「地域循環共生圏」です。
環境省では、二酸化炭素の排出量をゼロにすることを目的の一つとして、「地域
循環共生圏」を提唱しています。北本市で行われている緑ある暮らしや人々の活
動は、地域循環共生圏のあり方と合致しており、今後の取組みに期待しています。
ぜひ、環境省が推進している「2050 年二酸化炭素排出実質ゼロ（カーボンゼロ
シティ）宣言」をしていただきたいと思います。

地域の資源を活用する北本の取組みに期待

中井 徳
と く

太
た

郎
ろ う

YouTube で配信中▶

2021年７月１日発行⑥

「
地
域
循
環
共
生
圏
」
っ
て
何
？

　
自
然
・
住
民
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
等
の

地
域
に
あ
る
資
源
を
守
り
、
活
用
す
る

取
組
み
に
よ
り
、
持
続
可
能
な
循
環
共

生
型
の
社
会
を
創
る
考
え
方
を
、「
地

域
循
環
共
生
圏
」
と
言
い
ま
す
。

　
例
え
ば
、
北
本
の
農
家
で
は
雑
木
林

の
木
を
薪
に
、
落
ち
葉
を
堆
肥
に
利
用

し
て
農
業
を
営
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
し

て
、
木
を
使
う
だ
け
で
な
く
大
切
に
守

り
育
て
、
次
の
世
代
へ
繋
げ
た
結
果
、

今
で
も
市
内
に
雑
木
林
が
点
在
し
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
地
域
に
あ
る
資
源

を
使
う
だ
け
で
な
く
、
管
理
・
保
全
し
、

と
も
に
生
き
て
い
く
暮
ら
し
が
北
本
に

は
根
付
い
て
い
ま
す
。
こ
の
暮
ら
し
の

在
り
方
が
、
地
域
循
環
共
生
圏
の
考
え

方
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
北

本
の
緑
あ
る
暮
ら
し
」
が
注
目
さ
れ
始

め
て
い
る
の
で
す
。

見
つ
め
直
す

緑
あ
る
暮
ら
し 

を
北本で営まれてきた暮らしや現在行われている取組みで、地
域循環共生圏の考えに当てはまるものをご紹介します。

｜
地
域
循
環
共
生
圏
の
視
点
か
ら
｜

「

」
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縄文人も食していたとされる栗▶

問
市
長
公
室
政
策
調
査
担
当

　（
☎
５
１
１
―
７
７
０
０
）
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