


滋賀県大津市

仰木棚田　『早乙女田植え』 今
シ
ー
ズ
ン
も
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
、
各
地
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
や
イ
ベ
ン
ト

な
ど
で
田
植
え
を
体
験
し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
ん
な
人
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の 

〝
田
植
え
ス
タ
イ
ル
〟
を
現
地
で
直
撃
取
材
し
て
き
ま
し
た
！ 

TAUE Style 1 関西の会員さんが
主催する友好団体

「棚田むすびの会」
のお米作り体験2年
目。5月8日、馬蹄
型で有名な滋賀県
大津市仰木の棚田
で、今年は早乙女
チャレンジ！

早乙女が復活
できて嬉しい

！

初、田の土の感触。面白体験です

おこめをたい
せつに☆

いい経験できました！

一生の思い出
になりました

！

大阪在住の扇田さ
ん

奈良在住の岡さん

大阪在住の義源さん

大阪在住の大谷さん

大阪在住の戸田
さん
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岐阜県恵那市

坂折棚田
『棚田ビオトープの田植え』

TAUE Style 3

TAUE Style 2
栃木県茂木町

岩ノ作棚田　『棚田でわくわく田植え体験』

5月22日、今年は参加人数70名を超
えた茂木田植えバスツアー！ 東京か
ら近いこともあり、みなさん普段着に
裸足のライトな田植えスタイルです。

新緑の里山が本当にきれいで、
大満足な一日でした！

来年もぜひ

田植えに来てく
ださい！

お母さんたち、お昼ご飯

美味しかったです。また来ます
。

約30年前に母親が

作ってくれたモンペ
ですっ！着古した普段着とジャージ。

足元は裸足です

棚田百選の恵那市坂折棚田でのビオ
トーププロジェクトも今年4年目！
5月28日に田植えを行いました。

今年で 2回目の
親子での参加です！

東京在住の大木さん親子

東京在住の山田さん

茂木町在住の生産者・土
屋さん

東京在住の風間さん

岐阜在住の伊藤さん
横浜在住の亀田さん

東京在住の谷口さん

２度目の田植えを体験することができ、本当に楽しかったです！
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静岡県賀茂郡松崎町

石部棚田  『田植え祭』

TAUE Style 4

13年前に手に
入れた笠で

田植え参加で
したっ！

農業といえばつなぎかな（笑）

初めてなので、それとなく感じれば！

東京在住の荒川さ
ん

東京在住の堀さん夫婦

My TAUE Style 

5月15・16日、棚田オーナー・
トラスト会員による『田植え祭』
での田植えスタイル。 好天に恵
まれ、みんな清 し々い笑顔です！

初めての参加で
す！

ベテラン級まで
行きたいナ！ 初めての田植え参加！

地元の人と触れ合いたい！

オーナー1年目です。
美味しいお米を作ります！

東京在住の増
井さん 埼玉在住の沢さん

横浜在住の高木さん

み
な
さ
ん
、思
い
思
い
の
ス
タ
イ
ル
で

『
田
植
え
』
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た

　

昨
今
の
農
業
ブ
ー
ム
が
棚
田

に
も
確
実
に
押
し
寄
せ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
今
年
は
若
い

人
た
ち
の
思
い
っ
き
り
田
植
え

を
楽
し
も
う
！
と
い
う
気
持
ち

が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
お

し
ゃ
れ
な
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
ス
タ

イ
ル
、
笠
や
手
ぬ
ぐ
い
な
ど
の

伝
統
的
ア
イ
テ
ム
で
ワ
ン
ポ
イ

ン
ト
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
、
様
々

な
形
の
キ
ャ
ッ
プ
や
帽
子
た
ち

…
。
そ
し
て
コ
ス
プ
レ
的
感
覚

の
早
乙
女
姿
と
、
普
段
静
か
な

棚
田
を
に
ぎ
や
か
な
色
が
埋
め

尽
く
し
ま
し
た
。
形
は
変
わ
れ

ど
、
今
も
昔
も
田
植
え
は
華
や

か
な
お
祭
り
で
す
ね
。

4



5



　

越
後
妻つ

ま
り有

（
十
日
町
市
、
津
南
町
）
は

新
潟
県
南
部
に
位
置
し
、
東
京
か
ら
電
車

で
２
時
間
半
ほ
ど
の
距
離
に
あ
り
ま
す
。

冬
に
は
４
㍍
も
の
雪
が
積
も
る
、
日
本
有

数
の
豪
雪
地
域
で
す
。車
を
走
ら
せ
る
と
、

先
人
達
が
築
き
上
げ
た
美
し
い
棚
田
は
、

山
を
這
い
、
ま
る
で
空
に
届
い
て
し
ま
う

か
の
よ
う
に
広
が
り
、
昔
な
が
ら
の
日
本

の
里
山
の
風
景
を
残
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
よ
く
目
を
凝
ら
す
と
、
耕
作
さ
れ
ず
に

草
の
生
い
茂
る
田
ん
ぼ
も
、
あ
ち
ら
こ
ち

ら
に
見
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
耕
作
放
棄

地
は
、
日
本
全
国
で
も
4
6
1
万
㌶
に
も

の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
松

代
（
旧
松
代
町
）
で
も
、
1
9
7
0
年
か

ら
現
在
ま
で
、
お
よ
そ
6
0
0
㌶
も
の
田

ん
ぼ
が
耕
作
さ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
豪

雪
、
中
山
間
地
域
、
地
滑
り
、
過
疎
・
高

齢
化
、
限
界
集
落
‥
‥
。
こ
れ
ら
の
言
葉

は
、
松
代
を
説
明
す
る
代
名
詞
の
よ
う
に

使
わ
れ
ま
す
。

　

こ
う
し
た
さ
な
か
の
2
0
0
3
年
、「
ま

つ
だ
い
棚
田
バ
ン
ク
」
は
、
ま
つ
だ
い
雪

国
農
耕
文
化
村
セ
ン
タ
ー
（
愛
称
：
ま
つ

だ
い
「
農
舞
台
」）
を
活
動
拠
点
に
、
松

代
の
風
景
と
人
々
の
生
活
の
ベ
ー
ス
と

な
っ
て
い
る
農
業
の
展
望
を
も
う
一
度
見

つ
め
直
そ
う
と
い
う
思
い
を
込
め
て
立
ち

上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
の
最
大

の
特
徴
は
、「
大
地
の
芸
術
祭
」（
注
）
の

活
動
と
の
関
わ
り
で
す
。
す
な
わ
ち
、
芸

術
家
や
都
市
住
民
な
ど
、
地
域
外
の
人
々

の
目
か
ら
、
棚
田
や
里
山
の
価
値
を
捉
え

直
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
棚
田
バ
ン
ク
が

耕
す
田
ん
ぼ
に
は
、イ
リ
ヤ
＆
エ
ミ
リ
ア
・

カ
バ
コ
フ
の
「
棚
田
」
な
ど
の
ア
ー
ト
が

点
在
し
、
里
親
（
棚
田
オ
ー
ナ
ー
）
も
ス

タ
ッ
フ
も
、
そ
し
て
、
地
域
住
民
も
鑑
賞

し
、
癒
さ
れ
、
農
を
体
験
し
な
が
ら
学
ん

で
い
ま
す
。
都
会
育
ち
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ス
タ
ッ

フ
も
、
地
元
の
方
に
「
稲
を
束
ね
る
結
び

方
が
汚
い
」
な
ど
と
叱
ら
れ
な
が
ら
、
誰

も
い
な
く
な
っ
た
棚
田
に
ア
ー
ト
を
活
用

し
て
人
を
集
め
、
関
わ
る
人
を
元
気
に
す

る
こ
と
に
充
実
感
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

棚
田
バ
ン
ク
で
は
、
里
親
は
田
植
え
、

草
刈
り
、
稲
刈
り
の
農
作
業
を
体
験
し
、

現
代
ア
ー
ト
と
協
働
す
る

ま
つ
だ
い
棚
田
バ
ン
ク

新
潟
県
十
日
町
市

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
越
後
妻
有
里
山
協
働
機
構

ま
つ
だ
い
棚
田
バ
ン
ク

上：イリヤ＆エミリア・カバコフ「棚田」©ANZAÏ ／下左：昔ながらの木枠を転がして／下中：室野集落の棚田の田植え／下右：アートと一緒に
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＊
注　

 「
大
地
の
芸
術
祭
」
は
2
0
0
0
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、

現
在
約
2
0
0
点
の
ア
ー
ト
作
品
が
、
約
7
6
0
㎢
も

の
広
さ
の
あ
る
（
東
京
23
区
と
ほ
ぼ
同
面
積
）
越
後
妻
有

の
里
山
に
展
開
し
て
い
ま
す
。
第
４
回
展
の
2
0
0
9

年
度
は
、
40
の
国
と
地
域
か
ら
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
参
加

し
、
地
元
か
ら
は
92
の
集
落
が
参
加
し
ま
し
た
。
約
37
万

人
も
の
方
々
に
ご
来
場
い
た
だ
き
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
に

も
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。地
域
と
の
協
働
を
め
ざ
し
て
、

2
0
0
8
年
７
月
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
越
後
妻
有
里
山
協
働

機
構
を
設
立
し
、
約
4
0
0
人
も
の
雇
用
や
有
償
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
創
出
し
て
い
ま
す
。

秋
の
収
穫
を
祝
う
収
穫
祭
に
参
加
で
き

ま
す
。
そ
し
て
、
加
入
面
積
に
応
じ
て

配
当
米
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

設
立
当
初
20
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
里
親
は
、

2
0
0
9
年
度
に
は
お
よ
そ
1
0
0
名
と

な
り
ま
し
た
。
2
0
1
0
年
度
か
ら
は
、

都
会
の
企
業
や
団
体
向
け
に
、
憩
い
と
学

び
の
場
を
提
供
す
る
「
里
親
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
（
企
業
オ
ー
ナ
ー
制
度
）」
を
開
始
し

ま
し
た
。
ま
た
、
里
親
で
な
い
方
へ
の
農

作
業
体
験
も
ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
今

年
度
の
田
植
え
体
験
で
は
、
４
回
に
渡
っ

て
田
植
え
体
験
を
行
い
、
縄
を
張
っ
て
一

斉
に
田
植
え
を
す
る
「
縄
植
え
」、
八
角

形
の
木
枠
を
転
が
し
て
等
間
隔
に
苗
を
植

え
る
「
手
植
え
」、
ポ
ッ
ト
苗
を
育
て
、

土
を
重
り
に
畔
か
ら
苗
を
投
げ
入
れ
る

「
空
中
田
植
え
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
種

類
の
田
植
え
に
挑
戦
し
ま
し
た
。
体
験
し

た
皆
さ
ま
か
ら
は
、
先
人
の
知
恵
に
対
す

る
驚
嘆
の
声
が
も
れ
、
田
ん
ぼ
が
賑
わ
い

ま
す
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
私
た
ち
の
活

動
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
の
が
、
地
元
住

民
の
方
々
で
す
。
中
山
間
地
域
だ
か
ら
こ

そ
残
っ
て
い
る
農
法
や
農
村
生
活
の
知
恵

を
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
溢
れ
た
地
元
住
民
が
先

生
と
な
っ
て
、
里
親
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ス
タ
ッ
フ

に
楽
し
く
、
と
き
に
厳
し
く
教
え
て
く
れ

ま
す
。

　

こ
こ
は
、
生
産
性
や
効
率
性
の
観
点
か

ら
み
る
と
、
近
代
化
の
波
に
乗
り
遅
れ
た

場
所
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
そ
の
波
か
ら
逃
れ
、
貴
重
な
日
本
の

原
風
景
が
残
る
こ
の
場
所
に
、
得
体
の
知

れ
な
い
芸
術
作
品
が
放
り
込
ま
れ
る
こ
と

で
、
人
々
が
集
い
、
耕
作
者
（
あ
る
い
は

農
業
か
ら
離
れ
た
地
元
住
民
）
と
都
市
住

民
と
の
交
流
が
生
ま
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
人

に
と
っ
て
の
特
別
な
場
所
と
な
り
つ
つ
あ

り
ま
す
。
そ
し
て
、
今
、
お
年
寄
り
は
笑

顔
に
包
ま
れ
、
近
代
化
に
よ
り
否
定
さ
れ

た
棚
田
や
里
山
が
希
望
に
あ
ふ
れ
た
場
所

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
つ
だ
い
棚
田
バ
ン

■ 農舞台へのアクセス

東京から
【電　　車】		東京駅〜上越新幹線・越後湯

沢駅〜ほくほく線・まつだい駅	
約２時間半

【自家用車】		関越自動車道・六日町I.C. 〜	
国道253号経由　約３時間

大阪から
【電　　車】		北陸本線・金沢駅〜ほくほく線・

まつだい駅　約５時間
【自家用車】		名神高速道路〜北陸自動車道・

上越I.C. 〜国道253経由
	 約６時間

■ お問い合わせ
【「大地の芸術祭の里」総合案内所】
〒942-1526
新潟県十日町市松代3743-1まつだい「農舞台」内
Tel.025-595-6688　Fax.025-595-6181
E-mail	:	tanada@noubutai.com
HP	:	www.echigo-tsumari.jp/

上：空中田植えのポット苗／下：みんなで畔に一
列に並んで、田んぼに向かって、苗を投げ入れます。
土の重みで苗が田んぼに刺さります。楽ちんです。

ク
は
、
農
業
界
に
革
命
を
も
た
ら
す
こ
と

が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
越
後
妻
有
里
山
協
働
機
構

ま
つ
だ
い
棚
田
バ
ン
ク
事
務
局

竹
中
想
・
藤
本
保
恵
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第
20
回
ダイサギ

　
田
ん
ぼ
の
ま
わ
り
で
よ
く
見
ら
れ
る

野
鳥
の
中
で
も
、
大
き
く
て
白
い
姿
が

印
象
的
な
サ
ギ
の
仲
間
。
よ
く
シ
ラ
サ

ギ
と
い
う
名
を
耳
に
し
ま
す
が
、
シ
ラ

サ
ギ
と
い
う
野
鳥
は
い
ま
せ
ん
。
コ
サ

ギ
、
チ
ュ
ウ
サ
ギ
、
ダ
イ
サ
ギ
な
ど
の

白
い
サ
ギ
の
総
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
私
は
高
校
生
の
時
ま
で
、
シ
ラ

サ
ギ
と
い
う
鳥
が
い
る
の
だ
と
思
い
込

ん
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
見
分

け
る
コ
ツ
を
教
え
て
も
ら
っ
て
か
ら

は
、
田
ん
ぼ
に
集
ま
る
サ
ギ
を
見
る
の

が
と
て
も
楽
し
く
な
り
ま
し
た
。
足
の

指
だ
け
黄
色
い
コ
サ
ギ
、
夏
鳥
と
し
て

飛
来
す
る
チ
ュ
ウ
サ
ギ
、
顔
の
お
化
粧

が
個
性
的
な
ダ
イ
サ
ギ
、
亜
麻
色
の
た

て
が
み
が
美
し
い
ア
マ
サ
ギ
な
ど
、
そ

の
顔
ぶ
れ
は
田
ん
ぼ
の
風
景
と
よ
く
似

合
い
ま
す
。

　
田
植
え
の
前
、
耕
耘
機
で
田
ん
ぼ
を

耕
し
て
い
る
後
ろ
か
ら
沢
山
の
サ
ギ
が

つ
い
て
く
る
風
景
が
か
つ
て
は
普
通
に

見
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
コ

ウ
ノ
ト
リ
や
ト
キ
が
混
じ
っ
て
い
た
時

代
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
生
き
物
た
ち

の
賑
わ
い
が
あ
る
田
ん
ぼ
が
減
っ
て
い

る
昨
今
、
ド
ジ
ョ
ウ
や
カ
エ
ル
、
小
エ

ビ
に
サ
ワ
ガ
ニ
と
小
動
物
が
息
づ
く
田

ん
ぼ
の
価
値
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

サ
ギ
た
ち
の
飛
来
は
、
生
き
物
た
ち
と

共
に
育
っ
た
田
ん
ぼ
で
あ
る
こ
と
の
証

し
。み
な
さ
ん
の
馴
染
み
の
田
ん
ぼ
に
、

白
い
サ
ギ
が
訪
れ
て
い
た
ら
、
ど
ん
な

お
食
事
を
す
る
か
是
非
観
察
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

（
自
然
観
察
指
導
員
　
桐
原
真
希
）

写真：桐原佳介
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揖い

斐び

川が
わ

町ち
ょ
うは
岐
阜
県
の
南
西
部
、
伊

吹
山
地
の
東
部
を
占
め
る
。
平
成
の

大
合
併
に
よ
り
春
日
村
や
西
国
巡
礼

三
十
三
番
札
所
の
華
厳
寺
が
あ
る
谷た

に

汲ぐ
み

村む
ら

な
ど
5
村
を
併
合
、
広
大
な
面
積
を

も
つ
町
に
な
っ
た
。
寺
本
は
旧
春
日
村

の
中
央
部
、
粕
川
の
上
流
域
に
あ
る
山

村
集
落
で
あ
る
。

　
寺
本
の
貝
原
棚
田
は
「
ぎ
ふ
棚
田
21

選
」
の
ひ
と
つ
。
2
0
0
8
年
11
月
中

旬
に
つ
づ
き
2
0
0
9
年
7
月
初
旬
に

伊
吹
山
地
の
棚
田
を
訪
ね
た
。
岐
阜
駅

前
で
前
泊
、
早
朝
の
電
車
に
乗
り
大
垣

で
下
車
、
養
老
鉄
道
に
乗
り
換
え
る
。

地
方
鉄
道
の
電
車
は
、
伊
吹
山
地
と
揖

斐
川
の
間
に
広
が
る
田
園
地
帯
を
ゆ
っ

た
り
の
ん
び
り
と
、
波
打
ち
な
が
ら
ゴ

ト
ゴ
ト
音
を
た
て
な
が
ら
走
り
、
終
点

の
揖
斐
駅
に
着
い
た
。

9

伊
吹
山
地
東
部
の
貝
原
棚
田

岐
阜
県
揖
斐
川
町  

寺
本

	中
なかしま

島	峰
みねひろ

広（棚田博士）
早稲田大学名誉教授。学術博士。ＮＰＯ
法人棚田ネットワーク代表。棚田学会会
長。 全国棚田 ( 千枚田 ) 連絡協議会理
事、棚田サミット開催地選定委員会委員
長。1933 年宮崎県生まれ。早稲田大
学教育学部地歴科卒。2004 年まで早
稲田大学教育学部教授。著書に『日本
の棚田—保全への取組み』『百選の棚
田を歩く』『続・百選の棚田を歩く』( 以
上、古今書院 )。現在、百選外の棚田に
ついての執筆準備のため全国行脚中。

早
朝
の
バ
ス
で
寺
本
へ

　

駅
前
か
ら
7
時
22
分
に
発
車
す
る
春

日
美み

束つ
か

行
き
の
名
阪
近
鉄
バ
ス
に
乗
る
。

（
注
1
）
バ
ス
は
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
出
て
す

ぐ
に
右
折
、
国
道
4
1
7
号
を
北
上
し

て
下
岡
島
の
交
差
点
を
左
折
。
今
度
は

県
道
32
号
を
西
へ
、
粕
川
が
つ
く
っ
た

扇
状
地
の
上
を
扇
頂
に
向
か
っ
て
走
る
。

（
注
2
）
そ
の
扇
頂
、
標
高
80
㍍
に
あ
る
集

落
が
市
場
。
山
間
地
の
産
物
と
平
坦
地

の
産
物
が
交
換
さ
れ
る
市
が
た
ち
、
そ

の
名
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
な
集
落
を
地
理
学
で
は
谷
口
あ
る

い
は
渓
口
集
落
と
よ
ん
で
い
る
。

　

県
道
32
号
は
粕
川
に
沿
い
、
濃
尾
平

野
か
ら
伊
吹
山
地
へ
。
粕
川
は
、
道
か

ら
40
～
50
㍍
下
を
流
れ
、
す
ぐ
に
深
い

渓
谷
に
な
っ
た
。
渓
谷
の
な
か
の
狭
い

平
坦
地
に
家
屋
が
密
集
す
る
集
落
が
点

在
、
車
で
通
勤
で
き
な
か
っ
た
時
代
、

何
を
生
業
に
し
て
暮
ら
し
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
と
思
っ
た
。
こ
れ
ら
の
集
落
か

ら
小
学
生
が
乗
り
込
ん
で
き
た
。
私
ひ

と
り
の
専
用
車
は
ス
ク
ー
ル
バ
ス
に
早

変
わ
り
。
し
か
し
、
そ
れ
も
ひ
と
と
き
、

粕
川
と
長
谷
川
が
合
流
す
る
川
合
で
30

名
ち
か
く
の
小
学
生
た
ち
は
賑
や
か
な

声
を
残
し
て
降
り
て
行
っ
た
。
再
び
静

か
に
な
っ
た
バ
ス
は
一
段
と
急
に
な
っ

た
坂
を
上
り
、
標
高
3
6
0
㍍
に
あ
る

寺
本
の
停
留
所
に
到
着
し
た
。（
注
3
）

貝
原
の
棚
田
の
特
徴

　

貝
原
の
棚
田
は
、
県
道
か
ら
一
旦
集
落

に
上
が
り
、
集
落
内
を
通
り
過
ぎ
て
南
へ

向
か
う
と
姿
を
見
せ
る
。
標
高
9
6
5
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㍍
の
鎗
ケ
先
の
西
麓
、
標
高
3
5
0
～

4
1
0
㍍
の
森
に
囲
ま
れ
た
斜
面
に
拓

か
れ
て
い
る
。
傾
斜
6
分
の
1
、
面
積

3
・
5
㌶
に
1
6
8
枚
の
棚
田
が
あ
る

と
い
う
。
一
枚
の
大
き
さ
は
平
均
2
㌃
、

実
際
に
は
1
㌃
前
後
の
も
の
が
多
い
。
等

高
線
状
に
湾
曲
し
、
細
長
い
形
を
し
て

い
る
。
棚
田
の
上
段
か
ら
下
段
ま
で
の

比
高
差
が
60
㍍
、
段
数
が
45
段
前
後
あ

る
の
で
各
段
の
高
さ
は
1
・
5
㍍
ほ
ど
。

法
面
は
石
積
み
の
上
が
土
坡
に
な
っ
て

い
る
も
の
が
最
も
多
く
、
石
積
み
、
あ

る
い
は
土
坡
の
み
の
も
の
も
み
ら
れ
る
。

　

棚
田
全
体
は
、
中
央
部
を
横
断
す
る

農
道
で
上
下
段
に
分
け
ら
れ
、
上
段
部

分
の
下
部
と
下
段
部
分
の
上
部
、
す
な

わ
ち
全
体
の
中
央
部
に
当
た
る
と
こ
ろ

は
用
水
不
足
の
た
め
放
棄
さ
れ
る
か
転

作
畑
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
中
央
部

に
は
貝
原
棚
田
の
シ
ン
ボ
ル
、「
オ
サ
ノ

サ
ン
」
と
よ
ば
れ
る
樹
齢
3
0
0
年
の

ス
ギ
の
巨
木
が
た
っ
て
い
る
。
棚
田
の

地
権
者
は
30
名
近
く
い
る
が
、
現
在
も

耕
作
し
て
い
る
の
は
8
名
。
1
6
8
枚

の
う
ち
44
枚
、
お
よ
そ
4
分
の
1
が
水

田
と
し
て
耕
作
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
棚
田
の
周
り
は
、
イ
ノ
シ
シ
の
侵

入
を
防
ぐ
た
め
フ
ェ
ン
ス
で
囲
ま
れ
て

お
り
、
道
の
入
口
も
扉
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
作
業
に
や
っ
て

く
る
度
に
、
軽
ト
ラ
を
降
り
扉
の
開
閉

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

人
の
耕
作
者
に
お
話
を
聞
く

　

集
落
に
入
り
中
山
間
地
域
等
直
接
支

払
制
度
の
役
員
3
人
か
ら
話
を
聞
い
た
。

前
代
表
の
新
川
義
信
さ
ん
74
歳
、現
代
表

の
新
川
勝
重
さ
ん
62
歳
、会
計
の
竹
内
義

正
さ
ん
76
歳
で
あ
る
。義
信
さ
ん
は
72
歳

の
奥
さ
ん
と
の
二
人
暮
ら
し
。数
年
前
ま

で
地
元
の
建
設
会
社
に
勤
務
し
た
兼
業

農
家
、そ
し
て
合
併
す
る
ま
で
の
12
年
間

村
議
を
務
め
た
集
落
の
リ
ー
ダ
ー
。現
在

は
水
田
30
㌃
を
耕
作
、貝
原
に
は
2
枚
、

5
㌃
の
棚
田
が
あ
り
、耕
耘
機
、歩
行
型

2
条
田
植
機
、バ
イ
ン
ダ
ー
を
使
い
米
づ

く
り
を
行
っ
て
い
る
。

　

現
代
表
の
勝
重
さ
ん
は
、揖
斐
川
町
の

隣
町
、平
坦
地
の
池
田
町
に
移
住
し
て
造

園
業
を
営
む
兼
業
農
家
。貝
原
の
棚
田
へ

は
出
作
り
で
来
て
い
る
と
の
こ
と
。61
歳

の
奥
さ
ん
の
ほ
か
、92
歳
と
86
歳
の
両

親
、農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
に
勤
め
る

娘
さ
ん
36
歳
、会
社
員
の
息
子
さ
ん
26
歳

も
同
居
し
て
い
る
賑
や
か
な
家
族
。貝
原

に
7
枚
、20
㌃
の
水
田
を
持
ち
、歩
行
型

の
機
械
類
を
用
い
て
耕
作
。作
業
は
勝
重

さ
ん
と
娘
さ
ん
が
行
い
、そ
れ
に
両
親
が

水
廻
り
や
草
引
き
を
手
伝
っ
て
く
れ
る

そ
う
だ
。

　

会
計
の
竹
内
さ
ん
は
、10
年
前
に
腎
臓

病
で
奥
さ
ん
を
亡
く
し
て
か
ら
一
人
暮

ら
し
。学
校
を
出
て
か
ら
は
1
9
7
0

年
頃
ま
で
炭
焼
き
を
行
い
、そ
の
後
森

林
組
合
に
勤
め
た
。し
か
し
、奥
さ
ん
が

1
9
8
9
年
に
発
病
、隔
日
に
透
析
を
行

う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
不
規
則
な
勤

務
に
な
っ
た
。岐
阜
の
病
院
で
透
析
を

行
っ
た
た
め
、そ
の
送
り
迎
え
に
時
間
を

割
か
ね
ば
な
ら
ず
、チ
ー
ム
で
行
う
作
業

か
ら
外
れ
、一
人
で
出
来
る
請
負
作
業
を

始
め
た
。し
か
し
、一
人
仕
事
が
少
な
く

退
職
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。貝
原

で
は
最
も
広
い
面
積
30
㌃
、16
枚
を
耕
耘

機
、歩
行
型
2
条
田
植
機
、歩
行
型
2
条

刈
コ
ン
バ
イ
ン
を
使
っ
て
耕
作
し
て
い

る
。奥
さ
ん
は
亡
く
な
る
2
年
前
に
脳
梗

塞
を
お
こ
し
、寝
た
き
り
に
。そ
れ
で
も

生
き
て
い
て
く
れ
る
だ
け
で
家
に
ぬ
く

も
り
が
あ
っ
た
。一
人
に
な
り
、寒
い
夜
、

灯
の
な
い
家
に
帰
る
の
は
こ
こ
ろ
ま
で

凍
り
つ
き
、玄
関
の
戸
を
開
け
た
く
な
い

と
仰
し
ゃ
る
。

貝
原
の
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て

語
り
合
う

　

2
回
目
に
訪
ね
た
と
き
、
腎
臓
病
に
効

く
と
い
わ
れ
る
キ
サ
サ
ゲ
の
白
い
花
が

門
前
に
咲
く
竹
内
さ
ん
の
家
に
新
代
表
、

N
P
O
法
人
「
山
菜
の
里
い
び
」
の
理

事
長
小
寺
春
樹
さ
ん
、
春
日
公
民
館
長

林
孝
芳
さ
ん
、
町
の
職
員
山
田
直
人
さ

ん
ら
が
集
ま
り
、
貝
原
の
こ
れ
か
ら
に

つ
い
て
語
り
合
っ
た
。

上：貝原の棚田／
中：地元の耕作者
の皆さん／下：手
づくりの休憩所

3
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新
代
表
が
云
う
に
は
、
耕
作
放
棄
の
進

行
に
よ
り
、
3
年
前
役
員
が
集
ま
り
、
中

山
間
地
域
等
直
接
支
払
の
受
け
入
れ
を

「
ヤ
メ
ヨ
ウ
マ
イ
」（
止
め
て
し
ま
お
う
の

意
）と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
ご
先
祖
さ
ま
に
申
し
訳
な
い
と

い
う
気
持
ち
が
あ
り
決
断
す
る
こ
が
で
き

ず
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
県
が

貝
原
を
棚
田
21
選
の
一
つ
に
選
定
。
そ
の

後
カ
メ
ラ
マ
ン
な
ど
町
の
人
が
た
く
さ
ん

訪
ね
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
小

寺
さ
ん
に
「
貝
原
は
町
の
宝
だ
か
ら
残
す

の
に
協
力
し
ま
す
」
と
い
う
エ
ー
ル
を
も

ら
い
勇
気
づ
け
ら
れ
て
保
全
の
取
り
組
み

が
始
ま
っ
た
そ
う
だ
。

　

2
0
0
9
年
は
取
り
組
み
元
年
、
ま

ず
巨
木
ス
ギ
の
横
に
手
作
り
の
休
み
小

屋
を
建
設
。
そ
し
て
春
日
小
学
校
全
児

童
43
名
を
招
き
、
田
植
え
体
験
を
実
施

し
た
。
つ
づ
い
て
、
岐
阜
大
学
里
山
く

ら
し
応
援
隊
20
名
と
一
般
市
民
30
名
に

も
田
植
え
体
験
を
さ
せ
、
一
般
市
民
か

ら
は
参
加
費
5
0
0
円
を
徴
収
、
秋
に

は
稲
刈
を
予
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
。

　

さ
ら
に
、
新
代
表
は
棚
田
オ
ー
ナ
ー

制
の
構
想
を
披
露
し
た
。
こ
れ
を
実
現

さ
せ
る
た
め
に
は
、
用
水
の
確
保
を
図

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
現
在
、
棚
田

の
中
央
部
で
耕
作
放
棄
や
転
作
が
進

ん
で
い
る
の
は
用
水
不
足
に
よ
る
も

の
。
こ
れ
は
山
か
ら
の
水
の
出
方
が

変
化
し
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

1
9
7
0
年
頃
ま
で
の
薪
炭
材
採
取
の

雑
木
林
か
ら
は
平
均
的
に
水
が
出
て
い

貝原棚田へのアクセス

【自家用車】		名神高速道路・大垣ICから国道258号→国道
417号線・揖斐駅を越えたら国道32号線を左
折し春日美束方面へ進む

【公共交通】		JR大垣駅から養老鉄道養老線で揖斐駅→名阪
近鉄バス春日美束線で寺本停留所下車

泊
施
設
と
し
て
利
用
、
農
業
体
験
を
拡

充
し
た
い
と
主
張
さ
れ
る
。
人
影
も
な

い
静
か
な
山
里
の
一
角
か
ら
聞
こ
え
る

賑
や
か
な
声
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
貝

原
棚
田
で
の
取
り
組
み
を
予
感
さ
せ
る

力
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

＊
注
１　

 

こ
れ
を
逃
す
と
11
時
台
ま
で
な
く
、
朝
夕
を
中
心
に

し
た
1
日
6
便
の
運
行
。
こ
の
よ
う
な
交
通
事
情
の

た
め
岐
阜
に
前
泊
、
早
朝
か
ら
の
行
動
に
な
っ
た
。

＊
注
２　

 

扇
頂
と
は
、
扇
状
地
の
頂
部
の
こ
と
で
河
川
が
山
間

地
か
ら
平
野
へ
出
る
と
こ
ろ
を
指
す
。
こ
こ
を
頂
に

し
て
扇
状
地
が
形
成
さ
れ
る
。

＊
注
３　

 

料
金
は
40
分
乗
っ
て
2
0
0
円
、
女
性
ド
ラ
イ
バ
ー

に
「
安
い
で
す
ね
」
と
い
っ
た
ら
、
行
政
が
補
助
し
て

い
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス
で
す
か
ら
」
と
答
え
た
。

た
が
、
ア
オ
山
と
い
わ
れ
る
ス
ギ
山
に

か
わ
っ
て
か
ら
は
「
イ
ッ
タ
ン
ミ
ズ
」、

雨
の
後
、
一
度
に
水
が
出
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
で
は
安
定
的
な
水
の

確
保
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
対
策
と
し

て
県
あ
る
い
は
町
か
ら
の
助
成
金
を
得

て
棚
田
の
最
上
部
付
近
に
溜
池
を
築
造

し
た
い
と
の
こ
と
。
オ
ー
ナ
ー
制
は
そ

れ
か
ら
だ
と
仰
し
ゃ
る
。
小
寺
さ
ん
が

棚
田
や
山
菜
の
ほ
か
地
域
の
宝
を
発
掘

し
て
都
市
住
民
を
呼
び
込
み
た
い
と
言

え
ば
、
林
さ
ん
は
小
学
校
の
廃
校
を
宿

景観的には、最上段にある面積の最も広い
棚田の畦から眺めるのがよい。手前は数段
が耕作されており、濃緑の田面と、よく草
刈りが行われているためくっきりとした輪
郭をもつ薄緑の畦との対比が美しい。転作
畑が多い中央部は雑然としているが、その
先の巨木スギより下の部分は左右二手に分
かれ、薄緑の畦に縁取られた等高線に沿う
細長い棚田が十段近く数えられる。実際に
はもっと段数があるはずだが向かいの山の
緑のなかに吸い込まれて見えない。その山
の稜線後方にはより高い伊吹山地の山並み
が遠望される。

棚田博士の

おすすめビューポイン
ト
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棚田の声が聞こえる…。
神奈川県横浜市　木戸 幸子

初めて訪れた棚田の卓越地域・岡山県吉備高原は田植

え期を迎えて「さあ一年頑張るぞ」と棚田達の声がこ

だましているようでした。

（岡山県久米南町  北庄の棚田  ５月15日　快晴）

会員のみなさんのベストショット募集！！
みなさんが撮影した棚田や作業風景の写真など、
ベストショットをコメント（70文字程度）を添えて編集部まで
送ってください。毎号、紹介させていただきます！

■送り先はこちら！
	 〒160-0023	東京都新宿区西新宿7-18-16トーシンハイム704号
	「棚田に吹く風　ベストショット」宛
	 メールでも受け付けています	⇨ hiroba@tanada.or.jp

スケッチする人々
東京都調布市　高木  宏明

600年前の室町期の開削といわれ、往時は700枚も

あったとのこと。その昔、天下統一を夢見た武将が行

き来した街道も近く、今はスケッチ・グループの面々

がのんびり絵を描いていました。

（滋賀県高島市　畑の棚田）
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　5月22日、岩ノ作棚田での「わくわく体験田植え」が、五月晴れのもと
で無事終わりました。参加者は総勢65名。田植えも、田んぼに入るのも初
めてという人が多く、足に触れる土の感触に大歓声があがりました。
　地元からの連絡では、私たちが植えた小さな苗も、よく活着し順調に育っ
ているそうです。この田植えをお膳立てしてもらいました地元小深集落の
方々に、心から感謝しています。
　次のイベントは7月24日の「夏季・棚田と里山の生きもの調査」です。
あの日、一本植え、二本植えした稲はどのように成長しているでしょうか。
とても楽しみです。生きものたちで賑わう夏の棚田・里山で、楽しい一日
を過ごしましょう。皆さま、奮ってご参加ください。	 （安井		一臣）

　田植え日和でした。渓流近くの棚田ビオトープの田植えを５月28日に行い
ました。参加者は棚田ネットワーク２名（一人は神奈川から、もう一人は岐阜
の大学生で卒論のテーマが棚田）、恵那市坂折棚田保存会２名、岐阜県立国際
園芸アカデミー学生・教員５名で、計９名。まずは棚田ビオトープ内のふれあ
いの棚田と昔ながらの棚田の除草。昨年のふれあいの棚田は赤米であるカン
ニホのこぼれ種が「自然に」発芽していたので、それを生かしましたが、今年
は代かきをしたので岩を中心にミネアサヒをドーナッツ型に「植栽」、昔なが
らの棚田は通常の田植え。お昼はお茶番処で手打ちそば。午後は植物観察を
した後、鎌で畦畔草地の除草をしました。神奈川からの棚田ネット会員の方、
楽しんでいただけましたか？またお越しくださいね。	 （相田		明）

　5月8日、滋賀県大津市仰
お お ぎ

木の棚田で、棚田むすびの会の田植えをし
ました。参加者は32名、うち女性15名がかすりの着物に赤いたすきの	
「早乙女姿」になって苗を手植え、その様子は新聞や地元の琵琶湖テレビでも	
紹介されました。
　参加者からは「とても楽しかった。着物の方が田植えに向いているかも」、
農家さんからも「良かった。来年はもっと広くて晴れ晴れしい場所でやって
欲しい」とすこぶる好評でした。また、「田んぼは初めてだけど、早乙女姿
になりたかった」という声も多く、ファッションの角度から棚田保全の輪を
広げていくのも有効な方法だと確信。秋の大阪棚田フェスティバルに向けて、
棚田ファッションショーを企画検討中です。	 （中崎		義志晴）

わくわく体験田植えが終わりました

棚田ビオトープ田植え

早乙女田植え＠仰木の棚田

佐渡復田ツアー準備中！

早乙女たち

小佐渡の山中に“天空の楽園”が

棚田ビオトープ「ふれあいの棚田」の田植え

Project Report
プロジェクトレポート

　棚田ネットが佐渡へ通うようになって７年。いつも７月の海の日前後に、
“棚田≒トキの餌場となるビオトープ”の復田作業に通っています。「年一回
行くだけで、果たして役に立っているのか？」と不安もありますが、地元の
人は「日常管理は自分たちでやれるが、復田はきっかけが必要。外の人が来
ると背中を押される形になり、取り組みやすい」と言ってくれます。
　そして、先月末に打ち合わせで佐渡へ行った際に見せてもらった風景。「こ
こは棚田ネットが最初に復田してくれた場所。その後だんだん広がって、今
は20枚以上になった」「ここも棚田ネットと獨協大学がやってくれた」「片
野尾から始まり、月布施、野浦、○○○とつながって、小佐渡の山中に棚田
ビオトープの回廊ができつつある」。「継続は力」と、あらためて思いました。
　今年も佐渡復田ツアー実施します。	 （高野	光世）
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［今月の表紙］5月8日、滋賀県大津市仰木の棚田で行われた「棚田むすびの会 早乙女田植え」で。会長の扇田さん（右）とメンバーの上林さん（左）


