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棚
田
の
耕
作
放
棄
は
1
9
7
0
年
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
年
は
、
日
本
の
米
づ
く
り
の
歴
史
の
う
え
で
ま

さ
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
行
わ
れ
た
年
と
し
て
銘
記
さ
れ
て
い
る
。
農
林
省
は
、
こ
の
年
ま
で
開
田
を

奨
励
、
た
と
え
ば
新
潟
県
長
岡
市
の
越
路
原
の
よ
う
な
丘
陵
台
地
の
ボ
イ
山
に
渋
海
川
か
ら
大
型
ポ
ン
プ

で
揚
水
し
水
田
を
作
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
一
転
し
て
コ
メ
余
り
に
よ
り
生
産
調
整
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
棚
田
は
平
坦
地
の
水
田
に
比
べ
て
労
力
は
２
倍
、
収
量
は
半
分
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
労
働 

・

土
地
生
産
性
と
も
に
低
い
こ
と
か
ら
狙
い
打
ち
さ
れ
る
よ
う
に
転
作
・
放
棄
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ

の
時
、
農
林
省
は
将
来
の
見
通
し
を
誤
り
ス
ギ
林
へ
の
転
換
を
す
す
め
た
。
し
か
し
、
衆
知
の
ご
と
く
安

価
な
外
材
の
輸
入
に
よ
り
木
材
価
格
は
暴
落
、
立
派
な
石
垣
の
残
る
棚
田
は
手
入
れ
さ
れ
な
い
荒
れ
た
ス

ギ
林
に
か
わ
り
、
無
残
な
姿
を
曝
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
情
景
を
広
島
の
宮
本
常
一
と
い
わ
れ

る
民
俗
学
者
神
田
三
亀
男
は
「
人
間
の
営
み
あ
わ
れ
石
崖
の
棚
田
こ
と
ご
と
く
杉
の
茂
り
」、「
奥
山
の
棚

田
の
杉
も
伐
採
期
伐
り
賃
も
出
ず
と
老
い
ら
嘆
け
る
」
と
歌
に
詠
ん
で
い
る
。

　

そ
の
後
、
棚
田
を
と
り
ま
く
環
境
は
さ
ら
に
悪
化
、
過
疎
高
齢
化
に
よ
り
耕
作
す
る
担
い
手
が
い
な
く

な
り
、
転
作
・
放
棄
に
一
層
拍
車
が
か
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
ど
れ
だ
け
の
棚
田
が
な
く
な
っ
た
か
、
農

水
省
で
も
把
握
し
て
い
な
い
の
で
推
測
に
よ
る
し
か
な
い
。
農
水
省
の
資
料
に
よ
り
算
定
し
た
1
9
8
8
年

の
棚
田
面
積
は
22
・
3
万
㌶
。
2
0
0
9
年
の
直
接
支
払
の
対
象
面
積
15
・
8
万
㌶
が
現
在
の
棚
田
面

積
と
す
れ
ば
、
30
％
ほ
ど
減
少
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
耕
作
放
棄
が
始
ま
っ
た
1
9
7
0
年
に
遡
っ
て

み
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
か
ら
日
本
の
棚
田
の
お
よ
そ
半
分
が
放
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の

考
え
で
あ
る
。

棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
代
表　

中
島  

峰
広

中山間地のどこにでも見られる光景（写真は新潟県十日町市）
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戦
後
の
経
済
成
長
、
減
反
政
策
（
コ
メ

あ
ま
り
対
策
）
が
起
因
し
た
放
棄
田
は
中

山
間
の
棚
田
全
域
で
み
ら
れ
る
。
平
坦
地

の
水
田
で
す
ら
原
野
に
等
し
い
変
貌
を
遂

げ
て
い
る
現
在
、
作
業
効
率
の
悪
い
棚
田

は
当
然
の
ご
と
く
減
少
の
一
途
を
辿
る
。

そ
ん
な
中
、「
四
谷
の
千
枚
田
」
を
み
る
と
、

減
反
政
策
に
お
い
て
休
耕
、
転
作
を
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
山
付
き
に
植
林
さ
れ
た
杉

林
が
生
長
し
、
日
照
時
間
も
短
縮
さ
れ
、

収
穫
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

減
反
政
策
ま
っ
た
だ
中
、
強
制
的
な
休

耕
に
棚
田
を
代
表
し
て
協
力
し
て
い
た
だ
い

　

今
住
ん
で
い
る
長
野
県
大
町
市
美

麻
（
旧
美
麻
村
）
北
部
は
棚
田
跡
の
宝
庫

（
？
）
で
す
。
多
く
は
茅
な
ど
が
茂
っ
て
い

た
り
、
大
木
が
数
㍍
間
隔
で
繁
っ
て
い
ま

す
。
夏
は
草
で
覆
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
冬
に

雪
が
積
も
る
と
平
ら
に
な
り
ま
す
。
こ
の

辺
で
や
っ
て
る
田
が
全
く
な
い
こ
と
を
知
っ

て
い
れ
ば
、こ
こ
が
そ
う
だ
と
分
か
り
ま
す
。

で
も
、
道
よ
り
上
に
あ
る
も
の
は
分
か
り

ま
せ
ん
。
11
年
間
も
毎
月
の
よ
う
に
来
て

Case 1

Case 2

植
林
さ
れ
た
棚
田

棚
田
と
気
付
か
な
か
っ
た

た
百
姓
衆
が
、
観
光
気
分
で
訪
れ
る
連
中

に
石
積
の
棚
田
の
杉
林
を
み
て
「
あ
あ
だ
、

こ
う
だ
」
い
わ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
と
思

う
が
、
大
き
な
誤
算
が
生
じ
た
。
杉
の
木

は
40
年
す
ぎ
れ
ば
成
木
と
し
て
販
売
で
き

る
が
、
現
在
の
木
材
価
値
の
低
迷
で
な
す

す
べ
が
な
く
、
放
置
林
化
さ
れ
て
い
る
の
が

実
情
で
あ
る
。

　

今
、
願
う
こ
と
は
、
千
枚
田
を
囲
む
杉

林
の
森
林
管
理
を
積
極
的
に
施
し
、「
四

谷
の
千
枚
田
と
美
林
」
と
し
て
の
価
値
を

深
め
る
こ
と
に
あ
る
。

（
鞍
掛
山
麓
千
枚
田
保
存
会  

小
山  

舜
二
）

い
る
の
に
、
家
の
裏
の
林
道
の
す
ぐ
上
の
荒

れ
地
が
50
年
前
の
田
ん
ぼ
だ
っ
た
こ
と
に

気
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
家
か
ら
歩
い
て

10
分
ほ
ど
の
、林
道
か
ら
急
な
山
道
を
登
っ

た
上
に
昔
の
大
き
な
棚
田
が
あ
る
と
最
近

聞
い
て
、
ま
さ
か
と
思
い
な
が
ら
行
っ
て
み

る
と
、
急
な
尾
根
の
上
に
ぽ
っ
か
り
大
き

な
田
の
跡
が
あ
っ
て
、ま
る
で
マ
チ
ュ
ピ
チ
ュ

の
よ
う
で
す
。

（
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク  

大
門 

正
明
）

愛
知
県
新
城
市

四
谷
の
千
枚
田

長
野
県
大
町
市
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棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
活
動
を
始
め

て
数
年
後
、
長
野
県
在
住
の
一
人
の
会
員

か
ら
電
話
が
あ
っ
た
。「
写
真
家
に
も
人
気

の
あ
る
○
○
の
棚
田
が
、
来
年
か
ら
も
う

耕
作
で
き
な
く
て
止
め
る
ら
し
い
。
何
と

か
な
り
ま
せ
ん
か
」。
け
れ
ど
、
他
人
に
気

軽
に
頼
め
る
よ
う
な
話
で
は
な
い
し
、
か
と

い
っ
て
、
自
分
で
耕
作
す
る
こ
と
も
東
京

に
住
ん
で
い
る
私
た
ち
に

は
で
き
な
か
っ
た
。
あ
の

田
ん
ぼ
は
今
は
ど
う
な
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

Case 3

雪
解
け
で
現
れ
る
放
棄
田

耕作放棄率９割近くだった棚田を復田

　

棚
田
地
域
へ
の
行
き
帰
り
。
夏
は
茅
の

緑
、
秋
は
銀
色
の
ス
ス
キ
の
穂
。
そ
れ
ら
の

多
く
が
元
・
棚
田
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
か

ら
は
、
風
景
が
違
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な

り
、
た
め
息
を
つ
い
て
い
た
。
段
々
と
た
め

息
も
出
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
こ

の
光
景
に
は
言
葉
を
失
っ
た
。

（
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク  

高
野 

光
世
）

新
潟
県
十
日
町
市

夏場は背丈を超える茅に覆われ、冬は３メートルの豪雪の下に
埋もれ、そして雪解け後の５月末、このような風景が現れる。
放棄後十数年、毎年繰り返される光景。

1999年には約9割が
耕作放棄されていたが

（写真上）、2000年
から、約4㌶の生い
茂った雑木、雑草の
刈り取りを行い復田を
開始。
2002年には棚田オー
ナー制度が始まった。
下の写真は現在の棚
田。

静岡県賀茂郡松崎町
石部棚田

　子供のころは、今の石部棚田だけでなく

地域のあちこちに、それこそ入り江近くの

海抜ゼロメートルから標高２５０メートルまで

棚田があった。当時はすべて手作業で、よ

く手伝わされた。

　棚田の復田を提案したのは、観光客を呼

び込むことなどで地域に活気を取り戻したい

と考えたから。よく一次×二次×三次で六次

産業化といわれるけれど、なかなかそんな

にきれいにはいかないと思う。

　周りの里山も含めたこの環境は、本当に

かけがえがないもの。棚田の価値を教えて

くれたのは外部の人だが、地域の意識が変

わるのは時間がかかると思っている。（談）

石部地区棚田保全推進委員会  高橋 周蔵

4



5



　

こ
の
物
語
は
、
今
年
90
歳
を
迎
え
る

辰
治
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
、
さ
り
げ
な
い

一
言
が
き
っ
か
け
で
始
ま
り
ま
し
た
。

「
秋
の
空
に
、
赤
と
ん
ぼ
が
い
な
く
な
っ

た
！！
」
と
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
瞬
間
、

私
は
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
。
そ
ん
な
…

ま
さ
か
…
。

　

そ
の
当
時
、
私
は
東
京
で
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
お
盆
に
帰

省
中
の
出
来
事
で
し
た
。
赤
と
ん
ぼ
と

い
え
ば
秋
の
代
名
詞
で
す
。
幼
い
頃
か

ら
米
作
り
の
お
手
伝
い
を
嫌
々
や
っ
て

い
ま
し
た
が
、
秋
の
収
穫
期
に
空
を
見

上
げ
る
と
、
空
一
面
に
悠
々
と
飛
ん
で

い
る
赤
と
ん
ぼ
を
見
る
事
は
大
好
き
で

し
た
。
今
で
も
そ
の
景
色
は
鮮
明
に
覚

え
て
い
ま
す
。

　

田
舎
で
は
、
赤
と
ん
ぼ
の
問
題
だ
け

で
な
く
、
休
耕
田
、
稲
作
の
担
い
手
不

足
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
深
刻
な
問
題
を
抱

え
て
お
り
、「
ふ
る
さ
と
高
柳
」
へ
恩
返

し
す
る
為
に
、 

花
の
都
「
大
東
京
」
に
別

れ
を
告
げ
、
女
房
1
人
娘
1
人
を
連
れ

Ｕ
タ
ー
ン
す
る
事
を
決
意
し
ま
し
た
。

一
年
目
・
土
台
づ
く
り

　

ふ
る
さ
と
高
柳
へ
戻
っ
て
米
作
り
を

始
め
、
一
番
驚
い
た
事
は
、
農
薬
や
除

草
剤
な
ど
に
依
存
し
て
い
る
農
家
が
圧

倒
的
に
多
く
、
私
が
無
農
薬
で
安
心
安

全
な
お
米
を
作
ろ
う
と
思
っ
て
も
、
話

が
か
み
合
わ
な
い
事
で
し
た
。
両
親
と

兄
を
説
得
す
る
の
に
も
、
か
な
り
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
ま
し
た
。

　

１
年
目
は
、
農
薬
が
無
い
頃
の
米
作

り
の
や
り
方
を
辰
治
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か

ら
教
わ
り
、
棚
田
オ
ー
ナ
ー
に
ご
登
録

い
た
だ
い
た
東
京
、
埼
玉
、
群
馬
、
栃

木
の
方
々
に
も
田
植
え
、
田
の
草
取
り
、

稲
刈
り
な
ど
一
連
の
作
業
を
体
験
し
て

い
た
だ
き
、
季
節
ご
と
に
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
し
交
流
を
深
め
な
が
ら
、
生
産
者

と
消
費
者
の
顔
の
見
え
る
関
係
作
り
の

土
台
が
出
来
上
が
り
ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
の
中
で
最
も
評
判
が
良

か
っ
た
の
は
、
春
の
山
菜
パ
ー
テ
ィ
ー

で
し
た
。
棚
田
の
あ
る
山
奥
で
山
菜
を

採
り
、
そ
の
場
で
天
ぷ
ら
に
揚
げ
て
、

高
柳
・
棚
田
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
物
語

上・下右：馬蔵おじいちゃんと棚田オーナーによる稲刈り／下中・左：山菜パーティー

新
潟
県
柏
崎
市
高
柳
地
区
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揚
げ
た
て
を
食
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

１
年
目
の
大
き
な
収
穫
は
、
バ
ラ
バ

ラ
だ
っ
た
樋
口
家
の
家
族
が
、
同
じ
方

向
を
向
く
事
が
出
来
た
事
で
す
。
機
械

化
の
世
の
中
で
す
が
、
樋
口
家
の
米
作

り
は
手
作
業
が
メ
イ
ン
な
の
で
、
家
族

が
協
力
し
合
わ
な
い
と
成
り
立
ち
ま
せ

ん
。
米
作
り
を
通
じ
て
、
家
族
が
つ
な

が
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

二
年
目
・
仲
間
の
拡
が
り

　

２
年
目
。
樋
口
家
の
テ
ー
マ
は
「
家

族
を
つ
な
ぐ
米
作
り
」。
直
樹
父
ち
ゃ
ん

の
口
癖
は
「
気
配
り
、思
い
や
り
、感
謝
！

感
謝
！
」。
樋
口
家
は
、
心
を
一
つ
に
し

て
無
農
薬
の
米
作
り
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

　

こ
の
年
か
ら
、
高
柳
の
専
業
農
家
で

有
機
栽
培
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
も
あ

る
鈴
木
貴
良
さ
ん
に
指
導
を
お
願
い
し
、

有
機
栽
培
の
考
え
方
、
技
術
な
ど
を
伝

授
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

ま
た
、
鈴

木
さ
ん
の
発
案
で
、
高
柳
の
将
来
を
担

う
20
代
30
代
の
若
手
衆
５
人
組
で
、
全

国
食
味
コ
ン
ク
ー
ル
で
最
優
秀
賞
を
受

賞
さ
れ
た
長
野
県
伊
那
市
の
農
家
を
訪

問
し
、
技
術
指
導
を
受
け
ま
し
た
。

　

棚
田
オ
ー
ナ
ー
の
方
も
、
新
東
産
業

株
式
会
社
様
を
筆
頭
に
、
法
人
オ
ー
ナ
ー

様
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
あ
り
、
１
年
目

に
は
開
催
出
来
な
か
っ
た
収
穫
祭
を
10

月
に
開
催
し
、
地
元
の
小
・
中
学
生
に

よ
る
黒
姫
太
鼓
と
い
う
伝
統
的
な
和
太

鼓
の
演
奏
も
披
露
す
る
事
が
出
来
、
参

加
し
た
オ
ー
ナ
ー
の
方
々
か
ら
も
喜
び

の
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

２
年
目
の
大
き
な
出
来
事
と
し
て
は
、

地
元
の
新
潟
産
業
大
学
の
阿
部
准
教
授
と

意
気
投
合
し
、
阿
部
先
生
の
ゼ
ミ
生
（
モ

ン
ゴ
ル
人
留
学
生
含
む
）
に
、
棚
田
で
の

米
作
り
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
地
域
社
会
を
活
性
化
さ
せ
る

目
的
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
環
境
資
源
開
発

研
究
所
の
新
潟
支
部
を
設
立
し
ま
し
た
。

三
年
目
の
幕
開
け
・
い
い
刺
激

　

ホ
ッ
プ
、
ス
テ
ッ
プ
、
ジ
ャ
ン
プ
の

３
年
目
。
今
年
は
ち
ょ
う
ど
ウ
サ
ギ
年

で
す
。
今
、私
は
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
す
。

今
年
は
棚
田
で
ど
ん
な
ド
ラ
マ
が
起
こ

る
か
！！

　

昨
年
11
月
に
開
催
さ
れ
た
第
５
回
東

京
棚
田
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
に
、
初
め
て

参
加
し
、 

新
潟
県
内
の
他
地
域
の
団
体

と
も
情
報
交
換
す
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
早
速
今
年
の
１
月
８
日
に

十
日
町
市
で
開
催
さ
れ
た
地
域
力
再
生

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
空
き
家
を
活
か
し
、

古
民
家
を
直
し
て
引
き
出
せ
！
地
域
力
」

に
参
加
し
ま
し
た
。
広
島
と
島
根
か
ら
、

古
民
家
再
生
の
プ
ロ
、
田
舎
活
性
化
の

プ
ロ
が
講
演
さ
れ
、
と
て
も
勉
強
に
な

り
、
良
い
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。
田
舎

に
は
無
限
の
可
能
性
が
あ
る
事
を
再
確

認
で
き
、
大
変
有
意
義
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
で
し
た
。

　

高
柳
に
は
、
眠
っ
て
い
る
棚
田
が
沢

■ 高柳の棚田へのアクセス
【電　　車】		北越急行ほくほく線orＪＲ飯山線

「十日町駅」からタクシーで約30分
【自家用車】			関越道六日町インターから国道

253へ入り信濃川を渡ったら、
浅河原の信号を右折、しばらく
直進して上野の信号を左折し国
道252に入る。そこからしばらく
行くと高柳地区。

■ お問い合わせ
重左衛門　樋口	芳曉　Tel.0257-41-2839

上：黒姫太鼓／下：新潟産業大学阿部
ゼミの学生たちによる田植え

山
あ
り
ま
す
。
一
度
休
ま
せ
て
し
ま
う

と
、
元
に
戻
す
ま
で
に
は
２
、３
年
か
か

り
ま
す
が
、
一
枚
一
枚
の
棚
田
を
丁
寧

に
復
旧
し
、
次
の
世
代
の
為
に
も
、
自

分
が
動
け
る
う
ち
は
一
枚
で
も
多
く
の

棚
田
を
元
に
戻
し
、
秋
に
は
赤
と
ん
ぼ

が
空
一
面
に
飛
ん
で
い
る
景
色
を
守
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

N
P
O
法
人
環
境
資
源
開
発
研
究
所
新
潟
支
部

　

重
左
衛
門
十
代
目　

樋
口 

芳
曉
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第
24
回
シシガシラ

　
名
前
の
通
り
、
獅
子
の
頭
の
よ
う
な

「
獅
子
頭
（
シ
シ
ガ
シ
ラ
）」。
そ
っ
く

り
さ
ん
が
多
い
シ
ダ
の
世
界
で
も
、
シ

シ
ガ
シ
ラ
は
他
の
シ
ダ
と
区
別
が
つ
き

や
す
い
種
類
で
す
。
由
来
を
知
っ
た
時

に
、
い
つ
か
、
獅
子
舞
に
使
わ
れ
る
本

当
の
獅
子
頭
と
、
植
物
の
シ
シ
ガ
シ
ラ

を
一
緒
に
撮
影
し
て
み
た
い
と
、
い
た

ず
ら
心
が
湧
き
ま
し
た
。

　
こ
の
シ
ダ
は
、
北
海
道
か
ら
屋
久
島

ま
で
分
布
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
普
通

種
で
、
か
つ
日
本
特
産
種
と
な
っ
て
い

ま
す
。
常
緑
で
、
年
中
緑
色
の
葉
を
つ

け
て
い
ま
す
。
雪
深
い
こ
の
季
節
も
、

冷
た
い
圧
雪
の
下
で
、
春
を
心
待
ち
に

し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
棚
田
に
続

く
作
業
道
沿
い
な
ど
で
、
そ
こ
に
土
が

む
き
出
し
の
斜
面
が
あ
る
と
、
た
い
が

い
当
た
り
前
の
よ
う
に
、
大
き
な
葉
を

垂
ら
し
て
い
ま
す
。

　
食
用
に
な
る
コ
ゴ
ミ（
ク
サ
ソ
テ
ツ
）

や
ゼ
ン
マ
イ
等
と
違
い
、
シ
シ
ガ
シ
ラ

は
、
生
活
に
殆
ど
利
用
さ
れ
な
い
植
物

で
す
。
そ
れ
故
、
全
国
に
生
育
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
知
度
は
こ
と

の
ほ
か
低
い
よ
う
で
す
。

　
シ
シ
ガ
シ
ラ
と
い
う
と
、
サ
ザ
ン
カ

と
ツ
バ
キ
の
交
雑
種
で
あ
る
樹
の
花

や
、
オ
ラ
ン
ダ
シ
シ
ガ
シ
ラ
と
い
う
金

魚
の
品
種
の
ほ
う
が
有
名
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
他
に
も
野
鳥
で「
ヤ
ツ
ガ
シ
ラ
」

と
い
う
渡
り
鳥
も
い
ま
す
。「
○
○
ガ

シ
ラ
」
と
い
う
生
き
物
が
他
に
も
い
る

か
、
調
べ
て
み
る
と
、
出
会
え
な
く
て

も
楽
し
く
な
り
そ
う
で
す
。

（
自
然
観
察
指
導
員
　
桐
原
真
希
）

撮影：桐原真希
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生
駒
市
は
、
奈
良
県
北
西
部
に
あ
る

大
阪
の
近
郊
都
市
。
大
阪
平
野
と
奈
良

盆
地
を
分
け
る
生
駒
山
地
の
東
斜
面
を

市
域
と
し
て
い
る
。
西に

し
は
た畑
は
市
の
南
西

部
、
テ
レ
ビ
塔
が
林
立
す
る
生
駒
山
頂

南
1
㌔
の
地
点
に
位
置
し
、
奈
良
時

代
、
難
波
と
平
城
京
を
結
ぶ
最
短
の
道

路
と
し
て
知
ら
れ
る
「
暗

く
ら
が
り
ご
え
越
の
道
」、
国

道
3
0
8
号
沿
い
に
あ
る
集
落
。
標
高

3
5
0
～
3
9
0
㍍
に
民
家
が
点
在
、

標
高
4
5
5
㍍
の
暗

く
ら
が
り

峠
ま
で
直
線
距
離

に
す
れ
ば
6
0
0
㍍
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に

あ
る
。

　
2
0
0
9
年
12
月
中
旬
、
棚
田
の
保

全
活
動
を
行
っ
て
い
る
市
民
グ
ル
ー
プ

「
い
こ
ま
棚
田
ク
ラ
ブ
」
の
メ
ン
バ
ー

と
一
緒
に
西
畑
を
訪
ね
た
。
新
幹
線
で

東
京
を
発
ち
京
都
で
下
車
、
近
鉄
橿
原

線
に
乗
り
西
大
寺
で
近
鉄
奈
良
線
に
。

さ
ら
に
生
駒
で
近
鉄
生
駒
線
に
乗
り
換

え
、
最
終
の
目
的
地
・
南
生
駒
で
下
車

し
た
。
こ
の
間
西
大
寺
で
棚
田
ク
ラ
ブ

の
代
表
出
口
育
宏
さ
ん
と
、
生
駒
駅
で

は
ク
ラ
ブ
の
幹
事
西
屋
哲
雄
さ
ん
、
林

宏
さ
ん
、
大
寺
道
代
さ
ん
の
3
人
と
合

流
し
た
。

9

古
代
の
道「
暗
越
の
道
」沿
い
に
あ
る
棚
田

奈
良
県
生
駒
市
西
畑

	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。

歴
史
あ
る
街
道
を
行
く

　

駅
の
西
口
か
ら
、
百
人
一
首
で
「
た

つ
田
の
川
の
に
し
き
な
り
け
り
」
と
よ

ま
れ
た
竜
田
川
沿
い
に
南
へ
少
し
歩
き
、

交
差
点
を
右
折
す
る
と
国
道
3
0
8
号
、

小
瀬
橋
を
渡
っ
て
か
ら
は
真
っ
す
ぐ
の

道
。
河
岸
の
標
高
が
1
1
1
㍍
、
西
畑

ま
で
は
2
5
0
㍍
ほ
ど
上
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
国
道
1
6
8
号
を
横
断
す

る
交
差
点
に
は
、
暗
峠
へ
の
案
内
と
と

も
に
、
国
道
3
0
8
号
の
道
幅
が
1
・
8

㍍
し
か
な
い
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。

国
道
で
あ
っ
て
も
、
古
代
の
道
は
趣
の

あ
る
家
並
み
を
残
す
た
め
に
拡
幅
し
な

い
の
で
あ
ろ
う
。

　

道
は
す
ぐ
に
坂
道
と
な
り
、
南
生
駒

小
学
校
を
過
ぎ
、
萩
原
町
が
終
わ
る
辺

り
で
市
街
地
か
ら
抜
け
出
す
。
左
手
に

は
放
棄
田
が
目
立
つ
30
段
以
上
の
石
積

み
の
棚
田
、
右
手
に
は
溜
池
が
現
れ
、

景
色
は
田
園
風
景
に
一
変
す
る
。
藤
尾

辺
り
ま
で
来
る
と
坂
道
が
き
つ
く
、
賑

や
か
だ
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
会
話
も
途
絶

え
が
ち
に
な
る
。

　

道
は
山
の
な
か
、
鬼
取
集
落
へ
の
分

岐
点
を
過
ぎ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
傍

ら
に
首
つ
り
地
蔵
と
よ
ば
れ
る
舟
形
地

蔵
が
ひ
っ
そ
り
と
立
っ
て
い
る
。
出
口

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
難
波
か
ら
来
た
旅
人

が
奈
良
の
都
ま
で
は
ま
だ
遠
い
こ
と
に

落
胆
、
こ
こ
で
首
を
吊
っ
た
と
い
う
伝

聞
に
由
来
す
る
と
の
こ
と
。
地
蔵
を
過



1

2

3

4
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ぎ
て
道
を
曲
が
る
と
視
界
が
開
け
、
目

の
前
に
西
畑
の
集
落
が
姿
を
見
せ
る
。

生
駒
山
地
の
鞍
部
、
暗
峠
に
向
か
っ
て

上
っ
て
い
く
国
道
に
沿
っ
て
民
家
が
並

び
、
そ
の
前
面
に
見
応
え
の
あ
る
棚
田

が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。

　

棚
田
は
、
道
路
よ
り
下
の
傾
斜
5
分
の

1
の
斜
面
に
拓
か
れ
て
い
る
。
神
田
川

の
左
右
に
分
か
れ
、
左
岸
側
は
道
路
が

あ
る
山
側
か
ら
谷
に
向
か
っ
て
、
右
岸

側
は
狭
い
河
床
に
階
段
状
に
棚
田
が
並

ん
で
い
る
。
谷
幅
が
広
い
下
流
部
の
左

岸
側
で
は
、
1
枚
の
大
き
さ
が
3
～
4

㌃
、
石
積
み
の
高
さ
が
1
～
2
㍍
の
等

高
線
状
の
棚
田
が
十
数
段
み
ら
れ
、
よ

く
耕
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
高
い

部
分
に
は
1
枚
が
2
～
8
㌃
と
大
き
さ

に
違
い
が
み
ら
れ
る
長
方
形
の
棚
田
が

20
段
近
く
あ
る
が
、
一
部
は
耕
作
放
棄

さ
れ
て
い
る
。
石
積
み
の
高
さ
は
2
㍍

前
後
の
も
の
が
多
い
が
、
3
㍍
を
こ
え

る
も
の
も
あ
る
。
右
岸
側
の
棚
田
は
1

枚
の
大
き
さ
が
1
～
2
㌃
、
畑
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
る
か
放
棄
さ
れ
て
い
る

も
の
が
多
い
。
神
田
川
に
は
上
懸
け
の

水
車
が
か
け
ら
れ
、
そ
の
横
に
は
四あ
ず
ま
や阿

風
の
休
憩
所
が
建
て
ら
れ
て
い
た
。
右

岸
側
の
休
耕
地
は
棚
田
ク
ラ
ブ
の
集
会

場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、
石
を

積
ん
だ
だ
け
の
か
ま
ど
を
囲
む
よ
う
に

し
て
丸
太
の
ベ
ン
チ
が
置
か
れ
て
い
た
。

　

谷
幅
が
狭
い
上
流
部
の
左
岸
側
は
、

道
路
あ
る
い
は
民
家
の
下
か
ら
谷
に
向

か
っ
て
十
数
段
の
棚
田
が
3
列
ほ
ど
並

ん
で
い
る
。
1
枚
の
大
き
さ
は
2
㌃
前

後
、
石
積
み
の
高
さ
は
1
～
2
㍍
ほ
ど
、

比
較
的
よ
く
耕
作
さ
れ
て
い
る
。
右
岸

側
に
は
1
枚
の
大
き
さ
が
1
㌃
前
後
、

石
積
み
の
高
さ
が
1
㍍
前
後
の
棚
田
が

十
段
前
後
み
ら
れ
る
が
、
下
段
の
数
枚

を
棚
田
ク
ラ
ブ
が
利
用
し
て
い
る
ほ
か

は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。

　

西
畑
全
体
で
は
30
㌶
の
水
田
が
あ
る

と
い
わ
れ
る
が
、
生
産
調
整
で
放
棄
が

始
ま
り
、
生
駒
山
を
貫
通
す
る
阪
奈
ト

ン
ネ
ル
の
掘
削
に
よ
り
水
脈
が
断
た
れ

る
と
、
水
不
足
に
よ
り
一
段
と
荒
廃
が

進
ん
だ
。
現
在
耕
作
さ
れ
て
い
る
の
は

5
～
6
㌶
、
そ
の
用
水
は
被
害
地
域
の

西
畑
・
鬼
取
・
大
門
・
藤
尾
・
小
倉
寺

の
5
大
字
で
結
成
さ
れ
る
土
地
改
良
区

に
よ
り
ト
ン
ネ
ル
か
ら
の
出
水
を
ポ
ン

プ
ア
ッ
プ
し
て
導
か
れ
て
い
る

い
こ
ま
棚
田
ク
ラ
ブ
の
幅
広
い
活
動

　

同
行
し
た
棚
田
ク
ラ
ブ
の
メ
ン
バ
ー

は
、
1
9
9
4
年
に
大
阪
自
然
環
境
保
全

協
会
に
開
設
さ
れ
そ
の
後
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と

し
て
独
立
し
た
、
シ
ニ
ア
自
然
大
学
の
卒

業
生
た
ち
。
自
然
保
護
の
具
体
的
な
活
動

場
所
を
探
す
過
程
で
西
畑
に
巡
り
合
い
、

2
0
0
3
年
6
月
か
ら
15
名
で
放
棄
地
の

草
刈
り
を
行
う
な
ど
、
景
観
を
守
る
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
を
始
め
た
。
そ
し
て
、
10

月
に
「
い
こ
ま
棚
田
ク
ラ
ブ
」
を
立
ち
上

げ
た
の
で
あ
る
。

　

同
行
し
た
4
人
は
そ
の
中
心
メ
ン

バ
ー
。
代
表
幹
事
の
出
口
さ
ん（
70
歳
）

は
電
機
会
社
の
Ｏ
Ｂ
、
補
助
金
の
申
請
が

上
手
な
調
整
型
の
リ
ー
ダ
ー
。
会
計
幹
事

の
西
屋
さ
ん（
69
歳
）は
鹿
児
島
か
ら
集
団

就
職
で
大
阪
へ
。
退
職
す
る
ま
で
家
電
製

品
の
量
販
店
勤
務
、
雑
務
を
厭
わ
ず
、
字

が
上
手
で
耕
耘
機
も
使
い
こ
な
す
器
用

人
。
幹
事
の
林
さ
ん（
70
歳
）は
電
機
会
社

を
中
途
退
職
、
30
歳
台
に
3
年
か
け
て
友

人
3
人
と
世
界
一
周
を
な
し
と
げ
た
ヨ
ッ

ト
マ
ン
。
そ
の
後
定
年
ま
で
印
刷
会
社
に

勤
務
、
今
は
毎
朝
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
な

が
ら
ゴ
ミ
を
集
め
る
社
会
貢
献
の
意
識
が

高
い
行
動
派
。
事
務
局
長
を
勤
め
る
大
寺

さ
ん（
67
歳
）は
商
事
会
社
の
Ｏ
Ｇ
、
ク
ラ

1：西畑の棚田／ 2：四阿と水車／ 3：いこ
ま棚田クラブのメンバー。右が代表の出口
さん／ 4：スケジュールの書かれた黒板
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ブ
の
マ
ド
ン
ナ
的
存
在
で
渉
外
を
担
当
、

気
配
り
の
で
き
る
人
。
こ
れ
ら
4
人
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
う
ま
く
と
け
あ
い
ク
ラ

ブ
を
動
か
す
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。

　

活
動
は
草
刈
り
か
ら
始
め
て
、
西
畑
棚

田
を
守
る
会
の
会
長
・
東
野
恭
己
さ
ん
を

通
じ
て
集
落
に
浸
透
。
放
棄
地
の
復
田
、

作
物
の
栽
培
、
山
林
の
整
備
と
間
口
を
広

げ
て
行
っ
た
。（
注
）

集
落
と
都
市
住
民
が
支
え
合
う

　

こ
の
棚
田
ク
ラ
ブ
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
の
が
、
地
元
農
家
に
よ
っ
て
組
織

さ
れ
る
「
西
畑
棚
田
を
守
る
会
」
で
あ
る
。

2
0
0
3
年
に
耕
作
放
棄
が
目
に
余
る

よ
う
に
な
り
、
危
機
感
を
募
ら
せ
設
立

さ
れ
た
。
そ
の
時
自
治
会
長
だ
っ
た
東

野
さ
ん
が
会
長
に
選
ば
れ
現
在
に
至
っ

て
い
る
。
守
る
会
と
棚
田
ク
ラ
ブ
を
結

び
つ
け
た
東
野
さ
ん
の
働
き
が
な
け
れ

ば
、
現
在
の
ク
ラ
ブ
の
活
動
は
存
在
し
な

い
だ
ろ
う
と
出
口
さ
ん
は
仰
る
。
東
野

さ
ん
は
、
ク
ラ
ブ
の
人
た
ち
が
鎌
を
持
っ

て
放
棄
地
の
草
刈
り
を
始
め
た
時
、
気

紛
れ
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
草
刈
機
を
購
入

し
て
本
格
的
に
作
業
に
臨
む
姿
を
見
て
、

本
気
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
ク
ラ
ブ
と

の
連
携
を
深
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
。
イ
ネ
の
苗
は
自
家
用
と
ク
ラ
ブ
用
の

西畑の棚田へのアクセス

近鉄生駒線生駒駅から車で15分。国道168号線
小瀬町西交差点を右折して国道308号線に入る。

3
5
0
～
4
0
0
箱
を
自
宅
で
育
て
て

い
る
が
、
そ
の
作
業
も
ク
ラ
ブ
の
人
た
ち

と
一
緒
に
行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

こ
こ
で
は
、
大
都
市
の
近
郊
で
都
市
化

の
影
響
を
強
く
受
け
、
耕
作
放
棄
に
よ
り

集
落
全
体
が
雑
草
に
埋
も
れ
て
し
ま
い

そ
う
な
危
機
に
直
面
し
、
よ
う
や
く
目
覚

め
て
景
観
保
全
の
た
め
に
守
る
会
が
結

成
さ
れ
た
。
そ
の
守
る
会
を
全
面
的
に
支

え
て
い
る
の
が
「
い
こ
ま
棚
田
ク
ラ
ブ
」

で
あ
る
。
ク
ラ
ブ
が
行
う
集
落
内
の
草
刈

り
、
放
棄
地
の
復
田
と
利
用
、
山
林
整
備

な
ど
は
、
他
の
地
域
で
は
み
ら
れ
な
い
密

度
の
濃
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て

評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　会費もなければ名簿もなく、毎月第1・3・
5の日曜日、第2・4の月曜日の活動日が決
められているだけの自由な組織。運営は11
名の幹事が当たり、毎月の第1月曜日に開
かれる幹事会で具体的なスケジュ－ルが決
定される。2008年の実績では定例活動52
回、参加者1397名、定例日以外の特別活
動39回、参加者2346名、年に4回以上参
加する人が約50名、毎回30名前後の人が
顔をみせる。
■いこま棚田クラブホームページ
　http://www.k2.dion.ne.jp/~ikoma/

　放棄された棚田4㌃（3枚）にウメ、10㌃（4
枚）に大豆、20㌃（6枚）にソバを栽培、収
穫物を集落で営業するうどん屋「峠の茶屋」
や「ビューカフェ」などで販売している。こ
のなかでは、収穫した大豆で作ったミソの
評判がよく、2009年の売上げは30万円で
会の重要な収入源になっている。

いこま棚田クラブ

＊
注　

 

現
在
、
所
有
す
る
十
数
台
の
草
刈
機
で
延
べ
3
・
5

㌶
の
面
積
の
草
刈
り
を
行
い
、
棚
田
15
枚
を
復
田
。

４
枚
で
粳
米
、
６
枚
で
大
根
・
玉
葱
・
白
菜
・
里
芋
・

ジ
ャ
ガ
芋
な
ど
の
野
菜
類
、
４
枚
で
菜
種
を
栽
培
、

１
枚
を
ビ
オ
ト
－
プ
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。
棚
田

に
隣
接
す
る
山
林
で
は
、
４
名
の
地
主
が
所
有
す
る

林
野
3
・
5
㌶
の
整
備
に
関
わ
り
を
持
つ
。
５
年
前

か
ら
コ
ナ
ラ
を
伐
採
、
こ
れ
ま
で
に
5
0
0
本
の
ホ

ダ
ギ
を
つ
く
り
椎
茸
を
栽
培
、
は
び
こ
る
竹
を
伐
採

し
て
竹
炭
を
生
産
し
て
い
る
。
ま
た
、
奈
良
県
が
実

施
す
る
森
林
環
境
税
に
よ
る
事
業
も
受
け
入
れ
て
お

り
、
３
か
年
で
1
・
5
㌶
の
森
林
の
間
伐
を
行
い
、

市
か
ら
助
成
金
を
え
て
い
る
。

	
 

参
加
者
は
こ
れ
ら
の
活
動
に
当
た
る
た
め
、
草
刈
り

隊
・
山
守
隊
・
田
圃
班
・
畑
班
・
竹
炭
班
・
椎
茸
班

な
ど
に
分
か
れ
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
収
穫
物
の
野

菜
類
や
椎
茸
、
生
産
さ
れ
た
竹
炭
な
ど
を
持
ち
帰

る
場
合
は
ク
ラ
ブ
に
1
0
0
円
を
入
金
。
米
は
一
旦

守
る
会
の
会
長
東
野
さ
ん
に
収
め
ら
れ
た
後
、
返

却
分
（
2
0
0
9
年
は
1
5
0
㌔
）
は
１
㌔
当
た
り

4
0
0
円
で
会
員
に
販
売
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
収
穫
物

か
ら
の
収
入
30
万
円
、
市
か
ら
の
助
成
金
20
万
円
、

イ
ベ
ン
ト
に
よ
る
収
入
10
万
円
、
企
業
数
社
か
ら
の

助
成
金
90
万
円
、
あ
わ
せ
て
約
1
5
0
万
円
が
ク
ラ

ブ
の
活
動
資
金
に
な
っ
て
い
る
。

西畑棚田を守る会
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こ
の
本
に
は
２
つ
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
実
際
に

棚
田（
農
村
）に
出
か
け
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
棚
田

を
た
だ
の
”お
米
を
つ
く
る
場
“
と
し
て
地
域
か
ら
切
り
離
し
て
考
え

な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。棚
田
は
、地
域
の
文
化
と
共
に
あ
り
ま
す
。

人
々
の
暮
ら
し
に
寄
り
添
い
、
教
え
や
知
恵
を
育
ん
で
い
ま
す
。
そ
し

て
棚
田
は
、
多
く
の
生
き
も
の
と
も
共
に
あ
り
ま
す
。
多
く
の
大
切
な

こ
と
を
内
包
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
棚
田
へ
出
か
け
て
ほ
し
い
。

も
ち
ろ
ん
、『
棚
田
は
エ
ラ
イ
』を
手
に
持
っ
て
。（
石
井
里
津
子
記
）

貧
し
い
ア
フ
リ
カ
移
民
が
育
て
て

3
0
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
旅
を
経
て
市

場
へ
出
荷
さ
れ
る
ス
ペ
イ
ン
の
ト
マ
ト
。

ウ
ィ
ー
ン
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
大
都

市
全
員
が
食
べ
て
い
け
る
量
の
パ
ン
が
毎

日
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
世
界
で
飢

餓
に
苦
し
む
人
は
、
減
る
ど
こ
ろ
か
む
し

ろ
増
加
傾
向
に
あ
る
。
な
ぜ
、
彼
ら
が
飢

え
る
の
か
？ 

国
連
で
活
躍
す
る
飢
餓
問

題
の
第
一
人
者
ジ
ャ
ン
・
ジ
グ
レ
ー
ル
教

授
や
世
界
最
大
の
食
品
会
社
を
は
じ
め
、

漁
師
、
農
家
、
家
畜
業
者
を
徹
底
取
材
し

た
ロ
ー
ド
ム
ー
ビ
ー
。

監修：新潟県安塚町
編著:石井里津子
¥1,700（税込）
農文協

1999年7月

2005年／
オーストリア

2011年2月19日より
全国順次ローショー
配給：アンプラグド
ドキュメント／96分

編集部イチオシ！BOOK & Movie

棚
田
は
エ
ラ
イ
〜
棚
田
お
も
し
ろ
体
験
ブ
ッ
ク

あ
り
あ
ま
る
ご
ち
そ
う

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！送り先は下記。

〒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

山上の田植え
東京都品川区  永瀬  孝

谷間にせり出した舞台のような棚田。あれあれッこの田植え、皆てんでんばら

ばらの向きに植えてますね～。株間の型押しも何のその、にわか農民の田植え

は隙間だらけで、空いたところに苗を植え足しているところです。

（新潟県十日町市 池谷の棚田）
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　昨夏の激暑を裏返すかのように、この冬は寒い日々が続いていますが、
岩ノ作棚田もその例にもれず、ビオトープ池も薄氷に覆われています。こ
の棚田のシンボル「ホトケドジョウ」をはじめ、ここに棲むたくさんの生
きものたちも、それぞれの寝ぐらで静かに春を待っています。イノシシだ
けは例外で、真冬も元気に跋扈し、相変わらず畦を壊しまわっていますが
…（トホホ）。
　しかし、陽射しは既に春の明るさ。ここでは、春の声はニホンアカガエ
ルの愛の歌、春の色はオオイヌノフグリの淡い紫色からはじまります。空
を見上げると、トンビが優雅な舞を見せてくれることもあります。本誌が
届く２月下旬には、木々の芽も膨らみ始めるでしょう。春はすぐそこまで
来ています。今年もまた皆さまと岩ノ作棚田で会いましょう。新しい出会
いが待っています。
	 （安井		一臣）

　冬の間、棚田ビオトープの生き物はお休みします。だから、じっと見守る
のが冬の棚田ビオトープの作業です。２月下旬から３月上旬、水が抜けてし
まった棚田ビオトープに水を張ります。するとこの辺りでは３月の下旬ぐら
いから、棚田ビオトープの誘致目標種（来て欲しい生き物）であるヤマアカ
ガエルが卵を産みにきます。そこで、会報の中でもお知らせしている通りで
すが、３月20日（日）に棚田ビオトーププロジェクト岐阜恵那「第４回かえる
の卵を探そう！」を開催します。棚田ビオトープについての説明や見学、坂
折棚田全域のヤマアカガエルの卵塊を探したりといった企画です。ぜひご参
加ください。
　今、坂折棚田は重要文化的景観に選定されるよう準備をしています。産卵
期にキョロキョロと鳴くヤマアカガエルを始め、生き物たちも棚田の風景を
構成する一要素です。石積みの坂折棚田の「農」のサイクルに適応しながら,
生き物たちは春を待っています。
	 （相田		明）

　　前号からの２ヶ月間、棚田での活動はなく、そのかわり奈良県大和郡山
市の矢田山周辺の里山に何度も通っていました。
　そこはもともと耕作放棄された棚田と荒れた里山で、ジャングルのよう
だった所が、生きた棚田と畑、ビオトープとしての里山に復元されました。
広さは約２町歩、すべて自然栽培なので生きものもいっぱいです。
　この仕事を成し遂げてきたのが一般社団法人「里山自然農法協会」さんで、
縁あって棚田むすびの会とコラボレーションさせていただいています。
　その里山自然農法協会さんが、「里山自然環境整備士」という資格認定制
度を始めました。里山を復元し、里山の自然環境（生物多様性）を次世代に
残していく職業で、耕作放棄地を復元し、農業を営みながら里山・棚田を手
入れ、保全していきます。
　初級コースのWeb検定試験が始まっています。「里山自然環境整備士」で
ぜひ検索してみてください。

	（中崎		義志晴）

厳冬の岩ノ作棚田

冬の棚田ビオトープ

里山自然環境整備士
Web検定始まります

上 : 薄氷の岩ノ作
下：岩ノ作の氷

冬の棚田ビオトープ

里山自然環境整備士
（Eco Circulation Planner) のロゴ

Project Report
プロジェクトレポート
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〒 160-0023
東京都新宿区西新宿 7-18-16トーシンハイム 704 号
Tel / Fax 03-5386-4001
e-mail： info@tanada.or.jp　URL： www.tanada.or.jp

編
集
部
か
ら

ち
ょ
っ
と
、
キ
レ
イ
す
ぎ
や

し
ま
せ
ん
か
？

　
昨
年
か
ら
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た

会
報
「
棚
田
に
吹
く
風
」
の
評

判
が
と
て
も
よ
い
で
す
。
や
は
り

オ
ー
ル
カ
ラ
ー
と
い
う
こ
と
で
、

全
国
か
ら
集
ま
る
美
し
い
棚
田

写
真
を
思
う
存
分
お
楽
し
み
頂

け
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
編
集
部

も
か
な
り
気
を
良
く
し
て
、
今

ま
で
出
来
な
か
っ
た
レ
イ
ア
ウ
ト

を
た
く
さ
ん
試
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
こ
に
来
て
ふ
と
し
た

疑
問
が
…
。
ち
ょ
っ
と
キ
レ
イ
す

ぎ
や
し
ま
せ
ん
か
？ 

棚
田
の
現

状
は
決
し
て
キ
レ
イ
な
と
こ
ろ

ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
を
伝
え

る
の
も
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
使

命
で
す
。と
い
う
わ
け
で
今
回
は
、

初
心
に
帰
る
気
持
ち
で
、
あ
え
て

耕
作
放
棄
田
に
つ
い
て
特
集
を
組

ん
で
み
ま
し
た
。
理
想
と
現
実
、

多
方
面
か
ら
の
視
点
を
盛
り
込

み
つ
つ
、
議
論
が
巻
き
起
こ
る
誌

面
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
！
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［今月の表紙］100年前の山津波で崩壊し、５年かけて再び築き直された四谷千枚田(愛知県新城市)の石積み。減反政策で杉が植林された。


