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標
高
の
高
い
「
棚
田
」
を
訪
れ
る
と
、
な
ぜ
こ
ん
な
不
便

な
場
所
に
わ
ざ
わ
ざ
田
ん
ぼ
を
作
る
の
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
単
純
に
水
利
や
地
形
の
問

題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
「
耕
し
て
天
に
至
る
」
と
も
表

現
さ
れ
る
「
棚
田
」
は
ど
こ
か
、
天
上
の
神
様
に
繋
が
り
た

い
と
願
う
古
人
が
、
祈
り
の
た
め
に
つ
く
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

古
事
記
や
日
本
書
紀
に
は
、
天
照
大
御
神
が
「
天
の
狭さ

な

田だ

」
や
「
長
田
」
で
稲
を
育
て
、
素す

さ
の
お
の
み
こ
と

戔
嗚
尊
が
畦
を
壊
す
場

面
が
出
て
き
ま
す
。
天
の
岩
戸
神
話
と
縁
の
深
い
高
千
穂
の

棚
田
か
ら
、高た

か
ま
が
は
ら

天
原
の
面
影
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
も
「
棚

田
」
な
ら
で
は
の
魅
力
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
神
」
が
つ
く
棚
田
、
神
事
と
結
び
つ
い
た
棚
田
、
そ
し

て
神
様
を
祭
っ
た
棚
田
。
棚
田
が
、
神
様
へ
の
感
謝
と
平
和

へ
の
祈
り
の
祭
壇
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
、私
た
ち
が
失
っ

て
は
い
け
な
い
日
本
人
の
心
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

特
集神

宿
る
棚
田

神話の里といわれる宮崎県高千穂町の「尾戸の口の棚田」
天の岩戸神話の神楽歌をモチーフにした像
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棚
田
の
段
々
に
神
様
が
座
っ
て
い
る

か
の
よ
う
な
名
前
の
棚
田
が
あ
り
ま
す
。

　

兵
庫
県
多
可
町
加
美
区
に
あ
る

「
岩い

さ
り
が
み

座
神
」
と
い
う
棚
田
。
神
お
わ
す
山

と
し
て
「
盤い

わ
す
わ
り
か
み
や
ま

座
神
山
」
と
も
い
わ
れ
る

千
ケ
峰
の
山
麓
に
あ
り
、
周
辺
に
は
不

思
議
な
い
わ
れ
の
巨
石
が
点
在
す
る
そ

う
で
す
。

　

ま
た
、
高
知
県
梼
原
町
に
は
「
神か

ん
ざ
い
こ

在
居
」

と
い
う
棚
田
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
れ
は

不
明
で
す
が
、
”
神
々
が
降
り
立
つ
と
こ

ろ
“
と
信
じ
ら
れ
、
集
落
内
に
点
在
す
る

お
地
蔵
様
や
氏
神
様
の
お
社
が
、
信
心

深
い
住
民
に
大
切
に
守
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

新
潟
県
佐
渡
市
の
北
鵜
島
の
棚
田
に

伝
わ
る
「
車く

ら
ま
だ
う
え

田
植
」
は
、
３
人
の
早
乙

女
が
田
の
中
央
か
ら
渦
巻
き
状
に
円
を

描
き
、
後
ず
さ
り
し
な
が
ら
植
え
て
い

く
、
豊
作
を
祈
る
神
事
で
す
。
奈
良
時

代
か
ら
の
古
い
農
耕
習
俗
と
さ
れ
、
国

の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
綱
を
巻
い
て
つ
く
っ
た
男
性
の

シ
ン
ボ
ル
が
、
川
を
ま
た
い
で
張
っ
た

注し
め
な
わ

連
縄
に
下
げ
ら
れ
る
「
綱
掛
神
事
」
は
、

奈
良
県
明
日
香
村
・
稲
渕
棚
田
の
お
正
月

の
行
事
で
す
。
稲
渕
は
周
辺
集
落
と
と
も

に
神
を
祭
る
神
聖
な
場
所
の
い
わ
れ
が

多
く
、
神
奈
備
の
里
と
い
わ
れ
ま
す
。

神
の
つ
く

棚
田

神
事
が
あ
る

棚
田

上：神在居の棚田（高知県檮原町）
右：岩座神の棚田（兵庫県多可町）

稲渕棚田（奈良県明日香村）

稲渕棚田の「綱掛神事」
北鵜島の棚田（新潟県佐渡市）

左：棚田で祈りを捧げる
右：円を描きながら田植え
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高
知
県
大
豊
町
の
八よ
う
ね畝
に
は
、
神
様

を
祀
る
小
さ
な
ほ
こ
ら
の
あ
る
棚
田
が

あ
り
ま
す
。
地
元
の
人
は
「
八
幡
さ
ま
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

大
分
県
別
府
市
に
は
、
水
神
様
を
祀
る

内
成
棚
田
が
あ
り
ま
す
。
棚
田
を
潤
す
石

城
寺
明
神
様
の
水
源
は
、
標
高
４
５
０

メ
ー
ト
ル
の
高
所
か
ら
湧
き
出
て
、
大
雨

後
に
も
濁
る
こ
と
が
な
い
不
思
議
な
湧

水
だ
そ
う
で
す
。
空
よ
り
大
石
が
落
ち
、

こ
の
大
石
が
水
の
流
れ
を
左
右
等
量
に

分
け
里
人
た
ち
の
水
争
い
を
収
め
た
と

の
伝
説
も
残
り
、
地
元
の
人
は
年
２
回

の
お
祭
り
で
、
こ
の
湧
水
の
恩
恵
が
末

永
く
続
く
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま
す
。

　

信
州
姨
捨
の
棚
田
の
水
源
を
辿
っ

て
い
く
と
深
い
森
に
な
っ
て
い
て
、
樹

齢
数
百
年
の
杉
の
木
が
あ
り
、
こ
れ

が
ご
神
木
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。

姨
捨
の
棚
田
の
神
様
は
こ
の
ご
神
木

な
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
中
国
雲
南
省
の
ハ
ニ
族
の
村
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
る
。
元
陽

の
近
く
の
全
福
庄
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
壮
大

な
棚
田
と
集
村
的
に
か
た
ま
っ
た
集
落
と
の
合
間
に
あ
ま
り
大
き
く
な

い
森
が
あ
り
、
そ
の
中
の
太
い
照
葉
樹
が
や
は
り
ご
神
木
と
し
て
崇
め

ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
神
事
が
行
わ
れ
る
が
、施
設
は
簡
単
な
も
の
で
、

神
殿
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
単
に
聖
な
る
空
間
が
仕
切
ら

れ
て
い
る
と
い
っ
た
感
じ
で
、
琉
球
列
島
の
ウ
タ
キ
に
近
い
が
、
お
籠

も
り
を
す
る
よ
う
な
施
設
も
見
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
特
別
に

神
聖
視
さ
れ
た
大
樹
が
あ
り
、
長
い
間
人
の
手
が
加
え
ら
れ
な
か
っ

た
た
め
、
一つ
の
木
に
何
種
類
も
の
植
物
が
共
生
し
て
い
て
一
見
し
た
と

こ
ろ
で
は
樹
齢
も
樹
種
も
判
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。

　

水
田
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
棚
田
の
も
つ
大
き
な
特
質
は
、
そ
の

背
後
に
森
が
存
在
し
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
信
仰
・
民
俗
を
一
体
的
に
感
得

で
き
る
点
に
あ
る
。
棚
田
の
背
後
の
森
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
自

然
と
向
き
合
っ
た
ア
ジ
ア
の
農
耕
の
素
晴
ら
し
さ
が
見
え
て
く
る
。

神
を

祀
る

棚
田

森
に
宿
る
棚
田
の
神
様

上：棚田の中に祀られたほこら
右：八畝の棚田
（高知県大豊町）

棚
田
学
会
副
会
長　

海
老
澤  

衷

内成棚田（大分県別府市）

石城寺明神様水源（大分県別府市）





　

秋
田
県
南
部
、
横
手
盆
地
に
位
置
す

る
横
手
市
は
、
東
に
奥
羽
山
脈
、
西
に

出
羽
丘
陵
と
鳥
海
山
を
い
た
だ
き
、
豊

か
な
水
を
た
た
え
る
雄
物
川
が
流
れ
て

い
ま
す
。
市
の
平
地
の
８
割
が
農
業
に

適
し
た
土
地
と
言
わ
れ
、
内
陸
の
盆
地

特
有
の
気
候
風
土
は
、
質
の
良
い
米
と

農
作
物
が
育
つ
好
条
件
に
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
横
手
市
は
、
冬
の
伝
統
行
事

「
か
ま
く
ら
」
で
知
ら
れ
る
、
全
国
有
数

の
豪
雪
地
帯
。
す
べ
て
が
雪
に
包
ま
れ

る
冬
。
し
か
し
、
そ
の
深
い
雪
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
横
手
の
肥
沃
な
土
が
で
き

る
と
言
え
ま
す
。

　

今
回
紹
介
す
る
「
塚
須
沢
」
地
域
は
、

横
手
市
の
な
か
で
も
西
端
、
大
森
町
八
沢

木
に
位
置
す
る
地
域
で
す
。
山
あ
い
に

あ
り
、
横
手
の
中
で
も
特
に
雪
の
多
い

地
域
で
す
が
、
集
落
の
12
戸
が
総
出
で
、

先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
棚
田
を
含
む
13

㌶
の
水
田
と
周
辺
の
里
山
な
ど
、
農
村

の
美
し
い
原
風
景
を
守
っ
て
い
ま
す
。

　

春
に
は
か
た
く
り
の
花
が
咲
き
乱
れ
、

川
に
は
沢
ガ
ニ
や
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
が

生
息
す
る
な
ど
、
季
節
を
通
じ
て
心
を

癒
し
て
く
れ
る
「
田
舎
」
が
そ
こ
に
は

あ
り
ま
す
。

　

沢
水
で
育
て
ら
れ
た
塚
須
沢
地
域
の

お
米
は
「
天て
ん

水す
い

米ま
い

」
と
し
て
流
通
し
、

消
費
者
か
ら
も
高
い
評
価
を
得
て
い
ま

す
が
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
や
後
継

者
不
足
と
い
っ
た
問
題
は
、
こ
の
地
域

で
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

地
域
の
将
来
を
冷
静
に
見
つ
め
な
が

ら
、
ど
う
に
か
し
て
こ
の
里
山
を
守
り
、

地
域
を
元
気
に
保
ち
た
い
。
地
域
の
リ
ー

ダ
ー
・
佐
藤
昇
悟
さ
ん
は
、
平
成
22
年

度
よ
り
こ
の
地
域
の
棚
田
の
保
全
に
協

力
す
る
サ
ポ
ー
タ
ー
「
棚
田
オ
ー
ナ
ー
」

の
募
集
を
開
始
し
ま
し
た
。
オ
ー
ナ
ー
に

は
、
田
植
え
や
稲
刈
り
と
い
っ
た
棚
田

保
全
に
関
す
る
体
験
の
み
な
ら
ず
、
塚

須
沢
地
域
の
様
々
な
自
然
と
触
れ
る
こ

と
で
、
こ
の
地
域
を
知
っ
て
も
ら
い
た

い
と
考
え
、
大
森
町
で
農
業
体
験
学
習

の
受
け
入
れ
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い

る
「
大
森
町
グ
リ
ー
ン
･
ツ
ー
リ
ズ
ム
推

進
協
議
会
」
と
手
を
取
り
合
い
、
地
域

棚
田
オ
ー
ナ
ー
や
地
域
の
各
種
団
体
と

手
を
携
え
て
の
里
山
保
全

ウマ型にした稲束を前に記念撮影

秋
田
県
横
手
市
大
森
町
塚
須
沢
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で
採
れ
た
農
作
物
を
使
っ
て
の
漬
物
作

り
や
豆
腐
作
り
と
い
っ
た
食
に
関
す
る

体
験
や
、
ホ
タ
ル
観
賞
、
魚
と
り
、
ブ

ド
ウ
狩
り
や
し
め
飾
り
作
り
と
い
っ
た
、

そ
の
季
節
に
応
じ
た
体
験
を
取
り
入
れ
、

五
感
す
べ
て
を
使
っ
て
こ
の
地
域
を
理

解
し
て
も
ら
う
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。

　

同
協
議
会
は
、
消
費
者
と
農
業
の
現
場

を
繋
ぐ
有
効
な
取
り
組
み
が
グ
リ
ー
ン

･
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
捉
え
て
お
り
、

特
に
「
食
」
に
関
す
る
関
心
が
高
い
女

性
会
員
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
、
体
験

の
た
び
に
振
る
舞
わ
れ
る
会
員
の
手
作

り
料
理
も
ま
た
、
オ
ー
ナ
ー
ら
の
心
を

掴
ん
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
「
食
」
体
験
の
ほ
か
に
、
参
加
者
か
ら

反
響
が
大
き
か
っ
た
の
が
、
初
夏
に
行

う
「
視
感
体
験
」
で
し
た
。
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
で
作
っ
た
ラ
ン
タ
ン
を
田
ん
ぼ
の

あ
ぜ
道
に
置
き
、
夕
日
が
傾
き
始
め
た

頃
、
み
ん
な
で
あ
か
り
を
灯
し
ま
す
。
静

寂
に
包
ま
れ
た
山
あ
い
に
浮
か
び
上
が

る
幻
想
的
な
風
景
は
、
棚
田
の
景
観
を

再
発
見
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
ラ
ン
タ
ン

点
灯
は
日
没
か
ら
約
２
時
間
ほ
ど
。
ラ

ン
タ
ン
の
ろ
う
そ
く
が
消
え
始
め
る
と
、

出
番
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
今
度

は
ホ
タ
ル
が
舞
い
始
め
、
参
加
者
を
楽

し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
「
私
は
た
だ
、
塚
須
沢
に
来
て
自
然
に

触
れ
る
こ
と
で
、
み
ん
な
に
元
気
に
な
っ

て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
、
塚
須
沢
に

人
が
集
ま
る
こ
と
で
、
地
域
住
民
に
も

も
っ
と
元
気
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
だ

け
」
と
佐
藤
昇
悟
さ
ん
は
話
し
ま
す
。

課
題
は
山
積
み
で
す
が
、
多
く
の
団
体

や
行
政
機
関
と
も
連
携
し
、
こ
れ
か
ら

も
こ
の
景
観
を
守
っ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

大
森
町
グ
リ
ー
ン
･
ツ
ー
リ
ズ
ム
推
進
協
議
会

　

事
務
局　

本
間
亜
紀
子

■ 塚須沢の棚田へのアクセス
【公共交通】�JR横手駅からバスにて30分。「中房」

バス停にて下車そこから徒歩15分
【自�動�車】���秋田自動車道�横手IC→国道13号線→

県道29号線で約20分

■ お問い合わせ
横手市役所�大森地域局産業建設課
Tel.0182-26-2116

上左：天水米の贈呈式。中央左が地域のリーダー佐藤昇悟さん、右がグリーンツーリズム推進
協議会・後藤会長／上右：今年は看板を立てました／下左：塚須沢のランタンは７月初旬／下
右：ランタンには思い思いに絵が描かれています

田植えを終えた塚須沢の棚田
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中
国
に
自
生
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ツ
ル

ウ
メ
モ
ド
キ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
は
、

直
径
20
セ
ン
チ
の
リ
ー
ス
が
1
2
0
0

円
、
直
径
30
セ
ン
チ
の
も
の
は

2
0
0
0
円
で
販
売
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
地
元
の
直
売
所
で
は
年
末
大
売

り
出
し
の
折

に
、
生
花
用

で
並
べ
ら
れ

た
２
メ
ー
ト

ル
に
カ
ッ
ト

さ
れ
た
大
量

の
ツ
ル
ウ
メ

モ
ド
キ
の
ツ

ル
が
あ
っ
と

い
う
間
に
売

り
切
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
地
方
で
も
都
市
部
で
も

需
要
が
あ
る
こ
と
を
伺
わ
せ
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
し
た
里
山
で
よ
く
見
か
け

る
ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
、
適
度
な
採
取
が

里
山
・
山
里
の
維
持
管
理
に
繫
が
り
、

付
加
価
値
も
得
ら
れ
る
注
目
す
べ
き
冬

の
実
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
自
然
観
察
指
導
員　

桐
原
真
希
）

第
29
回
ツルウメ
モドキ

　

棚
田
の
あ
る
谷
あ
い
の
田
ん
ぼ
に

は
、
斜
面
林
が
隣
接
し
て
い
る
こ
と
が

多
く
、
そ
の
管
理
作
業
も
大
変
な
も
の

で
す
。
な
か
で
も
、
ア
ケ
ビ
や
ク
ズ
、

マ
タ
タ
ビ
と
い
っ
た
ツ
ル
植
物
は
繁
殖

力
も
高
く
丈
夫
で
、
草
刈
り
作
業
で
も

や
っ
か
い
な

存
在
で
す
。

そ
ん
な
ツ
ル

植
物
も
、
昔

な
が
ら
の
利

用
方
法
が
あ

り
、
質
の
い

い
ツ
ル
で
カ

ゴ
を
編
ん
だ

り
、
根
や
葉

を
薬
に
し
た

り
と
、
様
々
な
形
で
使
わ
れ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
今
は
そ
う
い
う
人
の
手

が
入
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ツ
ル
ウ
メ
モ
ド
キ
は
明
る
い
林
縁
で

よ
く
見
か
け
る
植
物
で
す
。
冬
に
赤
い

小
さ
な
可
愛
い
実
を
た
わ
わ
に
実
ら
せ

ま
す
。
ニ
シ
キ
ギ
科
で
雌
雄
別
株
の
落

葉
ツ
ル
植
物
で
、
日
本
各
地
と
朝
鮮
、

撮影：桐原真希
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日
本
海
に
浮
か
ぶ
佐
渡
島
は
、
中

央
部
の
地
溝
帯
国
仲
平
野
を
挟
ん
で

大
佐
渡
、
小
佐
渡
の
山
地
か
ら
な
り
、

２
０
０
４
年
３
月
に
島
内
の
１
市
７
町

２
村
が
合
併
、
全
島
が
佐
渡
市
と
よ
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
岩
首
は
、
南
の

小
佐
渡
山
地
を
背
後
に
し
、
本
土
側
に

面
す
る
前
浜
海
岸
に
あ
り
、
旧
両
津
市

の
最
南
端
に
位
置
す
る
集
落
で
あ
る
。

　

佐
渡
は
、
２
０
０
３
年
に
棚
田
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
ト
キ
の
え
さ
場
づ
く
り
へ

の
協
力
を
始
め
て
か
ら
毎
年
訪
ね
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
往
訪
は
十

数
回
に
及
び
、
２
０
０
７
年
に
は
フ
ェ

リ
ー
の
上
で
中
越
沖
地
震
に
遭
遇
、
海

底
か
ら
の
不
気
味
な
音
に
驚
か
さ
れ

た
。
岩
首
は
、
２
０
０
４
年
に
佐
渡
を

訪
ね
た
と
き
、
新
潟
大
学
の
非
常
勤
職

員
中
島
明
夫
さ
ん
に
佐
渡
随
一
の
棚
田

と
い
う
こ
と
で
案
内
さ
れ
た
が
、
そ
の

言
葉
通
り
の
景
観
と
規
模
の
棚
田
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
後
岩
首
へ
は
、
地
元
の
活
性
化

に
取
り
組
む
元
市
会
議
員
の
大
石
惣
一

郎
さ
ん
に
招
か
れ
数
回
訪
ね
て
い
た

が
、
詳
し
い
話
を
聞
く
機
会
を
逸
し
て

い
た
。
そ
こ
で
、
２
０
１
０
年
の
往
訪

で
は
、
え
さ
場
づ
く
り
の
作
業
に
優
先

さ
せ
て
聞
き
取
り
に
集
中
す
る
こ
と
に

し
た
。

9

ト
キ
が
舞
っ
て
い
た
棚
田
　
　

新
潟
県
佐
渡
市
岩
首

�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。

旧
両
津
市
の
南
端
、

岩
首
集
落
へ

　

７
月
中
旬
、
例
年
の
よ
う
に
海
の
日
に

あ
わ
せ
て
、
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
仲
間

と
と
も
に
佐
渡
へ
渡
っ
た
。
両
津
港
か
ら

岩
首
ま
で
は
新
潟
交
通
前
浜
線
の
バ
ス
が

１
日
４
便
あ
る
が
、
こ
の
日
は
自
家
用
車

に
分
乗
、
岩
首
を
目
指
す
。
車
は
島
を
一

周
す
る
県
道
45
号
を
辿
り
、
両
津
湾
に
臨

む
東
海
岸
の
道
を
水す

い

津づ

へ
向
か
う
。
水
津

は
か
つ
て
佐
渡
汽
船
が
寄
港
し
た
ほ
ど
の

港
を
持
ち
、こ
の
周
辺
の
中
心
集
落
に
な
っ

て
い
る
。

　

水
津
か
ら
は
前
浜
海
岸
を
南
下
。
山
が

迫
り
、
山
が
少
し
後
退
す
る
と
小
さ
な
漁

港
を
も
つ
集
落
が
現
わ
れ
る
。
そ
れ
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が

ト
キ
の
え
さ
場
づ
く
り
を
手
伝
う
月
布
施
、

佐
渡
文
弥
人
形
芝
居
の
上
演
で
知
ら
れ
る

野
浦
な
ど
の
集
落
を
後
に
し
、
目
的
地
の

岩
首
に
到
着
す
る
。

　

岩
首
は
戸
数
58
戸
、
人
口
１
４
５
名
、

農
家
54
戸
の
す
べ
て
が
兼
業
農
家
の
集

落
。
水
田
は
50
㌶
の
面
積
と
い
わ
れ
る
が
、

イ
ネ
を
植
え
る
こ
と
の
で
き
る
水
張
り
面

積
は
法
面
の
土
坡
が
40
㌫
を
占
め
る
た
め

30
㌶
ほ
ど
。
１
戸
平
均
の
水
田
所
有
面
積

は
約
60
㌃
、
最
大
で
も
１
・３
㌶
に
す
ぎ
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な
い
た
め
、
島
内
の
役
所
・
Ｊ
Ａ
・
土
建
会

社
・
そ
の
他
の
企
業
に
勤
め
る
兼
業
農
家

に
な
っ
て
い
る
。
水
田
以
外
で
は
か
つ
て

オ
ケ
サ
ガ
キ
の
栽
培
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、

現
在
は
シ
イ
タ
ケ
を
栽
培
す
る
農
家
が
８

戸
あ
り
、
食
茸
組
合
を
つ
く
り
共
同
の
乾

燥
機
を
所
有
し
て
い
る
。
集
落
に
６
名
の

保
育
園
児
が
い
る
こ
と
は
、
農
業
に
は
従

事
し
な
い
が
同
居
す
る
後
継
者
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

異
色
の
経
歴
の
持
ち
主・大
石
さ
ん

　

岩
首
で
は
、
廃
校
に
な
っ
た
小
学
校
を

利
用
し
て
設
立
さ
れ
た
都
市
住
民
と
の
交

流
施
設
、岩
首
談
義
所
で
大
石
さ
ん
が
待
っ

て
い
た
。
大
石
さ
ん
は
58
歳
、
佐
渡
市
が

誕
生
し
た
時
市
会
議
員
に
な
っ
て
１
期
務

め
、
活
発
な
情
報
発
信
を
行
っ
た
元
気
者
。

母
子
家
庭
で
育
ち
、
高
校
卒
業
後
上
京
、

専
門
学
校
に
通
い
な
が
ら
銀
座
の
ト
リ
ス

バ
ー
で
働
い
た
。こ
の
頃
に
奥
さ
ん
(
5
8

歳
)
と
出
会
い
結
婚
、
22
歳
に
な
っ
て
独

立
し
、
新
宿
で
お
よ
そ
10
年
間
、
バ
ー
を

経
営
し
て
い
た
と
い
う
農
村
で
は
異
色
と

い
え
る
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。

　

１
９
８
５
年
、
33
歳
の
時
に
家
族
と
と

も
に
帰
郷
、
母
を
助
け
就
農
し
た
。
娘
さ

ん
が
成
人
し
離
島
し
て
か
ら
は
母
親
85

歳
、
奥
さ
ん
58
歳
の
３
人
で
暮
ら
す
。
奥

さ
ん
は
、
赤
泊
の
弱
電
メ
ー
カ
ー
に
長
く

勤
め
て
い
た
が
リ
ス
ト
ラ
さ
れ
、
現
在
は

遠
く
へ
買
物
に
行
か
れ
な
い
オ
バ
チ
ャ
ン

た
ち
の
た
め
に
Ｊ
Ａ
委
託
の
岩
首
店
を
１

人
で
守
っ
て
い
る
。
水
田
は
、
面
積
１
㌶
、

50
枚
以
上
の
棚
田
で
あ
っ
た
が
１
９
８
０

年
代
初
期
に
枚
数
を
３
分
の
１
に
す
る
圃

場
整
備
事
業
が
行
わ
れ
17
枚
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
自
力
で
畝
町
直
し
を
行
い
14
枚

と
し
た
の
で
、
１
枚
の
面
積
は
平
均
７
㌃

ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
30
㌃
の
オ
ケ

サ
ガ
キ
を
栽
培
、
面
積
を
１
㌶
ま
で
拡
大

し
た
が
、
議
員
に
な
っ
た
と
き
に
放
棄
し

た
と
い
う
。

山
の
上
ま
で
続
く
棚
田
　

　

２
人
で
棚
田
を
見
に
行
く
こ
と
に
し

た
。
国
土
地
理
院
の
地
形
図
上
で
は
棚
田

は
標
高
50
㍍
か
ら
４
５
０
㍍
に
あ
る
の

で
、山
へ
上
る
感
覚
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

標
高
５
㍍
～
20
㍍
に
あ
る
集
落
か
ら
棚

田
を
み
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
車
が
な

か
っ
た
時
代
、
上
り
下
り
の
苦
労
と
時

間
を
節
約
す
る
た
め
、
農
繁
期
に
は
朝

５
時
に
４
食
分
の
弁
当
を
持
っ
て
棚
田

へ
で
か
け
、
夕
暮
ま
で
農
作
業
に
励
ん

だ
そ
う
だ
。

　

岩
首
川
に
沿
っ
て
遡
る
と
、
集
落
の

外
れ
は
荒
廃
し
た
タ
ケ
林
に
覆
わ
れ
、

そ
の
先
の
道
の
路
肩
に
は
中
山
間
地
域

直
接
支
払
の
助
成
金
を
活
用
、
ア
ジ
サ

イ
が
植
栽
さ
れ
て
い
た
。
簡
易
水
道
の

施
設
の
と
こ
ろ
で
道
は
２
つ
に
分
か
れ
、

右
は
養
老
の
滝
、
左
は
棚
田
へ
と
向
か

う
急
坂
。
坂
を
少
し
上
る
と
、
棚
田
が

姿
を
み
せ
る
。

　

最
初
の
棚
田
は
標
高
50
㍍
、
ス
ギ
林

に
囲
ま
れ
た
６
枚
ほ
ど
の
小
さ
な
団
地
。

１
枚
が
０
・
５
～
２
・
０
㌃
程
度
な
の
に

土
坡
の
高
さ
は
２
㍍
は
あ
る
。
大
石
さ

ん
に
よ
る
と
、
圃
場
整
備
が
行
わ
れ
た
と

き
、
急
斜
地
部
分
の
３
分
の
１
は
整
備

さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
そ

の
一
部
で
あ
ろ
う
。
標
高
１
０
０
㍍
ま

で
上
る
と
視
界
が
ひ
ら
け
下
に
海
が
現

れ
る
。
こ
の
辺
り
で
は
平
坦
な
部
分
が

比
較
的
広
く
１
枚
が
10
㌃
は
あ
る
整
備

さ
れ
た
大
き
い
棚
田
が
10
枚
前
後
、
土

坡
は
高
さ
が
２
㍍
を
こ
え
、
き
れ
い
に

草
が
刈
ら
れ
て
い
た
。

　

標
高
１
５
０
㍍
付
近
で
は
、
農
道
に

沿
い
小
さ
な
棚
田
が
１
枚
ず
つ
十
数
段

連
な
っ
て
い
る
。
１
枚
の
大
き
さ
は
０
・

５
～
３
・
０
㌃
と
小
さ
く
、
そ
れ
で
い
て

土
坡
の
高
さ
は
３
㍍
も
あ
る
。
こ
れ
で

は
イ
ネ
を
植
え
る
水
張
り
と
土
坡
の
占

め
る
面
積
が
同
じ
く
ら
い
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
土
坡
は
丁
寧

に
草
が
刈
ら
れ
て
土
が
あ
ら
わ
れ
、
濃

い
み
ど
り
の
イ
ネ
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト

が
は
っ
き
り
と
し
て
美
し
い
。
見
上
げ

る
と
谷
を
埋
め
る
よ
う
に
し
て
棚
田
が

這
い
上
っ
て
お
り
、
そ
の
姿
か
ら
昇
龍

の
棚
田
と
よ
ば
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

標
高
２
５
０
㍍
に
は
、
圃
場
整
備
に

上：曲線の畦。土坡の
草はきれいに刈られて
いる／中：晴れた日に
は本土が見える／下：
展望台「空のまめらか
家」、略して“そらまめ”
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よ
っ
て
誕
生
し
た
岩
首
で
最
も
広
い
１

枚
20
㌃
の
棚
田
が
あ
る
。
畦
際
に
ハ
ン

ノ
キ
が
１
本
立
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て

は
２
本
あ
り
、
ハ
サ
木
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
辺
り
に
は
長

方
形
、
等
高
線
状
、
楕
円
形
、
ハ
ー
ト

形
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
棚
田
が
み
ら

れ
、
土
坡
に
は
ヤ
ブ
カ
ン
ゾ
ウ
の
花
が

残
っ
て
い
た
。

　

標
高
３
０
０
㍍
、
連
続
し
た
棚
田
の

最
高
所
付
近
に
は
、
１
本
だ
け
残
さ
れ

た
コ
ナ
ラ
の
傍
ら
に
佐
渡
市
チ
ャ
レ
ン

ジ
事
業
で
設
け
ら
れ
た
「
空
の
ま
め
ら

か
家
」
と
名
付
け
ら
れ
た
展
望
台
が
あ

る
。
展
望
台
か
ら
は
連
続
し
た
棚
田
の

大
部
分
と
岩
首
の
集
落
、
そ
の
先
に
広

が
る
海
、
そ
し
て
晴
れ
て
い
れ
ば
本
土

の
弥
彦
山
に
連
な
る
角
田
山
が
見
え
る

そ
う
だ
。
棚
田
は
、
さ
ら
に
上
っ
た
標

高
４
０
０
㍍
付
近
ま
で
み
ら
れ
る
が
、

林
野
に
遮
ら
れ
飛
び
飛
び
に
連
な
っ
て

い
る
。
標
高
２
５
０
㍍
付
近
の
観
音
堂

の
あ
る
孤
立
し
た
棚
田
は
、
現
在
も
十

数
段
が
耕
作
さ
れ
て
お
り
、
最
後
ま
で

生
き
残
っ
た
ト
キ
が
飛
来
し
舞
っ
て
い

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

岩
首
談
義
所
の
運
営
は
地
域
の

ス
テ
ー
タ
ス
を
守
る
取
り
組
み

　

最
後
に
、
山
か
ら
下
っ
て
談
義
所
を

拠
点
に
し
た
活
性
化
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
代
表
の
佐
藤
喜
寿
さ
ん
65
歳
か
ら

話
を
聞
い
た
。
佐
藤
さ
ん
は
郵
便
局
に

勤
め
て
い
た
兼
業
農
家
、
現
在
は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
１
年
間
ほ
と
ん
ど
休
む
こ

と
な
く
談
義
所
に
詰
め
て
お
り
、
大
石

さ
ん
の
理
解
者
で
あ
る
。
２
０
０
７
年

３
月
に
１
２
６
年
の
歴
史
を
持
つ
岩
首

岩首の棚田へのアクセス

小
学
校
が
廃
校
に
な
り
、
こ
れ
を
利
用

す
る
た
め
６
月
に
「
旧
岩
首
小
学
校
の

有
効
利
用
を
考
え
る
会
」、
俗
称
「
岩
首

棚
田
ト
キ
共
生
未
来
」
が
集
落
の
全
戸

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
。
施
設
は
、
市
か

ら
無
償
で
３
年
間
貸
与
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
調
理
室
、
掛
敷
き
布
団
・
シ
ー

ツ
な
ど
を
備
え
、
40
名
の
宿
泊
客
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

３
年
間
の
実
績
は
、
東
京
工
大
・
九

州
大
学
・
長
岡
造
形
大
学
・
独
協
大
学
・

大
東
文
化
大
学
の
学
生
、
棚
田
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
な
ど
の
都
市
住
民
が
４
５
０
名
、

１
泊
１
８
０
０
円
の
利
用
協
力
金
を
払

い
宿
泊
、
そ
の
ほ
か
１
万
２
千
名
の
来

訪
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。
２
０
１
０
年

３
月
、
市
は
さ
し
あ
た
り
の
補
修
の
条

件
と
し
て
無
償
譲
渡
を
提
案
。
こ
れ
に

対
し
、
集
落
は
老
朽
施
設
を
譲
渡
さ
れ

て
も
維
持
管
理
す
る
の
は
困
難
と
判
断
、

年
度
毎
に
契
約
を
更
新
す
る
従
来
通
り

の
貸
与
に
し
て
も
ら
っ
た
。
い
ず
れ
に

し
て
も
岩
首
の
住
民
に
と
っ
て
、
小
学

校
は
集
落
の
地
位
を
高
め
る
ス
テ
ー
タ

ス
的
存
在
。
こ
れ
を
必
死
に
守
ろ
う
と

す
る
大
石
さ
ん
た
ち
の
取
り
組
み
は
、

集
落
の
誇
り
を
堅
持
す
る
た
め
の
た
た

か
い
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

【公共交通】�両津港から新潟交通バス東海岸線
に乗り岩首下車。約１時間。便は
一日4本程度。

【自家用車】��県道45号線（佐渡一周線）で両津港
から岩首まで約50分。

上：廃校を活用した岩首談義所
中：講堂が共有スペース
下：棚田おじさん・大石惣一郎さん
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棚
田
博
士
と
、
棚
田
番
長
を
訪
ね
て

　
木
沢
棚
田
は
旧
北
魚
沼
郡
川
口
町
大
字
木
沢
に
あ
る
。
8
月
下
旬
、
木
沢
棚

田
保
全
連
絡
協
議
会
の
リ
ー
ダ
ー
平
澤
勝
幸
さ
ん
を
訪
ね
る
。
中
島
先
生
、
井

上
さ
ん
、
上
久
保
さ
ん
、
永
瀬
さ
ん
同
行
。
越
後
川
口
か
ら
車
で
15
分
。
ま
ず
木

沢
里
山
食
堂
（
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
）
で
手
打
ち
蕎
麦
を
い
た
だ
く
。
美
味
。
続
い

て
棚
田
へ
。
高
級
錦
鯉
養
殖
用
「
棚
池
」
と
棚
田
が
一
緒
の
光
景
は
初
。
比
較
的

コ
ン
パ
ク
ト
に
見
え
大
変
美
し
い
。
夕
方
、
近
く
の
越
後
川
口
温
泉
へ
。
露
天
か

ら
魚
野
川・信
濃
川
が
絶
景
。
宿
は
平
澤
さ
ん
の
実
家
を
改
修
し
た
木
沢
ハ
ウ
ス
。

南
に
越
後
三
山
（
八
海
山
、
越
後
駒
ヶ
岳
、
中
ノ
岳
）
を
展
望
。
地
域
の
方
々
も

一
緒
に
早
速
一
献
。
地
元
料
理
と
焼
き
た
て
米
粉
ピ
ザ
（
窯
も
手
製
）
で
ビ
ー
ル

最
高
。
囲
炉
裏
端
で
「
里
山
食
堂
は
、
雪
の
季
節
に
地
域
高
齢
者
の
シ
ェ
ル
タ
ー

と
し
て
も
機
能
さ
せ
る
。
冬
さ
え
乗
り
越
え
れ
ば
こ
ん
な
良
い
と
こ
ろ
は
な
い
」

と
平
澤
さ
ん
。
翌
朝
、
近
く
の
低
山
へ
。
山
頂
か
ら
東
は
棚
田
・
棚
池
、
西
は
柏

崎
方
面
ま
で
見
え
る
。
駅
か
ら
の
登

り
は
一
寸
き
つ
い
が
「
駅
に
近
い
棚

田
の
里
」
木
沢
。「
ま
も
り
び
と
あ
っ

て
の
棚
田
」
を
改
め
て
思
う
。
今
回

は
併
せ
て
山
古
志
、法
末（
ほ
っ
す
え
）

訪
問
の
後
、
帰
路
に
つ
い
た
。

（ 

東
京
都
品
川
区  

高
山 

承
之 

）

新潟県長岡市
木沢棚田

著
者
は
大
学
で
専
攻
し
た
民
俗
学
を

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
し
て
1
9
9
5
年
頃

か
ら
茅
葺
家
、
里
山
、
棚
田
の
写
真
を

撮
り
始
め
た
。
そ
の
な
か
で
、
本
書
は

と
く
に
出
身
地
の
南
予
の
棚
田
を
撮
っ

た
も
で
あ
る
。
か
つ
て
田
舎
で
見
ら
れ

た
生
活
の
息
づ
か
い
や
習
俗
、
通
過
儀

礼
、
年
中
行
事
な
ど
と
と
も
に
、
近
年

急
速
に
姿
を
消
し
て
い
る
棚
田
に
カ
メ

ラ
を
向
け
て
い
る
。
大
勢
に
抗
し
て
先

人
が
拓
い
た
棚
田
を
守
り
続
け
る
人
び

と
に
心
を
交
わ
せ
棚
田
で
作
業
し
て
い

る
人
を
写
し
た
も
の
が
多
い
。

高
度
1
万
メ
ー
ト
ル
を
飛
ぶ
ジ
ェ
ッ
ト
機
か
ら
見
下
ろ

す
列
島
の
表
情
、
定
点
撮
影
に
よ
る
季
節
の
移
ろ
い
、

ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
カ
メ
ラ
が
捉
え
る
動
物
た
ち
の
表
情
。

3
年
が
か
り
で
撮
影
し
た
映
像
か
ら
、
日
本
の
自
然
の

素
晴
ら
し
さ
と
、
そ
れ
を
生
み
だ
し
た
壮
大
な
地
球
の

奇
跡
を
映
す
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
。「
第
1
集�

森�

大
地

を
つ
つ
む
緑
の
物
語
」
で
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
と
の
不

思
議
な
関
係
や
日
本
の
森
に
し
か
い
な
い
動
物
が
多
い

理
由
な
ど
を
、驚
き
の
映
像
と
と
も
に
紹
介
す
る
。「
第

2
集�

海
」
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
全
2
枚
組
。

河野　豊　著／写真
2.000円＋税
美土路書房

2010年9月
Email：

kouno-yutaka＠pure.ocn.ne.jp

2010年／日本
ドキュメンタリー
本編131分+特典45分
DVD2枚組/¥7,980（税
込）・ブルーレイディスク
2枚組/¥9,870（税込）
販売元：
NHKエンタープライズ

南
伊
予
の
地
域
遺
産
　
棚
田

　
　
　
　
　
　
　
　 

〜
写
し
だ
さ
れ
た
原
風
景
〜

N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル

日
本
列
島
　
奇
跡
の
大
自
然

13

左：棚田番長平澤さん
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第6回
東京棚田

フェスティバル
2011.11.19 Sat

　

11
月
19
日
（
土
）、
第
６
回
「
東
京
棚

田
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
、
東
京
・
水

道
橋
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
大
荒
れ
の

天
候
で
し
た
が
、
会
場
に
は
10
地
域
13

団
体
が
所
狭
し
と
集
結
し
、
終
始
に
ぎ

や
か
で
熱
気
の
あ
る
雰
囲
気
と
な
り
ま

し
た
。
今
回
の
目
玉
は
な
ん
と
い
っ
て

も
「
お
む
す
び
合
戦
」。
地
元
の
棚
田
で

穫
れ
た
お
米
を
地
元
の
水
で
炊
き
、
ア

イ
デ
ア
満
載
の
衣
装
を
ま
と
っ
た
試
食

用
お
む
す
び
は
、
歓
声
と
と
も
に
あ
っ

と
い
う
間
に
来
場
者
の
胃
袋
へ
！
と
て

も
美
味
し
い
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

東
京
棚
田
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

開
催
し
ま
し
た



　最後まで彩りを添えていたリンドウも枯れ、私たちが体験米作りや生きもの観
察などを楽しんだ岩ノ作棚田は、いま静かな眠りについています。2011年は、
東日本大震災という悲しい出来事もありましたが、幸いにして、懸念された原発
事故による放射能汚染も茂木町内では杞憂に過ぎ、岩ノ作棚田の米の出来ばえ
は、品質、食味共に最高ランク太鼓判です。
　田植えの時、１株に１本、２本、３本ずつ植えた苗も順調に生育し、稲刈りに
参加された皆さんに宿題としてお願いした「穂数・粒数調査」の結果も出揃いま
した。結果は１本、２本、３本植えの順に、穂数が9.4、10.6、13.5本、１穂
粒数が102、117、127粒、１株総粒数が959、1240、1715粒でした。「１
粒の種籾が千粒の米になる」ということを実感しました。今回の体験米作りでも、
地元・小深集落の方々にたいへんお世話になりました。
　岩ノ作棚田はこれから厳冬期を迎え、水たまりは凍結します。しかし、２月に
なるとニホンアカガエルの恋の歌が聞こえ始めます。とても美声です。また岩ノ
作棚田で遊びましょう。2012年が幸せな年になりますように・・・。（安井 一臣）

　棚田ビオトープを中心に、坂折棚田全域で棚田を代表する生
物のひとつ、初春の水溜まりに卵を産むヤマアカガエル。その
卵を探す「かえるの卵を探そう！」も早いもので５回目になり
ます。
　2012年３月24日(土)10:00から開催、現在、参加者を募集
しております（３月21日締切）。詳細は企画イベント案内もし
くはチラシをご覧ください。
　11月号でお知らせした、棚田ビオトープに日干しレンガで
作った環境アート作品ですが、すでに崩れており、日干しレン
ガの形は分かりません。タイトルは“遷移”（棚田に生きものを
よぶ装置）ですので、２月下旬から３月上旬に代かきをした後、
ヤマアカガエルが卵を産みに来れば、と思っております。

（相田 明）

岩ノ作棚田のいま

「第５回かえるの卵を探そう！」参加者募集

ヤマアカガエルの成体

Project Report
プロジェクトレポート

　棚田ネットワークでは、2012年早春から、富士山と駿河湾を一望できる伊豆半
島の石部棚田（静岡県松崎町）で「昔ながらのお米つくり体験コース」を、地元保
存会の協力で開催する予定で、準備をしています。石部棚田は「畔切り」や「畔付け」
といった、今ではあまり行わない伝統的な方法で棚田を維持しています。今回のコー
スは、そんな伝統技法を学びながら、無農薬でお米づくりを体験してみようという
企画です。作業の予定は「畔切り」「畔付け」「田植え」「草取り」「稲刈り」「新米
試食会」の６回程度を予定しています。また、棚田へ水を落とすための藁でつくった「蓑口」の復元など、「昔なが
ら」にこだわったイベントも企画中！　棚田でのお米つくり、田舎暮らしなどに興味のある方、ぜひご参加ください。
詳細は1月上旬にＨＰなどで告知致します。保存会の方々は、この田んぼにホタルが来てくれるようになることを期
待しいます。棚田でのホタル観賞会もいいですね。一緒に企画してくれる方も大歓迎です。事務局へご連絡ください！

昔ながらのお米作りを体験してみませんか？
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編
集
部
か
ら

　

以
前
、
あ
る
方
か
ら
「
棚
田

は
生
き
物
で
、
夜
に
な
る
と
動

き
出
す
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

し
ま
う
」
と
い
う
よ
う
な
感
想

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

確
か
に
、
う
ね
う
ね
と
し
た

曲
線
や
石
垣
の
模
様
な
ど
見
て

い
る
と
、
天
に
う
ご
め
く
「
龍
」

の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
今
号
の
特
集
は
「
神
宿

る
棚
田
」
を
お
送
り
し
ま
し
た

が
、
棚
田
に
は
も
し
か
し
た
ら

「
龍
神
様
」
も
い
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
２
０
１
２
年
は「
辰
年
」。

２
０
１
１
年
の
未
曾
有
の
困
難
か

ら
「
立
つ
年
」
と
し
て
、
棚
田
の

神
様
に
日
本
の
再
生
を
祈
っ
て
み

る
こ
と
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
私
た
ち
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
今
年
も
「
棚
田
」
の
保
全

を
通
じ
て
日
本
を
盛
り
上
げ
て

行
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
何

卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

2012年1月号  Vol.80

発行
棚田ネットワーク
NPO法人

［今月の表紙］棚田フェスティバル・おむすび合戦で登場した池谷の「山清水ゆき☃むすび」


