


全
国
の
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
田
植
え
、
稲
刈
り
だ
け
を
行
う

体
験
型
。
棚
田
の
支
援
を
目
的
に
始
ま
っ
た
制
度
で
す
が
、現
在
各
地
で
体
験
型
オ
ー

ナ
ー
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
田
作
り
や
草
刈
り
、
水
管
理
と
い
っ
た
実
作
業
が
高
齢

化
に
よ
り
困
難
に
な
る
地
域
が
増
え
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
現
状
に
一
石
を
投
じ
る
究

極
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
を
棚
田
博
士
が
熱
く
レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
！

棚
田
博
士 

特
別
寄
稿

究
極
の
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度

埼
玉
県
横
瀬
町
寺
坂

特集

文
・
写
真
　
中
島 

峰
広

就
農
交
流
型
の
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制

　

棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
は
、
都
市
農
村
交

流
の
一
つ
と
し
て
都
市
住
民
が
過
疎
・

高
齢
化
の
進
む
中
山
間
の
農
村
地
域
に

出
か
け
て
行
き
、
会
費
を
払
っ
て
棚
田

を
賃
借
し
、
体
験
あ
る
い
は
耕
作
を
行

い
、
全
収
穫
物
か
あ
る
い
は
保
証
さ
れ

た
量
の
米
を
受
け
取
る
制
度
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
農
村
側
は
経
済
的
・
労

力
的
な
支
援
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、

棚
田
の
保
全
に
結
び
つ
く
取
り
組
み
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

都
心
か
ら
最
も
近
い
棚
田

　

埼
玉
県
横
瀬
町
寺
坂
は
都
心
か
ら
最

も
近
い
棚
田
で
あ
る
。
秩
父
盆
地
の
入

口
に
あ
り
、池
袋
か
ら
西
武
鉄
道
の
「
ち

ち
ぶ
号
」
に
乗
れ
ば
、
横
瀬
駅
か
ら
歩

い
て
も
1
時
間
30
分
で
寺
坂
に
着
く
。

こ
こ
に
は
横
瀬
川
の
河
岸
段
丘
上
に
約

5
㌶
、
現
在
の
耕
作
面
積
は
4
㌶
、
約

2
5
0
枚
の
棚
田
が
あ
り
、
2
0
1
2

年
現
在
4
名
の
地
権
者
、
26
組
の
棚
田

オ
ー
ナ
ー
、
約
50
名
の
寺
坂
棚
田
学
校

の
生
徒
に
よ
っ
て
耕
作
さ
れ
て
い
る
。
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表
1
は
、
地
域
活
性
化
の
最
も
大
き

な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
オ
ー
ナ
ー
の
来

訪
回
数
を
指
標
に
し
て
私
が
類
型
化
し

た
5
つ
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
で
あ
る
。
こ

の
な
か
で
、
横
瀬
町
寺
坂
の
オ
ー
ナ
ー

制
は
来
訪
回
数
の
最
も
多
い
就
農
・
交

流
型
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
で
あ
る
。
地
元

民
の
指
導
に
よ
る
都
市
住
民
の
農
業

体
験
が
主
流
で
あ
る
オ
ー
ナ
ー
制
度
の

な
か
で
、
寺
坂
で
は
オ
ー
ナ
ー
自
身
が

す
べ
て
の
作
業
を
行
っ
て
お
り
、
他
の

オ
ー
ナ
ー
制
度
と
次
元
の
違
う
内
容
か

ら
次
世
代
型
の
オ
ー
ナ
ー
制
と
も
よ
ば

れ
て
い
る
。

究
極
の
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制

　

寺
坂
の
オ
ー
ナ
ー
制
は
、
オ
ー
ナ
ー

が
育
苗
か
ら
脱
穀
ま
で
の
農
作
業
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
堰
普
請
か
ら
日
常
の

水
管
理
に
い
た
る
ま
で
、
地
元
民
に

か
わ
っ
て
す
べ
て
の
作
業
を
行
っ
て
お

り
、
作
業
の
た
め
年
間
30
日
寺
坂
を
訪

ね
る
と
い
う
か
ら
究
極
の
オ
ー
ナ
ー
制

と
も
い
え
る
。
表
2
は
2
0
1
1
年
度

の
寺
坂
棚
田
オ
ー
ナ
ー
会
の
名
簿
で
あ

る
。
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
22
組
の

オ
ー
ナ
ー
は
す
べ
て
近
隣
の
都
市
住
民

で
あ
る
。
地
権
者
が
耕
作
権
を
放
棄

し
て
い
る
た
め
、
㎡
当
た
り
30
～
40
円

の
地
代
と
し
て
の
会
費
は
オ
ー
ナ
ー
会

に
払
っ
て
い
る
。
オ
ー
ナ
ー
会
で
は
そ

の
金
を
プ
ー
ル
し
て
水
路
の
改
修
費
に

充
て
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま

で
に
1
2
0
万
円
が
積
み
立
て
ら
れ
て

い
る
そ
う
だ
。
㎡
当
た
り
30
円
と
し
て

面
積
を
計
算
す
る
と
、
最
も
広
い
人
が

12
・
8
㌃
、
狭
い
人
が
1
・
4
㌃
で
合

計
1
1
8
・
6
㌃
を
耕
作
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

農
機
具
を
駆
使
し
た
農
作
業

　

平
均
的
に
は
1
0
0
㎡
の
面
積
で
体

験
的
な
農
作
業
を
行
う
他
の
地
域
の

オ
ー
ナ
ー
制
と
異
な
り
、
こ
こ
で
は
耕

作
す
る
面
積
が
大
き
く
、
半
分
が
5 

㌃

以
上
、
10
㌃
を
超
え
る
オ
ー
ナ
ー
が
４

組
も
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
面
積
に
な
る

と
人
力
だ
け
で
は
無
理
で
、
農
機
具
を

使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
表
3
は
会
が

所
有
す
る
農
機
具
類
と
使
用
料
が
示
さ

れ
て
い
る
。
表
2
に
示
す
農
機
具
代
の

（
使
用
料
の
）
合
計
は
約
11
万
円
、
年
間

の
燃
料
費
を
賄
え
る
金
額
だ
と
い
う
。

農
機
具
代
を
支
払
っ
て
い
な
い
オ
ー

ナ
ー
は
自
前
の
農
機
具
を
所
有
し
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
そ
う
だ
。

オーナー小屋。農機具などが保管されている
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横瀬町寺坂棚田保存会
の会長、町田修一さん

右：何台もの農作業機械が
並ぶ／左：作業日誌。機械
の使用時間を自己申告する

有
機
的
に
結
合
し
た

4
つ
の
取
り
組
み

　

2
0
1
2
年
6
月
に
、そ
れ
ま
で
別
々

の
団
体
で
あ
っ
た
中
山
間
地
域
直
接
支

払
、
寺
坂
棚
田
学
校
、
寺
坂
棚
田
オ
ー

ナ
ー
会
、
寺
坂
ふ
れ
あ
い
農
園
が
横
瀬

町
寺
坂
棚
田
保
存
会
と
し
て
一
つ
に
統

合
さ
れ
た
。
4
つ
の
団
体
は
こ
れ
ま
で

も
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
が
、
こ

れ
に
よ
り
一
層
関
係
が
強
化
さ
れ
、
有

機
的
な
結
合
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

ま
ず
、
中
山
間
地
域
直
接
支
払
は
集

落
協
定
で
助
成
金
の
30
％
を
地
権
者
に

渡
し
、
残
り
70
％
を
集
落
で
留
保
、
オ
ー

ナ
ー
が
使
用
す
る
農
機
具
類
を
購
入
し

て
き
た
。

　

寺
坂
棚
田
学
校
は
面
積
27
㌃
、
4
枚

の
棚
田
を
利
用
し
て
会
費
1
万
円
で
農

業
体
験
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
作
業

へ
の
出
席
状
況
に
応
じ
て
収
穫
物
が
分

配
さ
れ
る
。
特
色
が
あ
る
の
は
体
験
メ

ニ
ュ
ー
の
多
様
さ
で
あ
る
。
学
校
の
年

間
計
画
を
み
る
と
、
施
肥
・
畦
シ
ー
ト

張
り
・
荒
掻
き
、代
掻
き
・
畦
草
刈
り
（
１

回
目
）、
田
植
え
、
田
草
取
り
（
1
回

目
）・
畦
草
刈
り
（
2
回
目
）、
田
草
取

り
（
2
回
目
）・
山
側
水
路
掘
り
、
土

用
干
し
・
水
き
り
・
田
草
取
り
（
3
回

目
）・
畦
草
刈
り
（
3
回
目
）・
支
柱
立
て
、

防
鳥
ネ
ッ
ト
張
り
、
稲
刈
り
・
は
さ
掛

け
・
ネ
ッ
ト
撤
去
、
脱
穀
・
籾
摺
り
な

ど
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
通

常
の
農
作
業
の
す
べ
て
で
あ
り
、
生
徒

は
こ
こ
で
地
元
民
の
指
導
を
受
け
て
学

習
し
、
一
人
立
ち
し
て
オ
ー
ナ
ー
に
な

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
表
2
を
み

る
と
、
オ
ー
ナ
ー
の
半
数
が
学
校
の
卒

業
生
で
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

寺
坂
ふ
れ
あ
い
農
園
は
転
作
田
を
利

用
し
て
1
区
画
20
㎡
、
料
金
2
千
円
で

貸
し
出
す
も
の
で
、
20
区
画
が
用
意
さ

れ
て
い
る
。
オ
ー
ナ
ー
や
学
校
の
生
徒

が
棚
田
の
作
業
に
来
た
時
、
畑
仕
事
も

行
い
農
作
業
の
充
足
感
を
高
め
る
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
寺
坂
で
は
そ
れ
ぞ
れ

の
活
動
が
棚
田
オ
ー
ナ
ー
の
育
成
を
図

る
た
め
に
機
能
し
て
い
る
。
今
後
は
横

瀬
町
寺
坂
棚
田
保
存
会
の
結
成
に
よ

り
、
そ
の
機
能
は
一
層
高
め
ら
れ
、
究

極
の
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
の
発
展
に
寄
与

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お問い合わせ
■ 寺坂棚田学校 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1896-5
 TEL. 0494-24-2388
■ 横瀬町振興課 TEL. 0494-25-0114





　

は

H
ello

ぁ
ろ
ぉ
～
!!　

中
沢
棚
田
の
田
ん

ぼ
ボ
～
イ
ズ
だ
べ
!!　

今
回
は
、
お私
た

ち
ら
だ

の
大
好
き
な
中
沢
棚
田
ば　

み
ん
な
に

お
知
ら
せ
すし

た

く

て

っ
だ
ぐ
っ
て
苦
手
な
お
手

紙
ば
書
が
せ
て
も
ら
う
な
ぁ
～
。
ち
ぇ
っ

と
読
み
難
い
がか
も
し
れ
な
い

も
す
ん
ね
。
お自
分
た
ち

ら
だ

の
事
話
す
の
に
、
お
ら
だ
の
言
葉

んで
な

い

と

し

ゃ

べ

れ

な

い

か

ら

ね
ど
で
な
い
と
し
ゃ
べ
ら
ん
ね
が
ら
、

つ付
き
合
っ
て
く
だ
さ
い
ね

ぎ
あ
っ
て
け
ろ
な
ぁ
～
。

　

山
形
県
は
村
山
市
。
東
北
の
背
骨
、

奥
羽
山
脈
。
そ
ご
の
西
側
に
甑
こ
し
き
だ
け岳

っ
つ

う
山
が
あ
る
ん
だ
べ
。
お
ら
だ
中
沢
村

民
２
０
０
人
、
そ
の
甑
岳
の
ふ
も
と
さ

根
っ
こ
は
っ
て
生
き
て
き
た
。
そ
の
う

ち
の
80
％
が
じ
っ
ち
ゃ
ん
と
ば
っ
ち
ゃ

ん
だ
。
か
勘
　
　
定

ん
じ
ょ
し
た
ら
山
ザ
ル
の
ほ

う
が
う多
　
　
い
が
い
べ
、
っ
つ
う
あ
ん
ば
い
だ

べ
。
ほ
ん
で
、
じ
っ
ち
ゃ
ん
だ
ち
と
ば
っ

ち
ゃ
ん
だ
ち
が
お小
さ

い

ぼ
こ
の
頃
か
ら
鋤
鍬

ど
一
緒
に
炙あぶ
ら
れ
る
程
の
日
差
し
ば
背

中
さ
し
ょ
っ
て
、
え
っ
ち
ら
ぁ
お
っ
ち

ら
ぁ
歩
い
で
登
っ
た
峠
が
、
背せあ
ぶ炙
り
峠
。

そ
の
背
炙
り
峠
っ
て
どと
こ
ろ
に

ご
さ
あ
ん
の
が
、

こ
の
中
沢
棚
田
。
田
ん
ぼ
は
普
通
１
枚
２

枚
っ
て
か勘
　
　
定

ん
じ
ょ
す
ん
だ
。
町
の
平
野
部

の
田
ん
ぼ
は
１
枚
か
ら
お
よ
そ
６
０
０

キ
ロ
㌘
収
穫
出
来
っ
げ
ん
と
も
、
お
ら

だ
の
所
は
１
２
０
キ
ロ
㌘
し
か
収
穫
出

来
ね
ぇ
小
さ
な
田
ん
ぼ
の
集
ま
り
だ
。

　

毎
年
雪
が
溶
け
る
と
若
者
た
ち
は
村

を
次
々
離
れ
て
い
っ
た
。
残
っ
た
お
ら
だ

は
寂
し
が
っ
た
よ
ぉ
～
。
農
家
の
息
子
さ

生生
ま

れ

た

ま
っ
だ
お
ら
だ
は
農
家
継
が
ん
な
ね
。

本
当
は
田
ん
ぼ
な無
け

れ

ば

よ

か

っ

た

き
ゃ
い
が
っ
た

･
･
･
･
っ
て
思
っ
て
だ
っ
け
ご
と
も

あ
っ
け
。

　

お
ら
だ
若
手
の
ホ
ー
プ
っ
て
呼
ば
れ

続
け
て
気
が
付
け
ば
60
歳
。
も
ち
ろ
ん

今
で
も
若
手
だ
よ
っ
っ
。
一
時
は
な
り

た
く
な
い
職
業
っ
て
も
い
わ
れ
て
だ
っ

け
げ
ん
と
、
地
道
に
田
ん
ぼ
ば
守
り
続

け
で
い
た
ら
「
山
形
の
棚
田
20
選
」
さ

選
ば
れ
だ
の
よ
。
嬉
し
い
っ
け
ぇ
。
な

ん
だ
が
誇
ら
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
ぁ
。

み
ん
な
に
見
に
来
て
も
ら
い
だ
い
な
ぁ

～
。

　

東
北
の
山
村
っ
て
い
え
ば
豪
雪
っ
て

す
ぐ
わ
が
っ
べ
。
ん
だ
な
ぁ
～
、
毎
年

奥
羽
山
脈
、甑
岳
の
ふ
も
と
さ
根
っ
こ
は
っ
て

棚
田
を
守
る
田
ん
ぼ
ボ
ー
イ
ズ
だ
べ
！！

上：棚田全景／下左：みんなで環境保全（ひまわり定植）／下中・右：田んぼボーイズ

山
形
県
村
山
市
中
沢
棚
田
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３
メ
ー
ト
ル
以
上
の
雪
積
も
る
ん
だ

よ
ぉ
。
森
の
熊
さ
ん
と
一
緒
で
じ
ぃ

～
っ
と
雪
消
え
ん
の
を
待
っ
て
ら
ん

な
ね
ん
だ
ぁ
。
そ
れ
だ
げ
に
、
忍
耐
力

に
は
すす
こ

し

だ

け

れ

ど

こ
ぉ
し
だ
げ
ん
ど
自
信
あ
る
の

よ
ぉ
。

　

春
来
て
け
ん
の
は
遅
い
ん
だ
べ
ぇ
。

首
ば
長
～
ぐ
し
て
待
っ
て
だ
っ
け
春
。

雪
解
け
水
の
音
、
一
斉
に
咲
き
出
す
花

達
、
白
鳥
の
声
。
こ
れ
ら
の
音
や
彩
ば

合
図
さ
し
て
棚
田
の
一
年
が
始
ま
ん
だ

べ
。
頭
上
の
甑
岳
か
ら
流
れ
で
来
る
水

は
、
夏
で
も
冷
っ
た
い
雪
解
け
清
水
だ
。

そ
の
清
水
が
田
ん
ぼ
ば
潤
し
て
け
ん
だ
。

あ
り
が
た
い
な
ぁ
～
っ
て
、
い
っ
つ
も

拝
ん
で
る
。

　

甑
岳
が
も
た
ら
し
て
け
ん
の
は
水
だ

け
じ
ゃ
ね
ぇ
べ
ぇ
。
春
に
は
ふ
だ
ふ
だ
っ

て
い
う
山
菜
。
こ
れ
が
ま
た
う
ん
ま
い
！

　

雪
が
深
い
が
ら
、
ど
の
山
菜
も
柔
ら

か
な
の
よ
ぉ
。
わ
ら
び
、
あ
い
こ
、
こ

ご
み
、
き
の
め
、
ぜ
ん
ま
い
、
こ
し
あ
ぶ

ら
･
･
･
･
。
秋
に
は
山
盛
り
の
き
の

こ
ち
ゃ
ん
。
豊
か
な
山
の
恵
み
だ
べ
ぇ
。

宝
の
山
だ
。
お
ら
だ
は
そ
れ
ば
分
け
て

も
ら
っ
て
る
の
よ
ぉ
。
そ
れ
を
さ
ら
に

み
ん
な
に
味
わ
っ
て
も
ら
い
だ
ぐ
っ
て
、

秋
に
は
「
な
め
こ
祭
り
」
ば
開
催
し
て

ん
だ
ぁ
～
。

　

こ
の
「
な
め
こ
祭
り
」
で
は
、
山
が
ら

採
っ
て
き
た
き
の
こ
を
使
っ
た
味
噌
汁

と
収
穫
し
た
ば
か
り
の
お
ら
だ
の
米
ば

振
る
舞
っ
て
ん
だ
。
分
が
り
難
い
場
所
だ

げ
ん
ど
、
毎
年
人
口
と
同
じ
２
０
０
人
ぐ

ら
い
の
人
達
が
遊
び
に
来
て
けくれ
る
ん
で
す

ん
だ
ぁ
。

お
ら
だ
が
振
る
舞
っ
た
の
を
み
ん
な
が

「
お
い
し
い
！
お
い
し
い
！
」
ち
ゅ
う
て

食
べ
で
け
る
。
い
つ
も
お
ら
だ
が
吸
っ

て
る
空
気
も
「
お
い
し
い
！
お
い
し

い
！
！
」
ち
ゅ
う
て
喜
ん
で
け
る
。
よ

そ
か
ら
来
て
け
だ
み
ん
な
が
喜
ん
で
笑

顔
に
な
っ
て
る
の
を
見
っ
ど
、
棚
田
を

左：森の中のみんなのなめこ／中：みんなで稲刈り・稲杭掛け／右：代表と稲子

■ 棚田へのアクセス
【公共交通】 JR奥羽本線村山駅下車、徒歩50分
【自 動 車】  山形自動車道東根ICを降り、国道

13号線を北へ。村山駅の北を通る
県道25号線との交差点で右折。約
600メートル進んだ所で左折して県
道120号（羽州街道）に入る。二つ
目の信号を右折して県道29号に入り
北進。インターから30分程度

■ お問い合わせ
中沢棚田保全会
田んぼボーイズ　代表・鈴木忠司 
TEL&FAX：0237-55-4896

守
る
気
持
ち
に
も
気
合
が
入
っ
て
く
ん

だ
ぁ
。

　

いい
　
い
　
所

い
ど
ご
だ
よ
ぉ
～
。
秋
の
棚
田
に

響
き
渡
る
田
ん
ぼ
ボ
～
イ
ズ
の
勇
壮
な

声
を
聞
き
に
来
て
け
ら
っ
し
ゃ
い
～
。

　
此
の
度
は
私
た
ち
の
難
易
度
の
高
い
言

葉
で
文
を
綴
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
最
後
ま
で
お
付
き
合
い
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
会
い
で
き
る
日
を
中

沢
棚
田
で
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

中
沢
棚
田
保
全
会

田
ん
ぼ
ボ
ー
イ
ズ
代
表　

鈴
木
忠
司

7
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長
野
県
小お
た
り谷

村
は
県
の
北
西
端
、

北
ア
ル
プ
ス
の
主
峰
の
一
つ
、
白
馬

岳
（
2
・
9
3
2
㍍
）
の
山
麓
に
あ
る
。

伊
折
は
、
村
の
南
部
、
Ｊ
Ｒ
大
糸
線

南
小
谷
駅
か
ら
1
・
5
㌔
の
距
離
に

あ
り
、
姫
川
の
左
岸
、
標
高
5
8
0

～
6
0
0
㍍
に
位
置
し
て
い
る
戸
数

10
戸
の
小
さ
な
集
落
で
あ
る
。

　
小
谷
村
伊
折
を
知
っ
た
の
は
、
棚

田
学
会
の
会
員
、
農
政
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
吉
田
忠
文
さ
ん
の
教
示
に
よ

る
も
の
。
吉
田
さ
ん
は
伊
折
の
隣
の

集
落
、
柳
瀬
に
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
を

持
ち
、
小
谷
で
一
時
期
奥
様
と
一
緒

に
暮
ら
し
た
こ
と
が
あ
り
、
奥
さ
ん

を
亡
く
さ
れ
て
か
ら
も
時
々
訪
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
村
内
に
知
人
が
多

く
、
彼
ら
か
ら
得
た
情
報
の
一
つ
、

耕
作
放
棄
さ
れ
た
棚
田
を
活
用
、
集

落
営
農
で
元
気
を
だ
し
て
い
る
集
落
、

伊
折
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。

9

集
落
営
農
に
支
え
ら
れ
る
棚
田

長
野
県
小
谷
村
伊
折

 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。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』『棚田 その守り人』( 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。

百
名
山
に
名
を
連
ね
る
山
々

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
景
観
の
出
迎
え

　

2
0
1
2
年
5
月
下
旬
、
小
谷
村
伊

折
を
昨
年
に
続
き
再
訪
し
た
。
新
宿
駅

と
南
小
谷
駅
を
直
通
で
結
ぶ
あ
ず
さ
３

号
に
乗
車
、
小
谷
村
へ
向
か
う
。
そ
の

ル
ー
ト
は
、
甲
府
盆
地
か
ら
先
は
日
本

の
地
質
構
造
を
二
分
す
る
大
地
溝
帯
に

沿
う
だ
け
に
、
景
観
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

で
あ
り
、
百
名
山
に
名
を
連
ね
る
山
々

を
見
て
の
旅
に
な
る
。
ま
ず
、
目
を
見

張
る
の
が
甲
府
盆
地
の
入
口
、
勝
沼
か

ら
の
盆
地
を
一
望
す
る
景
観
、
日
本
三

大
車
窓
に
入
れ
た
い
風
景
で
あ
る
。
韮

崎
に
近
づ
く
と
、
進
行
方
向
左
側
に
現

れ
る
の
が
南
ア
ル
プ
ス
の
北
端
を
占
め

る
鳳
凰
三
山
と
甲
斐
駒
ケ
岳
、
こ
と
に

甲
斐
駒
ケ
岳
の
屹
立
す
る
峻
険
な
山
容

に
は
圧
倒
さ
れ
る
。
右
側
に
目
を
移
す

と
、
八
ヶ
岳
連
峰
の
山
並
み
が
対
峙
し

て
い
る
。

　

諏
訪
湖
を
左
手
に
見
て
、
塩
尻
峠
を

塩
嶺
ト
ン
ネ
ル
で
抜
け
る
と
松
本
盆
地

で
あ
る
。
目
の
前
に
は
北
ア
ル
プ
ス
の

山
々
、
松
本
付
近
で
は
常
念
岳
が
ひ
と

き
わ
目
立
ち
、
安
曇
野
を
北
上
す
る
に

伴
い
、
百
名
山
で
は
な
い
が
、
北
ア
ル

プ
ス
の
前
衛
、
有
明
山
が
存
在
感
を
示

す
よ
う
に
な
る
。
大
町
で
安
曇
野
と
別

れ
、
木
崎
湖
、
青
木
湖
を
見
な
が
ら
北

上
、
分
水
嶺
を
越
え
て
白
馬
盆
地
に
入

る
。
左
手
に
連
な
る
斑
に
雪
が
残
る
鹿

島
槍
ヶ
岳
、
五
竜
岳
、
白
馬
三
山
な
ど

に
迎
え
ら
れ
、
南
小
谷
駅
に
到
着
す
る
。
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駅
に
は
、
吉
田
さ
ん
に
紹
介
さ
れ
た
伊

折
で
集
落
営
農
の
会
計
を
務
め
、
村
議

で
も
あ
る
高
橋
正
宏
さ
ん
が
出
迎
え
て

い
た
。
駅
か
ら
国
道
1
4
8
号
を
白
馬

に
向
か
っ
て
進
み
、
す
ぐ
に
左
折
、
踏

切
を
渡
り
、
戻
る
よ
う
に
し
て
も
う
一

度
左
折
、
村
道
の
坂
を
50
㍍
ほ
ど
上
れ

ば
、
伊
折
の
集
落
が
見
え
て
く
る
。

伊
折
農
業
生
産
組
合
を
立
ち
上
げ

耕
作
放
棄
地
の
復
田
に
乗
り
出
す

　

高
橋
さ
ん
は
60
歳
、
58
歳
の
奥
さ
ん

と
二
人
暮
ら
し
。
大
学
卒
業
後
、
地
元

の
大
手
ゼ
ネ
コ
ン
北
野
建
設
に
入
社
、

東
京
で
勤
務
し
た
が
、
30
歳
の
時
父
親

が
亡
な
く
な
っ
た
の
で
松
本
支
店
へ
の

転
勤
を
申
し
出
て
許
さ
れ
た
。
そ
の
時

か
ら
、
リ
ュ
ウ
マ
チ
を
患
っ
て
い
た
母

親
の
介
護
の
た
め
週
末
実
家
に
戻
る
生

活
が
始
ま
っ
た
。
51
歳
の
時
、
母
親
の

最
後
を
看
取
る
た
め
早
期
退
職
し
単
身

で
帰
郷
、
2
年
間
の
介
護
の
後
、
母
親

を
亡
く
し
た
。
し
か
し
、
林
業
士
の
資

格
を
取
る
た
め
学
校
に
通
っ
た
り
し
て
、

す
ぐ
に
は
就
農
し
な
か
っ
た
の
で
、
教

師
を
し
て
い
た
父
親
に
か
わ
り
母
親
と

祖
母
が
守
っ
て
き
た
30
㌃
の
水
田
は
放

棄
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
。

　

55
歳
の
時
、
松
本
で
精
神
保
健
の
仕

事
を
し
て
い
た
奥
さ
ん
が
小
谷
に
来
て
、

生
活
が
安
定
、
放
棄
さ
れ
た
棚
田
を
復

田
し
、
5
枚
、
6
㌃
を
耕
耘
機
で
耕
作

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
昨
年
に
は
農

業
を
止
め
た
人
か
ら
中
古
の
歩
行
型
2

条
田
植
機
・
バ
イ
ン
ダ
ー
・
脱
穀
機
を

一
括
し
て
購
入
、
よ
う
や
く
農
家
ら
し

く
な
り
、
ま
た
地
区
の
人
に
押
さ
れ
て

村
会
議
員
に
も
な
っ
た
。

　

高
橋
さ
ん
に
集
落
営
農
立
ち
上
げ
の

推
進
役
に
な
っ
た
藤
原
信
夫
さ
ん
を
紹

介
さ
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
仕
事
を
こ
な
す

百
姓
の
風
格
を
持
ち
、
話
し
方
に
人
を

説
得
す
る
力
が
あ
り
、
集
落
を
引
っ
張
っ

て
行
く
気
概
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

集
落
は
か
つ
て
23
戸
あ
っ
た
が
現
在
は

10
戸
。
家
屋
は
16
戸
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

の
3
戸
は
集
落
外
の
人
が
利
用
す
る
セ
カ

ン
ド
ハ
ウ
ス
、
3
戸
が
空
家
で
あ
る
。
人

口
は
21
名
、
そ
の
う
ち
65
歳
未
満
は
高
橋

夫
妻
、藤
原
さ
ん
の
息
子
夫
婦
と
孫
た
ち
、

そ
れ
と
40
代
の
男
性
が
1
人
、合
計
7
名
。

残
り
は
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
、
3
戸
が

独
居
世
帯
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
伊
折
は
典
型
的
な
小
規
模
高
齢
者
集

落
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
過
疎
・
高
齢
化
が
進
む
集

落
で
は
10
年
ほ
ど
前
か
ら
一
段
と
耕
作

放
棄
が
進
み
、
集
落
の
荒
廃
が
顕
在
化

し
て
き
た
。
2
0
0
3
年
、
こ
の
現
状

を
座
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
藤

原
さ
ん
は
高
橋
さ
ん
を
誘
い
2
人
で
伊

折
農
業
生
産
組
合
を
立
ち
上
げ
、
放
棄

地
の
復
田
に
乗
り
出
し
た
。
放
棄
さ
れ

て
い
た
水
田
30
㌃
を
無
償
で
借
り
受
け
、

重
機
の
操
作
に
長
け
て
い
た
藤
原
さ
ん

が
復
田
し
た
。
こ
れ
を
ソ
バ
畑
と
し
て

利
用
、
行
政
が
播
種
と
収
穫
を
引
き
受

け
て
く
れ
た
の
で
、
組
合
で
は
草
刈
を

し
て
管
理
す
る
だ
け
で
よ
く
、
し
か
も

収
穫
物
は
農
協
が
買
い
取
っ
て
く
れ
た
。

　

2
0
0
4
年
に
は
、
さ
ら
に
2
戸
の

夫
婦
が
参
加
、
新
た
に
復
田
し
た
と
こ

ろ
に
、
使
用
し
な
く
な
っ
た
器
材
を
農

協
か
ら
譲
り
受
け
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を

建
て
、
ミ
ニ
ト
マ
ト
の
栽
培
を
始
め
た
。

そ
し
て
、
2
0
0
5
年
集
落
の
全
戸
が

生
産
組
合
に
参
加
し
、
集
落
営
農
と
よ

ば
れ
る
体
制
が
整
っ
た
の
で
あ
る
。
体

制
の
整
備
は
、
藤
原
さ
ん
が
先
頭
に
立
っ

て
引
っ
張
り
、
会
計
を
含
め
た
事
務
的
な

こ
と
を
す
べ
て
高
橋
さ
ん
が
フ
ォ
ロ
ー

す
る
と
い
う
絶
妙
の
コ
ン
ビ
に
よ
っ
て

進
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
県
の
農
業
改
良

普
及
所
職
員
の
助
言
も
あ
り
が
た
か
っ

た
と
い
う
。

そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
な
部
門
を
担
う

棚
田
を
守
る
た
め
の
集
落
営
農

　

2
0
1
2
年
現
在
、
営
農
組
合
は
全
戸

が
参
加
、
組
合
員
数
15
名
、
資
産
は
な
く
、

放
棄
地
を
活
用
す
る
こ
と
で
事
業
を
展

開
し
て
お
り
、
営
業
を
藤
原
さ
ん
、
会

上：伊折交流ハウス
下：北アルプスを望むオーナー田

田
を
守
る
た
め
に
集
落
営
農
が
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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計
を
高
橋
さ
ん
が
担
当
し
て
い
る
。
事

業
は
７
部
門
に
わ
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に

責
任
者
が
決
め
ら
れ
、
自
覚
を
持
っ
て

経
営
に
当
た
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
て
い

る
。
水
稲
・
育
苗
・
ミ
ニ
ト
マ
ト
部
門

は
60
㌃
で
ア
キ
タ
コ
マ
チ
の
栽
培
を
行

い
、
２
棟
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
利
用

し
て
農
協
か
ら
受
託
し
た
1
4
0
0
箱

の
育
苗
と
そ
の
あ
と
地
で
ミ
ニ
ト
マ
ト

を
栽
培
し
、
箱
詰
め
に
し
て
出
荷
し
て

い
る
。
ま
た
、
現
在
は
廃
材
と
な
っ
た

杉
山
集
落
の
離
村
し
た
農
家
か
ら
6
千

円
の
小
作
料
で
借
り
た
棚
田
10
枚
、
25

㌃
を
利
用
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
オ
ー

ナ
ー
制
の
水
田
管
理
を
引
き
受
け
て
い

る
。
オ
ー
ナ
ー
制
は
2
0
0
6
年
に
始
ま

り
、
面
積
1
0
0
㎡
で
会
費
2
万
5
千

円
、
収
穫
量
の
す
べ
て
を
持
ち
帰
る
こ

と
が
で
き
、
田
植
・
草
刈
・
稲
刈
・
脱

穀
の
農
業
体
験
を
メ
ニ
ュ
ー
と
す
る
も

の
。
2
0
1
2
年
の
オ
ー
ナ
ー
数
は
18

組
で
あ
っ
た
。
ソ
バ
・
ム
ギ
部
門
は
40

㌃
で
表
作
ム
ギ
、
裏
作
ソ
バ
を
栽
培
し

て
い
る
が
、
裏
作
で
あ
る
ソ
バ
の
収
入

が
多
い
そ
う
だ
。
そ
の
他
に
、
小
面
積

で
あ
る
が
花
・
マ
コ
モ
タ
ケ
部
門
、
野

菜
部
門
、
雪
中
カ
ン
ラ
ン
部
門
、
山
菜

直
売
部
門
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
年

間
売
上
高
は
2
0
0
～
2
5
0
万
円
に

な
る
と
い
う
。

　

組
合
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
な
部

門
で
活
動
し
、
労
働
に
対
し
て
は
時
給

8
0
0
円
、
組
合
員
所
有
の
機
械
類
使

用
に
つ
い
て
は
燃
料
代
を
組
合
が
持
ち
、

ト
ラ
ク
タ
ー
3
0
0
～
5
0
0
円
、
草

刈
機
2
0
0
円
が
そ
れ
ぞ
れ
時
給
と
し

て
支
払
わ
れ
る
。
集
落
で
は
毎
月
、
月

末
に
集
金
日
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
各

戸
か
ら
集
落
費
3
千
円
が
徴
収
さ
れ
る

が
、
一
方
組
合
か
ら
は
活
動
に
よ
る
収

益
の
ほ
か
中
山
間
地
等
直
接
支
払
分
の

1
2
0
万
円
が
加
え
ら
れ
、
各
人
の
労

働
時
間
の
申
告
に
基
づ
き
報
酬
が
支
給

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
毎
月
数

万
円
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
お
年

寄
り
は
励
み
に
な
る
と
い
っ
て
喜
ん
で

お
り
、
集
落
の
結
束
力
が
強
ま
っ
た
と

い
う
。
こ
こ
で
は
、
大
き
な
収
入
を
得

る
た
め
で
は
な
く
、
耕
作
放
棄
地
を
少

な
く
し
て
集
落
の
荒
廃
化
を
防
ぎ
、
棚

伊折の棚田へのアクセス

【公共交通】		JR大糸線/南小谷下車1.5km/徒歩約
30分

【車利用】	 	国道148号線（糸魚川街道）南小谷
駅前交差点より1.5km約5分

伊折の棚田を支える高橋正宏さん（左）と藤原信夫さん

田
を
守
る
た
め
に
集
落
営
農
が
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
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私
た
ち
の
食
卓
に
知
ら
な
い
う
ち
に
入
り
込

み
つ
つ
あ
る
「
不
自
然
な
食
べ
物
＝
遺
伝
子
組

み
換
え
作
物
」。
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る

の
だ
ろ
う
？	

そ
の
市
場
の
9
割
を
支
配
す
る

米
モ
ン
サ
ン
ト
社
。
世
界
の
穀
物
市
場
に
大
き

な
影
響
力
を
持
つ
こ
の
多
国
籍
企
業
の
実
態
を

描
い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
す
。
作
中
に
登

場
す
る
各
国
の
深
刻
な
状
況
は
、
T
P
P
締
結

後
の
日
本
の
姿
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら

を
生
き
る
た
め
に
、
知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が

た
く
さ
ん
詰
ま
っ
た
作
品
で
す
。
　

2008年、フランス、カナダ、ドイツ　108分
監督：マリー＝モニク・ロバン／カナダ国立映画制
作庁・アルテフランス共同製作
9月1日より渋谷アップリンク他全国順次公開。
上映情報は公式サイトをご覧下さい。
⇒ http://www.uplink.co.jp/monsanto/

モ
ン
サ
ン
ト
の
不
自
然
な
食
べ
も
の

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

ン
ナ
ー
レ
（
3
年
に
1
度
）
の
里
山
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
今

年
で
5
回
目
を
迎
え
ま
す
。
東
京
23
区
よ
り
も
広
大
な
越
後
妻
有

（
新
潟
県
十
日
町
市
、
津
南
町
）
で
開
催
さ
れ
る
現
代
ア
ー
ト
の
全

作
品
紹
介
と
解
説
、
地
元
の
美
味
し
い
食
と
温
泉
、
宿
泊
、
地
図
、

交
通
案
内
や
時
刻
表
な
ど
が
充
実
。
さ
ら
に
今
回
か
ら
新
た
に
加

わ
っ
た
1
0
0
の
公
式
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
を
全
て
網
羅
し
て
い
る
の

で
、
お
気
に
入
り
の
テ
ー
マ
ツ
ア
ー
が
探
せ
ま
す
。

著者監修：北川フラム
／大地の芸術祭実行
委員会
¥1,260
美術出版社
2012年6月

大地の芸術祭
開催中〜9/17まで
www.echigo-tsumari.jp

美
術
手
帖
7
月
号
増
刊 

大
地
の
芸
術
祭

越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ

2
0
1
2  

公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

13



14



　5月に田植えした岩の作棚田の稲は、梅雨明け後の強い日差しを浴びなが
ら、力強い成長を続けています。田植えの時には心もとなく感じた１本植え、
２本植えの稲株も、今ではそれがどの列だったか、ほとんど見分けがつかな
いほどになりました。空にはオニヤンマが悠々と飛び、水辺ではイトトンボ
たちが可憐に舞っています。あぜ道の脇では、ヤブカンゾウ、ヤマユリ、オ

ニユリなどの夏の花が美を競っています山
際では、カワラナデシコの可憐な花が風に
ゆれていました。あの「なでしこジャパン」
ゆかりの花です。
　稲の生長ぶりからみると、９月中旬には
稲刈りの時期を迎えそうです。また岩の作
棚田でお会いしましょう。

（安井  一臣）

　坂折棚田にある棚田ビオトープにて「夏休み・子どもビオトープ観察会」
を８月４日（土）９:30から中野方町公民館活動の一環として開催しました。
参加者は幼稚園生・小学生の合計７名とその保護者。まずは、なごみの家で
プロジェクターを使用して棚田の生きもの、特にカエル類について説明しま
した。昨年は子供から「話しが長い」と指摘されたので、あっさりと終了し、
早速生物採集へ。子供たちは棚田ビオトープだけではなく、棚田ビオトープ
のすぐ下の坂折川でも魚取りを開始、カワムツを取っていました。棚田ビオ
トープでは、トノサマガエル（大きな固体も）、ツチガエル、ヤマアカガエル（幼
体）、サワガニ、ミヤマアカネ、バッタ類を採取、参加者みんなでどのよう
な生物を採取したか振り返りをしました。終わりに森林総合研究所森林農地
整備センターの川口さんの田んぼについてのお話をみんなで聞きました。暑
い日でしたので10:30終了。

（相田  明）

　伊豆半島は夏真っ盛り！海から吹き上げる爽やかな風に吹かれて、棚田の
稲たちもグングン育っています。でもこの時期、一緒になって育つのが、畦
の雑草…。ほっとくとカメムシなどの繁殖で、稲を痛めてしまいます。畦の

草刈りは、棚田にとって大切な作業。
でも人気ないんですね（笑）。7/7・
8日に企画した草刈りイベントは、残
念ながら催行人数に達せず、イベント
としては中止になりました。当日はス
タッフ2人とボランティア3人でさっぱ
りと五分刈りな感じにしてきました！
8/25、26日には2回目の草刈りと田
の草取り。そして10月初旬いよいよ稲
刈りです。 （高桑  智雄）

岩ノ作棚田の稲は順調に
成長しています

子どもビオトープ観察会

田んぼの『草刈り・草取り』

岩ノ作体験田 オニユリ

畦の草を刈っていきます 棚田がくっきりと浮かび上がりました

Project Report
プロジェクトレポート
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編
集
部
か
ら

　
右
側
の
「H

P

の
こ
こ
を
見

て
！
」
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す

が
、
こ
の
度
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
公
式facebook

ペ
ー
ジ
が
出

来
ま
し
た
。
今
回
、
新
た
に
棚

田
ネ
ッ
ト
事
務
局
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ス
タ
ッ
フ
に
な
っ
た
新
人
さ
ん

（
な
ん
と
、
25
歳
！
）
の
提
案
で
、

し
か
も
初
仕
事
と
し
て
制
作
ま

で
あ
っ
と
い
う
間
に
行
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
若
い
世
代
の
I
T
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
に
は
驚
き
で
す
！
　

　facebook

の
日
本
の
ユ
ー

ザ
ー
は
、
比
較
的
年
齢
層
が
高

く
、
棚
田
好
き
の
世
代
も
た
く

さ
ん
い
ま
す
。
ま
た
、H

P

や
ブ

ロ
グ
よ
り
気
軽
に
発
信
で
き
る

ツ
ー
ル
な
の
で
、
棚
田
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
と
し
て
積
極
的
に
活

用
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

会
員
さ
ん
の
中
で
、
ア
カ
ウ
ン
ト

を
持
っ
て
い
て
、
棚
田
情
報
を
発

信
し
た
い
と
い
う
方
、
現
在
ユ
ー

ザ
ー
か
ら
の
投
稿
も
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
！
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［今月の表紙］トキの餌場・ビオトープの草刈り／棚トレ2012 in 佐渡島にて


