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誰
も
が
一
度
は
疑
問
に
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

「
な
ぜ
、
寒
々
し
い
お
正
月
に
初
春
と
い
う
の
か
？
」

「
桃
の
節
供
に
は
、
な
ぜ
桃
が
咲
い
て
い
な
い
の
か
？
」

「
七
夕
は
、
な
ぜ
い
つ
も
雨
な
の
か
？
」
。
こ
れ
は
年
配

の
方
な
ら
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
普
段
使
っ
て

い
る
新
暦
カ
レ
ン
ダ
ー
と
明
治
の
初
め
ま
で
日
本
人
が

永
ら
く
使
っ
て
来
た
旧
暦
の
伝
統
的
感
覚
が
混
在
し
て

い
る
か
ら
で
す
。
太
陽
の
周
期
を
数
字
で
並
べ
た
合
理

的
な
新
暦
に
対
し
て
、
月
の
満
ち
欠
け
を
基
本
に
、
太

陽
の
季
節
を
二
十
四
節
気
と
し
て
組
み
込
ん
だ
複
雑
難

解
な
旧
暦
で
す
が
、
今
、
若
者
や
女
性
を
中
心
に
再
び

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
大
地
の
引
力
や
生
理
現
象
に
ま
で
影
響
を

与
え
る
月
の
リ
ズ
ム
へ
の
関
心
や
、
季
節
感
を
大
切
に

し
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
志
向
す
る
人
た
ち
の
必
然
的

な
再
発
見
と
い
え
る
か
も
し
ま
せ
ん
。

　

か
た
や
棚
田
も
合
理
的
な
大
規
模
農
法
に
対
し
て

は
、
旧
暦
と
同
じ
立
場
で
す
。
大
地
の
力
と
季
節
感
が

凝
縮
さ
れ
た
棚
田
に
は
、
旧
暦
の
リ
ズ
ム
感
が
ぴ
っ
た

り
で
す
。

　

棚
田
と
旧
暦
、
ず
っ
と
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た

も
の
を
思
い
出
し
て
み
ま
せ
ん
か
！

旧
暦
の
基
礎
知
識

　
今
か
ら
百
四
十
年
前
の
明
治
五

年
（
一
八
七
二
）
十
一
月
九
日
、

時
の
政
府
は
突
如
旧
暦
を
廃
止
し

て
、
太
陽
暦
を
採
用
す
る
と
発
表

し
た
。
旧
暦
と
は
太
陰
太
陽
暦
の

こ
と
で
あ
る
。

　
太
陰
太
陽
暦
と
は
そ
の
名
の
通

り
、
太
陰
つ
ま
り
天
空
の
月
の
満

ち
欠
け
に
よ
っ
て
日
を
数
え
、
そ

の
一
周
（
朔
望
月
と
い
う
）
を
も
っ

て
一
か
月
と
し
、
そ
の
十
二
か
月

を
一
年
と
す
る
暦
で
あ
る
。
一
朔

望
月
の
長
さ
は
約
二
十
九
日
半
な

の
で
、
そ
の
十
二
倍
の
一
年
は
約

三
五
四
日
と
な
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
地
球
が
太
陽
の
周

り
を
一
回
転
す
る
長
さ
（
一
太
陽

年
）
は
三
六
五
日
と
約
四
分
の
一

日
な
の
で
、
旧
暦
の
一
年
は
実
際

の
一
年
よ
り
約
十
一
日
短
い
。
し

た
が
っ
て
、
お
正
月
が
毎
年
十
一

日
ず
つ
早
く
や
っ
て
く
る
こ
と
に

な
り
、
十
数
年
後
に
は
真
夏
に
新

年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
両
者
の
差
が
一
カ
月

に
達
し
た
と
き
、
二
十
九
日
か

三
十
日
の
閏
月
を
挿
入
し
て
、
季

節
と
の
ず
れ
が
そ
れ
以
上
に
な
ら

な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
桃
の
花
が
散
っ
て
か
ら
の
雛

祭
り
に
な
っ
た
り
、
少
し
肌
寒
く

な
っ
て
の
お
月
見
に
な
っ
た
り
す

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
旧
暦
で
は
日
付

だ
け
で
は
正
確
な
季
節
を
知
る
こ

と
が
難
し
い
た
め
、
一
太
陽
年
を

約
十
五
日
ず
つ
に
分
け
た
二
十
四

節
気
を
併
用
す
る
。
二
十
四
節
気

や
そ
の
応
用
で
あ
る
八
十
八
夜
・

二
百
十
日
・
彼
岸
・
土
用
な
ど
は

太
陽
暦
に
基
づ
く
も
の
だ
か
ら
季

節
と
ず
れ
る
こ
と
は
な
い
。
農
家

は
こ
れ
を
目
安
に
し
て
い
た
。

　
日
本
で
は
千
数
百
年
前
に
中
国

か
ら
伝
え
ら
れ
た
旧
暦
を
使
っ
て

い
る
間
に
す
っ
か
り
身
に
付
い
て

し
ま
っ
た
か
ら
、
特
別
な
愛
着
を

持
た
れ
て
い
る
。

暦
の
会
・
会
長

岡
田 

芳
朗
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棚
田
の
農
事
暦

「
農
事
暦
」
実
際
は
ど
ん
な
も
の
？

　
棚
田
に
限
ら
ず
日
本
の
農
業
に
欠

か
せ
な
い
カ
レ
ン
ダ
ー
は
「
季
節
」

で
す
。
お
そ
ら
く
暦
が
な
い
頃
は
、

季
節
の
目
安
に
な
る
植
物
の
開
花
や

小
動
物
の
動
き
、
つ
ま
り
周
辺
の
山

川
草
木
の
変
化
が
カ
レ
ン
ダ
ー
そ
の

も
の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

　
こ
ぶ
し
の
花
は
「
種
ま
き
桜
」「
田

打
ち
桜
」
と
も
呼
ば
れ
、
田
起
こ
し

の
季
節
の
目
安
に
な
り
、
山
の
麓
で

は
、
山
肌
の
残
雪
の
形
が
代
か
き
や

筋
蒔
き
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
教
え
て
く

れ
る
「
雪
形
」
と
し
て
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
そ
れ
ら
の
季
節
の
節
目
は
、
江
戸

時
代
に
広
が
っ
た
旧
暦
の
二
十
四
節

気
と
の
親
和
性
が
高
く
、
棚
田
の
農

事
暦
は
、
旧
暦
と
経
験
的
な
言
い
伝

え
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
根
付
い
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
桜
が
咲
い
た
ら
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
種
を
蒔
く
」 

こ
こ
で
い
う
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
は
飼
料
用
。
日
本
の
酪
農
の
発
祥
地
・
南
房
総

あ
た
り
で
。
桜
の
花
は
寒
暖
に
よ
っ
て
咲
く
時
期
が
１
カ
月

も
ず
れ
た
り
す
る
の
で
、
開
花
を
目
印
に
し
た
の
で
し
ょ
う
。

「
郭
公
が
鳴
い
た
ら
豆
を
蒔
け
」
郭
公
は
５
月
ご
ろ
日
本
に

渡
っ
て
く
る
夏
鳥
。
５
月
に
な
れ
ば
遅
霜
の
心
配
も
ほ
ぼ
な

く
な
り
ま
す
。
あ
ま
り
早
く
蒔
く
と
、
地
温
も
低
く
栽
培
期

間
も
長
く
な
り
、
い
い
豆
に
な
ら
な
い
そ
う
で
す
。

「
自
分
が
子
供
の
頃
、
年
寄
り
の
女
衆
が
旧
暦
の
14
日
と
か

15
日
の
夜
に
、
念
仏
講
の
よ
う
な
集
ま
り
を
開
い
て
い
た
。
そ

の
と
き
の
き
ま
っ
た
挨
拶
と
し
て
『
こ
の
節
こ
の
頃
〜
』
と
言
っ

て
た
な
ぁ
。『
こ
の
節
こ
の
頃
、（
お
天
気
が
○
○
）
〜
』
と
か

『
こ
の
節
こ
の
頃
、（
作
物
の
出
来
が
○
○
）
〜
』
と
か
。
ど
う

い
う
意
味
な
の
？
と
訊
い
た
ら
、『
よ
く
気
が
つ
い
た
ね
。
節

と
い
う
の
は
二
十
四
節
気
の
節
な
ん
だ
よ
』
と
教
え
て
く
れ
た
。

今
は
も
う
、
そ
ん
な
集
ま
り
も
な
い
し
、
挨
拶
も
聞
か
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
け
ど
ね
」　

鴨
川
の
川
代
集
落
の
篤
農
家
・
安
西
さ
ん
の
話

信
州
・
川
中
島
平
で
は
、「
半
夏
過
ぎ
ま
で
田
植
え
は
す
る
な
」

「
す
じ
蒔
き
小
満
、
田
植
え
半
夏
、
出
穂
二
百
十
日
〜
」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
川
中
島
平
の
稲
作
で
は
、（
わ
き
水
な
ど
で

な
く
）
千
曲
川
の
水
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
土
が
砂
地
質

な
の
で
田
ん
ぼ
に
水
が
な
か
な
か
溜
ま
ら
ず
、
水
量
が
た
く
さ

ん
必
要
だ
と
の
こ
と
。
そ
の
た
め
、
他
の
地
域
よ
り
後
に
田
植

え
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

旧
暦
の
二
十
四
節
気
は

農
作
業
の
め
や
す
で
し
た

立 

春 

り
っ
し
ゅ
ん 

暖
か
い
地
方
で
は
、梅
が
咲
き
始
め
る
。
前
日
は
節
分
。

雨 

水 

う
す
い 

 

雪
が
解
け
る
。
草
や
木
の
芽
が
生
え
、
ウ
グ
イ
ス
の
声

が
聞
こ
え
て
く
る
。

啓 

蟄 

け
い
ち
つ 

 

冬
ご
も
り
し
て
い
た
虫
が
地
上
に
出
て
く
る
。
フ
キ
ノ

ト
ウ
が
ほ
こ
ろ
ぶ
。

春 

分 

し
ゅ
ん
ぶ
ん 

花
冷
え
。
昼
と
夜
の
長
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
。
春
の
彼
岸
。

清 

明 

せ
い
め
い 

関
東
地
方
で
は
桜
が
満
開
。　

穀 

雨 

こ
く
う 

 

田
畑
の
準
備
が
整
う
。
恵
み
の
雨
が
降
り
、
穀
物
の

成
長
を
助
け
る
。

立 

夏 

り
っ
か 

 

夏
の
気
配
を
感
じ
は
じ
め
る
。
田
ん
ぼ
で
は
カ
エ
ル
が

鳴
き
は
じ
め
る
。

小 

満 

し
ょ
う
ま
ん 

草
や
木
が
成
長
す
る
。
早
い
地
方
で
は
梅
雨
入
り
。

芒 

種 

ぼ
う
し
ゅ 

 

稲
な
ど
の
苗
を
植
え
る
、
田
植
え
の
目
安
。
農
家
は

多
忙
に
な
る
。
衣
替
え
の
季
節
。

夏 
至 

げ
し 

１
年
の
う
ち
で
一
番
昼
が
長
く
、
夜
が
短
い
日
。

小 
暑 
し
ょ
う
し
ょ 

も
う
す
ぐ
梅
雨
明
け
。
集
中
豪
雨
に
注
意
。

大 

暑 
た
い
し
ょ 

本
格
的
な
夏
の
幕
開
け
。
夏
休
み
。

立 

秋 

り
っ
し
ゅ
う  

猛
暑
。
こ
日
を
境
に
徐
々
に
涼
し
く
な
る
と
さ
れ
る
。

残
暑
見
舞
い
。

処 

暑 

し
ょ
し
ょ 

 

暑
さ
も
終
わ
る
時
期
。
朝
晩
は
過
ご
し
や
す
く
な
る
。

台
風
シ
ー
ズ
ン
到
来
。

白 

露 

は
く
ろ 

草
の
葉
に
白
い
露
が
つ
く
。

秋 

分 

し
ゅ
う
ぶ
ん  

昼
の
長
さ
と
夜
の
長
さ
が
だ
い
た
い
同
じ
に
な
る
日
。

秋
の
彼
岸
。

寒 

露 

か
ん
ろ 

 

稲
刈
り
も
そ
ろ
そ
ろ
終
盤
。
草
の
葉
に
冷
た
い
露
が
結
ぶ
。

霜 

降 

そ
う
こ
う 

 

寒
い
地
方
で
は
、
早
朝
、
霜
が
降
り
は
じ
め
る
。
紅

葉
シ
ー
ズ
ン
。

立 

冬 

り
っ
と
う 

初
雪
の
便
り
が
聞
こ
え
て
く
る
。

小 

雪 

し
ょ
う
せ
つ 

冷
え
込
み
が
厳
し
く
な
る
。　

大 

雪 

た
い
せ
つ 

 

霜
柱
が
立
ち
、
北
の
地
方
で
は
根
雪
が
積
も
り
は
じ
め
る
。

冬 

至 

と
う
じ 

 

１
年
の
う
ち
で
一
番
夜
が
長
く
、
昼
が
短
い
日
。
カ
ボ

チ
ャ
を
食
べ
、
ユ
ズ
湯
で
体
を
温
め
る
。

小 

寒 

し
ょ
う
か
ん 

寒
の
入
り
。
池
の
氷
の
厚
さ
が
増
す
。

大 

寒 

だ
い
か
ん 

寒
さ
が
一
番
厳
し
い
。
こ
こ
か
ら
少
し
ず
つ
春
に
向
か
う
。
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雪
形
と
農
作
業

　
雪
国
の
山
里
で
は
、
春
に
な
っ
て

山
の
残
雪
が
形
を
作
る
よ
う
に
な
る

と
、
そ
れ
を
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
見

立
て
て
農
作
業
の
目
安
に
し
て
き
ま

し
た
。
寒
く
て
雪
が
多
い
年
と
、
雪

が
少
な
い
暖
冬
の
年
で
は
、
雪
形
が

現
れ
る
時
期
が
ず
れ
る
た
め
、
合
理

的
な
農
事
暦
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
雪
が
融
け
て
露
出
し
た
山
肌
の
形

を
見
立
て
る
場
合
は
ネ
ガ
型
、
残
っ

た
雪
の
形
を
見
立
て
る
場
合
は
ポ
ジ

型
と
呼
ば
れ
ま
す
。
新
潟
県
や
長
野

県
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
愛
媛

県
や
兵
庫
県
に
も
伝
わ
っ
て
い
る
そ

う
で
す
。

旧
暦
に
興
味
を
感
じ
た
ら
読
ん
で
み

よ
う
。「
こ
れ
、聞
い
た
こ
と
が
あ
る
」

「
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
ね
！
」　

そ
ん
な
発
見
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　
立
春
・
夏
至
・
秋
分
・
冬
至
な
ど
の
言

葉
。
こ
れ
ら
は
「
二
十
四
節
気
」
の
中
の
一

つ
で
す
。
旧
暦
に
は
ほ
か
に
、
雑
節
、
五

節
句
、
七
十
二
候
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り

ま
す
。
暮
ら
し
の
中
に
季
節
が
あ
っ
た
時

代
の
知
恵
で
し
ょ
う
か
。
千
年
の
都
・
京

都
の
放
送
局
が
編
集
し
た
、
古
き
よ
き
文

化
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
一
冊
で
す
。

「
雪
形
」
実
際
は
ど
ん
な
も
の
？長

野
県
白
馬
村
の
白
馬
岳

（
2
9
3
3
㍍
）
に
、
５

月
中
旬
〜
下
旬
頃
に
出
現

す
る
馬
形
の
雪
形
（
ネ
ガ

型
）。
こ
の
出
現
を
見
て
田

の
代
掻
き
を
始
め
る
。

新
潟
県
佐
渡
市
の
金
北
山

（
1
1
7
2
㍍
）
に
４
月
中

旬
に
出
現
す
る
猿
形
の
雪

形（
ネ
ガ
型
）。
右
が
雄
猿
、

左
が
雌
猿
。
こ
の
出
現
を

見
て
、苗
代
に
種
蒔
き
（
筋

蒔
き
）
を
始
め
る
。

白
馬
岳
の
「
代
掻
き
馬
」

金
北
山
の
「
種
蒔
き
猿
」

鈴木充広著
河出書房新社
2005年
￥1575（税込）

京都放送編
2007年
￥1260（税込）

旧
暦
び
よ
り
〜
二
十
四
の
季
節
あ
そ
び

暮
ら
し
に
生
か
す
旧
暦
ノ
ー
ト

　
著
者
は
海
上
保
安
庁
に
勤
め
る
専
門

官
。
暦
や
天
文
計
算
な
ど
が
趣
味
で
、
い

ろ
い
ろ
な
質
問
に
答
え
て
い
る
う
ち
に
、

そ
れ
を
ま
と
め
た
「
こ
よ
み
の
ペ
ー
ジ
」
と

い
う
W
e
b
サ
イ
ト
を
作
っ
て
し
ま
い
、

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
本
で
す
。
新
暦
と
旧

暦
の
関
係
、
旧
暦
に
ま
つ
わ
る
誤
解
、
お

月
様
の
満
ち
欠
け
と
呼
び
名
、
な
ど
の
ほ

か
、
暦
の
雑
学
・
こ
ぼ
れ
話
も
満
載
。

棚田ネットワークが平成 25 年版『旧暦 棚田ごよみ』作りました！詳しくは裏表紙の案内を見てください！





知
る
人
ぞ
知
る 

首
都
圏
の
棚
田

　

葉
山
の
棚
田
は
、
か
つ
て
は
「
千
枚

田
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
規
模
で
し
た
。

今
残
っ
て
い
る
の
は
64
枚
、
2
・
3
㌶
。

６
軒
の
農
家
が
耕
作
し
て
い
ま
す
。
そ

れ
を
お
手
伝
い
し
て
い
る
の
が
「
葉
山 

山
里
会
」
で
す
。
団
体
と
し
て
の
ス
タ
ー

ト
は
2
0
0
4
年
で
す
が
、
そ
れ
以
前

に
も
農
家
の
人
た
ち
と
の
お
付
き
合
い

は
あ
り
ま
し
た
。
都ま

会ち

の
人
は
遊
び
半

分
だ
と
思
わ
れ
が
ち
で
、
農
家
の
信
用

を
得
る
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
農

家
自
身
が
、
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る

場
所
の
価
値
を
再
認
識
す
る
こ
と
も
必

要
で
し
た
。

　

こ
こ
の
田
ん
ぼ
の
水
は
湧
き
水
で
す
。

葉
山
は
湧
き
水
が
豊
富
で
、
こ
の
あ
た

り
の
地
下
深
く
に
は
湖
が
あ
る
と
も
い

わ
れ
ま
す
。
湘
南
国
際
村
が
出
来
た
と

き
に
、
地
元
振
興
策
と
し
て
水
路
を
整

備
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
普
段
は
山
の

中
腹
に
あ
る
タ
ン
ク
に
湧
き
水
を
溜
め

て
お
き
、
必
要
に
な
っ
た
ら
パ
イ
プ
を

繋
い
で
バ
ル
ブ
を
開
け
、
不
要
に
な
っ

た
ら
外
し
て
閉
め
ま
す
。
そ
れ
だ
け
な

の
で
、
水
管
理
は
と
て
も
楽
で
す
。

　

下
の
方
に
は
比
較
的
大
き
な
田
も
あ

り
ま
す
が
、
上
の
方
は
小
さ
い
田
が
多

い
で
す
。
傾
斜
が
あ
る
の
で
、
刈
っ
た

稲
を
運
び
上
げ
る
の
は
高
齢
の
農
家
に

は
大
変
で
す
。
山
里
会
が
手
伝
う
よ
う

に
な
っ
て
、
何
日
も
か
か
っ
て
い
た
稲

刈
り
が
２
日
で
終
わ
る
よ
う
に
な
り
、

と
て
も
喜
ば
れ
て
い
ま
す
。

 

黙
々
と
手
伝
う

　

山
里
会
は
援
農
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
。

あ
く
ま
で
も
、
こ
の
地
域
の
農
家
の
営

農
を
お
手
伝
い
し
て
、
里
山
の
景
観
や

文
化
を
守
っ
て
い
く
の
が
目
的
で
す
。

田
畑
で
出
来
た
米
や
野
菜
な
ど
は
基
本

的
に
農
家
の
自
家
用
で
す
。
研
修
用
の

畑
も
あ
り
ま
す
が
、
市
民
農
園
の
よ
う

に
自
分
た
ち
が
作
り
た
い
作
物
を
作
る

よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

県
が
実
施
し
た
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

事
業
を
き
っ
か
け
に
、
団
体
と
し
て
発

営
農
を
支
え
て
共
に
守
る
里
山
の
風
景

上：棚田全景／下左：苗箱に種籾を蒔く／下中：畔には大豆。これがおいしい！／下右：田の草取り

神
奈
川
県
葉
山
町
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足
し
ま
し
た
。
最
初
に
手
を
挙
げ
た
の

は
60
人
ほ
ど
。
で
も
、
小
さ
な
子
供
さ

ん
と
一
緒
だ
っ
た
り
、
遊
び
心
で
参
加

し
た
り
。
趣
旨
を
き
ち
ん
と
説
明
し
た

ら
、
半
分
ぐ
ら
い
に
減
り
ま
し
た
。

　

最
初
は
里
山
の
紹
介
を
し
た
り
し
て

い
ま
し
た
が
、
段
々
と
活
動
を
広
げ
て
、

田
ん
ぼ
の
手
伝
い
の
ほ
か
、
大
根
な
ど

重
い
野
菜
の
収
穫
も
手
伝
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
竹
林
の
整
備
も
行
っ
て
い

ま
す
。

　

農
業
体
験
の
受
け
入
れ
と
か
、
都
市

の
人
た
ち
と
の
交
流
イ
ベ
ン
ト
な
ど
は

実
施
し
て
い
ま
せ
ん
。
行
政
は
や
り
た

い
み
た
い
で
、「
皆
さ
ん
に
理
解
し
て
も

ら
う
た
め
に
は
‥
‥
」
な
ど
と
言
っ
て

い
ま
す
が
。

　

年
末
に
一
度
だ
け
、
慰
労
を
兼
ね
て
餅も

ち

搗つ

き
を
し
ま
す
。
搗
き
た
て
を
食
べ
た

り
、
藁
で
し
め
飾
り
を
作
っ
た
り
。
正

月
の
餅
を
持
ち
帰
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

参
加
す
る
の
は
農
家
さ
ん
と
会
員
だ
け

で
、
部
外
者
は
お
断
り
し
て
い
ま
す
。

　

行
政
か
ら
財
政
的
な
補
助
は
も
ら
っ

て
い
ま
せ
ん
。
作
業
を
す
る
に
は
道
具

が
必
要
な
の
で
す
が
、
幸
い
私
た
ち
の

活
動
に
賛
同
し
て
く
れ
る
企
業
さ
ん
が

あ
っ
て
、
助
成
を
い
た
だ
け
た
の
で
、

そ
れ
で
必
要
な
も
の
を
購
入
し
ま
し
た
。

　

会
員
は
、
年
齢
30
代
か
ら
80
代
ま
で
。

葉
山
町
民
だ
け
で
な
く
逗
子
や
横
須
賀

な
ど
か
ら
も
参
加
し
て
い
ま
す
。
都
市

住
民
ば
か
り
で
、
農
業
の
経
験
者
は
い

ま
せ
ん
が
、
１
～
２
年
で
慣
れ
て
活
動

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
作
業
は
基

本
的
に
朝
８
時
半
に
集
合
し
４
時
で
終

了
。
無
理
せ
ず
長
続
き
す
る
よ
う
に
と

決
め
ま
し
た
。
い
ま
15
人
ほ
ど
な
の
で
、

少
し
増
や
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
も
続
く〝
結ゆ
い

〟の
文
化

　

こ
こ
の
棚
田
の
農
家
は
、
全
部
の
田

ん
ぼ
作
業
を
お
互
い
に
手
伝
い
合
っ
て

や
っ
て
い
ま
す
。
お
金
を
出
し
合
っ
て
、

機
械
の
燃
料
代
も
そ
こ
か
ら
出
す
し
、

左：農家の庭先で脱穀作業／中：稲刈り終了／右：稲が積み上がっていく

■ 棚田へのアクセス
【公共交通】�ＪＲ横須賀線逗子駅から京

浜急行バス「衣笠駅行」、上
山口小学校または新沢で下
車、徒歩５分

【自�動�車】��横浜横須賀道路横須賀ＩＣ
を降り、県道27号を西へ。
インターから約５分

■ お問い合わせ
葉山山里会　会長・角田輝男�
TEL&FAX：046-875-5078

食
事
も
一
緒
に
食
べ
ま
す
。
今
も
結
が

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
私

た
ち
も
そ
の
中
に
入
れ
て
も
ら
っ
て
い

ま
す
。

　

以
前
、「
あ
な
た
の
好
き
な
葉
山
の
風

景
」
と
い
う
町
民
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
っ

た
ん
で
す
。
１
位
が
長
者
ヶ
崎
、
２
位

が
森
戸
神
社
と
そ
こ
か
ら
見
え
る
富
士

山
、
３
位
が
棚
田
で
し
た
。
そ
ん
な
結

果
を
見
る
と
、
や
っ
ぱ
り
守
っ
て
い
か

な
く
ち
ゃ
、
と
思
い
ま
す
ね
。

葉
山 

山
里
会
　
会
長
　
角
田
輝
男

※�

こ
の
記
事
は
、
山
里
会
の
角
田
会
長
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
元
に
構
成
し
ま
し
た
。
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８
月
20
日
、
徳
島
・
上
勝
町
の

谷
崎
勝
祥
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
ま

し
た
。

　

一
緒
に
深
夜
の
ラ
ジ
オ
に
出
演
し

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
2
0
0
9

年
の
春
か
ら
一
年
間
、
会
報
に
「
樫

原
の
稲
作
日
記
」
を
連
載
し
て
く
れ

ま
し
た
。「
樫
原
は
耕
作
道
や
山
神

さ
ん
が
二
百
年
前
の
絵
図
面
と
変

わ
っ
て
い
な
い
ん
だ
よ
」
と
、
誇
ら

し
げ
で
し
た
。

　

高
知
県
檮
原
町
で
開
か
れ
た
最

初
の
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
に
参
加
し
て
か

ら
、
ず
っ
と
「
上
勝
で
サ
ミ
ッ
ト
を

や
り
た
い
」
と
願
っ
て
い
た
谷
崎
さ

ん
。
開
催
を
見
届
け
て
逝
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
丸
い
優
し
い
顔

と
穏
や
か
な
語
り
口
を
、
忘
れ
ま

せ
ん
。

（
高
野
光
世
）

谷崎勝祥さん追悼

8

2009年に寄稿いただいていた会報と、連載記事。地域の文化と活動を毎回
写真と楽しい文章で伝えてくれました。



　
海
南
市
は
、
県
の
北
西
部
に
あ
り
、

海
岸
部
は
紀
北
臨
海
工
業
地
帯
に
属

し
、
大
工
場
の
煙
突
が
林
立
し
て
い

る
が
、
内
陸
部
は
ミ
カ
ン
・
カ
キ
・

モ
モ
・
ビ
ワ
な
ど
各
種
の
果
樹
栽
培

が
盛
ん
な
農
業
地
帯
で
あ
る
。
海
老

谷
は
市
の
南
東
部
、
内
陸
の
標
高

5
0
0
㍍
前
後
の
山
が
連
な
る
長
峰

山
脈
の
北
斜
面
中
腹
に
位
置
し
、
平ヒ
ラ

核タ
ネ

無ナ
シ

カ
キ
や
ミ
カ
ン
の
栽
培
が
盛
ん

な
集
落
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

　
海
老
谷
は
、
2
0
0
3
年
か
ら
棚

田
オ
ー
ナ
ー
制
を
実
施
、
調
査
地
の

一
つ
と
考
え
て
い
た
が
、
訪
ね
る
機

会
が
な
か
っ
た
。
そ
の
機
会
を
作
っ

て
く
れ
た
の
が
2
0
1
1
年
徳
島
県

上
勝
町
の
全
国
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
で
出

会
っ
た
和
歌
山
県
有
田
振
興
局
の
職

員
林
裕
光
さ
ん
、
案
内
を
す
る
の
で

訪
ね
て
き
て
下
さ
い
と
誘
わ
れ
た
。

9

紀
州
長
峰
山
脈
北
斜
面
の
棚
田

和
歌
山
県
海
南
市
海
老
谷

�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。

棚
田
と
果
樹
園
の
階
段
耕
作

「
梯て
い

田で
ん

」
の
風
景

　

2
0
1
2
年
5
月
下
旬
、
林
さ
ん
と

同
僚
の
和
歌
山
県
農
業
農
村
整
備
課
の

岡
村
成
実
さ
ん
、
海
草
振
興
局
の
鶴
尾

由
希
さ
ん
の
3
人
が
同
行
、
林
さ
ん
が

運
転
す
る
車
で
海
老
谷
を
訪
ね
た
。
車

中
、
2
0
1
3
年
に
有
田
川
町
で
開
か

れ
る
予
定
の
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
が
話
題
に

な
っ
た
。
県
の
担
当
者
で
あ
る
岡
村
さ

ん
は
、
和
歌
山
県
で
は
水
田
の
棚
田
と

と
も
に
、
ミ
カ
ン
を
初
め
と
す
る
果
樹

園
の
段
々
畑
も
取
り
上
げ
、
階
段
耕
作

の
問
題
を
扱
い
た
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、

私
が
中
国
で
は
水
田
、
畑
を
問
わ
ず
階

段
耕
作
地
の
こ
と
を
梯
田
と
い
う
の
で

「
梯
田
サ
ミ
ッ
ト
」
に
し
た
ら
ど
う
で
す

と
云
う
と
、
い
い
ヒ
ン
ト
を
貰
っ
た
と

い
っ
て
喜
び
、
皆
で
盛
り
上
が
っ
た
。

　

海
老
谷
へ
の
ル
ー
ト
は
、
海
南
駅
の

南
を
東
西
に
走
る
国
道
3
7
0
号
を
東

進
、
阪
井
の
交
差
点
を
右
折
し
て
県
道

1
6
9
号
に
入
る
。
木
津
の
交
差
点
を

右
折
、
山
に
向
か
っ
て
国
道
4
2
4
号

を
南
下
す
る
。
周
辺
に
溜
池
が
多
い
の

は
用
水
に
利
用
で
き
る
大
き
な
河
川
が

な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
次つ

ケげ

谷だ
に

の
集
落

を
過
ぎ
、
珍
し
い
か
な
文
字
の
集
落
ひ

や
水
に
あ
る
酒
屋
、
小
島
商
店
横
か
ら

狭
い
一
般
道
に
入
る
。
こ
の
辺
り
の
標

高
が
1
0
0
㍍
、
海
老
谷
の
最
高
所
が

2
5
0
㍍
な
の
で
急
坂
を
上
り
、
集
落

に
到
着
す
る
。

　

公
共
の
交
通
機
関
は
、
海
老
谷
ま
で
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1
日
2
便
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が
あ

る
が
、
ほ
と
ん
ど
利
用
で
き
な
い
。
か

わ
り
に
、
海
南
駅
前
か
ら
生お

石い
し

高
原
登

山
口
を
結
ぶ
1
時
間
に
2
便
運
行
し
て

い
る
大だ

い

十じ
ゅ
うオ
レ
ン
ジ
バ
ス
を
利
用
、
阪

井
で
下
車
し
、
あ
と
は
歩
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

水
を
湛
え
点
在
す
る
棚
田

最
盛
期
の
景
観
を
想
像
す
る

　

集
落
は
、
家
屋
が
標
高
1
5
0
～

2
5
0
㍍
の
間
に
点
在
し
、
中
心
も
明

確
で
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
棚
田
も
点
々

と
あ
る
の
で
、
案
内
が
な
け
れ
ば
簡
単
に

見
て
ま
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
、

集
落
の
入
り
口
、
急
坂
を
上
り
始
め
る

辺
り
に
一
塊
の
棚
田
が
あ
り
、
田
植
え

に
備
え
水
が
湛
え
ら
れ
て
い
た
。
傾
斜

6
分
の
1
の
斜
面
に
8
枚
、
等
高
線
状

の
形
状
を
し
て
い
る
。
最
上
段
の
棚
田

は
１
枚
が
20
㌃
も
あ
り
広
い
が
、
そ
の

他
は
3
～
4
㌃
、
石
積
み
の
高
さ
は
1

～
2
㍍
ほ
ど
。
畦
は
定
規
を
当
て
た
よ

う
に
仕
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
畦
塗
機
が

使
用
さ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
さ
ら

に
上
る
と
、
道
の
下
に
広
さ
が
1
～
3

㌃
の
棚
田
が
5
枚
見
え
る
が
、
い
ず
れ

も
放
棄
さ
れ
て
お
り
、
石
積
み
も
判
ら

な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

3
～
4
戸
の
家
屋
が
あ
つ
ま
り
、
集
落

の
中
心
と
思
わ
れ
る
部
分
の
東
側
に
は

5
段
の
石
積
み
の
棚
田
が
あ
る
。
最
上

段
は
育
苗
に
用
い
ら
れ
、
2 

段
目
の
最

も
ひ
ろ
い
8
㌃
ほ
ど
の
棚
田
で
は
ト
ラ

ク
タ
ー
に
よ
る
代
掻
き
が
行
わ
れ
て
い

た
。
2
段
目
以
外
は
、
1
枚
が
2
～
4
㌃

の
広
さ
で
、
2
～
4
㍍
の
高
さ
の
石
積

み
が
築
か
れ
て
い
る
。
支
脈
の
尾
根
を

越
え
た
小
さ
な
谷
の
部
分
に
オ
ー
ナ
ー

制
に
利
用
さ
れ
て
い
る
棚
田
が
あ
っ
た
。

傾
斜
4
分
の
1
の
斜
面
に
等
高
線
状
の

棚
田
が
7
枚
、
1
枚
が
2
㌃
、
石
積
み

の
高
さ
は
2
・
5
㍍
ほ
ど
。
こ
の
う
ち
、

道
路
に
近
い
下
の
4
枚
が
オ
ー
ナ
ー
田

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

景
観
が
優
れ
て
い
る
棚
田
は
標
高

2
0
0
～
2
5
0
㍍
、
集
落
の
最
も
高

い
部
分
に
あ
る
。
隣
の
集
落
東
畑
へ
向

か
う
道
か
ら
眺
め
る
の
が
よ
い
。
傾
斜

5
分
の
1
の
西
向
き
斜
面
に
3
列
、
そ

れ
ぞ
れ
30
段
近
く
の
棚
田
が
並
ん
で
い

る
。
1
枚
が
2
～
4
㌃
、
石
積
み
の
高

さ
2
～
3
㍍
、
形
状
は
等
高
線
状
で
あ

る
。
各
列
は
上
・
中
・
下
段
の
3
つ
の

部
分
に
わ
か
れ
、
各
段
の
上
段
部
分
は

転
作
さ
れ
平
核
無
カ
キ
の
畑
、
中
段
部

分
の
み
が
耕
作
さ
れ
て
お
り
、
下
段
部

分
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
米
の
生
産
調

整
強
化
に
よ
り
転
作
・
放
棄
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
が
水
田

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
れ
ば
1
0
0
枚

以
上
の
見
事
な
棚
田
景
観
が
見
ら
れ
た

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

米
・
ミ
カ
ン
・
カ
キ
の
栽
培
が

経
営
の
三
本
柱

　

農
繁
期
の
作
業
を
邪
魔
し
た
く
な
い

の
で
、
夜
4
人
で
集
会
所
を
訪
ね
、
峯

本
稔
さ
ん
に
会
っ
た
。
峯
本
さ
ん
は
、

認
定
農
業
者
、
中
山
間
地
域
等
直
接
支

払
の
海
老
谷
地
区
代
表
、
和
海
地
方
農

業
士
会
会
長
、
Ｊ
Ａ
な
が
み
ね
カ
キ
部

会
会
長
な
ど
を
務
め
る
篤
農
家
、
59
歳
、

奥
さ
ん
55
歳
、
7
年
前
に
就
農
し
た
長

男
31
歳
の
3
人
が
農
業
専
従
者
で
あ
り
、

棚
田
地
域
で
は
珍
し
い
主
業
・
専
業
農

家
で
あ
る
。
米
・
ミ
カ
ン
・
カ
キ
の
栽

培
が
経
営
の
三
本
柱
に
な
っ
て
い
る
。

家
族
は
他
に
父
97
歳
、
母
93 

歳
の
両
親
が

健
在
で
あ
る
が
、
高
齢
の
た
め
留
守
番

を
す
る
ぐ
ら
い
だ
そ
う
だ
。

　

峯
本
さ
ん
は
、
農
業
高
校
を
卒
業
と

同
時
に
両
親
を
助
け
就
農
し
た
。
現
在
、

水
田
は
自
作
地
30
枚
60
㌃
と
小
作
地
5

枚
40
㌃
の
合
計
1
㌶
を
歩
行
型
畦
塗
機
・

小
型
ト
ラ
ク
タ
ー
（
15
馬
力
）、
乗
用
4

条
植
田
植
機
、
2
条
刈
コ
ン
バ
イ
ン
を

用
い
て
耕
作
し
て
い
る
。
海
老
谷
で
は
、

ほ
と
ん
ど
の
専
業
農
家
が
小
型
で
も
40

～
50
万
円
は
す
る
畦
塗
機
を
所
有
し
て

い
る
そ
う
だ
。

　

果
樹
は
、
標
高
2
0
0
㍍
以
上
の
水
利

1：小型のトラクターで代掻き／ 2：カキの摘蕾。
大きな実にするため蕾の80％を摘み取る、手間の
かかる作業／3：村で見かけたほほえましい看板

1

2

3



　集落は戸数31戸、そのうち非農家が5戸、残り
の10戸が専業農家、16戸が兼業農家である。中
山間地域等直接支払の対象面積が14㌶、水田
から転作した果樹園が15㌶、水田の耕作放棄地
が25㌶ほどというから、かつては50㌶以上の水
田があったことになる。専業農家は平均水田60
㌃と果樹園1㌶以上を耕作しているという。棚田
オーナー制は、直接支払を受ける条件の一つと
して都市住民との交流があげられていることから、
2003年に導入され、会費3万円、保証玄米40㌔、
田植え・稲刈り・脱穀の農業体験をメニューにし
て実施されている。2009年には29組の組数で、
体験日には集落から20名以上が参加し盛り上がっ
たが、今年は組数が7組、田植えの時集落から
の参加者が13名ほどで、すこし淋しかったと仰る。

11

の
便
が
悪
い
傾
斜
地
を
利
用
し
た
ミ
カ

ン
畑
1
㌶
、
そ
の
う
ち
の
10
㌃
は
水
田

か
ら
の
転
作
、
そ
れ
と
カ
キ
畑
80
㌃
を

所
有
。
ミ
カ
ン
は
温
州
ミ
カ
ン
、
大
手

ス
ー
パ
ー
と
の
契
約
栽
培
で
、
10
月
下

旬
か
ら
12
月
下
旬
に
か
け
て
収
穫
さ
れ
、

自
宅
の
簡
易
低
温
施
設
に
貯
蔵
、
11
月

初
旬
～
2
月
下
旬
に
出
荷
さ
れ
る
。

　

カ
キ
は
父
親
の
代
ま
で
40
㌃
の
畑
で

富
有
カ
キ
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
稔
さ
ん
が
23
歳
で
経
営
を
担
う
よ
う

に
な
っ
た
時
、
転
作
田
40
㌃
を
利
用
し

て
、
カ
キ
部
会
で
知
っ
た
刃と

根ね

早わ

生せ

と

よ
ば
れ
る
品
種
の
渋
カ
キ
、
平
核
無
カ

キ
を
導
入
し
た
。
こ
の
決
断
を
父
親
に

相
談
せ
ず
に
行
っ
た
の
で
、
当
初
怒
ら

れ
た
が
、
平
核
無
カ
キ
は
病
虫
害
に
強

く
、
栽
培
が
容
易
で
、
値
段
の
う
え
で

も
富
有
カ
キ
に
く
ら
べ
遜
色
が
な
か
っ

た
の
で
納
得
し
て
も
ら
い
、
既
存
の
富

有
カ
キ
も
少
し
ず
つ
平
核
無
カ
キ
に
転

換
、
現
在
で
は
す
べ
て
平
核
無
カ
キ
の

畑
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、

一
昨
年
か
ら
は
転
作
田
10
㌃
を
利
用
し

て
シ
ョ
ウ
ガ
の
栽
培
も
始
め
た
そ
う
だ
。

休
む
間
も
な
く
作
業

し
っ
か
り
と
棚
田
を
守
る

　

翌
日
、
駅
前
か
ら
一
人
で
登
山
口
行
き

の
バ
ス
に
乗
り
、
阪
井
の
バ
ス
停
で
下

車
、
海
老
谷
集
落
の
最
も
高
い
と
こ
ろ

に
あ
る
峯
本
さ
ん
の
家
ま
で
歩
い
て
み

た
。
距
離
お
よ
そ
5
㌔
、
標
高
差
2
1
0

㍍
の
道
は
年
寄
り
に
は
か
な
り
き
つ
い
。

集
落
に
入
る
と
道
は
一
段
と
険
し
く
、

傾
斜
5
分
の
1
、
ま
と
ま
っ
た
平
坦
地

が
な
く
、
集
落
が
散
在
す
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

集
落
を
半
分
以
上
上
っ
た
と
こ
ろ
で
、

畑
仕
事
を
し
て
い
た
谷
口
明
子
さ
ん
に

声
を
か
け
ら
れ
た
。
阪
井
の
バ
ス
停
か
ら

歩
い
て
き
た
と
い
っ
た
ら
、
び
っ
く
り

さ
れ
た
。
谷
口
さ
ん
は
義
父
母
と
3
人

で
水
田
30
㌃
と
ミ
カ
ン
畑
60
㌃
を
守
っ

て
き
た
。
し
か
し
、
義
父
母
が
高
齢
に

な
り
、
20
年
ほ
ど
前
に
水
田
は
サ
ン
シ
ョ

海老谷の棚田へのアクセス

【公共交通】		JR紀勢本線海南駅下車、大十バス「登
山口行」で阪井バス停下車、徒歩１
時間以上。

【自動車】	 	海南駅の南を東西に走る国道370号を
東進、阪井の交差点を右折して県道
169号に入る。木津の交差点を右折、
山に向かって国道424号を南下する。

畑
に
転
換
、
ミ
カ
ン
畑
は
放
棄
し
、
現

在
は
自
家
菜
園
で
野
菜
を
作
る
程
度
と

い
う
。
海
老
谷
の
兼
業
農
家
の
多
く
が

谷
口
さ
ん
の
家
と
似
た
よ
う
な
状
況
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

峯
本
さ
ん
の
家
に
辿
り
着
い
て
み
る
と
、

本
人
は
近
く
の
2
㌃
ほ
ど
の
棚
田
で

黙
々
と
ト
ラ
ク
タ
ー
を
動
か
し
代
掻
き

を
し
て
い
た
。
ミ
カ
ン
畑
の
夏
草
刈
り

の
合
間
の
作
業
、
後
に
田
植
え
も
控
え

て
い
る
の
で
休
む
暇
も
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
海
老
谷
の
専
業
農
家
は
米
作
を

三
本
柱
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
、
し
っ

か
り
と
棚
田
を
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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徳
島
県
の
山
間
に
位
置
し
、
四
国
で
最
も
人

口
の
少
な
い
町
・
上
勝
町
。
高
齢
化
と
過
疎
化

が
進
む
同
地
が
、
料
理
を
彩
る〝
つ
ま
も
の
〟

と
呼
ば
れ
る
葉
っ
ぱ
ビ
ジ
ネ
ス
で
年
商
2
億
円

以
上
を
稼
ぎ
出
し
、
結
果
、
人
口
増
加
に
ま
で

つ
な
が
っ
た
。
そ
ん
な
驚
き
の
実
話
を
ベ
ー
ス

に
、
葉
っ
ぱ
を
通
し
て
再
び
生
き
が
い
を
見
つ

け
て
い
く
70
〜
80
代
の
女
性
た
ち
の
姿
を
描
く

感
動
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ド
ラ
マ
。

　
舞
台
と
な
る
徳
島
県
上
勝
町
は
、
四
国
で
も

有
数
の
棚
田
地
域
で
も
あ
る
。
月
の
見
え
る「
市

宇
の
棚
田
」
を
始
め
と
し
て
美
し
い
棚
田
の
里

山
風
景
が
、
映
画
を
彩
っ
て
い
る
。

2012年
日本、112分
監督：御法川修
企画：アミューズ
特別協力：
徳島県上勝町
シネスイッチ銀座ほか全国大ヒット公開中。
上映情報は公式サイトをご覧下さい。
⇒http://www.irodori-movie.jp/

人
生
、い
ろ
ど
り

　
2
0
1
2
年
は
「
金
環
日
食
」、「
金
星
の

太
陽
面
通
過
」、「
金
星
食
」
と
、
大
変
珍
し
い

三
大
天
文
現
象
が
見
ら
れ
る
天
文
イ
ヤ
ー
。

そ
ん
な
年
に
相
応
し
い
映
画
の
紹
介
。

　
舞
台
は
江
戸
時
代
、
暦
は
、
季
節
と
と
も
に

暮
ら
す
多
く
の
日
本
人
の
生
活
の
基
盤
で
あ
る

以
上
に
、
宗
教
、
政
治
、
経
済
に
ま
で
影
響
を

及
ぼ
し
、
暦
を
司
る
者
が
国
を
治
め
る
と
い
う

ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
つ
存
在
だ
っ
た
。
そ
ん

な
暦
の
間
違
い
を
正
し
、
新
た
な
暦
を
作
る
と

い
う
、
国
を
揺
る
が
す
一
大
計
画
を
任
さ
れ
た

男
・
安
井
算
哲
が
、
幾
度
も
の
失
敗
、
挫
折
に

躓
き
な
が
ら
も
、
様
々
な
人
々
と
出
会
い
、
支

え
ら
れ
、
導
か
れ
な
が
ら
、
諦
め
ず
ひ
た
む
き

に
夢
を
追
い
続
け
る
姿
を
描
い
た
超
大
作
。

2012年、日本、141分
監督：滝田洋二郎／配給：松竹株式会社
9月15日（土）より大ヒット公開中。
上映情報は公式サイトをご覧下さい。
⇒http://www.tenchi-meisatsu.jp/

天
地
明
察
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　「
棚
田
」
と
い
う
言
葉
は
「
段
々
畑
」
と
セ
ッ
ト
で
小
学
校
の
社
会
科
に
出
て

き
ま
し
た
。
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
は
「
棚
田
さ
ん
」
と
い
う
お
名
前
の
方
に
出

会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
入
会
し
て
「
千
枚
田
」
と
い

う
美
し
い
日
本
語
も
知
り
ま
し
た
。

　
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
、
遠
く
は
中
東
、
イ
ン
ド
洋
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
、

階
段
状
の
水
田
。
翻
訳
会
社
に
勤
め
て
い
る
の
で
棚
田
を
表
す
各
国
語
に
ち
ょ
っ

と
興
味
が
わ
き
、
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　
英
語
の
「
ラ
イ
ス
・
テ
ラ
ス
（rice terraces

）」
は
「
テ
ラ
ス
状
の
田
ん
ぼ
」

の
意
味
で
す
か
ら
わ
か
り
や
す
い
言
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
名
前
の
カ
フ
ェ

が
千
葉
県
に
あ
っ
て
、
棚
田
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
太
陽
が
降
り
注
ぎ
合
鴨
が
泳

ぎ
ま
わ
る
水
田
の
中
に
あ
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ロ
シ
ア
語
や
韓

国
語
も
似
た
言
い
回
し
の
よ
う
で
す
。
ス
ペ
イ
ン
語
だ
と
テ
ラ
ス
が
バ
ル
コ
ニ
ー

（balcón

）
と
な
っ
て
手
す
り
こ
そ
な
い
も
の
の
高
さ
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
棚
田
の
御
家
元
中
国
で
は
「
梯
田
」
の
語
が
棚
田
に
も
段
々
畑
に
も
使
わ
れ
る

そ
う
で
す
。
梯
子
と
同
じ
字
で
す
の
で
「
耕
し
て
天
に
至
る
」
と
い
う
棚
田
を
と

て
も
上
手
く
表
現
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
語
に
戻
る
と
「
棚
田
」
と
い
う
言
い
方
は
、
単
に
階
段
状
と
い
う
だ
け
で

は
な
い
奥
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
棚
の
田
ん
ぼ
で
思
い
出
し
た
の
が
、「
う
ぐ

い
す
の
里
」「
山
の
一
軒
家
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
日
本
の
昔
ば
な
し
で
し
た
。

道
に
迷
っ
た
村
人
が
美
し
い
娘
が
住
む
一
軒
家
に
た
ど
り
つ
き
ま
す
。
泊
め
て
も

ら
え
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
見
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
た
箪
笥
の
引
き
出

し
を
開
け
て
し
ま
い
‥
‥
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
。
箪
笥
の
引
き
出
し
ご
と
に
青
々

と
し
た
水
田
、
黄
金
色
に
実
る
秋
の
田
ん
ぼ
が
広
が
り
、
小
さ
な
人
々
が
汗
を
流

し
て
い
る
と
い
う
S
F
の
よ
う
な
設
定
に
ワ
ク
ワ
ク
し
た
も
の
で
し
た
。
山
間
を

辿
っ
て
行
き
、突
然
眼
前
に
段
々
の
水
田
が
開
け
た
時
の
わ
あ
っ
と
い
う
感
動
は
、

箪
笥
の
引
き
出
し
に
田
ん
ぼ
を
見
つ
け
た
時
の
驚
き
に
近
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（ 

東
京
都
文
京
区  

矢
部 

優
子 

）

ⓒ2012「天地明察」製作委員会

ⓒ2012「人生、いろどり」製作委員会

会
員
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
棚
田

の
雑
記
。「
棚
田
に
思
う
こ
と
」

を
語
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
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　米作り体験田の稲刈りは、9月14日（土）に無事終了しました。当日は心
配された雨にも遭わず、健やかに稔った稲株を全員で刈り取りました。アキ
アカネの打空産卵を観察したり、トンボたちを眠らせる忍術も学びました。

いつも陰で支えてくださっている小深集
落の方々、今年もお世話になりました。
　当日、参加者の皆さんに宿題として
持ち帰って頂いた１本植え、２本植え、
３本植えの、一株穂数や一穂粒数の計
測結果も徐々に届いています。宿題を
終えた人には、岩の作棚田の美味しい
新米１kgがプレゼントされます。まだ
終えていない人は頑張って‥‥。

（安井  一臣）

　田植えから４ヵ月。９月28日（金）10時から15時まで稲刈
りと畦畔の草刈りをしました。参加者は岐阜県立国際園芸アカ
デミーの学生と私の２名。棚田ビオトープは上・中・下段の３
枚に分かれますが、稲が植えてあるのは上・中段で、上段はま
だ穂が青いので今回は稲刈りをしないで残しておきました。つ
まり稲刈りをしたのは大きな石が田の真ん中にある中段の棚田
です。手刈りでザクザクと開始したはよいものの、稲束をつく
るのに思ったより時間がかかり、昼休憩。坂折棚田近くの不動
の滝で昼食を取りました。午後はヒガンバナが咲いているので
注意しながら刈払機で畦畔の草刈りをしました。

（相田  明）

　3月に復田した8枚の田んぼが、ついに収穫期をむかえました。10月6日、
7日の両日に14名の参加者で稲刈りとハサ掛け作業を行いました。復田初
年度は土の栄養が豊富らしく、他の田んぼとは見るからに違い稲の育ちもよ

く、株が太い！ 収穫量も多くて、ハサ
をいくら作っても足りないくらいでし
た。藁で作った水の落し口「蓑口」も
無事一年間の役割を終えました。ここ
で出来た新米で11月11日に石部棚田
で試食会を行います。前日10日は、棚
田で音楽祭も開催されます。一年を振
り返りながら、美味しい新米を食べて、
来年への英気を養いましょう！

 （高桑  智雄）

岩ノ作棚田の稲刈り
終了しました

棚田ビオトープの稲刈り

大きくたくさん育ちました！

稲刈りをした田んぼの前で 忍術で眠らされたトンボ

ハサ掛けを終えてみんなでパチリ！ 役目を終えた蓑口

Project Report
プロジェクトレポート

15



〒 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
郵便振替口座：00100-7-151565

編
集
部
か
ら

　
10
月
初
め
の
あ
る
日
。
出
勤

し
て
き
た
ス
タ
ッ
フ
が
事
務
所

の
ベ
ラ
ン
ダ
を
見
て
「
わ
ぁ
！

稲
の
カ
ー
テ
ン
が
！
」
と
歓
声

を
上
げ
ま
し
た
。
今
、
そ
こ
に

は
太
い
稲
束
が
十
数
束
、
ぶ
ら

下
が
っ
て
い
ま
す
。
12
月
に
行

わ
れ
る
「
エ
コ
プ
ロ
ダ
ク
ツ
展
」

の
装
飾
用
に
、
石
部
の
棚
田
か

ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
す
。

　
戸
を
開
け
る
と
部
屋
の
中
に

稲
の
香
り
が
流
れ
込
み
、
大
都

会
の
ど
真
ん
中
で
あ
る
こ
と
を

一
瞬
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。

　
今
年
は
棚
田
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
を
開
催
し
な
い
こ
と
に
な
り

ま
し
た
が
、
そ
の
分
エ
コ
プ
ロ

に
力
を
注
ご
う
と
、
あ
れ
こ
れ

計
画
中
。
そ
し
て
そ
し
て
、
同

封
チ
ラ
シ
に
あ
る
旧
暦
カ
レ
ン

ダ
ー
が
エ
コ
プ
ロ
デ
ビ
ュ
ー
し

ま
す
。
12
月
13
日
か
ら
三
日
間
、

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
。
ぜ
ひ
見

に
来
て
く
だ
さ
い
！
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［今月の表紙］長野県上田市・稲倉棚田の案山子まつりの作品。


