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地
球
温
暖
化
に
伴
う
異
常
気
象
や
災
害

が
世
界
各
地
で
起
こ
り
、
日
本
で
も
今

年
は
列
島
を
揺
る
が
す
大
災
害
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
は
も

と
も
と
災
害
列
島
。
昔
か
ら
災
害
と
共

存
し
て
き
た
民
族
で
あ
る
こ
と
は
棚
田

の
成
り
立
ち
を
見
る
と
わ
か
り
ま
す
。

今
号
の
特
集
は
、
広
島
市
で
の
土
砂
災

害
を
現
地
取
材
し
た
中
島
峰
広
の
緊
急

特
別
寄
稿
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
「
梅
雨
明
け
十
日
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
南
の
太

平
洋
高
気
圧
が
北
の
大
陸
か
ら
の
気
団
を
押
し
上
げ
日

本
全
土
を
覆
い
梅
雨
明
け
に
な
っ
た
後
、
十
日
間
は
晴

天
が
続
き
炎
暑
の
季
節
に
な
る
こ
と
の
譬た
と

え
だ
。
し
か

し
今
夏
は
太
平
洋
高
気
圧
の
勢
力
が
弱
く
、
南
北
の
気

団
が
本
土
上
で
せ
め
ぎ
合
い
前
線
が
停
滞
し
長
雨
や
集

中
豪
雨
と
な
り
、
広
島
市
の
安
佐
南
・
北
区
に
多
数
の

死
者
を
も
た
ら
す
土
石
流
災
害
を
引
き
起
こ
し
た
。
災

禍
を
蒙
っ
た
住
民
の
方
々
に
は
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し

上
げ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
巨
礫
と
土
砂
で
押
し
潰
さ
れ
た
家
屋
の

様
子
を
見
て
、
気
が
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
の
被
災

地
は
過
去
に
も
同
じ
よ
う
に
土
石
流
が
発
生
し
、
そ
の

跡
地
を
棚
田
に
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
い
う
の
は
、
実
際
に
棚
田
地
域
を
歩
く
と
、
静
岡
県

松
崎
町
石
部
、
愛
知
県
新
城
市
四
谷
千
枚
田
、
福
岡
県

う
き
は
市
葛
籠
な
ど
多
く
の
地
域
で
土
石
流
が
発
生
し

た
こ
と
を
聞
く
か
ら
だ
。
ま
た
、
最
大
の
棚
田
卓
越
地

で
あ
る
新
潟
県
頸
城
地
方
は
地
辷
り
常
習
地
と
し
て
知

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
の
棚
田
地
域
で
も
地
辷
り
防

止
の
水
抜
き
井
戸
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
日
本
の
棚

田
は
谷
地
田
型
起
源
の
も
の
を
除
け
ば
、
土
石
流
跡
地

や
地
辷
り
地
に
拓
か
れ
た
も
の
が
多
い
と
考
え
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。　

　

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
発
行
さ
れ
た
す
べ
て
の
地
図
を

保
管
し
て
い
る
九
段
下
の
国
土
地
理
院
関
東
地
方
測

量
部
で
、
最
も
古
い
1
9
2
5
（
大
正
14
）
年
測
図

2
万
5
千
分
の
1
地
形
図
で
宅
地
化
以
前
の
状
況
を
見

特
別
寄
稿

棚
田
は

土
石
流
や

地じ

辷す

べ

り
跡
地
に

拓
か
れ
た

棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク  

中
島 

峰
広

上：棚田に隣接する住宅／中：棚田の面影が残る／下：畑になった棚田
（広島市安佐南区）
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て
み
る
と
、
避
難
所
に
な
っ
た
梅
林
小
学
校
よ
り
西
の

旧
緑
井
村
の
山
麓
部
（
山
麓
緩
斜
面
）
は
水
田
、
東
の

旧
八
木
村
は
原
野
か
畑
地
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
違
い

は
用
水
が
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
の
違
い
に
よ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
緑
井
村
の
水
田
は
傾
斜
7
分
の
１
の
斜

面
に
あ
り
、
棚
田
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
被
災
地
の
状
況
を
見
て
想
像
す
る
に
、
人
力
の
み

で
土
石
流
が
運
ん
で
き
た
礫
で
石
垣
を
築
き
、
土
砂
を

集
め
て
棚
田
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
重
機
の
な

い
時
代
に
コ
ア
ス
ト
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
巨
礫
を
他
所
へ

運
ぶ
術
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
棚
田
が
農
民
労
働
の

記
念
碑
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
中
国
地
方
全
体
を
考
え
て
み
る
と
、

日
本
の
棚
田
卓
越
地
の
一
つ
で
も
あ
る
吉
備
高
原
や

石
見
高
原
を
含
む
中
国
山
地
は
、
主
と
し
て
古
い
地

質
時
代
の
花
崗
岩
か
ら
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
災
害

か
ら
判
る
よ
う
に
、
堅
い
花
崗
岩
は
熱
の
変
化
に
弱

く
、
風
化
し
や
す
く
マ
サ
土
の
厚
い
層
を
形
成
す
る
。

マ
サ
土
は
大
量
の
雨
で
水
を
含
む
と
地
下
水
と
一
緒

に
な
り
巨
礫
を
ま
じ
え
て
崩
落
し
、
土
石
流
を
引
き

起
こ
す
。
そ
の
跡
地
の
緩
斜
面
に
石
積
み
の
棚
田
が

築
か
れ
た
。
中
国
山
地
で
は
こ
の
よ
う
な
土
石
流
起

源
の
棚
田
の
ほ
か
に
、
同
じ
花
崗
岩
が
風
化
し
て
で

き
た
マ
サ
土
か
ら
、
た
た
ら
に
用
い
る
砂
鉄
を
採
取

す
る
た
め
に
行
っ
た
鉄か
ん
な穴

流
し
の
跡
地
を
利
用
し
た
、

石
積
み
の
棚
田
が
あ
る
。

　

一
方
、
地
辷
り
は
土
石
流
同
様
に
マ
ス
ム
ー
ブ
メ
ン

ト
の
一
つ
で
あ
る
が
、
土
石
流
が
突
発
的
瞬
時
に
し
て

鳥
越
峠

鳥
越
峠

鳥
越
峠

上：広島市安佐南区八木（90年前）
下：広島市安佐南区八木（現在）
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千葉県鴨川市 大山千枚田

1947年千葉県鴨川市生まれ。
報道写真家浜口タカシ氏（二科会写真部審査
員）に師事。大山千枚田をはじめ、千葉県指定
重要無形民俗文化財の北風原羯鼓舞、吉保
八幡神社流鏑馬を継続取材中。
2010年から、スイスの大自然とヨーロッパの世
界遺産を撮影中。 2013年から、江戸幕府直轄
地・「嶺岡牧」（鴨川市・南房総市）の撮影中。 

「四季の写真」（学研マーケティング）に大山千
枚田の撮り方を特集。 写真集「大山千枚田百
選」(人類文化社）、写真展「ヴァリスの白き麗
峰」（フレームマン・ギンザサロン）他、個展多数
●JPA・日本写真作家協会会員
●フォトグループ「MEW」代表
●「水田稔写真塾」主宰

水田  稔 みずた みのる

写
真
・
文

水
田 

稔 

畦のいろどり

　大山千枚田は今年も彼岸花を愛でる人たちで賑わいを見せた。 夏の終

わりの気候の変化のためか例年よりも早めの開花で、刈り入れ前の稲穂と

のコラボレーションが楽しめた。

　その名の通り毎年彼岸のころに、頃合いを見計らったかのように顔を

出す多年草で、ヒガンバナ科、ヒガンバナ属。 曼珠沙華とも呼ばれ、学名は

リコリスで、ギリシャ神話の女神で海の精であるネレイドの一人に由来す

るという。

　鱗茎（球根）に有毒成分を含むため、昔から墓や田んぼの畦に植えら

れ、ネズミやモグラなどの小動物から荒らされるのを防ぐ役目もあったよう

である。鱗茎はデンプンに富み、有毒成分のリコリンは水溶性で水にさら

せば無害となり、第二次世界大戦中は救飢植物としても利用されたとの記

述がある。

　花言葉は「情熱」・「独立」・「再会」・「あきらめ」・「悲しき思い出」・「想うは

あなたひとり」などがある。

　大山千枚田の彼岸花は植栽されてから10年余りで、年々その彩り具合も

趣きを感じさせられるようになって来た。 千枚田の畦一面がいつの日か、

真っ赤に彩られる秋の日を夢見ている。

1 2

3 4

特
別
寄
稿

棚
田
は

土
石
流
や

地
辷
り
跡
地
に

拓
か
れ
た

1：新潟県上越市安塚区／ 2：新潟県長岡市山古志／ 3・4：宮崎県日之影町

起
こ
る
の
に
対
し
て
、
長
期
的
に
連
続
し
て
起
こ
る
現

象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
石
川
県
輪
島
市
白
米
千
枚
田
で

は
水
抜
き
井
戸
が
で
き
る
ま
で
、
毎
年
春
の
田
作
り
作

業
は
地
辷
り
で
地
割
れ
し
た
田
面
を
か
け
や
で
叩
き
田

面
を
修
復
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
地
質
構
造
か
ら

み
る
と
、
第
三
紀
層
地
域
と
秩
父
古
生
層
・
片
岩
地
域

の
２
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
地
域
的
に
は
東
日
本
の
新
潟
・

富
山
・
石
川
・
長
野
県
の
第
三
紀
層
丘
陵
地
域
と
、
西

日
本
の
和
歌
山
・
徳
島
・
愛
媛
・
高
知
県
な
ど
の
破
砕

帯
地
域
で
あ
り
、
こ
れ
ら
諸
県
に
地
辷
り
の
70
％
以
上

が
集
中
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
日
本
第
一
の
棚
田
卓

越
地
で
あ
る
新
潟
県
の
頸
城
丘
陵
は
、
固
結
度
の
低
い

砂
岩
・
泥
岩
・
頁
岩
・
凝
結
岩
な
ど
か
ら
な
り
、
風
化

し
て
粘
土
に
な
り
易
く
、
雪
解
け
な
ど
で
大
量
の
水
が

供
給
さ
れ
る
と
地
辷
り
が
発
生
す
る
。
こ
れ
に
対
し
西

日
本
の
中
央
構
造
線
に
沿
う
破
砕
帯
地
域
で
は
、
多
数

の
断
層
に
よ
り
岩
石
が
破
砕
さ
れ
て
粘
土
の
生
成
に
結

び
つ
き
、
多
量
の
水
を
含
む
と
地
辷
り
が
起
こ
る
。
こ

の
よ
う
な
地
辷
り
に
よ
っ
て
で
き
た
緩
斜
面
に
棚
田
が

拓
か
れ
た
。
か
く
し
て
東
日
本
の
第
三
紀
層
丘
陵
地
域

で
は
土
坡
の
棚
田
、
西
日
本
の
破
砕
帯
地
域
や
中
国
地

方
で
は
石
積
み
の
棚
田
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
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上：四ヶ村の棚田・豊牧地区（秋）／下左：枠を押して田植えの目印をつける（春）／下右：冬の棚田

四
ヶ
村
の
棚
田
と
は

　

四
ヶ
村
と
は
「
豊
牧
」「
滝
の
沢
」「
沼

の
台
」「
平
林
」
の
四
集
落
を
総
称
す
る

呼
び
名
で
、
そ
の
歴
史
は
古
く
、
鎌
倉

時
代
初
期
（
１
２
０
４
年
）
の
起
源
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
四
ヶ
村
地
区
は
、

大
蔵
村
中
心
部
か
ら
南
へ
10
㎞
程
の
所

で
、
全
国
で
も
有
数
の
豪
雪
地
帯
と
な
っ

て
お
り
、
例
年
２
㍍
を
超
え
る
積
雪
は
、

時
に
は
４
㍍
ま
で
達
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
世
帯
数
約
1
0
0
戸
、
人
口
約

4
0
0
人
の
山
間
の
集
落
に
、
棚
田
は

1
2
0
㌶
を
超
え
る
規
模
に
及
び
ま
す
。

　

大
蔵
村
は
「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
」

連
合
と
い
う
組
織
に
加
盟
し
、
農
山
村

の
景
観
の
保
全
や
交
流
人
口
の
拡
大
を

図
っ
て
い
ま
す
が
、
四
ヶ
村
の
棚
田
が

大
切
な
資
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ほ
た
る
火
コ
ン
サ
ー
ト

　

四
ヶ
村
の
棚
田
は
、
平
成
11
年
に
「
日

本
の
棚
田
百
選
」
に
認
定
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
れ
を
機
に
、
農
山
村
の
美
し
い

景
観
の
形
成
と
地
す
べ
り
の
防
止
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
棚
田
を
守

ろ
う
と
、
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
地
域
は
、
国
の
直
轄
地
す

べ
り
防
止
事
業
が
長
年
行
わ
れ
て
き
た

歴
史
が
あ
る
ほ
ど
弱
い
地
盤
の
地
層
で
、

棚
田
を
守
る
こ
と
が
、
命
を
守
る
こ
と

に
直
結
し
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
の
活
動
の
一
つ
と
し
て
、
平
成
16
年

か
ら
「
ほ
た
る
火
」
を
、
ま
た
平
成
18
年

か
ら
は
「
ほ
た
る
火
」
の
中
で
コ
ン
サ
ー

ト
を
行
い
、
今
年
で
９
回
目
。
今
で
は

四
ヶ
村
の
夏
の
風
物
詩
と
し
て
す
っ
か

り
定
着
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
「
JR
の

DC
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
効
果
と
相
ま
っ
て
、

全
国
各
地
か
ら
１
５
０
０
人
も
の
観
客

を
集
め
、
素
晴
ら
し
い
天
候
の
中
、
地

元
中
学
生
や
小
学
生
も
参
加
し
て
、
幻

想
的
な
オ
カ
リ
ナ
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
う

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

１
２
０
０
本
の
キ
ャ
ン
ド
ル
が
灯
る

夜
空
に
響
き
渡
る
オ
カ
リ
ナ
の
音
色
は

「
ま
さ
に
酔
い
し
れ
る
ひ
と
時
」。
ぜ
ひ

一
度
ご
覧
あ
れ
。

日
本
一
で
っ
か
い
四
ヶ
村
の
棚
田

山
形
県
最
上
郡
大
蔵
村
四
ヶ
村
地
区
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棚
田
と
肘
折
温
泉

　

四
ヶ
村
の
棚
田
か
ら
車
で
15
分
ほ
ど

南
に
行
く
と
、
こ
れ
も
ま
た
日
本
一
と

言
い
た
い
湯
治
場
の
雰
囲
気
を
今
に
伝

え
る
肘
折
温
泉
が
あ
り
ま
す
。
開
湯
は

今
か
ら
１
２
０
０
年
前
と
言
わ
れ
、
か

の
有
名
な
弘
法
大
師
の
関
わ
り
も
伝
説

と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
歴
史
の
あ

る
温
泉
で
、
湯
の
効
能
も
素
晴
ら
し
い
、

私
た
ち
の
一
番
大
切
な
宝
で
す
。
こ
の

肘
折
温
泉
は
冬
の
積
雪
量
で
も
全
国
的

に
有
名
で
、
青
森
の
酸
ケ
湯
温
泉
と
日

本
一
を
争
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
肘
折
温
泉
、
近
年
話
題
と
な
っ

て
い
る
の
が
「
ひ
じ
お
り
の
灯
」
と
呼

ば
れ
る
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
。
ア
ー
ト
と

言
っ
て
も
温
泉
の
情
緒
が
漂
う
絵
灯
篭
。

地
元
の
東
北
芸
術
工
科
大
学
の
学
生
と

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
肘
折
温
泉
の

賑
わ
い
創
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

四
ヶ
村
の
棚
田
「
ほ
た
る
火
」
と
肘
折

温
泉
の
「
ひ
じ
お
り
の
灯
」。
村
の
大
切

な
二
つ
の
地
域
で
行
わ
れ
る
、「
火
」
と

「
灯
」
の
コ
ラ
ボ
。
お
互
い
に
連
携
を
図

り
な
が
ら
、
訪
れ
る
方
々
の
心
に
温
か
い

灯
を
と
も
す
催
し
を
、
こ
れ
か
ら
も
大
切

に
続
け
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。「
ほ

た
る
火
」
コ
ン
サ
ー
ト
を
堪
能
し
た
後
、

宿
泊
先
の
肘
折
温
泉
で「
ひ
じ
お
り
の
灯
」

が
や
さ
し
く
迎
え
て
く
れ
る
。
想
像
し
た

だ
け
で
胸
が
と
き
め
く
よ
う
で
す
ね
。

「
棚
田
の
大
規
模
整
備
」を
夢
見
て

　

最
後
に
夢
物
語
を
…

　

全
国
の
、
棚
田
に
関
わ
り
を
持
っ
て

新庄駅

大蔵村
役場

四ヶ村の棚田

陸羽西線

 

47

13

山形県・大蔵村

新庄IC 

ふるさと味来館

トンネル

8.
5k

m

山
形
新
幹
線56

 

458
最上川

舟形IC 

■ 棚田へのアクセス
【公共交通】	 山形新幹線・新庄駅前より

山形交通バスの「肘折温
泉」行に乗車し日蔭停留所
下車、徒歩約20分（目標物：
ふるさと味来館）

【自	動	車】	 尾花沢新庄道路（国道13号）
の新庄ICより県道47号、国
道458号線経由。大蔵村役
場前より8.5kmを左折（四ヶ
村の棚田の看板あり）、ふるさ
と味来館を目指す。新庄ICよ
り21km約40分

■ お問い合わせ
山形県大蔵村役場　Tel.0233-75-2111	

活
動
し
て
い
る
皆
さ
ん
の
一
番
の
願
い

は
、
棚
田
の
景
観
の
維
持
や
棚
田
の
保

全
を
い
つ
ま
で
も
続
け
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、現
実
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

四
ヶ
村
地
区
に
限
ら
ず
、
多
く
の
中
山

間
地
は
人
口
の
減
少
、
高
齢
化
に
直
面

し
て
い
ま
す
。
こ
の
人
口
減
少
の
傾
向

は
、
都
市
部
以
外
で
は
全
国
的
な
も
の

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
た
だ
で
さ
え

大
変
な
作
業
を
強
い
ら
れ
る
棚
田
を
抱

え
る
生
活
圏
で
は
深
刻
な
も
の
で
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
助
っ
人
も
、
オ
ー
ナ
ー

制
度
も
、
規
模
が
小
さ
い
棚
田
の
地
区

で
な
ら
活
き
る
話
で
す
が
、
1
2
0
㌶

を
超
え
る
規
模
に
な
れ
ば
簡
単
な
話
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
夢
を
見
る
の
で
す
…

　

優
雅
な
曲
線
を
基
調
に
し
て
、
最
新

の
設
備
を
備
え
た
大
規
模
な
棚
田
。
そ
こ

で
、
棚
田
米
や
お
い
し
い
農
産
物
を
育
て

る
若
い
世
代
の
、
楽
し
そ
う
な
姿
。
訪
れ

る
方
々
が
見
と
れ
る
よ
う
な
素
晴
ら
し
い

景
観
。
先
人
が
人
の
手
だ
け
で
形
作
っ
て

き
た
棚
田
の
景
観
を
、
最
新
の
技
術
で
形

作
れ
な
い
は
ず
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い

ま
す
。
懐
か
し
い
古
里
の
情
景
と
最
新
の

技
術
の
融
合
を
夢
見
る
の
で
す
。

　

ま
だ
、
イ
メ
ー
ジ
を
絵
に
も
表
現
で
き

て
い
ま
せ
ん
が
、
ハ
イ
テ
ク
設
備
の
夢
の

棚
田
を
思
い
描
い
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

	

四
ヶ
村
の
棚
田
を
愛
す
る
大
蔵
村
の
住
民

	

矢
口  

智

ほたる火コンサートの情景。若い二人の心にも癒し
の風景と音色がしみわたっていきます…
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ヨネ
ちゃん

の

棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
紹
介

ニ
ッ
ポ
ン
全
国

第
二
回

皆
さ
ん
、ご
き
げ
ん
よ
う
。棚
田
百
貨
堂※

の
聖
女
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

ヨ
ネ
と
い
い
ま
す
！ 

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、楽
し
い
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
を

た
く
さ
ん
紹
介
し
て
い
き
ま
す
の
で
、こ
れ
か
ら
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
わ
。

第二回は、「毛原の
棚田」を紹介するわ。

この毛原の棚田
オーナー制度は

『 田 舎 暮 らし の
本』11月号で紹介
されたのよ！

詳しくは京都府立大学の学生さん
が作ったウェブサイト「心のふる
さと　毛原へようこそ」を見てね。
柔らかいイラストから毛原の温か
い雰囲気が伝わるし、特に“ 毛原
の人たち ”の似顔絵は必見よ！
http://www12.ocn.ne.jp/̃tanada/ 

オーナー制度の参加資格は、自然を
愛し、農村に親しみをもって共同作業
ができる方。そして期間中に計15～
20回の作業に来られる方なの。
定員上限が10組だから農家の方とは
もちろん、オーナー同士の交流も深
められるわね。作業量は多いけど、収
穫した米はすべてオーナーのもの。頑
張り次第で収量を上げられるかもし
れないわ！
田植え・稲刈り体験をしてみたい方に
は、農業体験ツアーがおすすめ。毛原
の棚田米で作った地酒の「大鬼」など、
嬉しい特典付きよ。

京都府福知山市大江町に
ある毛原の棚田は、途中
に水車小屋や化粧地蔵も
あって、歴史ある集落の景
観がとっても風情的！

※棚田オーナー募集地域紹介サイト⇒ 棚田百貨堂 検索

棚田ライダー1号  竹内 ヒカル（東京都世田谷区）

ひたすら棚田を求めて
走り続ける…人呼んで

〝棚田ライダー〟 
今日もどこかの棚田に
そいつはやってくる！

　

 

「
天
国
に
一
番
近
い
島
」
と
い
う
の
が
昔
あ
り
ま
し
た
が
、

「
東
京
か
ら
一
番
近
い
棚
田
」と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

　そ
れ
は
千
葉
鴨
川
の
千
枚
田
だ
と
長
ら
く
思
っ
て
い
た
の

で
す
が
、三
浦
半
島
の
葉
山
に
も
棚
田
が
あ
る
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。 

調
べ
る
と
第
三
京
浜
に
乗
っ
た
ら
50
キ
ロ
と
、
鴨
川
棚

田
の
半
分
の
距
離
。

　早
速
、
気
持
ち
の
い
い
秋
晴
れ
の
日
を
選
ん
で
バ
イ
ク
を
走

ら
せ
ま
し
た
。 

横
須
賀
イ
ン
タ
ー
か
ら
ほ
ど
近
く
、
た
っ
た
の

40
分
で
到
着
。

　ち
っ
ち
ゃ
い
。 

か
わ
い
い
。

　こ
の
棚
田
を
見
て
思
い
ま
し
た
。 

棚
田
の
魅
力
っ
て
、
盆

栽
と
か
坪
庭
と
か
日
本
独
特
の
世
界
観
と
い
う
か
小
宇
宙

と
い
う
か
、あ
り
ま
す
で
し
ょ
、こ
れ
を
で
す
ね
、も
う
い
っ
か

い
実
物
大
に
戻
し
た
よ
う
な
感
じ
な
ん
で
す
よ
ね
。 

大
き
な

ミ
ニ
チ
ュ
ア
。

　葉
山
棚
田
は
、
い
ろ
ん
な
形
の
田
ん
ぼ
の
折
り
重
な
り
が
ま

ず
あ
っ
て
、
そ
の
向
こ
う
の
屋
並
み
ま
で
を
含
ん
で
坪
庭
に

な
っ
て
い
る
。 

遠
く
の
山
々
も
借
景
と
な
り
、
凝
縮
感
の
あ
る

棚
田
で
し
た
。 

話
に
よ
る
と
日
暮
れ
時
の
家
々
の
明
か
り
が

灯
る
時
間
も
い
い
ら
し
い
。

　採
算
が
難
し
い
棚
田
は
何

か
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な
い
と

消
え
が
ち
で
す
が
、残
さ
れ
る

べ
き
風
景
と
手
間
を
惜
し
ま

ず
そ
れ
を
守
る
人
々
の
愛
を

感
じ
ま
し
た
。

　棚
田
は
、
ち
ょ
っ
と
天
国
に

近
い
と
こ
ろ
な
の
か
も
。 

あ
、

こ
そ
ば
ゆ
い
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

汗
。

神奈川県葉山町葉
山の棚田にて
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9

生
石
高
原
北
斜
面
の
棚
田 

和
歌
山
県
紀
美
野
町
中
田

	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。

　
紀
美
野
町
は
県
の
北
部
、
紀
ノ
川
の

支
流
貴
志
川
が
東
西
に
流
れ
、
南
に
長

峰
山
脈
や
生お

い
し石

高
原
の
山
並
み
が
連
な

り
、
町
域
の
大
部
分
が
中
山
間
地
に
あ

る
。
中
田
は
町
の
西
部
、
標
高
60
㍍
の

貴
志
川
河
岸
か
ら
生
石
高
原
へ
の
登
山

道
を
2
0
0
㍍
ほ
ど
上
っ
た
高
原
の
北

斜
面
に
位
置
し
て
い
る
。
現
場
主
義
に

徹
す
る
和
歌
山
県
有
田
振
興
局
の
職
員

林
祐
光
さ
ん
の
紹
介
で
中
田
の
棚
田
を

知
り
、
2
0
1
3
年
11
月
上
旬
に
続
き

2
0
1
4
年
1
月
下
旬
に
訪
問
、
案
内

し
て
も
ら
っ
た
。

生
石
高
原
の
す
そ
に
あ
る
棚
田

　

東
京
を
新
幹
線
で
発
ち
、
新
大
阪
で

紀
勢
本
線
を
走
る
特
急
く
ろ
し
お
号
に

乗
り
換
え
、
海
南
で
下
車
。
林
さ
ん
の

車
に
同
乗
し
、
海
南
の
市
街
地
を
抜
け

国
道
3
7
0
号
を
東
へ
向
か
う
。
沖
野
々

地
に
拓
か
れ
て
い
る
。
中
田
集
会
所
手

前
、
棚
田
の
展
望
台
に
な
っ
て
い
る
拡

幅
さ
れ
た
道
路
部
分
か
ら
生
石
高
原
を

正
面
に
す
る
と
、
谷
を
隔
て
て
中
田
の

ほ
ぼ
全
域
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
る
。

右
上
か
ら
左
下
に
か
け
て
対
角
線
状
に

農
道
が
走
り
、
農
道
の
東
の
部
分
が
さ

ら
に
浅
い
谷
に
よ
っ
て
2
分
さ
れ
、
3

つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
る
。

　

全
体
の
面
積
は
約
6
・
5
㌶
、
大
縮
尺

1
0
0
0
分
の
1
の
地
区
平
面
図
で
見

る
と
、
西
ブ
ロ
ッ
ク
が
水
田
22
枚
、
ユ
ズ
、

サ
ン
シ
ョ
な
ど
の
樹
木
地
56
枚
、
サ
ツ

マ
イ
モ
、
カ
ボ
チ
ャ
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
な

ど
を
栽
培
す
る
畑
4
枚
、
放
棄
地
10
枚
。

中
央
ブ
ロ
ッ
ク
が
水
田
26
枚
、
樹
木
地

を
経
て
貴
志
川
を
渡
り
、
川
の
右
岸
を

走
る
。
動と

ど
ろ
き木
、
下
佐
々
な
ど
の
大
き
な

集
落
を
通
過
、
吉
野
の
三
叉
路
を
右
折

し
て
生
石
高
原
へ
の
登
山
道
、
県
道

1
8
0
号
に
入
る
。
小
川
橋
か
ら
旧
小

川
村
の
鎮
守
小
川
宮
ま
で
は
梅
本
川
に

沿
う
緩
い
傾
斜
の
道
。
そ
の
途
中
の
登

山
者
の
た
め
の
駐
車
場
に
は
、
出
来
た

ば
か
り
の
上
掛
け
の
水
車
と
農
産
物
の

直
売
所
が
あ
っ
た
。
設
置
の
中
心
に
な
っ

て
働
い
た
の
は
、
旧
小
川
村
の
6
集
落

で
構
成
さ
れ
る「
小
川
の
郷
づ
く
り
会
」

の
メ
ン
バ
ー
。
小
川
宮
か
ら
は
急
傾
斜

の
道
に
か
わ
り
、
右
に
左
に
大
き
な
カ
ー

ブ
を
描
き
な
が
ら
上
る
と
、
生
石
高
原

を
背
後
に
し
た
中
田
の
棚
田
が
現
れ
る
。

棚
田
を
樹
木
地
や
畑
地
に
転
換

　

棚
田
は
、
生
石
高
原
の
標
高
2
0
0

～
3
3
0
㍍
の
傾
斜
3
分
の
1
の
急
斜
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47
枚
、畑
5
枚
、放
棄
地
3
枚
。
東
ブ
ロ
ッ

ク
が
水
田
8
枚
、
樹
木
地
19
枚
、
畑
30
枚
、

放
棄
地
39
枚
。
全
体
の
枚
数
が
2
6
9

枚
で
あ
る
。
樹
木
地
や
畑
地
の
利
用
は

か
な
り
粗
放
的
で
あ
り
、
収
穫
さ
れ
な

い
ユ
ズ
が
残
さ
れ
て
い
た
。
か
つ
て
は

樹
木
、
畑
、
放
棄
地
の
大
部
分
が
棚
田

だ
っ
た
と
い
わ
れ
、
3
ブ
ロ
ッ
ク
と
も

50
段
か
ら
60
段
の
段
数
が
数
え
ら
れ
る

の
で
、
か
な
り
壮
大
な
棚
田
景
観
が
み

ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

地
区
は
中
央
構
造
線
に
沿
う
破
砕
帯

に
あ
る
た
め
、
昔
か
ら
地
辷
り
に
悩
ま
さ

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
5
～
10
年
毎
に
、

表
土
下
の
粘
土
盤
を
手
直
し
す
る
床
普

請
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
こ

と
に
東
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
地
辷
り
が
顕
著

で
、
畑
や
放
棄
地
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

過
疎
・
高
齢
化
に
よ
る
手
間
不
足
か
ら

床
普
請
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

結
果
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
2
0
1
1

年
か
ら
6
年
間
の
工
期
で
県
営
事
業
に

よ
る
地
辷
り
防
止
の
工
事
が
実
施
さ
れ

て
い
る
。
す
で
に
、
直
径
3
・
5
㍍
、

深
さ
8
㍍
の
集
水
井
戸
が
6
か
所
、
ポ
ー

ル
状
の
傾
斜
計
と
水
位
計
が
圃
場
の
各

所
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。

水
田
耕
作
す
る
の
は
　
軒

　

集
落
は
、
か
つ
て
40
戸
の
戸
数
が
あ
り

10
戸
が
水
田
を
耕
作
し
て
い
た
が
、
現

在
戸
数
は
半
減
、
水
田
を
耕
作
す
る
農

家
は
４
戸
の
み
と
い
う
。
最
初
に
訪
ね

た
時
、
そ
の
う
ち
の
2
戸
、
大
谷
延
由

さ
ん
と
山
本
祐
司
さ
ん
に
会
う
こ
と
が

出
来
た
。
2
人
は「
小
川
の
郷
づ
く
り
会
」

の
メ
ン
バ
ー
で
、
県
が
行
う
過
疎
地
活

性
化
事
業
と
し
て
の
耕
作
放
棄
地
を
利

用
し
た
さ
つ
ま
い
も
作
り
に
参
加
し
て

い
た
。

　

大
谷
さ
ん
は
69
歳
、
奥
さ
ん
65
歳
、

母
親
91
歳
の
3
人
家
族
。
学
校
を
終
え

る
と
と
も
に
就
農
、
森
林
組
合
の
現
業

班
と
し
て
も
65
歳
ま
で
働
い
た
兼
業
農

家
。
35
歳
頃
か
ら
20
年
間
、
20
人
で
生

産
組
合
を
つ
く
り
シ
イ
タ
ケ
の
栽
培
も

行
っ
た
。
現
在
は
奥
さ
ん
と
2
人
で
水

田
30
㌃
、
12
枚
を
耕
作
、
転
作
田
25
㌃

で
ユ
ズ
を
栽
培
し
て
い
る
。
所
有
す
る

機
械
類
は
耕
耘
機
、
歩
行
型
2
条
田
植

機
、
バ
イ
ン
ダ
ー
、
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
な
ど
。

2
回
目
に
訪
ね
た
時
、
農
作
業
を
終
え

て
軽
ト
ラ
に
乗
り
帰
宅
す
る
夫
婦
に
出

会
っ
た
。
冬
の
農
閑
期
で
も
休
む
こ
と

な
く
、
田
直
し
や
草
刈
り
に
励
む
棚
田

の
守
り
人
で
あ
る
。

　

山
本
さ
ん
は
70
歳
、
介
護
施
設
に
勤
め

る
奥
さ
ん
が
65
歳
、
母
親
96
歳
の
3
人
家

族
。
学
校
卒
業
後
、54
歳
ま
で
JA
に
勤
務
、

早
期
退
職
し
て
現
在
は
関
西
電
力
の
関

連
会
社
に
勤
務
し
な
が
ら
農
業
に
も
従

事
す
る
兼
業
農
家
で
あ
る
。
子
供
3
人

の
う
ち
長
男
と
長
女
は
神
戸
市
、
次
男

が
町
内
に
住
ん
で
い
る
が
、
農
繁
期
で

も
ほ
と
ん
ど
顔
を
み
せ
る
こ
と
は
な
い

と
い
う
。
祖
父
は
有
田
川
町
金
屋
出
身

の
商
人
で
土
地
は
な
く
、
親
の
代
に
苦

労
し
て
農
地
を
手
に
入
れ
、
農
家
に
な
っ

た
そ
う
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
農
地
に
対

し
て
は
放
棄
を
許
さ
な
い
特
別
の
価
値

観
を
持
っ
て
い
る
。
現
在
、
所
有
す
る

水
田
70
㌃
の
う
ち
、
30
㌃
、
11
枚
の
棚

田
で
コ
メ
を
作
り
、
他
は
転
作
田
と
し

て
利
用
、
ユ
ズ
20
㌃
、
サ
ン
シ
ョ
20
㌃

を
栽
培
し
て
い
る
。
中
古
の
小
型
ト
ラ

ク
タ
ー
、
歩
行
型
2
条
田
植
機
、
バ
イ

ン
ダ
ー
、
ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
な
ど
を
用
い
、

ほ
と
ん
ど
一
人
で
作
業
を
行
っ
て
い
る
。

収
穫
さ
れ
る
コ
メ
の
大
部
分
は
自
家
飯

米
か
子
供
た
ち
や
知
人
に
送
る
縁
故
米
、

そ
の
た
め
手
間
は
か
か
る
が
味
が
よ
い

と
さ
れ
る
ハ
サ
架
け
に
し
て
自
然
乾
燥

さ
せ
て
い
る
そ
う
だ
。

　

現
在
も
水
田
を
耕
作
す
る
残
り
の
2

戸
は
大
谷
安
秀
さ
ん
と
西
浦
玉
純
さ
ん
。

再
度
訪
ね
た
時
、
家
の
前
で
偶
然
に
会
っ

1：中央ブロックの見事な棚田／ 2：東ブロッ
クは放棄地が目立つ／ 3：棚田は下が石積み、
上が土坡。畦の中程にポール状の傾斜計が見
える／4：大谷延由さん(左)と山本祐司さん(右)
／ 5：大谷安秀さん

1

2

3

54

4
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た
大
谷
さ
ん
は
57
歳
、
小
学
校
の
介
助

員
を
し
て
い
る
奥
さ
ん
57
歳
と
2
人
だ

け
の
世
帯
。
娘
2
人
は
そ
れ
ぞ
れ
大
阪

市
と
和
歌
山
市
で
所
帯
を
持
っ
て
い
る
。

農
業
高
校
卒
業
後
、
和
歌
山
県
の
農
業

大
学
校
に
進
学
、
卒
業
後
井
関
農
機
に

入
社
、
勤
務
の
傍
ら
農
業
に
も
従
事
す

る
兼
業
農
家
に
な
っ
た
。
井
関
で
は
長

く
町
内
や
紀
ノ
川
市
、
岩
出
市
な
ど
で
農

機
を
販
売
す
る
営
業
を
行
っ
て
い
た
が
、

そ
の
後
堺
工
場
で
管
理
部
門
の
仕
事
を

す
る
よ
う
に
な
り
、
通
勤
に
苦
労
す
る

の
で
和
歌
山
市
内
に
居
住
、
中
田
に
は

農
作
業
の
た
め
に
通
っ
て
く
る
そ
う
だ
。

水
田
70
㌃
を
所
有
、
そ
の
う
ち
の
30
㌃
、

7
枚
で
コ
メ
を
作
り
、
転
作
田
20
㌃
で

ユ
ズ
を
栽
培
。
20
㌃
を
放
棄
し
て
い
る

が
、
草
刈
り
だ
け
は
行
っ
て
い
る
。
機

械
類
は
井
関
農
機
の
社
員
と
い
う
プ
ラ

イ
ド
も
あ
り
新
品
の
ト
ラ
ク
タ
ー
、
乗

用
4
条
田
植
機
、
乗
用
4
条
刈
コ
ン
バ

イ
ン
を
所
有
。
作
業
は
、
会
社
勤
務
の

合
間
を
み
て
中
田
の
実
家
に
戻
り
、
一

人
で
行
う
こ
と
が
多
い
と
い
う
。

　

も
う
一
人
、
西
浦
さ
ん
に
は
会
う
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
が
、
皆
さ
ん
の
話
に
よ

る
と
70
歳
台
の
高
齢
者
夫
婦
で
20
㌃
前

後
の
水
田
を
耕
作
し
て
い
る
そ
う
だ
。

棚
田
の
耕
作
を
続
け
る
方
策
は

　

夜
、
集
会
所
で
大
谷
延
由
さ
ん
、
山
本

さ
ん
、
林
さ
ん
と
私
、
そ
れ
に
和
歌
山

県
海
草
振
興
局
の
伊
藤
隆
治
さ
ん
と
県

職
OB
の
田
伏
啓
冶
さ
ん
が
加
わ
り
、
今

後
の
中
田
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。
現

在
、
中
田
で
水
田
を
耕
作
し
て
い
る
4

人
に
は
後
継
者
は
い
な
い
。
そ
の
う
ち
、

比
較
的
若
い
大
谷
安
秀
さ
ん
を
除
け
ば

3
人
と
も
後
期
高
齢
者
と
よ
ば
れ
る
世

代
。
農
地
に
対
し
て
特
別
の
思
い
入
れ

が
あ
る
山
本
さ
ん
で
さ
え
、
こ
れ
か
ら

10
年
農
作
業
を
続
け
る
こ
と
は
困
難
だ

ろ
う
と
仰
し
ゃ
る
。
近
隣
の
都
市
に
住

む
子
供
た
ち
が
帰
っ
て
来
る
だ
ろ
う
か
、

田
植
え
・
稲
刈
り
の
農
繁
期
に
さ
え
顔

を
見
せ
な
い
子
供
た
ち
が
帰
っ
て
く
る

と
は
思
え
な
い
、
と
い
う
。

　

結
局
、
中
田
の
よ
う
な
地
域
で
棚
田

の
耕
作
を
続
け
る
に
は
、
外
部
か
ら
担

い
手
を
求
め
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
た
め
に
は
担
い
手
が
魅
力
を

感
ず
る
よ
う
な
施
策
が
必
要
で
あ
る
。

上：収穫されなかったユズ／下：地辷り防止の
ための集水井戸

こ
れ
ま
で
の
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払

は
耕
作
放
棄
に
歯
止
め
を
か
け
た
画
期

的
な
施
策
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
ほ
か
に

日
本
版
環
境
支
払
と
も
い
え
る
多
面
的

機
能
支
払
を
加
え
て
も
十
分
で
は
な
い
。

徳
島
県
上
勝
町
の
前
町
長
・
笠
松
和
市
氏

の
持
論「
現
行
の
中
山
間
地
域
等
直
接
支

払
を
10
倍
に
せ
よ
」
と
ま
で
は
い
わ
な

い
が
、
せ
め
て
5
倍
に
す
れ
ば
担
い
手

が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
話
で

終
わ
っ
た
。
棚
田
地
域
の
存
続
が
ま
さ

に
瀬
戸
際
の
状
況
に
あ
る
こ
と
を
痛
感

さ
せ
ら
れ
る
訪
問
と
な
っ
た
。

和歌山県・紀美野町

●

●

●
紀美野
町役場

中田
集会所

海南

●

貴志川
●

生石高原
登山口海南IC

生石高原 ▲

180海南東IC

阪
和
自
動
車
道

474

424

紀
勢
本
線

梅本郵便局
中田の棚田
（生石高原北斜面）

370
370

中田の棚田へのアクセス

【公共交通】�JR紀勢本線・海南駅から大十オレンジ
バスにて「登山口（野上中学校）」行き
に乗車、約30分の終点で下車。更にそ
こからタクシーまたはコミュニティーバ
スで中田集会所まで7km約10分。

【自 動 車】�阪和自動車道・海南東ICより国道370
号を東へ進み、県道180号を右折し生
石高原方向に進む�。曲がりくねった坂
道を上ると中田集会所に到着。海南東
ICより15km約30分�



会員の声

生きものいっぱいの
谷津田の米づくり

千葉県千葉市

桜井 健

坂
折
棚
田
応
援
団

千
葉
県
千
葉
市  

斉
藤  

滋

会員レポート

　私の所属している「ちば環境情報センター」

（www.ceic.info）では千葉市内で、谷津田環境の

保全活動を行っています。

「谷津田」という言葉を、千葉県北部、茨城県南部

では当たり前のように使ってしまっているのです

が、関東でも西側では、谷戸、谷戸田という言い方

が一般的なようです。

　谷の部分が非常に長く入り込んだ、谷津・谷津田

地形というのは、一度海没している下総台地に特

有な地形のように思います。

　どこまで行っても奥山は現れず、比高20～40ｍ

の台地と斜面林と谷津田が延々と繰り返す景観

は、奥山の前山としての里山とは一味違った面白

さがあります。

　両側の平坦な台地と斜面林に囲まれた谷津田は

渇水期でも湧水が絶えず、水の心配はほとんどしな

くて良いのですが、細く入り組んだ谷津は、耕地整

理が行われていないところも多く残っています。

　私たちが活動している、千葉市緑区下大和田町

の谷津田も、耕地整理・乾田化されておらず、排水路

である土の水路との水位差がほとんどないので、稲

刈りの時期にどれだけ水を抜いても、ひざ上まで泥

にはまりながら稲刈りをすることになります。

　農業機械は転倒してしまって入れませんので、

手植え手刈りでしか稲作ができません。地元の農

家さんは、他にもっと効率の良い農地をお持ちで

すので、機械が入らない泥深い湿田は耕作放棄さ

れるのも止むを得

ない状況です。 し

かし、昔ながらの

土水路と生き物た

ちが自由に行き来

できる田んぼは、驚

くほど生きものが豊富です。

　一年耕作放棄してしまったら、あっと言う間に背

丈３メートルほどのヨシ原になってしまいますので、

開かれた水面を維持することは大変なのですが、目

の前のメダカやカエル、トンボたち、それらを餌とす

る鳥たちの姿を見ていると、何とかこの環境を残し

て行きたいと思い、耕作放棄された田んぼを借り受

け、仲間たちと米づくりをしています。 遠い場所では

なく、東京への通勤圏でもある政令指定都市の千

葉市域内に、生きものの豊富な里山環境を残すこ

とに意味を見出しています。

千葉市内の小学校に、教育委員会を通じて谷津田

での米づくりへの参加を呼びかけたところ、ベイ

エリアの美浜区のマンションにお住まいの方から

の参加申し込みが非常に多かったです。人工的に

計画された都市環境にお住まいの方は、やはり土

に触れる機会を渇望しています。

　今年８月には、一般社団法人関東地域づくり協

会と公益財団法人日本生態系協会が定める「関

東・水と緑のネットワーク拠点・百選」※にも選出

され、生態系保全の活動が評価されました。都市

の身近にも豊かな里山自然があることを、多くの

人に知っていただきたいと思っています。

※関東・水と緑のネットワーク拠点・百選
　http://www.ecosys.or.jp/100select/index.html

　

会
員
の
声
募
集
！

「
こ
ん
な
活
動
を
し
て
い
ま
す
」「
こ
ん
な
こ
と
や
り
ま
す
」
と
い
う
皆
さ
ん
の
声

を
編
集
部
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
！  

ご
要
望
、
感
想
や
ご
質
問
で
も
O
K
！ 

（
会
員
の
声
8
0
0
字
ま
で
、
会
員
レ
ポ
ー
ト
4
0
0
字
ま
で
。
写
真
も
添
え
て
）

〒
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〇
ー
〇
〇
二
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京
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新
宿
区
西
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宿
七
ー
一
八
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六

ト
ー
シ
ン
ハ
イ
ム
七
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四
号
「
棚
田
に
吹
く
風

　会
員
の
ひ
ろ
ば
」
宛

メ
ー
ル
で
も
受
付
け
て
い
ま
す  

⇦hiroba@
tanada.or.jp

　
棚
田
の
美
し
い
風
景
を
守
る
た
め
に
は
、地
元
農
業
者
と
都
市
生
活
者
の
強
い

連
携
が
必
要
と
な
り
ま
す
。た
く
さ
ん
の
都
市
生
活
者
に
棚
田
フ
ァ
ン
に
な
っ
て

い
た
だ
き
、環
境
保
全
費
用
を
上
乗
せ
し
た
良
質
の
棚
田
米
を
積
極
的
に
購
入
。

こ
の
保
全
費
用
を
、稲
作
専
門
技
術
を
習
得
し
た
近
隣
の
都
市
生
活
者
で
組
織
す

る
援
農
団
の
活
動
費
に
転
用
す
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
す
。も
ち
ろ
ん
、棚
田
の

地
元
農
業
者
は
安
全
で
美
味
し
い
米
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
恵
那
市
坂
折
棚
田
保
存
会
と
旅
行
会
社
が
連
携
し
て
棚
田
の
保

全
価
値
を
中
日
新
聞
で
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
た
。同
一
紙
面
で
都
市
の
方
々
を
棚
田
に
お

連
れ
す
る
棚
田
ウ
ォ
ー
ク
ツ
ア
ー
を
募
集
。 

熟
年
世
代
の
方
が
ツ
ア
ー
に
多
数
参

加
さ
れ
、坂
折
棚
田
の
ふ
る
さ
と
景
観
に
魅
入
り
ま
し
た
。特
に
棚
田
案
内
人
さ

ん
の
、石
積
み
技
術
、治
水
管
理
の
知
恵
の
て
い
ね
い
な
説
明
が
、ウ
ォ
ー
ク
の
楽

し
み
を
倍
増
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、棚
田
保
全
ヘ
ル
パ
ー
の
育
成
を
目
的
と
し
た「
坂
折
棚
田
と
こ
と
ん
応
援

団
」も
同
時
に
中
日
新
聞
で
募
集
。
20
代
女
性
か
ら
60
代
ご
夫
婦
ま
で
各
世
代
バ

ラ
ン
ス
良
く
７
名
が
応
募
さ
れ
、第
１
回
研
修
会
で
は
中
島
峰
広
先
生
が「
棚
田

の
保
全
価
値
」、相
田
明
先
生
が「
棚
田
の
自
然
と
生
き
物
た
ち
」の
講
義
を
和
気

あ
い
あ
い
と
さ
れ
ま
し
た
。稲
刈
り
実
習
も
、手
刈
り
、機
械
刈
り
両
方
を
体
験
。

技
術
習
得
ま
で
路
は
長
い
こ
と
を
一
同
実
感
。石
垣
の
草
取
り
は
、成
果
が
歴
然
と

現
れ
る
こ
と
に
感
動
し
ま
し
た
。

　
次
回
研
修
会
は
11
月
１
〜
２
日
開
催
。 

成
川
米
穀

の
成
川
社
長
も
講
師
と
し
て
参
加
さ
れ
ま
す
。

や　つ   だ

や　と や　と　だ

米づくり講座「苗代づくり」

上：中日新聞の掲載誌面
下：第 1回研修会の様子

12

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

天空の四谷千枚田
埼玉県深谷市　岡田  洋民

運転中突然現れた四谷の千枚田、思わずマチュピ
チュを連想しました



会員の声

生きものいっぱいの
谷津田の米づくり

千葉県千葉市

桜井 健

坂
折
棚
田
応
援
団

千
葉
県
千
葉
市  

斉
藤  

滋

会員レポート

　私の所属している「ちば環境情報センター」

（www.ceic.info）では千葉市内で、谷津田環境の

保全活動を行っています。

「谷津田」という言葉を、千葉県北部、茨城県南部

では当たり前のように使ってしまっているのです

が、関東でも西側では、谷戸、谷戸田という言い方

が一般的なようです。

　谷の部分が非常に長く入り込んだ、谷津・谷津田

地形というのは、一度海没している下総台地に特

有な地形のように思います。

　どこまで行っても奥山は現れず、比高20～40ｍ

の台地と斜面林と谷津田が延々と繰り返す景観

は、奥山の前山としての里山とは一味違った面白

さがあります。

　両側の平坦な台地と斜面林に囲まれた谷津田は

渇水期でも湧水が絶えず、水の心配はほとんどしな

くて良いのですが、細く入り組んだ谷津は、耕地整

理が行われていないところも多く残っています。

　私たちが活動している、千葉市緑区下大和田町

の谷津田も、耕地整理・乾田化されておらず、排水路

である土の水路との水位差がほとんどないので、稲

刈りの時期にどれだけ水を抜いても、ひざ上まで泥

にはまりながら稲刈りをすることになります。

　農業機械は転倒してしまって入れませんので、

手植え手刈りでしか稲作ができません。地元の農

家さんは、他にもっと効率の良い農地をお持ちで

すので、機械が入らない泥深い湿田は耕作放棄さ

れるのも止むを得

ない状況です。 し

かし、昔ながらの

土水路と生き物た

ちが自由に行き来

できる田んぼは、驚

くほど生きものが豊富です。

　一年耕作放棄してしまったら、あっと言う間に背

丈３メートルほどのヨシ原になってしまいますので、

開かれた水面を維持することは大変なのですが、目

の前のメダカやカエル、トンボたち、それらを餌とす

る鳥たちの姿を見ていると、何とかこの環境を残し

て行きたいと思い、耕作放棄された田んぼを借り受

け、仲間たちと米づくりをしています。 遠い場所では

なく、東京への通勤圏でもある政令指定都市の千

葉市域内に、生きものの豊富な里山環境を残すこ

とに意味を見出しています。

千葉市内の小学校に、教育委員会を通じて谷津田

での米づくりへの参加を呼びかけたところ、ベイ

エリアの美浜区のマンションにお住まいの方から

の参加申し込みが非常に多かったです。人工的に

計画された都市環境にお住まいの方は、やはり土

に触れる機会を渇望しています。

　今年８月には、一般社団法人関東地域づくり協

会と公益財団法人日本生態系協会が定める「関

東・水と緑のネットワーク拠点・百選」※にも選出

され、生態系保全の活動が評価されました。都市

の身近にも豊かな里山自然があることを、多くの

人に知っていただきたいと思っています。

※関東・水と緑のネットワーク拠点・百選
　http://www.ecosys.or.jp/100select/index.html
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を
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ま
す
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や
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ま
す
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皆
さ
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ま
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O
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棚
田
の
美
し
い
風
景
を
守
る
た
め
に
は
、地
元
農
業
者
と
都
市
生
活
者
の
強
い

連
携
が
必
要
と
な
り
ま
す
。た
く
さ
ん
の
都
市
生
活
者
に
棚
田
フ
ァ
ン
に
な
っ
て

い
た
だ
き
、環
境
保
全
費
用
を
上
乗
せ
し
た
良
質
の
棚
田
米
を
積
極
的
に
購
入
。

こ
の
保
全
費
用
を
、稲
作
専
門
技
術
を
習
得
し
た
近
隣
の
都
市
生
活
者
で
組
織
す

る
援
農
団
の
活
動
費
に
転
用
す
る
シ
ス
テ
ム
が
必
要
で
す
。も
ち
ろ
ん
、棚
田
の

地
元
農
業
者
は
安
全
で
美
味
し
い
米
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
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法
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坂
折
棚
田
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会
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携
し
て
棚
田
の
保

全
価
値
を
中
日
新
聞
で
Ｐ
Ｒ
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熟
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。
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と
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応
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新
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で
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。
20
代
女
性
か
ら
60
代
ご
夫
婦
ま
で
各
世
代
バ

ラ
ン
ス
良
く
７
名
が
応
募
さ
れ
、第
１
回
研
修
会
で
は
中
島
峰
広
先
生
が「
棚
田

の
保
全
価
値
」、相
田
明
先
生
が「
棚
田
の
自
然
と
生
き
物
た
ち
」の
講
義
を
和
気

あ
い
あ
い
と
さ
れ
ま
し
た
。稲
刈
り
実
習
も
、手
刈
り
、機
械
刈
り
両
方
を
体
験
。

技
術
習
得
ま
で
路
は
長
い
こ
と
を
一
同
実
感
。石
垣
の
草
取
り
は
、成
果
が
歴
然
と

現
れ
る
こ
と
に
感
動
し
ま
し
た
。

　
次
回
研
修
会
は
11
月
１
〜
２
日
開
催
。 

成
川
米
穀

の
成
川
社
長
も
講
師
と
し
て
参
加
さ
れ
ま
す
。

や　つ   だ

や　と や　と　だ

米づくり講座「苗代づくり」

上：中日新聞の掲載誌面
下：第 1回研修会の様子

差し換え
東
京
の
大
学
を
卒
業
し
た
も
の
の
就
職
先
で
の
派
遣

切
り
、
就
職
難
に
直
面
し
た
主
人
公
は
、
半
ば
逃
げ

る
よ
う
に
偶
然
ネ
ッ
ト
で
募
集
告
知
を
見
た
高
知
県
・

四
万
十
市
の
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
に
応
募
。
し

か
し
赴
任
後
ま
も
な
く
シ
ビ
ア
な
現
実
を
思
い
知
ら

さ
れ
る
の
だ
っ
た
…
。

近
年
、
棚
田
地
域
で
も
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
っ

た
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
若
者

た
ち
の
奮
闘
を
描
い
た
連
続
ド
ラ
マ
。
舞
台
と
な
る
、

最
後
の
清
流
と
呼
ば
れ
る
高
知
県
・
四
万
十
川
の
美

し
い
映
像
は
必
見
で
す
。

遅
咲
き
の
ヒ
マ
ワ
リ 

～
ボ
ク
の
人
生
、リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
～

松村	賢治	（著）

￥1,404
PHP研究所

2013年12月

旧
暦
で
今
を
た
の
し
む 

「
暮
ら
し
歳
時
記
」

旧
暦
を
取
り
入
れ
て
、
季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
、
旬
の
食
べ
物
を
味
わ
い
な
が
ら
、

心
も
体
も
豊
か
に
暮
ら
す
た
め
の
手
引
書
。「
旧
暦
っ
て
言
う
け
ど
、
そ
も
そ
も

今
の
暦
と
何
が
違
う
の
？
」
と
い
う
よ
う
な
旧
暦
の
基
本
知
識
か
ら
、
季
節
ご
と

の
行
事
や
植
物
、
食
べ
物
、
遊
び
な
ど
を
か
わ
い
ら
し
い
イ
ラ
ス
ト
と
と
も
に
紹

介
。�

月
と
太
陽
の
運
行
を
取
り
入
れ
た
暦
に
「
二
十
四
節
気
」
と
美
し
い
季
節

感
を
表
す
「
七
十
二
候
」
を
加
え
た
旧
暦
。
四
季
の
あ
る
日
本
と
い
う
国
に
生
ま

れ
た
幸
せ
を
感
じ
ら
れ
る
一
冊
で
も
あ
り
ま
す
。�

棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
『
旧
暦

棚
田
ご
よ
み
』
と
合
わ
せ
て
ど
う
ぞ
。

キャスト：	生田斗真
	 真木よう子	他
脚　	本:	橋部敦子
音　	楽:	海田庄吾
制　	作:	フジテレビ/
	 共同テレビ

全10話

●Blu-ray	BOX(4枚組)　
￥24,675(税込)

●DVD-BOX(6枚組)　　
￥19,950(税込)

Ⓒフジテレビ/共同テレビ
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棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

か
つ
ど
う
ノ
ー
ト

東北初、山形県上山市で
第20回棚田サミット

丸の内さえずり館ネイチャーセミナー
「旧暦のリズムで棚田を味わう」

　棚田サミット参加も20回目。初日の基調講演

は民俗研究家の結城登美雄さん。 日本の食を

支えている農家は人口割合にすればわずか２％

だという話が衝撃でした。 現地見学会は小倉の

棚田コースへ。 整備された見事な棚田や水路

を散策し、玉こんにゃくやお茶などの温かいも

てなしを受けました。

　翌日の「棚田保存会意見交換会」では、各地の

保存会代表が４つのグループに分かれてワーク

ショップ。 意欲的な企画でしたが、時間が限られ

じっくり討論できなかったのが残念です。次回

に期待します。

　「旧暦棚田ごよみ」の発売を記念してイベント

を開催しました。残念ながら2014年をもって

閉館が決まった「丸の内・さえずり館」での最後

のイベントです。写真家・青柳健二さんによる二

十四節気の解説にあわせた美しい棚田の紹介

と今年から体験田に決まった千葉県鴨川市川

代棚田の新米コシヒカリを25名の参加者が楽

しみました。10年近く活用させていただいた

「さえずり館」、長い間ありがとうございました！

   2014年11月7日  報告 高桑 智雄   2014年10月23日～24日  報告 高野 光世

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
棚
田
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
ス
タ
ッ
フ
の
活
動
や
事
務

局
の
こ
と
な
ど
を
幅
広
く
お
伝
え
し

て
い
き
ま
す
。

棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク   

新
任
理
事
の
ご
挨
拶

す
ぎ
や
ま  

ゆ
き
お

た
か
や
ま  

よ
し
ゆ
き

あ
く
ざ
わ  
ご
う
き

杉
山  

行
男

　
4
月
の
総
会
で
初
め
て
理
事
に
選
任
い
た
だ
き
ま
し

た
杉
山
で
す
。
農
地
の
ほ
場
整
備
な
ど
の
農
業
土
木
の

仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
坂
折
棚
田
の
整
備
で
中
島

先
生
に
ご
指
導
い
た
だ
い
た
ご
縁
で
お
世
話
に
な
っ
て
い

ま
す
。
当
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
棚
田
を
通
じ
た
人
の
つ

な
が
り
が
活
動
を
支
え
て
い
ま
す
。

　
会
員
の
皆
様
の
し
た
い
こ
と
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ

り
、
活
動
が
活
性
化
し
棚
田
地
域
が
元
気
に
な
る
よ
う

微
力
な
が
ら
努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

高
山  

承
之

　
棚
田
ネ
ッ
ト
に
出
会
っ
て
15
年
。
何
時
も
「
口
を
出

す
ば
か
り
」
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
ず
、
こ
う
い
う
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
無
精
者
で
器
用
貧
乏
を
自
認
し
て

い
ま
す
。

　
鴨
川
・
大
山
千
枚
田
で
オ
ー
ナ
ー
活
動
を
継
続
中
。

会
社
勤
め
で
、
定
年
ま
で
８
年
を
切
り
ま
し
た
。
こ
の

７
月
か
ら
茨
城
・
水
戸
に
単
身
赴
任
中
で
す
。

阿
久
澤  
剛
樹

　
棚
田
及
び
中
山
間
地
農
業
と
地
域
お
こ
し
に
関
心
を

持
っ
て
い
ま
す
。
新
潟
を
中
心
に
棚
田
地
域
の
N
P
O

活
動
に
参
加
し
な
が
ら
、
仕
事
で
あ
る
国
際
観
光
投
資

と
ホ
テ
ル
経
営
の
経
験
を
活
か
し
た
プ
ロ
ボ
ノ
と
し
て
、

棚
田
の
普
遍
的
な
美
し
さ
と
文
化
的
価
値
を
世
界
に
発

信
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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佐渡ボランティアツアー
新潟県佐渡市

昔ながらの米づくりプロジェクト
静岡県松崎町

棚田ビオトープ プロジェクト
岐阜県恵那市

佐渡ボランティアツアー2014
今年も無事終了！

こどもビオトープ観察会と稲刈り

草刈り・草取り〜稲刈り
そして脱穀まで

Project Report
プロジェクトレポート

　先日出席したシンポジウムで水生生物の専門家が「最近、子供が水辺
で昆虫採集をしているとすぐに危険だからと通報されてしまう」と言っ
ていました。子供も昆虫採集ができる場所があります。「夏休み・こど
もビオトープ観察会」が８月２日(土)10:00から11:30まで開催されま
した。参加者は合計６名、うち子供は３名（すべて女の子！）。今年は趣
向を変えて、カエルを捕まえた人にはカエルグッズをプレゼント、とし
ました。子供は私が思っっていたより必死。捕まえられるカエルも必死。
子供は100円ショップで購入したマグカップなどをもらい大喜びでした。
　さて、今年の稲刈りは９月23日（火祝）に開催、参加者は４名（うち
国際園芸アカデミー学生２名）でしたが、作業途中で突然テレビの取材
が入りました。お笑い芸人「ずん」の飯尾和樹さんが坂折棚田を訪ね歩
きました。その模様、東海テレビの『スイッチ！』「岐阜・恵那市で秋を
満喫旅！」で10月３日(金) 9:50から放映されました。  （相田  明）

　8月下旬に2回目の草刈り、草取り作業を終え、10月4日、5日に今年
も無事収穫の時をむかえたかに思えました。総勢26名の参加をいただい
たのですが、台風18号の接近により、ハザ掛けが中止になり稲刈りのみ
の作業という緊急事態。その後、保存会の方々にハザ掛けをしていただい
たのですが、今度は台風19号の接近により、急遽脱穀作業になるという

てんやわんやな年になりまし
た。スタッフ2名が脱穀に駆
けつけ無事籾を収穫、もう一
度天日乾燥させる作業が残っ
ていますが、今年もなんとか
新米ができ、11月9日に「新
米を食べる会」を開催します！
 （高桑  智雄）

　海の日の佐渡ツアー、初日は岩首談義所で地元の方を交えた交流会。 
テーマは「棚田サミットに向けて」、熱の入った討論になりました。 
　二日目は月布施地区の棚田で朝8時から昼までハードなビオトープの
手入れ、午後からは泥んこバレー大会見学後再び公民館に戻り、月布施

交流会を行いました。 
　三日目は初めての試みとして
地元ツアーガイドによる『ある
かんか佐渡＜野浦編＞』 3.3ｋ
ｍの探訪コースに参加、野浦地
区の名所旧跡や棚田のウォッチ
ングを満喫しました。
 （上久保  郁夫）
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会員に
なると！

年会費

○個人会員

○法人会員
１口3 万円（１口以上）

私たちの活動にご支援・ご協力をいただ
ける、企業、団体、事業主さまを募集して
います。 詳細はお問い合わせください。

棚田ネットワークは「棚田の保全に
協力したい！」という会員によって自
主的に運営されているNPOです。
消えゆく美しい“棚田”をどのように
保全していくことができるのでしょ
う？ 一緒に考えませんか？ ぜひ、私
たちと棚田の応援団になりましょう！

会報誌「棚田に吹く風」（年4回）やイベン
ト案内お届けの他、棚田ネットワークが主
催する各プロジェクト（イベント）への参加
や、スタッフとしての活動もできます。

法人会員を募集しています！

維持会員 １口１万円（１口以上）
一般会員 4,０００円
応援会員 3,０００円
学生会員 ２,０００円

この上のスペース（ページ上1/2サイ
ズ）は法人会員さまのPRスペースとし
て広告や広報にご利用いただけます。  

（詳細はお問い合わせください）

年会費

〒 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
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［今回の表紙］平成27年度から棚田ネットワークの田植え・稲刈り体験プロジェクトの実施が決まった千葉県鴨川市川代の棚田

http://www.tanada.or.jp

棚田ネットのWebサイト
イベント情報、ブログ等

随時更新中！！

ホームページのここを見て！ホームページのここを見て！

旧
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ご
よ
み

平
成
二
十
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年

始めてみよう〝旧暦生活〟
使いづらい、だけど美しい！

今年も作りました！

四季折々の
棚田風景

新暦表示
もあり！ 月の

満ち欠け
イラスト

入り！

二十四節気
七十二候

雑節を表示

サイズ：A4（開くとタテA3サイズ）

月の満ち欠けでひと月を知り、太陽の動きで季節
の移り変わりを感じていた「旧暦」での暮らし。
旧暦棚田ごよみは、四季折々の美しい棚田の風景とともに、暦で

「季節感」を味わうことのできる旧暦カレンダーです。
平成27年版

『旧暦棚田ごよみ』
　写真：青柳健二

￥1,200（税込）

贈答用にどうぞ！
5部セット ￥5,000（税込）

ミニブック
『旧暦棚田読本』

付いてます！

ふろく
ご購入は

TEL/FAX:03-5386-4001
E-mail : koyomi@tanada.or.jp
●Webサイトからのご注文もできます。
　www.tanada.or.jp/tanada_goyomi/
※上記QRコードからも注文サイトへ行けます。 

NPO法人
棚田ネットワーク

11月7日（金） 18：30～　写真家 青柳健二さんが、棚田と旧暦のお話をしてくれます！　場所：丸の内さえずり館 （詳しくは www.m-neture.info）イベント情報！

※このカレンダーは、旧暦の元日（平成27年は2月19日）から始まります。


