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棚
田
の

棚
田
の

石
積
み

特
集

棚田の成り立ち

棚田の構造

石積みの例   ※参考文献：農業農村工学会論文集278号

棚田は主に山の斜面や地滑り跡地に築かれました。 現在では勾配 1/20以上を棚田と称しています。

棚田の構造は大きく分けて、西日本に多い石積み型と東日本に多い土
ど

坡
は

型に分類される。石積み型は耕地面積を広
く取れることが特徴であるが高い石積み技術と石材が必要になる

野
の

面
づら

積みは多くの棚田で見られる。自然の石を多く使用し目
め

地
じ

の残るのが特徴。これ以外にも目地を無くした打込
接や切込接などもある。 

硬い地層軟らかい地層

地滑り

地滑り跡地は比較的なだらかで稲作地に適しています。 この図の勾配は5/20。日本の棚田の平均的な斜度。

表土天端石

畦

根石

盤土

てんば

石積みの棚田

野面積み（乱積みの一種） 布積み 谷積み

土坡の棚田
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棚
田
の
大
き
な
魅
力
の
一
つ
は
、

田
ん
ぼ
と
田
ん
ぼ
の
間
に
あ
る
傾

斜
の
装
い
。
つ
ま
り
法の
り

面め
ん

の
さ
ま

ざ
ま
な
形
に
あ
り
ま
す
。

　
西
日
本
に
多
い
と
さ
れ
る
石
積

み
の
形
は
、
地
形
や
産
出
さ
れ
る

石
の
種
類
、
そ
の
土
地
に
脈
々
と

引
き
継
が
れ
る
城
壁
な
ど
の
伝
統

的
な
技
術
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
表
情
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
今

号
は
、
そ
ん
な
石
積
み
の
魅
力
を

お
伝
え
し
ま
す
。

　
緩
や
か
な
曲
線
を
描
く
土
で
固

め
ら
れ
た
ど
こ
か
女
性
的
な
土ど

坡は

と
は
対
照
的
に
、
直
角
な
角
度
、

堅
牢
で
重
厚
な
石
の
組
み
合
わ
せ

が
ど
こ
か
男
性
的
な
石
積
み
棚
田

の
世
界
を
お
楽
し
み
下
さ
い
。



1：島根県 大井谷、石積みの
美しい棚田／ 2：佐賀県 岳棚
田パーク／ 3：佐賀県 浜野浦
／ 4：佐賀県 玄海町の棚田、
最近の補修か？平盤石による
石積み／ 5：高知県 神在居の
棚田／ 6：徳島県 重松の棚田

1：地元のベテランが先生役
2：石垣のかさ上げほぼ終了

3：世界３大石垣の一つ

百
年
の
石
垣
を
積
む

熊
本
県
水
俣
市

愛
林
館 

沢
畑 

亨

　

ハ
ン
マ
ー
で
石
を
軽
く
叩
い
て
動
か
す
。
コ
ツ
コ
ツ
コ
ツ
。

「
は
い
、
決
ま
っ
た
。
次
は
こ
け
（
こ
こ
に
）
ち
っ
と
（
少
し
）

長
か
つ
ば
（
長
い
の
を
）」。

　

石
垣
積
み
は
、
一
度
や
っ
た
ら
や
め
ら
れ
な
い
。
石
と
土
と

い
う
、
無
限
の
寿
命
を
持
つ
素
材
を
積
み
上
げ
る
だ
け
で
、
棚

田
の
水
と
泥
と
い
う
膨
大
な
重
さ
を
支
え
る
壁
が
で
き
て
し
ま

う
。
上
手
に
作
れ
ば
百
年
は
保
つ
。
そ
ん
な
に
長
持
ち
す
る
モ

ノ
づ
く
り
は
、
な
か
な
か
で
き
な
い
。

　

愛
林
館
の
石
垣
積
み
教
室
は
２
０
０
１
年
２
月
に
始
ま
っ

た
。
予
て
か
ら
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
吉
井
和
久

さ
ん
の
棚
田
の
石
垣
が
崩
れ
、
地
元
の
人
を
講
師
に
し
て
や
っ

て
み
な
い
か
、
と
い
う
提
案
で
始
ま
っ
た
。
開
催
前
に
は
福
岡

県
黒
木
町
の
山
村
塾
の
石
垣
積
み
教
室
に
参
加
し
て
、
や
り
方

を
盗
ん
だ
。
参
加
者
は
全
国
か
ら
集
ま
り
、
八
代
で
戦
国
時
代

の
城
跡
を
発
掘
し
て
い
る
人
が
勉
強
の
た
め
に
来
た
り
し
て
、

予
想
を
超
え
る
多
様
性
が
あ
っ
た
。

　

以
来
、
棚
田
の
石
垣
、
林
道
法
面
の
石
垣
な
ど
、
あ
ち
こ
ち

で
積
ん
で
き
た
。
最
近
は
毎
年
開
催
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

今
年
は
久
し
ぶ
り
の
開
催
と
な
っ
た
。
教
室
で
簡
単
に
技
術
の

伝
承
が
で
き
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
あ
る
程
度
の
素
養
の
あ
る

人
に
は
さ
ほ
ど
の
問
題
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
今
後
も
ぜ
ひ
続
け

て
い
き
た
い
。
私
？　

ま
だ
自
分
で
は
積
め
な
い
な
。。。
作
業

の
流
れ
は
理
解
し
た
か
ら
、
助
手
は
完
璧
に
務
ま
る
け
ど
。

1

2

3

3

3

5

4

6

1 2



永田 博義 ながた ひろよし

1938年　長崎県佐世保市生まれ・千葉県松戸市在住
1976年　写真家前田真三先生に邂逅、指導を受ける
1984年　写真集「本土寺の四季」出版
1997年　写真集「偕楽園逍遥」出版
2005年　ポストカード「遺産　日本の棚田Ⅰ」作製
2005年　ポストカード「遺産　日本の棚田Ⅱ」作製

　
棚
田
の
歴
史
は
数
千
年
に
お
よ
ぶ
と
い
う

が
、
そ
の
間
、
先
祖
た
ち
は
幾
世
代
に
も
わ

た
っ
て
、一
鍬
ひ
と
く
わ
掘
り
起
こ
し
た
汗
の

結
晶
が
棚
田
で
あ
る
と
思
う
。

　
そ
の
棚
田
を
前
に
し
て
い
る
と
、先
祖
た
ち

の
生
活
ぶ
り
が
見
え
る
よ
う
な
気
に
な
る
。

　
日
の
出
前
の
早
朝
か
ら
家
族
一
同
は
鍬
を

担
い
で
山
へ
出
掛
け
、斜
面
を
平
ら
に
す
る
作

業
に
取
り
組
ん
だ
に
違
い
な
い
。作
業
は
陽
が

暮
れ
る
ま
で
続
い
た
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
は
谷
間
の
流
れ
を
導
き
、
米
が
収

穫
で
き
る
ま
で
の
作
業
は
計
り
知
れ
な
い
努

力
が
必
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。　
そ
ん
な
棚
田

と
対
峙
し
て
い
る
と
、先
祖
た
ち
の
語
り
が
聞

こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
に
な
る
。　

　
そ
し
て
、
私
は
カ
メ
ラ
を
取
り
出
し
シ
ャ
ッ

タ
ー
を
押
す
の
で
あ
る
。

棚
田
と
の

語
ら
い

車田植え棚田 新潟県佐渡市北鵜島

可憐な花咲く
（水仙）

写
真
・
文  

永
田 

博
義

1：高さ3ｍほどの石積み／ 2：石積みと土坡の併用／ 3：石積教室の様子

1：高知県 仁淀川の棚田、日本のマチュピチと称される垂直の石積み／ 2：愛媛県 泉谷の棚田、急峻な棚田を支える石積み／
3：静岡県 石部棚田、作業用の踏み石のある石積み／ 4：島根県 都川の棚田
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石
積
み
の
職
人
集
団
「
黒
鍬
衆
」

今
も
そ
の
技
術
を
伝
承
し
、保
全
に
務
め
る

岐
阜
県
恵
那
市

坂
折
棚
田

　

岐
阜
県
恵
那
市
の
中な

か

野の

方ほ
う

地
区
は
、
棚
田
と
生
活
と
里
山
が
一
体
と
な
っ
た
景
観
が

特
徴
で
あ
る
。
坂
折
棚
田
の
ほ
ぼ
中
央
に
赤
河
断
層
が
あ
り
、
そ
の
影
響
で
直
径
50
セ

ン
チ
〜
５
セ
ン
チ
の
自
然
石
が
た
く
さ
ん
出
土
す
る
。
整
形
せ
ず
そ
の
ま
ま
使
っ
て
積

み
上
げ
、
棚
田
と
な
っ
た
。
崩
壊
す
る
た
び
に
田
直
し
を
繰
り
返
し
て
き
た
結
果
、
今

日
の
坂
折
棚
田
が
誕
生
し
た
。
比
較
的
手
頃
な
石
が
多
く
、
曲
線
の
石
積
み
も
あ
る
事

か
ら
、
繊
細
で
や
さ
し
い
女
性
的
な
石
積
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

江
戸
末
期
に
は
屋
敷
の
石
積
み
を
「
黒く

ろ

鍬く
わ

衆し
ゅ
う」

が
積
ん
だ
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
黒

鍬
衆
は
、
謂
わ
ば
流
れ
の
土
木
職
人
集
団
で
、
石
積
み
の
技
術
を
伝
授
し
た
こ
と
か
ら

坂
折
集
落
に
は
数
人
の
石
積
職
人
が
誕
生
し
、
他
地
域
に
も
出
か
け
て
活
躍
し
た
。

　

石
積
み
は
年
数
を
経
過
す
る
と
や
が
て
崩
壊
す
る
。
近
年
は
農
業
機
械
に
よ
る
作
業

の
た
め
、
踏
圧
が
大
き
く
石
積
み
の
崩
壊
が
早
く
な
っ
て
い
る
。
毎
年
、
稲
刈
り
が
終

わ
っ
た
後
の
11
月
ご
ろ
に
石
積
塾
を
開
催
し
、
石
積
の
技
術
伝
承
と
崩
壊
寸
前
の
石
積

み
補
修
を
同
時
に
行
い
、
保
全
に
努
め
て
い
る
。（

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

恵
那
市
坂
折
棚
田
保
存
会
）
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取
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久く

留る

女め

木き

の
棚
田
は

井
伊
家
の
隠
し
里
だ
っ
た
？

　

久
留
女
木
の
棚
田
は
、
静
岡
県
浜
松
市

北
区
引い

な

佐さ

町
の
東
久
留
女
木
と
西
久
留

女
木
に
ま
た
が
る
、
観
音
山
の
南
西
斜
面

（
標
高
２
５
０
㍍
付
近
）
に
展
開
し
て
い

ま
す
。
総
面
積
は
約
７
・
７
㌶
、
そ
の
中

に
８
０
０
枚
の
田
ん
ぼ
が
あ
る
と
い
わ

れ
、
そ
の
美
し
い
景
観
は
「
日
本
の
棚
田

百
選
」
や
「
静
岡
県
景
観
賞
」
に
も
選
ば

れ
て
い
ま
す
。

　

棚
田
の
起
源
は
平
安
時
代
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
戦
国
時
代
、
井
伊
直
虎
の

祖
父
（
直
宗
）
と
曾
祖
父
（
直
平
）
の
時

代
に
、
井
伊
家
の
庇
護
を
得
て
開
墾
が
進

ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
成
29
年

１
月
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
お
ん
な

城
主 
直
虎
」
が
放
送
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

ま
さ
に
そ
の
時
代
で
す
。

　

長
く
当
地
に
住
ん
だ
井
伊
直
宗
の
奥

方
・
浄
心
院
の
共
侍
と
し
て
入
植
し
た
中

井
七
衛
門
と
い
う
家
臣
の
末
裔
が
、
今
で

も
棚
田
を
守
り
続
け
て
い
る
と
い
う
、
正

真
正
銘
井
伊
家
ゆ
か
り
の
棚
田
で
す
。

　

平
成
28
年
10
月
に
は
、
大
河
ド
ラ
マ
の

第
７
話
の
撮
影
が
久
留
女
木
の
棚
田
で

行
わ
れ
、
主
役
級
の
役
者
さ
ん
が
大
勢
訪

れ
ま
し
た
。

　

ド
ラ
マ
の
中
で
、
今
川
氏
と
の
戦
の
中

で
窮
地
に
陥
っ
た
井
伊
家
の
人
々
が
隠

れ
住
ん
だ
「
隠
し
里
」
と
い
う
設
定
で
登

場
し
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
、
そ
の
も
の
ズ

バ
リ
。
久
留
女
木
の
棚
田
は
、
戦
国
時
代

の
井
伊
家
の
食
糧
庫
で
あ
り
、
後
方
支
援

基
地
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

竜
宮
小
僧
の
伝
説
が
息
づ
く
棚
田

　

大
河
ド
ラ
マ
「
お
ん
な
城
主 

直
虎
」

の
中
で
、
主
人
公
の
生
き
様
と
重
な
る
重

要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
「
竜
宮
小
僧
」

が
登
場
し
ま
す
が
、
そ
の
竜
宮
小
僧
伝
説

の
発
祥
の
地
も
久
留
女
木
の
棚
田
で
す
。

昔
む
か
し
、
久
留
女
木
川
に
は
竜
宮
に
通

じ
る
と
い
わ
れ
る
深
い
淵
が
あ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
た
び
た
び
子
ど
も
が
出
て
き
て
、

困
っ
て
い
る
村
人
を
助
け
て
く
れ
た
そ

大
河
ド
ラ
マ「
お
ん
な
城
主 

直
虎
」で

盛
り
上
が
る
久
留
女
木
の
棚
田

静
岡
県
浜
松
市
北
区
引
佐
町

1：久留女木の棚田 夏／ 2：春の夕景／ 3：雪の棚田
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う
で
す
。

　

い
つ
も
手
伝
っ
て
く
れ
る
の
で
す
が
、

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
尋
ね
て
も
、
笑
う
ば

か
り
で
名
乗
り
ま
せ
ん
。
村
人
は
、
こ
の

不
思
議
な
小
僧
を
、
竜
宮
に
通
じ
る
淵
か

ら
来
る
「
竜
宮
小
僧
」
と
呼
ん
で
可
愛
が

り
、
小
僧
も
村
人
と
、
と
て
も
仲
良
く
な

り
ま
し
た
。

　
「
お
い
、
小
僧
さ
ん
。
お
礼
に
ご
馳
走

し
た
い
が
、
何
が
好
き
か
な
？
」
と
聞
く

と
「
何
で
も
い
い
が
、
蓼た

で

汁じ
る

だ
け
は
食
わ

せ
な
い
で
お
く
ん
な
さ
い
」
と
、
ひ
ど
く

蓼
汁
を
嫌
っ
て
い
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
あ
る
日
の
こ
と
。
村
人
が

誤
っ
て
蓼
汁
を
出
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を

飲
ん
だ
竜
宮
小
僧
は
死
ん
で
し
ま
い
ま

し
た
。
死
ぬ
間
際
に
「
久
留
女
木
の
中
茂

に
あ
る
榎
木
の
下
に
葬
っ
て
ほ
し
い
」
と

い
い
残
し
た
た
め
、
村
人
は
泣
く
泣
く
言

わ
れ
た
通
り
、
木
の
下
に
竜
宮
小
僧
を
葬

り
ま
し
た
。

　

す
る
と
そ
の
木
の
根
元
か
ら
こ
ん
こ

ん
と
水
が
湧
き
出
し
、
村
人
は
そ
の
水
を

利
用
し
て
、
た
く
さ
ん
の
田
ん
ぼ
を
作
り

ま
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
久
留
女
木
の
棚
田

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

自
ら
は
名
乗
る
こ
と
な
く
、
困
っ
て
い

る
人
に
は
誰
に
で
も
手
を
差
し
伸
べ
、
見

返
り
を
求
め
ず
、
死
ん
で
も
な
お
棚
田
の

水
源
と
な
り
田
を
潤
し
て
く
れ
る
竜
宮
小

僧
に
、
村
人
は
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
、

供
物
を
し
て
手
を
合
わ
せ
て
い
ま
す
。

竜
宮
小
僧
の
精
神
で

棚
田
の
再
生
に
取
り
組
む

　

久
留
女
木
の
棚
田
も
近
年
、
過
疎
化
や

高
齢
化
が
進
み
、
半
分
以
上
が
休
耕
地
に

な
り
、
耕
作
し
て
い
る
地
元
農
家
も
８
軒

ま
で
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
逆
に
「
田
ん
ぼ
を
貸
し
て
ほ

し
い
」
と
い
う
外
部
の
人
が
現
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
た
め
、
地
元
農
家
と
外
部
と
の

橋
渡
し
役
、
調
整
役
と
し
て
、
平
成
27
年

に
「
久
留
女
木
竜
宮
小
僧
の
会
」
が
発
足

●●

久留女木
 の 棚 田

旧久留女木小

浜松いなさＩＣ

静岡県・浜松市

●●

久留女木
 の 棚 田

旧久留女木小

新東
名高
速道

257257

4747

4747

359359

新
東
名
高
速
道

257257

359299

浜松北
いなさＩＣ

三
遠
南
信
道
路

■ 棚田へのアクセス
【公共交通】	 天竜浜名湖鉄道「フルーツパー

ク」または「金指」駅よりタクシー
利用、約30分

【自	動	車】	 新東名高速「浜松いなさIC」
で下車し、国道257号、県道
47号、県道359号、県道299
号線経由にて旧久留女木小学
校をめざす。ここに車を停め、
棚田まで徒歩8分。ＩＣより小学
校まで約15分。	「浜松北いなさ
ＩＣ」はハーフＩＣにつき注意が
必要

■ お問い合わせ
静岡県交通基盤部農地局農地保全課
Tel.054-221-2714
E-mail：nouchihozen@pref.shizuoka.lg.jp
久留女木竜宮小僧の会
E-mail：ryugukozou@gmail.com

し
ま
し
た
。

　

竜
宮
小
僧
の
会
は
、
年
間
を
通
し
た
稲

作
を
学
び
将
来
の
耕
作
者
を
育
成
す
る

「
棚
田
塾
」
と
、
田
植
え
や
稲
刈
り
な
ど

を
体
験
で
き
る
「
稲
作
体
験
会
」
を
開
く

ほ
か
、
久
留
女
木
の
棚
田
の
魅
力
や
現
状

を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
「
お
話
し
会
」

な
ど
を
開
い
て
い
ま
す
。

　

主
役
は
久
留
女
木
の
棚
田
で
あ
り
、
主

人
公
は
耕
作
者
。
塾
生
や
体
験
会
の
参
加

者
は
、
あ
く
ま
で
も
〝
竜
宮
小
僧
〟
で
あ

る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
活
動
を
続
け
て

い
ま
す
。

（
久
留
女
木
竜
宮
小
僧
の
会
）

秋の風景
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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
十
一
回

第十一回は大分
県別府市にある
「内成棚田」を紹
介するわ！

応募資格や最新の情報は、
内成棚田のFacebookを見
てみてちょうだいね！
www.facebook.com/
uchinaritanada

別府といえば温泉！
「内成棚田」の近場にももちろん温泉
があるわ！作業帰りに疲れを取るの
もいいわね。

棚田オーナー募集地域紹介サイト 棚田百貨堂 検索

約100㎡の田んぼを借りられるオーナー価格は
年間25,000円。収穫時には玄米約30kgが頂け
るわ♪ 作業はコース制を取っていて、田植え、草
取り、稲刈り、収穫祭など通年を通して参加する
作業を選ぶことができるの！

別府市の南端に位置している
内 成 棚 田 は 、山 の 斜 面 に
1000枚以上の棚田があっ
て、「千枚田」と呼ばれている
わ！歴史もとても古くて、なん
と、鎌倉時代の古文書にも存
在が記載されているそうよ。
すごいわね！

こちらもチェックしてみてネ！

新
潟
県
十
日
町
市  

西
川 

美
里（
23
歳
）

  

大
平 

理
恵（
23
歳
）

ガールTana Girl

棚

棚
田
の
虜
に
な
っ
た
乙
女
、通
称「
棚
ガ
ー
ル
」

そ
ん
な
女
性
を
紹
介
す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
！！

Vol.8

　ＦＣ越後妻有(えちごつまり)は「県外から移住してきたサッカー女子が、中山間地で担い手の

いなくなった棚田を引き受け、保全活動をし、米作りをしている」農業女子サッカー実業団チーム

です。日本でも類を見ないこの取り組みは、日本有数の豪雪地帯の新潟県十日町市・津南町で

2000年から3年に一度開催されている「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」から産

声をあげました。都市と地域の交歓というコンセプトのもと、監督とトレーナー、そして昨年度よ

りフレッシュな選手が２名活躍しています。

　一人目は兵庫県出身の西川美里。初めての里山暮らし、初めての農作業に当初は戸惑いが

あったものの、今ではすっかり地域の皆さんと仲良くなり、一緒にゲートボールをプレーするま

でになりました(笑)。

　二人目は青森県出身の大平理恵。大学で専攻していた農業を営みながら、今まで続けていた

サッカーもできる環境ということで移住を決めました。

　昨年は初めての育苗から稲刈り。山の中の田んぼで、泥んこになりながら、大事に育てたお米

の味はとても感慨深いものでした。まさに「新米(農家)が作った新米」は忘れられない味わいで

した！

　農作業を通じ、地域の方々に温かく迎え入れても

らい、励まされ、支えられています。いつの日か今度

はサッカーで地域を元気にし、笑顔いっぱいになる

ように、これからも日々精進していこうと思います。

FC越後妻有の応援を、どうぞよろしくお願いします！

 （FC越後妻有）

左から、西川美里、大平理恵と
サッカーチーム監督の江副良治
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万
年
山
北
西
麓
、山
浦
川
河
岸
の
棚
田 

大
分
県
玖
珠
町
山
浦
杉
河
内

	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。

　
大
分
県
玖
珠
町
は
県
の
中
央
部
に
位
置

し
、
そ
の
西
端
に
山
浦
杉
河
内
が
あ
る
。

拙
著
『
続
百
選
の
棚
田
を
歩
く
』
で
紹

介
し
た
山
浦
早
水
に
隣
接
す
る
集
落
。
集

落
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
『
棚
田
に
吹
く
風
』

2
0
1
1
年
11
月
号
の
特
集
、「
駅
か
ら

歩
け
る
棚
田
」
で
紹
介
さ
れ
た
山
浦
早
水

よ
り
J
R
の
駅
に
近
い
。
九
州
を
横
断
し

大
分
と
久
留
米
を
結
ぶ
久
大
本
線
の
杉
河

内
駅
を
降
り
、
国
道
2
1
0
号
を
東
へ
。

す
ぐ
に
慈
恩
の
滝
入
口
の
交
差
点
が
あ

り
、
右
折
、
県
道
7
0
4
号
の
坂
を
上
れ

ば
徒
歩
15 

分
ほ
ど
で
到
着
す
る
。

一
部
に
土
坡
も
混
在

高
い
石
積
み
は

　4
メ
ー
ト
ル

　

2
0
1
6
年
11
月
下
旬
、
杉
河
内
を
訪

ね
た
。
第
21
回
全
国
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
が
開

か
れ
た
佐
賀
県
玄
海
町
で
会
っ
た
早
杉

営
農
組
合
の
代
表
渡
辺
公
明
さ
ん
の
招

れ
る
。
上
段
は
さ
ら
に
2
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク

に
細
分
さ
れ
る
。
北
側
は
1
～
3
㌃
の
狭

い
棚
田
が
10
段
ほ
ど
、
一
部
石
積
み
も
み

ら
れ
る
が
大
部
分
が
2
㍍
前
後
の
土
坡

で
築
か
れ
て
い
る
。
南
側
は
横
に
長
く
、

9
～
10
段
、
面
積
は
や
や
広
く
3
～
4

㌃
、
高
さ
2
～
4
㍍
の
整
然
と
し
た
感
じ

を
う
け
る
石
積
み
の
棚
田
で
あ
る
。

　

下
段
は
上
段
に
較
べ
傾
斜
が
緩
や
か

で
、
3
年
前
に
廃
校
に
な
っ
た
杉
河
内
小

学
校
を
は
さ
み
南
・
東
・
北
に
わ
か
れ

る
。
北
は
上
段
同
様
、
高
さ
1
㍍
前
後
の

土
坡
の
棚
田
が
5
段
、
一
枚
が
2
～
3

㌃
の
大
き
さ
。
東
は
一
枚
が
5
～
10
㌃
で

比
較
的
大
き
く
、
2
列
3
段
に
な
り
、
高

さ
が
2
㍍
前
後
の
石
積
み
で
築
か
れ
て

き
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
。

　

県
道
の
坂
は
、
玖
珠
川
左
岸
に
発
達
す

る
河
岸
段
丘
の
段
丘
崖
で
あ
り
、
玖
珠
川

の
支
流
山
浦
川
が
段
丘
崖
を
駆
け
下
り

慈
恩
の
滝
に
な
っ
て
い
る
。
段
丘
上
に
は

山
浦
川
の
狭
い
谷
底
平
野
が
形
成
さ
れ
、

川
の
両
岸
に
杉
河
内
の
集
落
が
展
開
。
左

岸
の
36
戸
が
日
田
市
、
右
岸
の
22
戸
は
玖

珠
町
に
属
し
て
い
る
。
右
岸
の
杉
河
内
は

低
い
丘
陵
で
百
選
の
棚
田
が
あ
る
山
浦

早
水
と
隔
て
ら
れ
て
い
る
が
、
早
杉
地
区

と
よ
ば
れ
る
ほ
ど
、
営
農
活
動
上
の
結
び

付
き
は
強
い
。

　

棚
田
は
、
山
浦
川
の
左
岸
側
か
ら
見
る

と
全
体
を
俯
瞰
で
き
る
。
谷
底
平
野
を
南

北
に
限
る
谷
壁
、
傾
斜
7
分
の
1
の
斜
面

に
ひ
ら
か
れ
て
お
り
、
集
落
周
辺
と
集
落

南
部
の
2
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

　

集
落
周
辺
の
棚
田
は
、
集
落
の
な
か
を

通
る
道
路
に
よ
っ
て
上
下
段
に
二
分
さ
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い
る
。
南
は
杉
河
内
で
水
田
が
最
も
広
い

部
分
、
棚
田
の
配
列
も
複
雑
で
5
つ
ほ
ど

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
30
枚
ほ
ど
の
塊

に
な
っ
て
い
る
。
1
枚
の
大
き
さ
も
1
～

10
㌃
と
さ
ま
ざ
ま
で
、
石
積
み
の
高
さ
も

0
・
5
～
3
㍍
と
ま
ち
ま
ち
。
渡
辺
さ
ん

の
3
枚
、
27
㌃
の
棚
田
も
こ
こ
に
あ
り
、

小
学
校
建
設
の
際
の
代
替
地
と
し
て
造

成
さ
れ
た
も
の
で
、
軽
ト
ラ
1
0
0
台
分

の
土
が
運
び
こ
ま
れ
た
そ
う
だ
。

　

集
落
南
部
の
棚
田
は
石
積
み
が
高
く
、

景
観
的
に
は
最
も
注
目
さ
れ
る
。
傾
斜
は

3
分
の
1
に
近
い
急
斜
地
、
15
段
以
上
の

階
段
、
一
枚
が
2
～
8
㌃
、
最
も
高
い
石

積
み
は
4
㍍
以
上
。
最
上
段
の
棚
田
で
は

渡
辺
美
代
志
さ
ん
58
歳
が
枝
葉
で
覆
い

野
積
み
に
し
て
お
い
た
椎
茸
の
原
木
を

取
り
入
れ
て
い
た
。
原
木
は
コ
マ
ウ
チ
し

た
後
、
菌
を
全
体
に
行
き
わ
た
ら
せ
る
た

め
1
年
半
の
期
間
屋
外
で
さ
ら
す
必
要

が
あ
る
そ
う
だ
。
こ
こ
に
3
枚
27
㌃
の
棚

田
を
所
有
す
る
と
い
う
。
１
枚
8
㌃
近
く

に
な
る
の
で
広
い
棚
田
を
得
る
た
め
に

高
い
石
積
み
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
棚
田
か
ら
は
小
学
校
と
そ
れ

を
取
り
囲
む
集
落
全
体
を
見
渡
せ
、
北
の

山
嶺
に
並
ぶ
11
基
の
巨
大
な
発
電
用
風

車
も
目
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
は
複
合
経
営
の

専
業
農
家

　

守
り
人
は
渡
辺
公
明
さ
ん
74
歳
、
小
学

校
の
同
級
生
だ
っ
た
奥
さ
ん
と
二
人
暮

ら
し
。
3
人
の
子
供
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独

立
、
北
九
州
市
、
大
分
市
、
日
田
市
で
所

帯
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
渡
辺
姓
の
多

い
集
落
の
な
か
で
常
用
さ
れ
る
門
名
（
屋

号
の
こ
と
）
は
中
園
と
呼
ば
れ
る
。
交
替

で
務
め
る
区
長
を
数
回
務
め
、
そ
の
ほ
か

杉
河
内
団
地
組
合
組
合
長
、
早
杉
営
農
組

合
代
表
、
玖
珠
地
区
遺
族
会
会
長
、
農
業

共
済
玖
珠
地
区
代
表
、
農
業
委
員
会
OB
会

会
長
、
満
願
寺
役
員
総
代
な
ど
、
集
落
の

キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
と
と
も
に
集
落

を
こ
え
た
玖
珠
地
区
の
重
鎮
で
も
あ
る
。

　

3
歳
の
時
、
父
親
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ミ

ン
ダ
ナ
オ
島
で
戦
死
、
母
子
家
庭
と
い
う

厳
し
い
環
境
の
な
か
で
育
っ
た
。
中
学
・

農
業
高
校
の
学
生
時
代
か
ら
母
親
を
助

け
て
農
作
業
に
従
事
、
高
校
卒
業
と
同
時

に
就
農
、酪
農
家
を
目
指
し
た
。
し
か
し
、

当
時
は
道
路
事
情
が
悪
く
、
集
荷
が
ス

ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
ず
、
10
年
近
く
頑
張
っ

た
が
断
念
。
27
歳
の
時
に
日
田
市
農
協
職

員
に
転
身
、
60
歳
の
定
年
ま
で
指
導
員
と

し
て
勤
務
し
た
。
こ
の
間
所
有
す
る
水
田

と
畑
を
耕
作
し
、
山
林
を
管
理
す
る
兼
業

農
家
で
も
あ
っ
た
。
定
年
後
は
、
棚
田
60

㌃
、
畑
15
㌃
、
畑
と
し
て
の
転
作
田
15
㌃

を
耕
作
、
山
林
13
㌶
、
半
分
以
上
が
ス
ギ

林
、
残
り
が
ク
ヌ
ギ
、
そ
れ
を
活
用
し
た

椎
茸
栽
培
を
行
う
複
合
経
営
の
専
業
農

家
で
あ
る
。

　

所
有
す
る
機
械
類
は
、
2
0
0
万
円
で

購
入
し
た
新
品
の
16
馬
力
ト
ラ
ク
タ
ー
、

歩
行
型
2
条
田
植
機
、
バ
イ
ン
ダ
ー
、

ハ
ー
ベ
ス
タ
ー
、
椎
茸
乾
燥
機
、
管
理
機

3
台
で
あ
る
が
、
早
杉
営
農
組
合
が
所
有

す
る
乗
用
型
4
条
田
植
機
も
使
用
す
る
。

機
械
を
共
同
利
用
す
る
た
め
に
組
合
を

設
立
し
た
が
、
利
用
者
が
少
な
い
こ
と
を

問
題
に
さ
れ
て
い
た
。

　

バ
イ
ン
ダ
ー
で
収
穫
し
た
米
は
ハ
サ

掛
け
に
し
た
天
日
乾
燥
米
と
し
て
、
農
協

に
は
出
荷
し
て
い
な
い
。
85
袋
（
30
㌔

袋
）
す
べ
て
を
縁
故
者
、
大
阪
の
親
類
、

別
府
在
住
の
姉
の
友
人
た
ち
、
日
田
在
住

の
奥
さ
ん
の
兄
弟
、「
旅
ご
こ
ろ
」
の
取

材
で
訪
れ
た
福
岡
の
民
放
局
の
ス
タ
ッ

フ
な
ど
に
、
1
袋
8
千
円
で
販
売
、
約

70
万
円
の
収
入
を
得
て
い
る
。
椎
茸
は
ホ

ダ
木
7
0
0
～
8
0
0
本
に
植
菌
、
収

穫
さ
れ
た
も
の
は
仲
買
人
に
販
売
、
約

1
0
0
万
円
の
収
入
に
な
る
と
い
う
。

　

現
在
複
合
経
営
の
柱
に
な
っ
て
い
る
の

が
、
道
の
駅
へ
の
出
荷
。
畑
や
転
作
田
で

1：山浦川右岸の棚田と集落／ 2：高
い石積みの田／ 3：土坡の田(手前)も
ある／ 4：棚田の架け干し米

1

2

3

4
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れ
る
。
農
山
村
で
過
疎
化
が
進
ん
だ
頃
、

嫁
不
足
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る

が
、
今
も
そ
の
後
遺
症
の
あ
る
こ
と
を
認

識
さ
せ
ら
れ
た
。

栽
培
す
る
野
菜
類
や
ニ
ン
ニ
ク
・
椎
茸
な

ど
を
、
国
道
2
1
0
号
沿
い
の
玖
珠
市
街

地
に
あ
る
「
童
話
の
里
」
と
、
今
年
7
月

20
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た
ば
か
り
の
「
慈
恩

の
滝
く
す
」の
2
店
舗
に
出
荷
し
て
い
る
。

　

渡
辺
さ
ん
の
8
月
分
の
出
荷
実
績

は
「
童
話
の
里
」
が
6
万
2
2
6
0

円
、「
慈
恩
の
滝
く
す
」
が
16
万
3
5
0

円
だ
っ
た
。
訪
ね
た
日
の
11
月
29
日
分

を
み
て
み
る
と
、
前
者
で
は
し
い
た
け

（
1
）
2
0
0
円
、
後
者
で
は
し
い
た
け

（
3
）
1
3
4
0
円
、
生
し
い
た
け
（
16
）

3
6
8
0
円
、
に
ん
に
く
（
1
）
1
3
0

円
、
米
2
㌔
袋
（
3
）
3
3
0
0
円
、
さ

つ
ま
い
も
（
1
）
2
3
0
円
、
白
菜
（
1
）

2
5
0
円
、
大
根
（
2
）
1
0
0
円
、
合

計
9
0
3
0
円
。
両
者
と
も
出
荷
人
の

バ
ー
コ
ー
ド
が
同
じ
で
都
合
が
よ
く
、
ま

た
売
上
は
そ
の
日
の
う
ち
に
携
帯
電
話

で
報
告
さ
れ
、
3
日
後
に
は
現
金
が
振

り
込
ま
れ
る
と
い
う
手
際
よ
さ
。
年
間

2
0
0
万
円
に
は
な
る
だ
ろ
う
と
の
こ

と
、
ま
さ
に
経
営
の
大
黒
柱
と
い
え
る
。

当
日
の
売
り
上
げ
に
は
な
か
っ
た
が
、
も

う
一
つ
自
慢
の
商
品
が
黒
ニ
ン
ニ
ク
。
作

り
方
は
簡
単
で
、
ニ
ン
ニ
ク
を
炊
飯
器
に

入
れ
、
2
週
間
保
温
状
態
に
し
て
お
け
ば

黒
ニ
ン
ニ
ク
に
な
る
と
い
う
。

　
「
慈
恩
の
滝
く
す
」
の
方
を
の
ぞ
い
て

み
た
。
火
曜
日
だ
っ
た
が
結
構
店
は
賑

わ
っ
て
い
て
、
最
近
は
外
国
人
の
観
光
客

も
多
い
と
い
う
。
当
日
も
、
韓
国
か
ら
の

観
光
客
を
乗
せ
た
大
型
バ
ス
が
駐
車
場

に
停
ま
っ
て
い
た
。
ガ
イ
ド
さ
ん
に
聞
い

て
み
る
と
ソ
ウ
ル
か
ら
の
客
、
前
日
別
府

で
宿
泊
、
今
日
は
福
岡
に
宿
泊
す
る
2
泊

3
日
の
ツ
ア
ー
だ
そ
う
だ
。

集
落
の
将
来
は
明
る
い
が 

・
・
・

　

集
落
の
こ
と
を
訊
ね
て
み
た
。
早
杉
営

農
組
合
を
構
成
す
る
山
浦
早
水
と
山
浦

杉
河
内
を
合
わ
せ
た
戸
数
は
40
戸
。
そ
の

う
ち
農
家
が
25
戸
、
10
戸
が
複
合
経
営
の

専
業
農
家
、
15
戸
が
兼
業
農
家
と
の
こ

と
。
専
業
農
家
が
比
較
的
多
い
の
は
、
主

と
し
て
ク
ヌ
ギ
の
広
葉
樹
か
ら
な
る
里

山
を
持
ち
、
椎
茸
栽
培
が
可
能
な
た
め
と

考
え
ら
れ
る
。
驚
い
た
の
は
、
そ
の
う
ち

の
10
戸
に
後
継
者
が
同
居
し
て
い
る
と

い
う
。
し
か
も
8
戸
は
後
継
者
が
農
業
に

も
従
事
し
て
お
り
、
明
る
い
将
来
が
展
望

で
き
る
条
件
を
備
え
て
い
る
。
し
か
し
、

明
る
い
雰
囲
気
が
な
い
の
は
、
こ
の
う
ち

49
歳
以
上
の
9
人
が
無
気
力
な
独
身
者

と
い
う
こ
と
だ
。
こ
と
に
58
歳
の
4
人
は

小
学
校
以
来
の
同
級
生
で
集
落
の
中
核

と
な
る
べ
き
存
在
。
渡
辺
さ
ん
は
、
と

く
に
4
年
生
大
学
を
出
た
一
人
を
次
の

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
育
て
る
こ
と
に
腐
心
、

こ
と
あ
る
ご
と
に
表
に
出
そ
う
と
す
る

の
だ
が
、
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
と
嘆
か

守り人・渡辺公明さん

野菜は道の駅へも出荷

1

2

3

4

大分県・玖珠町

210

JR杉河
内

杉河内小学校
●

山浦杉河内棚田

●

久大本線

704

704

210

山浦杉河内棚田へのアクセス

【公共交通】久大本線の杉河内駅前より徒歩にて
国道210号を経由して県道704号線を
のぼる。駅前から杉河内小学校まで
1.5km、約25分

【自 動 車】大分自動車道「玖珠IC」よりJR杉河内
駅を目指す。国道210号線の駅手前の
信号を左折し県道704号線に入る。IC
より杉河内小学校まで約13km、20分



会員の声

学生たちと地域をつなぐ活動
神奈川県横浜市  木戸 幸子

　私は、棚田ネットワーク発足当初から会員と

して楽しく活動に参加し今に至っています。

　棚田の活動から離れた私の個人的な活動の

主なものは、生まれ育った旧松代町（現十日町

市松代）と早稲田大学との交流です。

　きっかけは約40年前、夫が早大のＯＢという

ことから旧松代町に早大のセミナーハウスが

誕生したことです。 この長い間には大学側、松

代町側の温かい協力のもと、みなさんと知恵を

出し合い、相互に役立つものは何かと考えなが

ら、数えきれない程の学生さんとの交流をして

きました。 とかく一方通行になりがちな交流を

なくそうと、２０周年を機に松代小学校５年生全

員（２0～３０人）が、早大理工学部で毎夏開催さ

れる理科実験教室に参加させてもらっていま

す。 東京の同学年生（個人参加）と一緒に、テー

マ毎に分かれて指導を受けています。 実験後は

大学構内を見学し、以来松代の子供たちは全員

早大を体験していることになります。

　早大生の松代での活動としては、大学公認の

ボランティアサークル「まつだい早稲田じょんの

びクラブ」が活動の主体となっています。 豪雪期

の雪掘りに始まり、高齢者宅訪問、お祭りの復

活、農作業と、年間を通して活動しています。

　また、３０周年記念事業として「早稲田松代

塾」を立ち上げました。今年で９年目に入るこ

の塾は、一般市民を対象に年間１テーマの講座

で、年６回、早大の先生方に講義していただいて

います。「近代日本の理想と文化」に始まり、歴

史、国際問題、世界の憲法、多元文化論等と続

き、今年度は「東洋思想」がテーマです。 十日町

市民の他、新潟県下、東京・横浜からも参加が

あり、１００名程の受講生になっています。

　加えて、５年前から「早稲田松代塾」のジュニ

ア版を立ち上げました。 夏休みの１０日間、松

代の小学５、６年生と中学生の勉強を早大生に

みてもらう学習塾です。 早大生は延べ３０数名

が参加、松代高校生もサポートに入り、子供た

ちを指導してもらっています。 都会暮らしの学

生にとっては、子供たちや地域の人たちとの交

流はかけがえのない時間であり、自分を見つめ

る機会にもなっているようです。

　学生たちは、１～２年で次の代になり、また１

からのスタートという回転の速さです。 一つの

プロジェクトを長い視点で捉えるという余裕が

ないことから、じょんのびクラブのＯＢ会「まつ

だいじょんのび稲門会」を立ち上げ、卒業後も

活動に参加して、現役生との情報交換を密にし

ています。 学習塾の子供たちも近い将来、優し

く接してくれた早大生と一緒に地域の未来を語

り合う姿が予感でき、私も、まだまだ頑張らな

ければと思っています。

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
）

〒
一
六
〇
ー
〇
〇
二
三  

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
七
ー
一
八
ー
一
六

ト
ー
シ
ン
ハ
イ
ム
七
〇
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

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 棚田でキャンプ  千葉県我孫子市　大久保 芳洋
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差し換え

　

人
類
の
進
化
は
い
ま
だ
に
謎
が
多
く
、
様
々
な
説
が
乱
立
し

て
い
る
状
況
で
は
あ
る
が
、
概
ね
道
具
を
使
っ
て
集
団
で
狩
り

を
し
、
多
く
の
肉
を
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
進
化
し
た
と

さ
れ
る
説
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
「
男
の
ロ

マ
ン
」
的
す
ぎ
や
し
な
い
か
。
本
書
は
、
火
を
得
て
、
そ
の
火

で
行
っ
た
「
料
理
」
こ
そ
が
、人
類
進
化
の
要
だ
っ
た
と
論
ず
る
。

い
わ
ば
女
性
の
日
々
の
生
業
が
人
類
を
進
化
さ
せ
た
と
い
う
わ

け
だ
。
確
か
に
、
女
性
が
日
々
の
採
集
物
を
調
理
し
安
定
的
な

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
確
保
す
る
か
ら
こ
そ
、
男
は
安
心
し
て
狩
り
に

行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

火
の
賜
物
〜
ヒ
ト
は
料
理
で
進
化
し
た

著者	:	飯盛義徳

2160円
学芸出版社

2015年4月

地
域
づ
く
り
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

〜
つ
な
が
り
を
つ
く
り
、創
発
を
う
む
仕
組
み
づ
く
り
〜

著者	:	
リチャード・ランガム

（翻訳：依田	卓巳）

2,592円
NTT出版

2010年3月

　

本
書
で
は
人
々
が
相
集
い
、
相
互
作
用
に
よ
っ
て
予
期
し
な
い
活
動
や

価
値
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
を
”社
会
的
創
発
“
、
そ
れ
を
作
り
出
す

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
基
盤
を
「
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
」
と
呼
び
、
人
々
が

資
源
を
持
ち
寄
り
、
自
発
性
に
基
づ
き
行
動
し
て
い
く
よ
う
な
存
在
と
考

察
し
て
い
る
。
強
い
コ
ア
と
弱
い
つ
な
が
り
を
兼
ね
備
え
た
「
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
」
を
地
域
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
に
見
出
し
、
課
題
解
決
を
行

う
具
体
的
な
活
動
の
ポ
イ
ン
ト
を
分
析
。
取
り
上
げ
ら
れ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
多
岐
に
わ
た
り
、
地
域
づ
く
り
を
志
す
人
の
参
考
に
も
な
る
一
冊
。

ル
ワ
ン
ダ
か
ら
帰
国
し
て

　
昨
年
８
月
、
３
年
間
の
ル
ワ
ン
ダ
勤
務
を
終
え
帰
国
し
ま
し
た
。
ル
ワ
ン

ダ
は
、
ア
フ
リ
カ
中
央
部
に
位
置
す
る
小
さ
な
国
。
四
国
の
約
1
・
5
倍
の

面
積
で
、
人
口
は
1
1
6
5
万
人
。
私
は
J
I
C
A
の
灌
漑
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

と
し
て
、
こ
の
国
の
灌
漑
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立
ち
上
げ
等
に
携
わ
り
ま
し
た
。

ル
ワ
ン
ダ
と
い
え
ば
、
1
9
9
4
年
の
「
ル
ワ
ン
ダ
虐
殺
」
の
負
の
イ
メ
ー

ジ
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
23
年
の
時
を
経
て
、
ア
フ
リ
カ

で
も
有
数
の
安
全
な
国
に
な
っ
て
い
ま
す
。
気
候
も
過
ご
し
や
す
く
、
人
々

は
勤
勉
で
す
。
未
来
の
あ
る
こ
の
国
の
国
造
り
を
サ
ポ
ー
ト
で
き
た
の
は
得

難
い
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
国
で
も
、「
耕
し
て

天
に
至
る
」
日
本
の
棚
田
の

よ
う
な
風
景
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
写
真
は
世
界
銀

行
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
む

段
々
畑
で
す
が
、
国
民
の
８

割
を
占
め
る
農
民
の
勤
勉
な

気
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
他
に
も
野
生
の
ゴ
リ
ラ
、

ル
ワ
ン
ダ
コ
ー
ヒ
ー
ほ
か
魅

力
満
載
の
国
で
す
。
機
会
が

あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
一
度
、
ル
ワ

ン
ダ
を
訪
れ
て
く
だ
さ
い
。

（
農
林
水
産
省
農
村
振
興
局
整
備
部

地
域
整
備
課  

田
中 

卓
二
）

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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棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

か
つ
ど
う
ノ
ー
ト

子ども環境学習イベントに
出展しました

　第１６回まちの先生見本市の会場は落合第三

小学校でした。新宿区の西端の閑静な住宅街に

あり、学童数５４６人、新宿区内では大人数の小

学校です。校内には落合柿という名の大きな柿

の木があるそうです。

　今回は「棚田へおいでよ」というタイトルで参

加しました。昨年と同様に「こきはし」を使用し

た脱穀体験、紙芝居、棚田の生き物紹介をしまし

た。参加した子供達は、こきはしで勢い良く脱穀

した籾を一粒一粒丁寧に拾って、大切に持ち

帰って行きました。

   2017年1月28日 報告 小川 順子

　中島代表が基調講演
　～福島県農都交流セミナー～

　２月２日、福島県郡山市で「福島県農都交流

セミナー」が開かれ、県内の市町村職員やNPO

法人担当者、地域おこし協力隊員など約60人

が参加しました。当会の中島代表が「企業との

連携による農山村の活性化について」と題して

講演し、その後、企業連携モデル事業が実施さ

れている４つの地区から報告がありました。

　棚田をはじめ地域の資源を活用することで

新たな価値が生まれること、ただし継続するた

めには事業化が必要なこと、地域の実情に合わ

せてさらなる検討が必要であることなど、課題

も見え、有意義なセミナーになりました。

2017年２月２日　報告 事務局

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
。

スタッフの

つ・ぶ・や・き

今回のつぶやき人

事務局

畦野花世

＜輪番制＞

　
2
0
1
7
年
４
月
。『
全
国
棚
田
ガ
イ
ド
（
仮
）』
の
編
集
作
業
、
真
っ
最
中
。

　
き
っ
か
け
は
会
報
の
特
集
ペ
ー
ジ
の
ネ
タ
探
し
だ
っ
た
。
毎
回
、「
ど
ん
な
特
集
に
し

よ
う
か
」
で
頭
を
悩
ま
す
。
採
り
上
げ
た
い
テ
ー
マ
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
も
の
の
、「
季
節

感
が
ち
ょ
っ
と
合
わ
な
い
」
と
か
、
活
動
の
繁
忙
期
と
重
な
り
そ
う
な
時
は
「
材
料
集

め
が
大
変
そ
う
」で
先
送
り
さ
れ
る
。
ず
っ
と
先
送
り
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
の
一
つ
が《
島

棚
田
》。
こ
の
テ
ー
マ
が
出
た
と
き
に
、
島
オ
タ
ク
？
の
Ｈ
さ
ん
が
見
せ
て
く
れ
た
の
が

『shim
adas

』と
い
う
、日
本
全
国
の
島
の
デ
ー
タ
を
集
め
た
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
だ
。「
へ
ぇ
、

こ
ん
な
本
が
あ
る
ん
だ
」「
い
つ
か〝tanadas

〞も
作
り
た
い
ね
」。
話
は
一
旦
そ
こ
で

終
わ
る
。
で
も
、
胸
の
奥
に
小
さ
な
灯
が
と
も
っ
た
。

　
そ
れ
が
形
に
な
る
日
が
来
た
。
名
目
は
、
会
の
「
20
周
年
記
念
事
業
」。
20
年
も
活

動
し
て
い
る
と
、
そ
れ
な
り
に
デ
ー
タ
は
溜
ま
る
。
棚
田
は
生
き
物
だ
か
ら
20
年
前
と

違
っ
て
い
る
こ
と
も
、
20
年
後
に
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
点
も
、「
こ

の
辺
で
一
度
集
大
成
を
」
と
い
う
思
い
に
繋
が
っ
た
。

　
幾
つ
か
の
出
版
社
に
あ
た
り
、
断
ら
れ
、
そ
れ
で
も
諦
め
な
か
っ
た
。「
こ
こ
が
ダ
メ

な
ら
自
費
出
版
で
も
」
と
い
う
最
後
で
、
家
の
光
協
会
が
企
画
に
乗
っ
て
く
れ
た
。

　
全
国
の
自
治
体
や
保
存
会
に
問
い
合
わ
せ
、
情
報
を
寄
せ
て
も
ら
う
。「
掲
載
写
真

に
個
人
の
顔
が
載
っ
て
も
大
丈
夫
で
す
か
」「
そ
の
人
は
保
存
会
の
会
長
さ
ん
で
す
。
う

ち
の
棚
田
の
魅
力
の
半
分
は
、
会
長
の
人
柄
で
す
！
」。「
棚
田
に
建
っ
て
い
る
施
設
の

情
報
が
な
い
の
は
何
故
？
」「
経
営
形
態
が
変
わ
っ
て
、不
定
期
営
業
な
の
で
」「
じ
ゃ
ぁ
、

〈
要
予
約
〉
で
載
せ
ま
し
ょ
う
」。「
今
は
ほ
と
ん
ど
耕
作
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
････
」「
そ

う
で
す
か
。
そ
れ
で
は
、残
念
で
す
が
掲
載
見
合
わ
せ
の
方
向
で
」
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。

　
８
月
末
に
家
の
光
協
会
か
ら
発
行
予
定
。Ａ
５
版
フ
ル
カ
ラ
ー
、
3
2
0
ペ
ー
ジ
。

　
皆
さ
ん
、
発
行
さ
れ
た
ら
是
非
こ
の
本
を
買
っ
て
、
棚
田
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
耕

し
続
け
、
守
り
続
け
て
い
る〝
ま
も
り
び
と
〞た
ち
を
応
援
し
て
く
だ
さ
い
！
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川代棚田でお米づくり
千葉県鴨川市

石部棚田で昔ながらの米づくり
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

棚田でのお米づくり
体験プログラム

「かえるの卵を探そう！」

今年もお米づくりスタートしました！

Project Report
プロジェクトレポート

　「雀始めて巣くう」。春の水溜まりに卵を産むヤマアカガエルの卵塊を探す「第
10回かえるの卵を探そう！」が３月20日（月祝）に開催されました。記念す
べき第10回の参加者は７名。例年通り子供に棚田の自然環境を見せたいといっ
た目的の参加が多かったのですが、今回は三重からの参加者もいました。
　坂折棚田やヤマアカガエルの説明の後、早速、調査を開始しました。棚田
ビオトープには鳥が踏み荒らすとヤマアカガエルが卵を産まないということ
で保存会の方が鳥避けテープを張っていました。天候には恵まれ坂折棚田を
調査（散策）しましたが、今年は卵塊が見つかりませんでした。10年目にし
て始めてです。卵は「暖かい雨が降った次の日」に産むとされていて、今年
はその日がなかったためです。その後、追調査をおこない、結果、今年は５ヶ
所79卵塊となりました。
　今年の田植えは５月31日（水）です。ご参加お待ちしています！
	 （相田		明）

　今年6年目の「昔ながらのお米づくり体験」がスタートしました。
2月中旬にスタッフで田起こしをした8枚の田んぼで、3月18日、
19日に第1回目「畦切り＆簑口作り」を開催。12名が参加しま
した。昨年田んぼに水がたまりにくく難儀した経験から、今年の
畦の基礎づくりは入念に行い、用意されたマサ（粘土質の土）を
ほとんど使い切るくらいに、畦の穴を埋めていきました。
　二日目は蓑口作り。熟練の常連さんが初めて参加するメンバー
に丁寧に指導してくれて、無事立派な8つの蓑口が完成。あとは
水が入るのを待つばかり。伊豆の春らしい穏やかなぽかぽか陽気。
生まれたばかりのヤギの赤ちゃんも元気に飛び跳ねていました！
　さて次回は5月3日、4日の「畦付け＆畦塗り」、5月20日、
21日の「田植え」とイベントが続きます。ぜひご参加下さい！
	 （高桑	智雄）

　お米づくり体験プログラムも3年目を迎えます。昨年は台風の影響等も
あり、稲が倒れて収穫が遅れるなど自然を相手にする難しさを泥まみれに
なりながら稲刈りをし実感しました。でも、自分で農作業したお米はやっ
ぱり美味しいと感じた人も多かったようです。
　今年も、5月3日（日）の田植え体験、8月27日（日）の稲刈り体験を
中心に、地元川代集落のご協力を得ながら取り組みます。あなたも、自分
で植えたお米を食べてみませんか。川代の棚田オーナーさんと一緒ですの
で、にぎやかなイベントになりそうです。
　また、川代集落では、棚田や長狭平野の眺望を楽しめるようにと展望遊
歩道を作ろうと張り切っています。場合によっては、田植えの後、間伐な
どのお手伝いをしたいと思います。
　都心からわずか2時間という棚田での体験プログラムですので、多くの
方の参加をお待ちしています。	 （杉山		行男・上久保		郁夫）
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会員に
なろう！

年会費

○個人会員

○法人会員〔賛助会員〕

１口3 万円（１口以上）

私たちは、棚田を守るため、農山村の人々
と都市住民双方の協力のもとに様々なプ
ログラムを企画・運営しています。 これら
の社会貢献活動に賛同し、ご支援いただ
ける企業・団体・事業主様を募集していま
す。 詳細はお問い合わせ下さい。

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！

私たちは、会報誌「棚田に吹く風（年4回）
やホームページで豊富な棚田情報を発信
しています。会員になりこれらの活動に参
加してみませんか？

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

年会費

年会費たちとたちとたちと棚田の応援団棚田の応援団棚田の応援団になりましょう！になりましょう！になりましょう！ 応援会員 3,０００円応援会員 3,０００円応援会員 3,０００円
学生会員 ２,０００円学生会員 ２,０００円学生会員 ２,０００円学生会員 ２,０００円

〒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

　

細
川
護
熙
さ
ん
と
い
え
ば
、

元
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
り
、
現

在
、
陶
芸
や
絵
画
な
ど
の
芸
術

活
動
で
活
躍
し
て
い
る
方
。
そ

の
細
川
さ
ん
が
描
い
た
2
m
×

1
m
の
大
き
さ
の
和
紙
60
枚
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
高
さ
8
・

5
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
壁
画
が
、

6
月
1
日
〜
4
日
に
青
山
ス
パ

イ
ラ
ル
ガ
ー
デ
ン
に
て
公
開
さ

れ
ま
す
。
テ
ー
マ
は
な
ん
と
「
棚

田
の
四
季
」
！

　

実
は
当
団
体
の
法
人
会
員
で

あ
る
「
日
本
の
心
研
究
所
」（「
や

よ
い
軒
」
な
ど
の
和
食
チ
ェ
ー
ン

を
展
開
す
る
㈱
プ
レ
ナ
ス
の
文

化
事
業
団
体
）
の
企
画
で
、
日

本
の
食
文
化
を
象
徴
す
る
絵
を

細
川
さ
ん
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、

ぜ
ひ
「
棚
田
の
四
季
」
を
描
き

た
い
と
な
っ
た
そ
う
。
棚
田
業

界
に
と
っ
て
も
ビ
ッ
ク
ニ
ュ
ー
ス
。

当
団
体
も
後
援
し
て
い
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
来
場
を
！

編
集
部
か
ら

　

細
川
護
熙
さ
ん
と
い
え
ば
、

　

細
川
護
熙
さ
ん
と
い
え
ば
、

元
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
り
、
現

元
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
り
、
現
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棚田ネットのWebサイト
リニューアルしました！

ホームページのここを見て！ホームページのここを見て！

平成29年9月28日（木）～29日（金）
「第23回 全国棚田（千枚田）サミット」が、長崎県波佐見町で開催されます。

問い合わせ：第23回全国棚田（千枚田）サミット実行委員会事務局  0956-85-2980（波佐見町役場 農林課内）

棚田ネットワーク
認定NPO法人


