


2

棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

昨
年
当
会
の
代
表
に
就
任
し
た

杉
山
行
男
と
名
誉
代
表
に
な
っ
た

中
島
峰
広
が
、
こ
れ
ま
で
の
活
動

を
振
り
返
り
こ
れ
か
ら
の
棚
田

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
語
り
ま
す
。
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新
代
表	

杉
山		

行
男

ー
ー	

お
二
人
の
出
逢
い
に
つ
い
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

中
島
峰
広
名
誉
代
表
（
以
下
：
中
島
）

	

杉
山
代
表
と
出
会
っ
た
の
は
恵
那
で
し
た
ね
。

杉
山
行
男
代
表
（
以
下
：
杉
山
）

	

１
９
９
９
年
、
岐
阜
県
恵
那
市
坂
折
棚
田
の
整
備
の
際
、
市
役
所
に
関
係
者
と

学
識
経
験
者
と
の
整
備
保
全
検
討
委
員
会
を
設
置
し
、
先
生
に
委
員
長
を
し
て

い
た
だ
い
た
時
で
す
。
私
は
そ
の
当
時
、
現
場
の
所
長
を
し
て
お
り
、
石
積
み

棚
田
を
残
す
か
整
備
す
る
か
、
農
家
だ
け
で
な
く
先
史
文
化
研
究
会
な
ど
の
市

民
団
体
も
加
わ
り
、
議
論
が
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、
バ
ン
ダ
ナ
を

ま
い
た
お
じ
さ
ん
が
事
務
所
に
き
て
「
整
備
に
反
対
は
し
な
い
が
、
ど
う
す
る

つ
も
り
か
」
と
の
こ
と
。
名
刺
に
は
ふ
る
さ
と
き
ゃ
ら
ば
ん
と
あ
り
、
石
塚
さ

ん
と
の
出
会
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
、
未
整
備
の
効
率
の
悪
い
圃

場
と
い
う
意
識
か
ら
、
棚
田
を
特
別
な
目
で
見
始
め
た
最
初
で
し
た
。

	

当
会
の
設
立
は
１
９
９
５
年
で
し
た
よ
ね
。

中
島	

梼
原
町
で
の
第
１
回
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
の
後
、
厳
し
い
棚
田
の
状
況
を
話
し
合
え

る
場
が
欲
し
い
と
な
っ
た
の
で
す
ね
。
関
東
近
辺
の
棚
田
連
絡
協
議
会
の
個
人

会
員
を
中
心
に
集
ま
る
会
を
立
ち
上
げ
、
発
足
当
初
は
、
喫
茶
店
な
ど
で
共
通

の
想
い
を
語
り
合
う
と
い
っ
た
自
然
発
生
的
な
活
動
で
し
た
。
１
９
９
６
年
４

月
に
機
関
誌
「
棚
田
に
吹
く
風
」
が
発
行
さ
れ
、
棚
田
の
啓
蒙
と
支
援
の
現
地

活
動
を
模
索
し
な
が
ら
組
織
体
制
が
整
備
さ
れ
、
新
宿
区
の
居
酒
屋
「
新
浪
漫

亭
」
の
二
階
に
事
務
所
が
設
け
ら
れ
た
の
で
す
。

杉
山　

設
立
当
初
は
、
会
員
の
棚
田
に
対
す
る
思
い
も
様
々
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

中
島　

会
員
の
想
い
と
棚
田
を
普
及
し
会
員
を
増
や
す
た
め
に
、
色
々
な
講
師
を
頼
ん

で
セ
ミ
ナ
ー
や
勉
強
会
を
開
催
し
ま
し
た
ね
。「
連
続
講
座
・
棚
田
」、「
棚
田

の
学
校
」、
２
０
０
６
年
か
ら
２
０
１
１
年
ま
で
は
「
東
京
棚
田
フ
ェ
ス
テ
ィ

バ
ル
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
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杉
山　

都
市
部
か
ら
の
現
地
活
動
は
、
難
し
い
こ
と
も
お
あ
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
。

中
島　

長
野
県
八
坂
村
に
住
ん
で
い
た
会
員
の
田
ん
ぼ
を
借
り
て
農
作
業
体
験
が
よ
う

や
く
実
現
し
た
の
で
す
ね
。
そ
の
後
、
鴨
川
の
大
山
千
枚
田
保
存
会
が
、
棚

田
ネ
ッ
ト
の
復
田
や
稲
作
体
験
を
行
う
活
動
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
の
で
す

が
、
あ
れ
は
鴨
川
の
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
の
立
ち
上
げ
や
第
８
回
全
国
棚
田

サ
ミ
ッ
ト
の
開
催
の
実
現
に
結
び
つ
い
た
と
思
い
ま
す
。

２
０
０
３
年
イ
オ
ン
財
団
の
助
成
金
に
よ
り
「
棚
田
協
力

隊
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
新
潟
県
松
之
山
町
の
棚
田
で

保
全
活
動
を
し
た
の
で
す
が
、
県
の
保
全
組
織
の
単
な
る

作
業
手
伝
い
の
よ
う
な
形
に
な
り
、
あ
ま
り
う
ま
く
い
か

な
か
っ
た
気
が
し
ま
す
ね
。
一
方
、２
０
０
３
年
か
ら
は
、

新
潟
県
ト
キ
基
金
の
助
成
を
得
て
ト
キ
の
自
然
放
鳥
の
た

め
の
え
さ
場
と
な
る
ビ
オ
ト
ー
プ
を
つ
く
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ツ
ア
ー
を
毎
年
７
月
に
実
施
し
ま
し
た
。

ー
ー	

少
し
ず
つ
棚
田
の
社
会
的
認
知
が
高
ま
り
、
企
業
の
Ｃ
Ｓ

Ｒ
活
動
で
棚
田
へ
の
協
力
が
増
え
て
い
き
ま
し
た
。

杉
山	

外
資
系
製
薬
会
社
の
ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
は
規
模
が
大
き

か
っ
た
で
す
ね
。

中
島　

あ
れ
は
東
京
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
過
疎
高
齢

化
し
た
地
域
へ
の
活
動
を
全
国
展
開
し
た
い
企
業
が
あ
る

と
当
会
に
紹
介
が
あ
っ
た
の
で
す
よ
。そ
こ
で
、私
が
知
っ

て
い
る
保
全
団
体
を
紹
介
し
実
現
し
ま
し
た
が
、
全
社
員
が
３
０
０
０
人
と
大

き
く
、
沖
縄
ま
で
組
織
が
あ
り
、
最
初
の
年
は
沖
縄
か
ら
飛
行
機
で
佐
賀
の
蕨

野
の
棚
田
ま
で
来
て
活
動
し
た
支
社
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
５
年
間
続
け
て
、

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
東
日
本
大
震
災
が
発
生

し
、
そ
ち
ら
の
活
動
へ
移
行
し
た
よ
う
で
す
。

杉
山　

エ
コ
プ
ロ
展
で
の
「
日
本
の
棚
田
共
同
展
示
」
も
大
き
な
活
動
に
な
り
ま
し
た
ね
。

中
島　

最
初
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
１
つ
と
し
て
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
単
独
で

２
０
０
３
年
に
初
め
て
出
展
し
、
実
績
を
積
み
重
ね
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

２
０
１
２
年
に
棚
田
関
連
７
団
体
で
共
同
出
展
し
、
２
０
１
４
年
か
ら
は
棚
田

連
絡
協
議
会
か
ら
受
託
し
、
14
団
体
に
増
え
、
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
現
在

ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
今
で
は
、
棚
田
連
絡
協
議
会
の
大

き
な
活
動
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

杉
山　

	

会
の
活
動
の
集
大
成
と
し
て
『
全
国
棚
田
ガ
イ
ド
』
を

２
０
１
７
年
に
発
行
で
き
ま
し
た
。

中
島　

	

私
は
『
日
本
の
棚
田
』
な
ど
の
い
く
つ
か
の
本
を
出
版
し

て
き
ま
し
た
が
、
全
国
の
棚
田
を
網
羅
し
た
一
般
向
け
の

ガ
イ
ド
が
欲
し
い
と
の
声
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
の
で
す
。

全
国
の
島
を
紹
介
し
たS

H
IM
A
D
A
S

を
参
考
に
企
画
案

を
練
り
、
い
く
つ
か
の
出
版
社
と
も
相
談
の
結
果
、
頑
張

れ
ば
何
と
か
な
る
と
の
思
い
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

経
費
的
な
面
か
ら
、
原
稿
の
作
成
や
レ
イ
ア
ウ
ト
、
写
真

の
収
集
な
ど
は
会
員
の
自
前
の
作
業
で
行
い
、
最
終
段
階

の
校
正
の
み
出
版
社
が
チ
ェ
ッ
ク
し
、
発
行
部
数
の
か
な

り
な
部
分
を
会
が
買
い
取
る
と
い
う
約
束
で
よ
う
や
く
実

現
し
ま
し
た
。
発
行
後
は
棚
田
関
係
者
ば
か
り
で
な
く
、

各
地
の
図
書
館
等
で
も
購
入
し
て
も
ら
い
、
結
果
と
し
て

	

『
全
国
棚
田
ガ
イ
ド
』
が
当
会
の
表
看
板
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ー
ー	
２
０
１
９
年
に
棚
田
地
域
振
興
法
が
成
立
し
ま
し
た
。

杉
山　

こ
の
法
律
が
出
来
た
こ
と
は
、
棚
田
保
全
の
歴
史
の
中
で
も
か
な
り
エ
ポ
ッ
ク

メ
イ
キ
ン
グ
な
出
来
事
だ
と
思
い
ま
す
。

中
島　

私
の
最
初
の
著
作
『
日
本
の
棚
田
』
を
出
版
し
た
と
き
、
ふ
る
さ
と
き
ゃ
ら
ば

新春企画	新旧代表対談

棚田ネットワークの
これまでとこれから
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ん
の
石
塚
さ
ん
が
発
起
人

に
な
っ
て
出
版
記
念
パ
ー

テ
ィ
を
帝
国
ホ
テ
ル
で
催

し
て
く
れ
、
そ
の
場
に
和

歌
山
県
選
出
の
西
議
員
が

ひ
ょ
っ
こ
り
現
れ
、
棚
田

議
連
を
作
る
こ
と
を
表
明

し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
棚
田
地
域
の
選
出
議
員
に
呼
び
か
け
超
党
派
の
議
連
が
結
成
さ
れ
、
棚
田

連
絡
協
議
会
の
役
員
会
が
東
京
で
開
催
さ
れ
る
と
き
は
議
員
会
館
に
も
表
敬
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
活
動
が
、棚
田
地
域
振
興
法
へ
つ
な
が
っ

た
と
思
い
ま
す
。

杉
山　

そ
う
い
っ
た
流
れ
が
、
２
０
２
１
年
の
「
つ
な
ぐ
棚
田
遺
産
」
の
選
定
に
繋
が

る
と
思
う
の
で
す
が
、
今
後
も
行
政
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ま
す
ま
す
大
切
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
特
に
百
選
の
棚
田
の
う
ち
約
３
割
が
再
応
募
し
な

か
っ
た
棚
田
地
域
の
厳
し
い
現
状
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

中
島　

１
９
９
９
年
に
百
選
の
棚
田
が
選
定
さ
れ
、
翌
年
、「
中
山
間
地
域
等
直
接
支

払
い
制
度
」
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
棚
田
に
対
す
る
具
体
的
施
策

は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
各
県
に
作
ら
れ
た
「
棚
田
地
域
水
と
土

保
全
基
金
」
に
よ
る
事
業
も
う
ま
く
活
用
し
て
い
る
所
は
少
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
。
今
回
、
つ
な
ぐ
棚
田
遺
産
は
、
棚
田
地
域
振
興
法
を
背
景
に
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
面
の
広
が
り
を
持
つ
地
域
と
し
て
選
定
さ
れ
て
お
り
、
地
域
全
体

で
の
保
全
の
動
き
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
当
会
で
も
杉
山
代
表
を
中
心

に
行
政
へ
の
働
き
か
け
は
ど
ん
ど
ん
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

杉
山　

私
が
関
わ
っ
た
坂
折
棚
田
も
十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
る
の
で
す
が
、
現
在
、
オ
ー

ナ
ー
制
度
で
活
用
さ
れ
て
い
る
棚
田
は
約
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
残
り
は
機
械
で

農
作
業
が
安
全
に
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
保
全
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
今
回
、
つ
な
ぐ
棚
田
遺
産
と
し
て
選
定
地
域
が
百
七
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
広

が
り
ま
し
た
。
整
備
さ
れ
た
棚
田
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
旧
中
野
方
町
全
体
を

活
性
化
さ
せ
た
い
と
い
う
意
欲
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

ー
ー	

最
後
に
、
棚
田
地
域
が
抱
え
る
課
題
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
活
動
を

す
る
上
で
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
れ
ば
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

中
島　

私
は
こ
れ
ま
で
構
え
る
こ
と
な
く
自
然
体
で
対
処
し
て
き
ま
し
た
。
設
立
当
初

か
ら
の
会
員
で
あ
り
、
連
絡
協
議
会
の
個
人
会
員
第
１
号
で
も
あ
る
木
戸
さ
ん

は
、
十
日
町
市
の
棚
田
地
域
で
育
ち
棚
田
が
あ
る
の
が
当
り
前
の
感
じ
で
一
緒

に
活
動
し
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
杉
山
代
表
も
構
え
ず
で
き
る
こ
と
を
し
て

い
け
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

杉
山　

私
は
農
家
の
要
望
を
聞
き
、
い
か
に
事
業
に
活
か
し
て
い
く
か
を
仕
事
に
し
て

き
ま
し
た
。
棚
田
地
域
の
抱
え
る
様
々
な
課
題
を
、
棚
田
保
全
を
直
接
担
っ
て

い
る
農
家
の
声
を
聴
き
、
行
政
に
要
望
し
た
り
、
都
市
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
ど
の

よ
う
に
活
か
せ
る
か
、「
棚
田
の
応
援
団
」
と
し
て
で
き
る
こ
と
を
着
実
に
活

動
し
て
い
く
こ
と
を
心
掛
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
元
気
で
ご
指
導
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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中條 均紀 なかじょう まさのり

1952年新潟県三条市に生まれる。1986年から写
真撮影活動開始。1990年より東京富士フォトサロ
ン等で個展を開催する。2002年新潟県美術展覧会
無鑑査作家となる。2004年川口にアトリエShinla
を建築。2005年第14回林忠彦賞を受賞する。同年徹子の部屋出演。
同年中越地震チャリティー写真展を全国50ヵ所以上で開催。出版物は
『古志の里』『古志の里Ⅱ』『山古志村再び』『古志の里春夏秋冬』他。
現在、写真教室、コンテスト審査員、講演等の活動を行っている。

写
真
・
文

中
條 

均
紀

　
新
潟
県
で
は﹁
は
さ
木
﹂と
い
っ
て
︑畦
に
タ
モ

の
木
を
植
え
︑縄
や
竹
を
組
ん
で
稲
を
干
す
風
景

を
あ
ち
こ
ち
で
見
か
け
ま
し
た
︒近
年
は
機
械
化

が
進
み﹁
は
さ
木
﹂は
伐
採
さ
れ
︑ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
︑山
間
地
の
棚
田
で
は
今

で
も
杉
の
木
を
利
用
し
た﹁
は
さ
掛
け
﹂が
行
わ

れ
て
い
ま
す
︒最
近
で
は﹁
は
さ
掛
け
﹂︑天
日
干

し
に
よ
る
米
の
品
質
の
良
さ
が
見
直
さ
れ
︑付
加

価
値
を
付
け
て
販
売
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て

い
る
よ
う
で
す
︒

　
上
の
写
真
は
︑雪
の
降
っ
て
い
る
夜
明
け
前
の

﹁
は
さ
木
﹂風
景
で
︑街
灯
の
光
が
雪
に
あ
た
り
斜

め
に
雪
の
筋
と
し
て
現
れ
て
い
ま
す
︒絵
画
や
版

画
と
見
間
違
う
よ
う
な
一
枚
で
す
が
︑豪
雪
地
の

幻
想
的
な
シ
ー
ン
を
撮
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒

　
古
志
の
里
は
豪
雪
地
帯
で
積
雪
量
は
３
ｍ
に

も
達
し
︑棚
田
は
跡
形
も
な
く
な
り
ま
す
︒し
か

し
︑３
月
に
な
る
と
雪
解
け
が
進
み
畦
の
輪
郭
が

現
れ
︑上
空
か
ら
ド
ロ
ー
ン
で
見
る
と
棚
田
の
形

が
良
く
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま
す
︒

日
本
の

原
風
景

﹁
古
志
の
里
﹂

フ
ォ
ト
エ
ッ
セ
イ

冬のはさ木

上空から見た
豪雪の棚田
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棚
田
の
あ
る
本
山
町
に
つ
い
て

四
国
の
お
へ
そ
！

　

本
山
町
は
、
高
知
県
の
最
北
部
、
四

国
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、
標
高
は

2
5
0
ｍ
～
7
4
0
ｍ
と
急
峻
な
山
地
に

囲
ま
れ
、
面
積
の
89
・
1
％
を
森
林
が
占

め
て
い
ま
す
。
北
側
に
は
四
国
山
地
の
険

し
い
峰
々
が
連
な
り
、
吉
野
川
が
地
域
の

ほ
ぼ
中
央
南
寄
り
を
東
進
し
て
い
ま
す
。

　

吉
野
川
沿
い
に
は
河
岸
段
丘
と
細
長

い
平
野
、
大
き
な
扇
状
地
が
形
成
さ
れ
、

四
国
山
地
の
中
に
あ
っ
て
、
ぽ
っ
か
り
と

口
を
開
け
た
平
野
部
が
作
り
出
さ
れ
、
ま

さ
に
四
国
の
へ
そ
と
い
え
る
場
所
で
す
。

　
歴
史
か
ら
現
代
に
繋
が
る
集
落

　

本
町
の
集
落
は
、
出
土
し
た
土
器
か
ら

縄
文
時
代
早
期
（
約
７
千
年
前
）
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
、
縄
文
時
代
前
期
か
ら

後
期
初
頭
（
約
3
千
～
4
千
年
前
）
に
は
、

太
平
洋
側
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
独
自

の
発
展
を
遂
げ
た
土
器
「
松
ノ
木
式
土

器
」
を
創
り
出
し
ま
し
た
。
山
間
部
に
あ

り
な
が
ら
、
出
土
物
に
海
産
物
等
が
確
認

で
き
、
四
国
最
古
の
ひ
え
も
出
土
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
他
地
域
と
の
繋
が
り
を
持

ち
な
が
ら
、
古
く
か
ら
人
や
物
が
行
き
交

い
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
、
集
落
が
活
性

化
し
、
産
業
が
発
展
し
て
き
た
歴
史
を
も

つ
地
域
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
土
佐
・
天
空
の
郷
の
誕
生
！

地
域
振
興
と
農
産
物
の
供
給
の

促
進
へ
！

　

本
山
町
は
、
昼
夜
の
大
き
な
寒
暖
差

や
、
山
々
か
ら
湧
き
出
す
清
ら
か
な
水
、

肥
沃
な
土
壌
か
ら
、
こ
れ
ま
で
良
質
な
米

を
生
産
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
米
の
消
費
低
下
を
は
じ
め
、
農
業
を

取
り
巻
く
環
境
は
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、

農
家
は
危
機
感
を
抱
い
て
い
ま
し
た
。
ま

た
、
行
政
も
稲
作
の
衰
退
に
頭
を
悩
ま
せ

て
い
た
と
こ
ろ
、「
将
来
に
希
望
が
持
て

る
農
業
に
し
よ
う
。
も
っ
と
良
い
米
を
作

ろ
う
！
」
と
、
行
政
と
町
内
の
多
く
の
農

家
が
一
致
団
結
。
平
成
21
年
に
本
山
町
特

産
品
ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
協
議
会
が
発
足

棚
田
遺
産
に
選
ば
れ
た
風
景

土
佐
・
本
山
　
天
空
の
棚
田
群

　
　
　
～
人
を
つ
な
ぎ
、未
来
へ
つ
な
ぐ
棚
田
～

高
知
県
長
岡
郡
本
山
町
の
棚
田

1：本山棚田（『棚田の朝』撮影：青木英雄） ／ 2：棚田アート（作業中）／ 3：棚田コンサートの取り組み／ 4：都市との交流

2 3 4

棚
田
・
里
山

か
ら
の

た
よ
り

1
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し
、
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
消
費
者
や

流
通
業
者
な
ど
の
意
見
も
参
考
に
し
な

が
ら
、
ブ
ラ
ン
ド
米
「
土
佐
・
天
空
の
郷
」

を
誕
生
さ
せ
ま
し
た
。

　

土
佐
・
天
空
の
郷
は
、
こ
れ
ま
で
、
お

米
コ
ン
テ
ス
ト
IN
し
ず
お
か
2
0
1
0

と
2
0
1
6
で
、
史
上
初
と
な
る
特
別
最

高
金
賞
を
二
度
受
賞
し
、
米
・
食
味
分
析

鑑
定
コ
ン
ク
ー
ル
で
は
、
都
道
府
県
代
表

お
米
選
手
権
で
金
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

コ
メ
の
食
味
ラ
ン
キ
ン
グ
（
日
本
穀
物
協

会
発
表
）
で
は
、「
に
こ
ま
る
」
が
4
年

連
続
で
最
高
ラ
ン
ク
の
特
A
を
獲
得
す

る
な
ど
、
ブ
ラ
ン
ド
米
と
し
て
の
地
位
を

確
立
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
加
工
品
・
特
産
品
開
発
で
は
、
令

和
２
年
度
に
は
、
ブ
ラ
ン
ド
米
を
提
供
す

る
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
「
お
む
す
び
処　

こ

め
の
み
み
」
を
オ
ー
プ
ン
。
県
内
食
材
・

地
元
食
材
を
具
材
化
す
る
こ
と
で
、
地
域

経
済
の
活
性
化
を
目
指
し
な
が
ら
、
お
む

す
び
一
つ
販
売
毎
に
10
円
を
農
家
に
還

元
す
る
「
お
む
す
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を

伴
走
実
施
し
、
農
家
所
得
向
上
と
棚
田
保

全
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

　

地
域
の
振
興
で
は
「
棚
田
ア
ー
ト
」、

「
棚
田
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
開
催
し
、
今
後

は
植
え
付
け
・
収
穫
体
験
ア
ク
テ
ィ
ビ

テ
ィ
を
計
画
中
。
棚
田
を
学
習
教
材
と
し

た
修
学
旅
行
な
ど
の
受
け
入
れ
も
実
施

し
て
い
ま
す
。

人
を
つ
な
ぎ
、
未
来
へ
つ
な
ぐ

棚
田
　
つ
な
ぐ
棚
田
遺
産
へ

　

本
山
町
の
歴
史
は
、
過
去
か
ら
今
に
繋

が
れ
、
南
部
の
棚
田
群
で
も
そ
の
土
地
の

歴
史
・
文
化
が
熟
成
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
後
世
に
対
し
、
適
切
に

引
き
継
い
で
い
く
事
が
地
域
の
共
通
認

識
で
し
た
。　

　

ま
た
、
棚
田
が
持
つ
副
次
的
効
果
か

ら
、
集
落
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
中
山
間
直
接
支
払
制
度
や
多
面
的
機

能
支
払
交
付
金
な
ど
を
活
用
し
、
農
地
保

全
・
農
村
の
有
す
る
多
面
的
機
能
の
維

持
・
発
揮
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
棚
田
地
域
振
興
法
が
新
た

に
施
行
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
南

部
の
集
落
協
定
を
中
心
に
行
政
と
本
山

町
棚
田
地
域
振
興
協
議
会
を
設
立
し
、
活

動
を
開
始
。

　

令
和
３
年
度
に
「
人
を
つ
な
ぎ
、
未
来

へ
つ
な
ぐ
棚
田
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

に
、
棚
田
遺
産
に
申
請
し
、
認
定
さ
れ
ま

■ 棚田へのアクセス
【公共交通】	 JR土讃線大杉駅前から役場

までタクシー利用で15分

【自	動	車】	 高知自動車道の大豊ICより
国道439号を西方向へ向か
う。ICから役場まで10km

■ お問い合わせ
本山町役場まちづくり推進課
Tel.	0887-76-3916

おむすび処  こめのみみ

モンベルアウトドアヴィレッジ本山

し
た
。

　

ブ
ラ
ン
ド
米
で
あ
る
土
佐
・
天
空
の
郷

を
生
産
す
る
棚
田
で
の
農
作
物
の
供
給

促
進
等
の
活
動
を
通
じ
、
地
域
の
人
・
も

の
・
こ
と
を
「
地
域
財
」
と
し
て
発
信
す

る
こ
と
で
、
消
費
者
や
販
売
者
が
産
地
に

訪
れ
る
き
っ
か
け
を
作
り
、
新
た
な
地
域

づ
く
り
に
生
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

（
本
山
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課  

上
地
郁
哉
）高知県  本山町

高知自
動車道

大杉駅
本山町

大豊IC

●

（棚田群）

高知駅

439
土
讃
線

土佐湾

役場
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地
域
お
こ
し
協
力
隊 

棚
田
班
徳
島
県
上
勝
町 

地
域
お
こ
し
協
力
隊

片
桐  

悠

　皆
様
、
は
じ
め
ま
し
て
。
2
0
2
2
年
の
6
月

よ
り
地
域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
徳
島
県
上
勝
町

に
赴
任
し
た
片
桐 
悠
と
申
し
ま
す
。
上
勝
町
は

「
ゼ
ロ
・
ウ
ェ
イ
ス
ト
活
動
」
や
葉
っ
ぱ
ビ
ジ
ネ
ス
で

あ
る
「
彩
（
い
ろ
ど
り
）」
産
業
が
有
名
な
町
で

す
が
、
実
は
、
貴
重
な
棚
田
が
数
多
く
残
っ
て
い

ま
す
。
八
重
地
の
棚
田
や
樫
原
の
棚
田
な
ど
江
戸

時
代
か
ら
土
地
利
用
区
分
が
変
わ
っ
て
い
な
い
場

所
も
多
く
、
今
年
の
「
つ
な
ぐ
棚
田
遺
産
」
に
は

町
内
か
ら
5
つ
の
棚
田
が
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

　し
か
し
、
上
勝
町
の
棚
田
が
あ
る
集
落
は
一
般

的
な
中
山
間
地
の
集
落
と
同
じ
く
、
少
子
高
齢

化
に
伴
う
田
ん
ぼ
の
荒
廃
や
後
継
者
不
足
と
いっ

た
問
題
に
悩
ま
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
私
は
活

動
の
一
環
と
し
て
、
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
の
事
務

局
や
、
棚
田
に
関
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
の
企

画
運
営
と
いっ
た
事
業
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
町

内
外
の
他
の
取
り
組
み
と
比
較
す
る
と
、
ま
だ
ま

だ
棚
田
活
動
の
認
知
度
は
低
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

　認
知
度
が
低
い
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
伸
び

し
ろ
が
あ
り
、
問
題
の
改
善
に
つ
な
が
る
可
能
性

も
秘
め
て
い
ま
す
。
12
月
7
〜
9
日
に
は
、
東
京

で
開
催
さ
れ
た
エ
コ
プ
ロ
2
0
2
2
の
「
日
本
の

棚
田
共
同
展
示
コ
ー
ナ
ー
」
で
、
上
勝
町
の
棚
田

の
魅
力
を
多
く
の
方
に
発
信
し
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
取
り
組
み
を
通
し
て
、
少
し
ず
つ
問
題
改

善
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
！

八重地の棚田

冬
の
生
き
も
の
ど
こ
に
い
る
？

　
　
　
　
　
　
　
　〜
田
ん
ぼ
に
棲
む
ド
ジ
ョ
ウ
〜

　田
ん
ぼ
で
は
、秋
の
稲
刈
り
も
終
わ
っ
て
水
も
な
く

な
り
、寒
さ
も
深
ま
る
中
何
処
か
寂
し
い
風
景
に
な
り

ま
し
た
。ま
た
、生
息
す
る
生
き
も
の
た
ち
も
、春
を
待

つ
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
寝
床
で
冬
越
し
の
準
備
を
し
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。さ
て
、暖
か
い
季
節
に
た
く
さ
ん

活
動
し
て
い
た
生
き
も
の
た
ち
は
、こ
の
冬
の
間
一
体
ど
ん
な
寝
床
で
眠
る
の

で
し
ょ
う
か
？ 

今
回
は
そ
の
一
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　「
ド
ジ
ョ
ウ
」は
、髭
の
あ
る
愛
く
る
し
い
顔
を
し
た
魚
で
す
。代
表
的
な
住

み
か
の
一
つ
に
棚
田
の
よ
う
な
田
ん
ぼ
が
あ
り
、水
も
豊
富
な
田
植
え
の
季
節

に
は
、素
早
く
泳
ぎ
回
る
様
子
が
見
ら
れ
ま
す
。で
す
が
、寒
く
な
っ
て
水
が
な

く
な
る
秋
か
ら
冬
の
季
節
は
ど
う
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　な
ん
と
こ
の
ド
ジ
ョ
ウ
は
、田
ん
ぼ
の
水
が
な
く
な
る
と
、湿
り
気
の
あ
る

土
の
中
に
潜
り
、そ
の
ま
ま
冬
を
越
す
た
め
に
眠
る
の
で
す
。他
の
魚
と
違
い

ド
ジ
ョ
ウ
は
、体
が
湿
っ
て
い
れ
ば
、水
が
な
く
て
も
皮
膚
か
ら
呼
吸
で
き
ま

す
。さ
ら
に
、土
の
中
は
外
敵
に
見
つ
か
り
づ
ら
い
の
で
、水
は
け
が
悪
く
冬
も

湿
っ
た
田
ん
ぼ
は
、ド
ジ
ョ
ウ
に
と
っ
て
は
厳
し
い
時
期
を
乗
り
越
え
る
た
め
の

安
心
な
寝
床
な
の
で
し
ょ
う
。

　し
か
し
、近
年
は
田
ん
ぼ
周
り
の
護
岸
等
に
よ
り
乾
燥
化
が
進
み
、寝
床
と

な
る
湿
っ
た
田
ん
ぼ
は
年
々
減
少
し
て
い
ま
す
。人
間
の
み
な
ら
ず
、見
え
な
い

と
こ
ろ
で
厳
し
い
季
節
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
田
ん
ぼ
を
利
用
し
て
い
る
生

き
も
の
が
い
る
こ
と
も
、多
く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
で
す
。

田んぼで冬越しをするドジョウ

文
・
写
真

　（
株
）環
境
指
標
生
物 

内
田
大
貴
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別
府
市
街
地
北
郊
の
棚
田

大
分
県
別
府
市
内
竈

	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名誉代表。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。

　
別
府
市
は
大
分
県
の
東
海
岸
、
ほ
ぼ
中

央
部
に
位
置
し
、
鐘
状
火
山
の
鶴
見
岳
東

斜
面
、
石
垣
原
と
呼
ば
れ
る
扇
状
地
上
に

市
街
地
が
広
が
る
。
温
泉
湧
出
量
・
源
泉

数
と
も
に
日
本
一
の
国
際
観
光
温
泉
都

市
で
あ
る
。
内う

ち

竈か
ま
どは

、「
つ
な
ぐ
棚
田
遺

産
」
に
別
府
市
で
選
ば
れ
た
5
つ
の
う
ち

の
一
つ
、
中
心
市
街
地
に
最
も
近
く
、
直

線
距
離
に
し
て
北
へ
7
㌔
の
地
点
に
あ

る
（
選
定
名
は
堂
面
棚
田
）。

　
2
0
2
2
年
6
月
下
旬
に
内
竈
を
訪

ね
た
。
そ
の
ル
ー
ト
は
比
較
的
簡
単
で
、

別
府
駅
か
ら
日
豊
本
線
を
北
の
小
倉
方

面
へ
向
か
い
、
2
つ
目
の
亀
川
駅
で
下

車
。
駅
の
東
側
、
南
北
に
走
る
国
道
10
号

を
北
上
、
最
初
の
信
号
を
左
折
、
国
立
別

府
病
院
北
側
を
走
る
直
線
道
路
を
山
際

ま
で
進
む
と
内
竈
の
集
落
だ
。
集
落
内
の

道
を
さ
ら
に
西
へ
進
む
と
釿ち

ょ
ん

の
掛か

け

集
落
、

こ
こ
か
ら
丘
陵
を
北
へ
越
え
れ
ば
関
ノ

田
は
、
法
面
が
土
坡
に
変
わ
り
、
広
さ

は
6
～
7
㌃
、
最
も
広
い
も
の
は
16
㌃
ほ

ど
。
法
面
の
高
さ
は
2
～
3
㍍
、
最
も
高

い
も
の
は
5
㍍
を
超
え
る
も
の
も
あ
る

と
い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
の
棚
田
が
持
つ
最
大

の
魅
力
は
別
府
湾
を
眼
下
に
す
る
眺
望

だ
。
北
は
国
東
半
島
の
山
並
み
、
南
は
大

分
市
街
地
、
新
産
業
都
市
の
名
を
賜
っ
た

臨
海
工
業
地
帯
の
煙
突
群
、
そ
し
て
晴
れ

た
日
に
は
四
国
の
佐
多
半
島
ま
で
望
む

こ
と
が
で
き
る
そ
う
だ
。

集
落
の
重
鎮
・
恒
松
さ
ん

　

棚
田
で
は
、
頼
も
し
い
3
人
の
個
性
的

な
守
り
人
に
お
会
い
し
た
。
ま
ず
内
竈
水

江
新
町
と
ス
パ
ラ
ン
ド
豊
海
の
2
つ
の

団
地
が
あ
ら
わ
れ
、
後
者
の
西
、
山
側
に

目
指
す
内
竈
の
棚
田
が
あ
る
。

別
府
湾
を
眼
下
に

　

棚
田
は
標
高
60
～
1
6
0
㍍
の
東
向

き
斜
面
に
分
布
、「
つ
な
ぐ
棚
田
遺
産
」

の
一
覧
表
に
よ
れ
ば
面
積
9
㌶
、
荒
廃
面

積
4
㌶
、
荒
廃
率
42
㌫
、
枚
数
2
0
0
枚
、

勾
配
7
分
の
1
、
法
面
構
造
は
複
合
と

な
っ
て
い
る
。
一
部
は
昭
和
62
～
63
年
に

か
け
て
個
人
に
よ
る
畝
町
直
し
が
行
わ

れ
、
3
～
4
枚
が
1
枚
に
ま
と
め
ら
れ
、

法
面
は
石
積
み
か
ら
土
坡
に
変
わ
っ
た
。

そ
の
ま
ま
の
棚
田
は
放
棄
さ
れ
て
、
大
部

分
は
農
道
か
ら
遠
い
中
央
部
に
集
中
し
、

法
面
は
石
積
み
の
ま
ま
、
石
積
み
の
高
さ

は
1
～
2
㍍
、
1
枚
の
広
さ
は
1
～
2
㌃

程
度
で
あ
る
。

　

一
方
、
農
道
に
接
す
る
整
備
さ
れ
た
棚
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利
組
合
と
内
竈
採
草
組
合
の
組
合
長
を

務
め
る
集
落
の
重
鎮
、
恒
松
達
美
さ
ん

67
歳
。
妻
と
施
設
に
居
る
母
親
の
3
人
家

族
。
高
校
卒
業
後
、
専
門
学
校
で
農
協
経

営
学
を
修
め
JA
別
府
農
協
に
入
所
、
平
成

22
年
別
府
日
出
農
協
に
改
組
さ
れ
た
時
、

一
旦
退
職
、
翌
年
の
平
成
23
年
に
嘱
託
と

し
て
再
入
所
、
2
年
後
に
役
員
に
な
り
、

平
成
30
年
63
歳
の
時
に
退
職
し
た
。

　

平
成
22
年
、
55
歳
の
時
に
父
親
に
代
わ

り
す
べ
て
の
農
作
業
を
担
う
兼
業
農
家

に
な
り
、
所
有
す
る
水
田
70
㌃
の
う
ち
、

40
枚
か
ら
9
枚
に
畝
町
直
し
を
し
た
50

㌃
を
耕
作
し
て
い
る
。
農
機
具
は
ト
ラ
ク

タ
ー
24
馬
力
、
コ
ン
バ
イ
ン
2
条
刈
を

所
有
、
田
植
は
作
業
委
託
し
て
い
る
と
い

う
。
庭
先
の
別
棟
に
は
近
隣
の
5
家
が
共

同
で
引
い
た
温
泉
が
あ
り
、
農
作
業
か
ら

帰
る
と
直
接
湯
殿
へ
、
温
泉
に
浸
か
る
気

分
は
最
高
だ
そ
う
だ
。

　

組
合
長
を
務
め
る
2
つ
の
組
織
の
う

ち
、
ま
ず
水
利
組
合
は
枯
れ
る
こ
と
の
な

い
冷
川
上
流
の
湧
水
を
水
源
と
し
て
お

り
、
小
坂
と
竈
の
分
水
工
か
ら
長
さ
3
㌔

以
上
の
U
字
工
水
路
で
引
水
し
て
い
る
。

役
員
9
名
、
組
合
員
30
名
弱
の
小
さ
な
組

織
で
運
営
は
厳
し
く
、
5
月
と
7
月
に
行

う
井
浚
い
と
草
刈
に
は
25
名
前
後
が
参

加
、
不
参
加
の
人
か
ら
は
課
不
足
金
と
し

て
3
0
0
0
円
を
徴
収
し
て
い
る
と
い

う
。
採
草
組
合
は
か
つ
て
牛
を
飼
っ
て
い

た
時
代
、
現
在
自
衛
隊
の
演
習
場
に
な
っ

て
い
る
十
文
字
原
は
内
竈
を
含
む
近
隣

集
落
の
採
草
地
だ
っ
た
と
こ
ろ
。
そ
の
権

利
を
保
持
す
る
た
め
の
組
織
、
実
際
の
作

業
は
春
先
に
行
わ
れ
る
野
焼
き
に
参
加

す
る
程
度
だ
そ
う
だ
。

地
域
内
I
タ
ー
ン
遠
藤
さ
ん

　

恒
松
さ
ん
が
頼
り
に
す
る
の
が
来
住

者
の
遠
藤
高
幸
さ
ん
74
歳
だ
。
出
身
は
国

東
市
、
地
元
の
国
東
農
高
を
卒
業
と
同
時

に
就
農
、
父
親
を
助
け
、
水
田
80
㌃
と
畑

49
㌃
を
耕
作
、
農
閑
期
に
は
建
設
会
社
で

働
い
た
そ
う
だ
。
こ
こ
で
ユ
ン
ボ
・
ブ
ル

ド
ー
ザ
ー
・
チ
ェ
ン
ソ
ー
な
ど
の
運
転
、

使
用
免
許
を
取
得
し
た
こ
と
が
、
後
に
大

き
な
力
に
な
っ
た
。

　

昭
和
45
年
、
22
歳
の
時
、
別
府
市
に

移
住
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
10
年
間
辛
抱
し
、
平
成
5
年
45

歳
の
時
、
個
人
タ
ク
シ
ー
の
営
業
許
可

を
取
得
、
稼
ぎ
に
稼
ぎ
、
売
り
上
げ
が

1
0
0
0
万
円
を
超
え
る
年
も
あ
っ
た

と
い
う
。
こ
れ
だ
け
で
満
足
し
な
い
の
が

こ
の
人
の
魅
力
。
平
成
17
年
、
58
歳
の
時

内
竈
に
I
タ
ー
ン
し
た
が
、
タ
ク
シ
ー
の

営
業
を
続
け
な
が
ら
も
、
農
を
目
指
し
た

初
心
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
父
親
が
残
し

た
農
機
具
類
を
駆
使
し
て
郷
里
の
国
東

方
面
で
友
人
3
名
と
共
同
で
米
作
り
は

続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

令
和
2
年
、
72
歳
に
な
っ
て
今
度
は
内

竈
で
米
作
り
を
始
め
た
。
所
有
す
る
機
械

類
は
ト
ラ
ク
タ
ー
2
台
（
24
馬
力
・
25
馬

力
）、
4
条
田
植
機
2
台
、
コ
ン
バ
イ
ン

2
台
（
2
条
刈
・
3
条
刈
）。
こ
れ
ら
を

熟
達
の
腕
前
で
操
作
、
4
戸
の
農
家
か
ら

10
年
間
放
棄
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
山
に
戻
っ

て
い
た
水
田
70
㌃
、
11
枚
を
借
り
て
復
田

し
た
。

　

借
地
料
と
し
て
各
戸
に
30
㌔
の
米
を

1 〜 3：内竈の棚田／ 4：棚田の案内看板
／ 5：守り人恒松さん（左）・伊藤さん（中）・
遠藤さん（右）

1

2

3

5

4
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多
数
参
加
し
て
い
る
。
同
様
に
、
内
竈
で

は
U
タ
ー
ン
や
I
タ
ー
ン
し
た
住
民
が

本
来
の
住
民
に
か
わ
り
棚
田
保
全
に
関

わ
っ
て
い
る
事
例
と
云
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
げ
る
と
涙
を
流
し
て
喜
ば
れ
た
。
赤
土

の
粘
土
質
土
壌
は
水
持
ち
が
よ
く
、
収
穫

さ
れ
る
米
は
美
味
し
い
と
い
う
評
判
。
30

㌔
当
た
り
採
算
が
と
れ
る
8
0
0
0
円

以
上
の
値
段
で
販
売
さ
れ
る
。
新
居
に
は

1
0
0
万
円
の
利
用
権
で
取
得
し
た
温

泉
も
あ
り
、
恒
松
さ
ん
同
様
ご
満
悦
の
様

子
で
あ
る
。

守
る
会
会
長
・
伊
藤
さ
ん

　

第
3
の
守
り
人
が
伊
藤
繁
幸
さ
ん
72

歳
、
農
地
を
守
る
会
の
会
長
で
あ
る
。
経

歴
が
異
色
で
高
校
卒
業
と
同
時
に
江
田

島
の
海
上
自
衛
隊
に
入
隊
、
18
年
間
在

籍
、
年
金
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
除

隊
し
た
。
除
隊
後
、
大
津
市
で
研
修
を
受

け
た
後
、
家
電
の
販
売
・
据
付
を
行
う
自

営
業
を
呉
市
で
立
ち
上
げ
、
呉
市
出
身
の

女
性
と
結
婚
、
所
帯
を
持
っ
た
。

　

58
歳
の
時
、
父
親
が
亡
く
な
り
、
別
府

へ
U
タ
ー
ン
し
た
。
帰
郷
し
て
水
田
15
㌃

を
畑
と
し
て
利
用
、
ト
マ
ト
・
ナ
ス
・
キ
ュ

ウ
リ
な
ど
を
栽
培
、
軽
ト
ラ
を
利
用
し
て

町
へ
売
り
に
出
か
け
た
。
60
歳
に
な
っ
て

農
業
委
員
に
立
候
補
し
て
当
選
、
2
期
、

6
年
間
務
め
、
組
織
の
改
変
を
機
に
退
任

し
た
。
そ
の
後
農
地
を
守
る
会
の
会
長
と

な
り
、
多
面
的
機
能
の
補
助
金
7
0
0
0

円
の
う
ち
の
3
0
0
0
円
を
活
用
し
て

道
路
・
放
棄
地
・
水
路
な
ど
の
草
刈
作
業

を
行
っ
て
い
る
そ
う
だ
。

市
街
化
調
整
区
域
に
あ
る
棚
田

　

内
竈
は
、「
つ
な
ぐ
棚
田
遺
産
」
に
選

ば
れ
た
2
7
1
地
区
の
な
か
で
、
神
奈
川

県
秦
野
市
名な

が
ぬ
き

古
木
と
同
様
、
棚
田
が
市
街

化
調
整
区
域
内
に
あ
る
例
外
的
地
区
で

あ
る
。
当
然
白
地
の
農
地
の
た
め
棚
田
保

全
に
有
効
的
な
施
策
と
さ
れ
る
直
接
支

払
の
対
象
外
で
あ
る
。
一
方
、
都
市
に
近

接
し
て
い
る
た
め
棚
田
に
関
心
を
持
っ

て
く
れ
る
関
係
人
口
は
多
く
な
る
。
現
に

秦
野
市
の
場
合
、
神
奈
川
県
や
東
京
都
の

住
民
が
毎
週
日
曜
日
に
自
然
に
集
ま
り
、

放
棄
地
を
復
田
し
棚
田
保
全
の
活
動
に

田植えを待つ苗と別府湾

上・下：子供たちの田植え体験

1

大分県・別府市

●

●

●
10218

内竈堂面棚田

スパランド
豊海 入口　

別府湾             
スマートIC

日豊本線                         
亀川駅九州横断自動車道

218

218

内竈堂面棚田へのアクセス

【公共交通】亀川駅前より大分交通バスの「関の江
循環」バスに乗車し約10分の「スパラ
ンド豊海入口」で下車し徒歩10分

【自 動 車】九州横断自動車道「別府湾スマートIC」
より県道218号を北上し、約2.5ｋｍの
十字路を右折するとすぐ目 的 地。ICか
ら4.5km
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2mを超す落差だ、怪我のないように入念な準

備体操を行い、飛び降りるコースを確認しなが

らスタート地点へ。「よーいどん！」の合図に我

先にと飛び降りる。児童達は、もう1回、もう1

回とアンコール。齢82にして児童たちと一緒に

飛び降りたものの、流石の「ワイルドなおじさ

ん」も2回目は遠慮した。児童たちの千枚田活

動を取材する NHK のディレクター も「都会で

は考えられない行動だ、素晴らしい」とカメラ

を回していた。

　代掻き:ワイルドなおじさんの田んぼ飛びに

味を占めた児童たちは、今日の代掻きのハプ

ニングを匂わす、いたづらっぼい瞳が可愛い。

初めのうちは備中や鍬で代掻きを行っていた

が、田んぼが狭く危険なため、手をつなぎ、♪向

こうの正面だぁれ…などと、ふざけながらも真

剣に代掻きを行った。

　田植えや稲刈り後の沢遊びも、児童たちが

野生に戻る瞬間で、「四谷の千枚田」から戴く自

然体感(自然の叡智)の場でもある。

読者の声

「四谷の千枚田」から 鞍掛山麓千枚田保存会  小山 舜二

　四谷の千枚田は鞍掛山(883m)に降り注い

だ雨が湧き水となり、すべての田んぼを潤して

おり、モリアオガエルやナガレホトケドジョウ

などの希少種も生息、その多様性に富んだ「四

谷の千枚田」では児童や学生を交えた稲作体

験や野外観察会等が積極的に行われている。

その一部を紹介する。

　12月10日、市立鳳来寺小学校5年生(10

人)と4年生(10人)の児童がスクールバスで千

枚田にやってきた。今日は「田起こしと田んぼ

飛び」だ。 田起こしは1年間の稲作の始まりの

作業で、昨年、千枚田活動に取組んできた先輩

の 5年生と新学期から取り組む4年生の引継

ぎでもある。田起こし(冬耕)をすることで、作り

土の酸素供給、また凍ったり、霜柱が立ったり

することでバクテリアの繁殖を促し、美味しい

お米が穫れる大切な作業である。等々の説明

に続き、田起こしを開始。5年生が4年生に教え

る姿は真剣だ。早々に田越こしを完了。児童達

は待ちに待った田んぼ飛びに挑戦、瞳が輝い

ている。急傾斜 1/6、石積の田んぼの高さは

読
者
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
！ 

（
声
8
0
0
字
ま
で
、
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

　読
者
の
ひ
ろ
ば
」
宛

メ
ー
ル
で
も
受
付
け
て
い
ま
す  

⇦hiroba@
tanada.or.jp

読
者

読者

My

下赤阪の棚田  大阪府千早赤阪村
大阪府千早赤阪村 下赤阪棚田の会会長　千福清英

　大阪府で唯一の村にある「下赤阪の棚田」
は、平成11年に「日本の棚田百選」に認定
され、令和3年度には「つなぐ棚田遺産」に
認定されました。写真は令和４年５月に会員
の皆様と撮影した認定書の記念写真です。
活動は、下赤阪棚田の会のメンバーとボラン
ティアの方が定期的に保全活動（草刈りなど）を実施し、また、蕎麦を栽培し、秋には蕎麦の実を
収穫するなどの活動も実施しています。この様な保全活動を行うことで、遊休農地化を防ぎ綺麗な棚
田の景観を維持しています。
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2mを超す落差だ、怪我のないように入念な準

備体操を行い、飛び降りるコースを確認しなが

らスタート地点へ。「よーいどん！」の合図に我

先にと飛び降りる。児童達は、もう1回、もう1

回とアンコール。齢82にして児童たちと一緒に

飛び降りたものの、流石の「ワイルドなおじさ

ん」も2回目は遠慮した。児童たちの千枚田活

動を取材する NHK のディレクター も「都会で

は考えられない行動だ、素晴らしい」とカメラ

を回していた。

　代掻き:ワイルドなおじさんの田んぼ飛びに

味を占めた児童たちは、今日の代掻きのハプ

ニングを匂わす、いたづらっぼい瞳が可愛い。

初めのうちは備中や鍬で代掻きを行っていた

が、田んぼが狭く危険なため、手をつなぎ、♪向

こうの正面だぁれ…などと、ふざけながらも真

剣に代掻きを行った。

　田植えや稲刈り後の沢遊びも、児童たちが

野生に戻る瞬間で、「四谷の千枚田」から戴く自

然体感(自然の叡智)の場でもある。

読者の声

「四谷の千枚田」から 鞍掛山麓千枚田保存会  小山 舜二

　四谷の千枚田は鞍掛山(883m)に降り注い

だ雨が湧き水となり、すべての田んぼを潤して

おり、モリアオガエルやナガレホトケドジョウ

などの希少種も生息、その多様性に富んだ「四

谷の千枚田」では児童や学生を交えた稲作体

験や野外観察会等が積極的に行われている。

その一部を紹介する。

　12月10日、市立鳳来寺小学校5年生(10

人)と4年生(10人)の児童がスクールバスで千

枚田にやってきた。今日は「田起こしと田んぼ

飛び」だ。 田起こしは1年間の稲作の始まりの

作業で、昨年、千枚田活動に取組んできた先輩

の 5年生と新学期から取り組む4年生の引継

ぎでもある。田起こし(冬耕)をすることで、作り

土の酸素供給、また凍ったり、霜柱が立ったり

することでバクテリアの繁殖を促し、美味しい

お米が穫れる大切な作業である。等々の説明

に続き、田起こしを開始。5年生が4年生に教え

る姿は真剣だ。早々に田越こしを完了。児童達

は待ちに待った田んぼ飛びに挑戦、瞳が輝い

ている。急傾斜 1/6、石積の田んぼの高さは

読
者
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
！ 

（
声
8
0
0
字
ま
で
、
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

　読
者
の
ひ
ろ
ば
」
宛

メ
ー
ル
で
も
受
付
け
て
い
ま
す  

⇦hiroba@
tanada.or.jp

読
者

読者

文と写真：
酒井敏光・大友治

本木・早稲谷	堰と
里山を守る会

2022年10月

ミ
ニ
図
鑑

本
木
・
早
稲
谷
の
昆
虫

2
0
2
2
年
３
月
に「
つ
な
ぐ
遺
産
」

に
選
定
さ
れ
た
福
島
県
喜
多
方
市

の
上
堰
棚
田
。
周
辺
地
域
の
地
勢

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
生
態
系
の
豊

か
さ
が
、
こ
の
ミ
ニ
図
鑑
に
収
録
・

表
現
さ
れ
て
い
る
。「
虫
は
嫌
い
だ
、

と
い
う
人
は
地
元
で
も
多
数
派
か

も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
書
か
れ
て
い
る

が
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
百
八
十
余
の

昆
虫
の
写
真
と
説
明
文
は
興
味
深

く
、「
農
家
の
味
方
」「
際
立
つ
存
在

感
」「
カ
ッ
コ
い
い
！
」「
翅
が
オ
シ
ャ

レ
」「
足
速
す
ぎ
」
等
々
、
小
見
出

し
を
見
て
い
る
だ
け
で
も
楽
し
い
。

 

※ 

公
益
信
託
福
島
銀
行
ふ
る
さ
と

自
然
環
境
基
金
に
よ
り
作
成
、

非
売
品
。
入
手
ご
希
望
の
方
は

編
集
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
中
止
に
な
っ
て
い
た
全
国
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
が
三
年
ぶ
り
に
滋
賀
県
高
島

市
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
関
係
者
の
皆
さ
ん
、
感
染
防
止
対
策
と
い
う
厄
介
な
障
害
を
乗
り
越
え
て
の
開
催
に
、
棚
田

サ
ミ
ッ
ト
フ
ァ
ン
の
一
人
と
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　

　
一
日
目
の
午
前
は
、
高
島
市
民
劇
団
に
よ
る
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
シ
ョ
ウ
、
続
い
て
開
催
セ
レ
モ

ニ
ー
、
基
調
講
演
。
午
後
は
四
会
場
に
分
か
れ
て
の
分
科
会
。
そ
れ
ぞ
れ
に
熱
気
の
あ
る
部
会

で
あ
っ
た
と
聞
き
及
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
夕
食
を
交
え
て
の
交
流
会
は
残
念
な
が
ら
取
り
や
め
に
な
り
ま
し

た
。
交
流
会
は
毎
年
大
変
好
評
で
、
各
地
の
棚
田
保
存
会
の
方
の
色
鮮
や
か
な
法
被
姿
は
農
家

の
方
の
意
気
込
み
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
話
が
弾
む
起
爆
剤
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
次
回
は
コ
ロ
ナ
感
染
も
収
ま
り
、
交
流
会
が
で
き
る
こ
と
を
切
望
致
し
ま
す
。

　
二
日
目
は
現
地
見
学
会
二
コ
ー
ス
と
観
光
エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
四
コ
ー
ス
が
催
さ
れ
ま
し

た
。
自
分
が
参
加
し
た
現
地
見
学
会「
畑
の
棚
田
」に
は
五
年
ほ
ど
前
に
訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
、

そ
の
と
き
に
案
内
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
人
と
の
再
会
は
お
互
い
涙
も
の
で
し
た
。
お
そ
ら
く
今

回
参
加
さ
れ
た
多
く
の
方
も
、
私
が
感
じ
た
よ
う
な
出
会
い
と
再
会
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
見
受

け
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
気
が
か
り
な
こ
と
は
、
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
に
参
加
さ
れ
て
い
る
棚
田
保
存
会
や
農
家
の
方
は
、

ほ
と
ん
ど
が
お
じ
い
ち
ゃ
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
自
分
は
今
年
も
十
カ
所
く
ら
い
の
棚
田

を
探
索
し
ま
し
た
が
、
驚
く
こ
と
に
田
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
る
の
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
実
に

多
い
こ
と
で
す
。
コ
ン
バ
イ
ン
ま
で
も
操
っ
て
お
ら
れ
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
も
見
か
け
ま
し
た
。

米
作
り
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
か
ら
お
年
を
召
し
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
代
わ
り
つ
つ
あ
り
、

最
後
の
砦
に
な
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
り
ま
す
。

　
今
ま
で
通
り
の
取
り
組
み
で
は
日
本
の
原
風
景
で
あ
る
棚
田
が
壊
滅
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。
今
後
も
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
の
活
力
あ
る
活
動
と
動
員
力
を
通
じ
て
、
棚
田
保
全
を
さ
ら

に
推
し
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
強
く
願
い
ま
す
。
　
　
　

埼
玉
県
深
谷
市  

岡
田 

洋
民

棚
田
サ
ミ
ッ
ト
レ
ポ
ー
ト



棚田の共同出展としては７回目となるエコプロ
2022。全国から６つの棚田地域、２つの県レベル
の団体、２つの全国レベルの団体が集まりました。
お馴染みのクイズラリーのほか、３年ぶりに「棚田・
里山 酒めぐり」企画も復活登場し、棚田の多様な
魅力をアピールしました。

棚
田
グ
ル
ー
プ
共
同
出
展
企
画  

参
加
団
体

四
ヶ
村
の
棚
田	

（
山
形
県
大
蔵
村
）

佐
渡
棚
田
協
議
会	

 （
新
潟
県
佐
渡
市
）

し
ず
お
か
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク	

（
静
岡
県
）

高
島
市
の
棚
田	

（
滋
賀
県
高
島
市
）

和
歌
山
県
棚
田
等
保
全
連
絡
協
議
会	

（
和
歌
山
県
）

色
川
の
棚
田	

（
和
歌
山
県
那
智
勝
浦
町
）

か
み
か
つ
棚
田
未
来
づ
く
り
協
議
会	

（
徳
島
県
上
勝
町
）

東
後
畑
の
棚
田	

（
山
口
県
長
門
市
）

全
国
棚
田
（
千
枚
田
）
連
絡
協
議
会

棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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2022年12月7日（水）〜 9日（金）
東京ビッグサイト 東５ホール

日本の棚田共同展示コーナー



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

「つなぐ棚田遺産」認定で、
活気あるお米作り無事終了

棚田ビオトープの稲刈り

稲刈り〜今年もできました！

　ヒガンバナが咲く七十二節気の雷
かみなりすなわちこえをおさむ

乃 収 声の頃、晴天の中、９月25日（日）
２名で棚田ビオトープの稲刈りをしました。本年はあまり稲が育たなかった
ので、１時間程で稲刈りが終わりました。
　ご存じ方もいらっしゃると思いますが、ヒガンバナは花が咲いた後、晩秋
に葉が出てきて、春に葉が枯れるといった、よくある植物とは違った生活サ
イクルで過ごします。違った見方をすると、棚田の畦畔の草刈りの必要が無
くなった晩秋に葉が出て、草刈りが必要になる春に葉が枯れる、ということ
です。他の植物がいない冬に葉を茂らすことで、競争を避け、人間の農作業（攪
乱）にも順応していると思います。これらヒガンバナの一部は、坂折棚田の
飯田さんの指導の下、2005年に国際園芸アカデミーの学生が植栽したもの
です。ヒガンバナを見る度に、17年前に植栽したことを思い出します。
　春の水溜りに卵を産むヤマアカガエルの卵塊を探す「第16回かえるの卵を
探そう！」は2023年３月21日（火／春分の日）に開催します。	（相田		明）

　10月8、9日に稲刈り体験を開催しました。2022年は2年ぶりに田植え、
稲刈りの両イベントを揃って開催できました。参加者も総勢21名と、コロナ
禍前の賑わいが戻ってきたようです。前日から大雨でしたが、ちょうど稲刈り

の時間だけ晴れるという「稲刈りあるある」。三連休の事故渋
滞にみな巻き込まれて到着が遅れましたが、そこはベテラン
揃いで、あっという間に刈り上げて、天日干しを完成しました。
　11月15日に、保存会が脱穀しておいてくれた籾を回収し、
籾摺り精米をしている間に、スタッフ二人で昨年のお母さん
の手ほどきを思い出しながら不格好な藁ボッチを作り、一年
の棚田作業が無事終わりました。収穫量は籾にして99kg。今
回は実験的に除草剤、化学肥料を一切使わずに作ったので、
例年より25kg程度の減収となりました。作業に参加してくれ
た皆様、本当にありがとうございました！	 （高桑	智雄）

　2022年の川代棚田でのお米作り体験は、3月に農水省の「つな
ぐ棚田遺産」に認定され、オーナー数も増え活気ある１年となりま
した。新型コロナウイルス感染拡大が続く中でしたが、無事、田植え、
草刈り、稲刈りの行事を終え、10月10日に収穫祭を迎えることが
できました。収穫祭では、地元婦人部手作りのお寿司や焼きそばな
どに加え、イノシシの丸焼きやしし鍋で獣害も食べつくす意気込み
が感じられ、最後にはビンゴゲームなどにぎやかな収穫祭となりま
した。当ネットワークもコロナ禍で例年に比べ参加者が少なめでし
たが、地元の協力により無事終了でき、収穫米も完売できました。
　川代棚田は、全部で50枚ほどの小さな棚田ですが、庄司代表は
じめ集落みんなの元気に支えられ、2023年もお米作り体験を続け
ていきますので、お気軽にご参加ください。
	 （杉山行男・上久保郁夫）
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