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本誌は、宝くじの普及宣伝事業として作成されたものです。

特
集自然と人と生き物が輝く 里山



裾
の
ゆ
る
や
か
な
斜
面
の
里
、
そ
こ
に
は
雑

木
林
が
あ
り
、
そ
の
周
辺
に
は
棚
田
が
あ
り
、

小
川
や
溜
め
池
、
古
い
農
家
が
点
在
す
る
。
山
裾
か

ら
広
々
と
し
た
平
地
に
な
る
と
、
川
は
広
く
な
っ
て

堰
堤
が
作
ら
れ
、
周
辺
に
は
整
備
さ
れ
た
田
ん
ぼ
や

畑
が
広
が
り
、
そ
の
一
角
に
家
々
が
集
ま
っ
て
集
落

を
形
成
し
、
大
き
な
樹
木
が
茂
る
場
所
は
大
て
い
小

学
校
や
鎮
守
の
森
だ
っ
た
り
す
る
。

こ
れ
は
、
身
近
に
親
し
ん
で
い
る
農
村
風
景
、
つ

ま
り
「
里
山
」
で
あ
る
。
日
本
人
が
先
祖
代
々
、
自

然
と
共
に
暮
し
な
が
ら
農
林
業
な
ど
を
営
ん
で
き
た

場
所
・
ふ
る
さ
と
で
あ
る
。

い
ま
「
里
山
」
が
人
気
を
呼
ん
で
い
る
。
自
然
と

ふ
れ
な
が
ら
動
植
物
観
察
、
野
外
遊
び
、
キ
ャ
ン
プ
、

ハ
イ
キ
ン
グ
等
を
楽
し
む
他
、
雑
木
林
や
棚
田
の
手

入
れ
、
河
川
敷
き
等
の
草
刈
り
、
炭
焼
き
な
ど
を
す

る
「
里
山
」
関
連
の
グ
ル
ー
プ
が
増
え
、
里
山
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
も
開
か
れ
て
い
る
。

当
初
は
都
市
近
郊
に
あ
る
雑
木
林
や
田
ん
ぼ
、
池

な
ど
を
保
全
し
よ
う
と
い
う
市
民
運
動
と
し
て
ス
タ

ー
ト
し
、
そ
れ
が
「
里
山
」
と
い
う
言
葉
を
普
及
さ

せ
た
。
し
か
し
現
在
は
、
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
の
普

及
や
、
農
山
漁
村
と
都
市
住
民
と
の
交
流
活
動
が
高

ま
り
、
さ
ら
に
総
務
省
や
農
林
水
産
省
等
が
”美
し

い
景
観
“
”棚
田
百
選
“
等
を
選
定
し
て
、
そ
の
地
域

の
保
全
や
観
光
的
価
値
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
取
り
組
み

が
行
わ
れ
、
里
山
は
全
国
の
す
べ
て
の
地
域
を
包
括

し
た
言
葉
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

「
里
山
」
と
一
口
い
っ
て
も
、
山
林
、農
地
、草
地
、

水
辺
と
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生

活
も
異
な
る
。
住
み
な
が
ら
農
林
業
か
ら
遠
ざ
か
っ

て
い
る
人
も
い
る
し
、
都
市
か
ら
来
る
人
も
い
る
。

亜
熱
帯
の
沖
縄
地
方
か
ら
雪
国
、
寒
冷
地
の
北
国
ま

で
変
化
に
富
ん
だ
日
本
列
島
は
、
里
山
の
景
観
も
大

き
く
異
な
る
し
、
季
節
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
。
地

域
の
歴
史
や
風
土
も
違
う
た
め
、
里
山
に
関
す
る
イ

メ
ー
ジ
や
価
値
観
も
微
妙
に
違
っ
て
く
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、「
里
山
」
の
魅
力
は
尽
き
ず
、
日
本

が
世
界
的
に
も
最
も
魅
力
あ
る
「
里
山
の
国
」
だ
と

い
わ
れ
る
の
も
納
得
で
き
る
。（
本
号
　
ペ
ー
ジ
で
、
日
本

の
里
山
に
恋
し
て
全
国
各
地
を
歩
い
て
い
る
ケ
ビ
ン
・
シ
ョ
ー

ト
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
を
掲
載
）

こ
で
、
あ
え
て
「
里
山
」
を
定
義
す
る
な
ら
、

自
然
や
動
植
物
の
恵
み
を
受
け
な
が
ら
、
そ

れ
を
人
々
が
手
入
れ
し
た
り
変
え
な
が
ら
生
活
し
て

き
た
場
所
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
里
山
を
代
表

す
る
雑
木
林
は
、
落
葉
を
腐
葉
土
や
薪
に
使
い
、
樹

木
も
薪
や
建
材
用
に
活
用
す
る
身
近
な
山
。
活
用
す

る
こ
と
で
山
は
手
入
れ
が
行
き
届
き
、
沢
山
の
恵
み

を
与
え
て
く
れ
た
。
溜
め
池
や
棚
田
、
用
水
路
な
ど

も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
農
村
を
取
り
巻
く
人
々
の
生
活
や
意
識

の
変
化
、
過
疎
化
や
高
齢
化
な
ど
で
、
人
が
手
入
れ

す
る
こ
と
で
保
全
さ
れ
て
き
た
豊
か
な
自
然
環
境
は

悪
化
し
、
そ
の
地
域
に
生
存
し
て
い
た
貴
重
な
植
物

や
昆
虫
、
水
生
生
物
な
ど
の
生
き
物
が
絶
滅
の
危
機

に
瀕
し
て
い
る
。
近
代
的
に
整
備
さ
れ
た
田
は
作
業

し
や
す
く
な
っ
た
が
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
う
こ

と
で
、
本
来
自
然
の
持
つ
パ
ワ
ー
や
微
生
物
の
繁
殖

が
失
わ
れ
た
。
子
供
た
ち
に
と
っ
て
楽
し
い
遊
び
や

冒
険
の
場
所
だ
っ
た
川
や
沼
・
池
な
ど
も
整
備
さ
れ

た
の
を
機
に
魅
力
あ
る
自
然
環
境
が
失
わ
れ
て
き
た
。

日
本
古
来
の
春
・
秋
の
七
草
、
フ
ジ
バ
カ
マ
、
サ

ク
ラ
ソ
ウ
、
キ
キ
ョ
ウ
等
の
草
花
、
メ
ダ
カ
や
タ
ナ

ゴ
な
ど
の
水
生
生
物
、
野
か
ら
は
ト
ン
ビ
や
ホ
オ
ジ

ロ
等
の
野
鳥
、
ニ
ホ
ン
ミ
ツ
バ
チ
等
が
消
え
、
反
対

に
帰
化
植
物
や
害
虫
が
増
え
て
、
農
林
業
に
も
影
響

を
与
え
て
い
る
。
自
然
と
共
存
し
て
暮
ら
す
と
い
う

日
本
人
の
生
き
方
に
も
微
妙
な
変
化
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
様
変
わ
り
し
て
き
た
地
方
の
風
土
や
自

然
環
境
を
再
生
し
、
本
来
の
姿
に
戻
そ
う
、
新
し
い

里
山
を
作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
が
出
て
き
た
。

本
誌
「
で
ぽ
ら
」
で
は
、

号
の
「
私
の
オ
フ
ィ

ス
は
自
然
郷
」（
新
し
い
農
業
の
取
り
組
み
）、

号

の
「
日
本
の
森
林
を
育
て
る
」
特
集
に

次
い
で
、
今
回
は
里
山
を
特
集
す
る
こ

と
に
し
た
。

山
と
し
て
注
目
、
取
材
し
た
地

域
は
「
自
然
と
人
と
生
き
物
」

が
共
生
し
て
い
る
中
山
間
地
。

里
山
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
棚

田
や
茅
葺
き
民
家
、
石
垣
の
保
全
な
ど
、

先
人
の
築
い
た
文
化
と
風
土
を
保
全
す
る

事
例
、
ホ
タ
ル
や
ト
ン
ボ
な
ど
動
植
物
の
生

息
す
る
里
づ
く
り
事
例
、
雑
木
林
の
手
入
れ
等

の
事
例
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
本
誌
で
は
さ
ら
に
一
歩

す
す
め
て
、
自
然
環
境
保
全
を
積
極
的
に
推
進
し
て

い
く
こ
と
で
地
域
の
産
業
や
経
済
生
活
に
新
し
い
魅

力
と
方
向
性
、
活
力
を
生
み
つ
つ
あ
る
地
域
を
紹
介

す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
一
例
が
、
田
ん
ぼ
に
水
を
張
っ
て
水
生
生
物

や
微
生
物
を
育
て
、
自
然
の
力
で
美
味
し
い
有
機
米

を
作
る
と
い
う
不
耕
起
田
、
各
地
か
ら
消
え
て
し
ま

っ
た
葦
原
を
保
全
し
て
い
く
た
め
に
葦
を
商
品
化
し

て
活
用
す
る
人
々
、
減
少
し
て
い
る
日
本
ミ
ツ
バ
チ

を
守
り
増
や
す
努
力
を
し
て
い
る
人
々
な
ど
を
取
材

し
た
。
そ
れ
ら
を
含
め
て
”自
然
と
人
と
生
き
物
が

輝
く
地
域
“を「
里
山
」
と
し
て
提
案
し
た
い
と
思
う
。

そ
こ
に
は
自
然
や
生
き
物
を
心
か
ら
愛
し
、
少
年

の
よ
う
な
感
性
と
夢
を
持
ち
続
け
て
野
山
や
川
辺
を

走
り
回
っ
て
い
る
魅
力
あ
る
お
父
さ
ん
た
ち
が
い
た
。

地
域
の
リ
ー
ダ
ー
で
も
あ
る
こ
れ
ら
の
お
父
さ
ん
た

ち
は
、
里
山
の
素
晴
ら
し
さ
や
自
然
や
生
き
物
に
ふ

れ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
、
青
少
年
や
地
域
の
人
々
に

伝
え
る
た
め
の
努
力
も
し
て
い
る
。

そ
ん
な
地
域
や
人
々
に
、
私
た
ち
も
夢
を
ふ
く
ら

ま
せ
て
見
守
り
、
こ
こ
ろ
か
ら
声
援
し
て
い
き
た
い

と
思
う
。

「
で
ぽ
ら
」
編
集
部

(

財)

過
疎
地
域
問
題
調
査
会

山

そ

里

自然と人と生き物が輝く　　里山
特集企画に寄せて
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地方と都市を結ぶ
ホットライン・
マガジン

NO.27
●もくじ

「でぽら」とは
D e p o p u l a t e d  L o c a l  
Au tho r i t i e s（人口が減少
した、つまり過疎化した地方
自治体）からのネーミング。
過疎市町村の多くは山間地

や離島など森林面積の多い農
山漁村地域で、全般に人口の
減少や高齢化が進んでいます
が、国土の保全・水源のかん
養・地球の温暖化の防止など
の多面的機能により、私たち
の生活や経済活動に重要な役
割を担っています。このよう
な過疎地域は、豊かで貴重な
自然環境に恵まれ、伝統文化
や人情あふれる風土が数多く
残っています。
多くの人たちが過疎地域を

理解し、過疎地域と都市地域
が交流をすすめ、共生してい
くためのホットラインとし
て、また過疎地域相互間の情
報誌として「DePOLA」(で
ぽら)を発行しています。

表紙●写真

左上/山形県飯豊町豊原地区の
「田園散居集落」
左下/佐渡市新穂の「不耕起田」
案内してくれる斉藤真一郎さん
右上/宮崎県日之影町「戸川石垣
集落。石垣の草取りをする坂本美
穂さん
右下/宮城県北上町、北上川河口の
葦原保全をする熊谷貞好さん
中/キイロスズメバチ。長野県中
川村はこのハチの巨大な巣等で
「ハチ博物館」を開設している

INFORMATION 34、35

・農林水産業に関連する文化的景観の保護
対象地域及び重要地域の一覧（過疎指定市町村）

2004年過疎シンポジウム　35
編集後記/奥付　35

「自然と人と生き物が輝く　里山」特集企画に寄せて 2

■懐かしいふるさとに出会う
・日本の原風景、棚田と竹林を守る
（栃木県茂木町　入郷地区・竹原地区） 4

・歴史とロマンの里・田麦俣
月山・湯殿山詣で賑わった「六十里越街道」（山形県朝日村） 7

・「美しい日本の村景観」一位になった
田園散居集落（山形県飯豊町　豊原） 10

■生き物が豊かに暮らす自然郷
・トキが大空へ翔ぶ日に向けて
生き物と共生する田んぼづくり
（新潟県佐渡市新穂） 14

・水生生物と伝統素材の宝庫
北上川河口の葦原と共に
（宮城県北上町） 18

・日本ミツバチを守る
ハチ追い人の里（長野県中川村） 21

・奥薩摩の水と緑の郷
川内川の「ホタル舟」
（鹿児島県鶴田町） 24

［エッセイ］

里山ニッポンの魅力
ケビン・ショート 12

■先人の遺産を未来へ
・耕して天に至る石垣段々畑
（広島県倉橋町　鹿島） 27

・一千年の時を積む　石垣棚田
（山口県徳地町　三谷） 28

・山津波の教訓を今に四谷千枚田
（愛知県鳳来町） 31

・石積で山間部を近代的な農地に
戸川石垣の集落（宮崎県日之影町） 32

▲北上川・葦原でのシジミ漁
▼ハチ追いの富永さん夫婦

高さ12ｍある日本一の
石垣・日之影町戸川

石垣段々畑（広島県倉橋町）



4

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力
を
借
り
て

耕
作
放
棄
地
を
復
活

栃
木
県
南
東
部
に
位
置
す
る
茂
木

町
は
、
面
積
の
70
％
が
標
高
２
０
０

m
前
後
の
山
里
。
県
下
で
も
有
数
の

棚
田
が
多
い
地
域
だ
。
な
か
で
も
、

入
郷
石
畑
地
区
の
棚
田
は
比
較
的
規

模
が
大
き
く
、
１
／
８
の
傾
斜
と

４
・
９
ha
の
広
さ
、
１
８
７
枚
の
美

し
い
棚
田
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成

11
年
に
農
林
水
産
省
の
「
日
本
の
棚

田
百
選
」
に
認
定
さ
れ
た
。

し
か
し
、
実
は
そ
の
頃
、
入
郷
地

区
で
は
、
農
業
従
事
者
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
な

ど
か
ら
、
年
々
耕
作
放
棄
地
が
増
え
続
け
る
と
い
う

現
状
に
悩
ん
で
い
た
。

「
せ
っ
か
く
『
棚
田
百
選
』
に
選
ば
れ
た
の
に
、
草

が
生
い
茂
り
田
圃
が
荒
れ
て
し
ま
っ
て
、
お
米
が
作

れ
な
い
棚
田
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
ん
で
す
」

当
時
を
振
り
返
っ
て
、
そ
う
語
る
の
は
、
入
郷
棚

田
保
全
協
議
会
会
長
の
大
町
弘
志
さ
ん
。

「〈
入
郷
棚
田
保
全
協
議
会
〉
を
組
織
し
た
の
は
、
そ

の
翌
年
の
こ
と
で
す
。
平
成
12
年
に
〈
中
山
間
地
域

等
直
接
支
払
制
度
〉
の
対
象
農
地
に
該
当
し
た
こ
と

も
あ
り
、
石
畑
の
棚
田
の
所
有
者
７
名
の
農
家
が
集

っ
て
結
成
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ま
ず
は
、
耕
作
放

棄
地
の
整
備
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
ん
で
す
」

し
か
し
、
７
人
の
力
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な

日
本
の
原
風
景
、棚
田
と
竹
林
を
守
る

栃
木
県
茂
木
町
入
郷
地
区
・
竹
原
地
区

栃
木
県
茂
木
町
の
入
郷
地
区
に
は
、

「
日
本
の
棚
田
百
選
」
に
認
定
さ
れ

た
美
し
い
棚
田
が
あ
る
。
ホ
タ
ル
や

ハ
ッ
チ
ョ
ウ
ト
ン
ボ
が
生
息
す
る
豊

か
な
自
然
郷
だ
。

ま
た
、
茂
木
町
竹
原
地
区
は
昔
か
ら

竹
林
が
多
い
。
し
か
し
、
と
も
に
地

域
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
な
ど
が

原
因
で
、
近
年
、
耕
作
放
棄
地
が
増

え
、
荒
廃
が
目
立
っ
て
い
る
。
日
本

の
原
風
景
と
も
い
え
る
棚
田
と
竹
林

を
ど
の
よ
う
に
守
っ
て
い
る
の
か
…

…
村
人
た
ち
の
取
り
組
み
を
追
っ

た
。

棚田の美しい風景は、生活の営みの中で守られてきた

懐
か
し
い
ふ
る
さ
と
に

出
会
う
①

も

て

ぎ

ま

ち



5

い
。
そ
こ
で
、
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
協
力
を
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
町
内
外
か
ら
お
よ

そ
70
人
が
集
ま
っ
て
く
れ
た
。
周
辺
農
家
の
人
た
ち

と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
力
を
合
わ
せ
、
草
刈
り
に
汗
を

流
し
た
甲
斐
あ
っ
て
、
荒
れ
て
い
た
棚
田
は
見
事
に

復
活
し
た
。

「
そ
の
後
も
、
古
代
米
の
田
植
え
や
稲
刈
り
、
草
刈

作
業
な
ど
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
力
を
借
り
て
棚
田
の

保
全
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成
14

年
か
ら
、
都
市
と
農
村
の
交
流
の
一
環
と
し
て
、
棚

田
オ
ー
ナ
ー
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す
」

年
会
費
３
万
円
で
お
よ
そ
１
０
０
㎡
の
水
田
の
オ

ー
ナ
ー
に
な
り
、
く
ろ
掛
け
、
田
植
え
、
稲
刈
り
と

一
連
の
農
作
業
を
体
験
。
そ
し
て
、
収
穫
し
た
米
の

ほ
か
に
、
地
元
で
採
れ
る
シ
イ
タ
ケ
な
ど
の
農
産
物

を
お
土
産
に
持
ち
帰
っ
て
も
ら
う
。
豊
か
な
自
然
の

中
で
気
持
ち
の
よ
い
汗
を
か
き
、
地
元
農
家
や
自
然

と
触
れ
合
う
こ
と
が
で
き
る
と
あ
っ
て
、
参
加
者
の

反
応
も
上
々
。
３
年
目
を
迎
え
る
今
年
は
、
オ
ー
ナ

ー
の
数
が
37
組
に
な
っ
た
。

歴
史
あ
る
棚
田
と
、
そ
こ
に
生
息
す
る

貴
重
な
動
植
物
を
守
れ
！

大
町
さ
ん
に
よ
る
と
、
石
畑
の
棚
田
は
、
戦
国
時

代
か
ら
つ
づ
く
歴
史
の
あ
る
水
田
だ
と
い
う
。

「
古
文
書
に
は
、
１
５
６
１
年（
永
禄
４
年
）当
時
、

入
郷
に
は
、
戸
数
22
戸
、
人
口
１
５
５
人
の
村
人
が

住
ん
で
い
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
戸
数
と
人
口
か
ら

推
定
す
る
と
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
以
前
に
、
祖
先
は

こ
の
山
間
地
に
居
を
構
え
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
入

郷
地
区
は
全
体
が
山
間
部
で
す
が
、
中
央
の
谷
あ
い

を
木
須
川
が
流
れ
、
渓
谷
を
作
っ
て
い
ま
す
。
祖
先

は
、
水
が
豊
富
で
土
質
の
良
さ
そ
う
な
沢
沿
い
を
水

田
と
し
て
開
い
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
」

そ
も
そ
も
、
稲
作
の
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、
平
野

に
水
田
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
水
を
引

く
技
術
を
得
て
か
ら
の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
は
、
山

の
水
が
流
れ
込
む
斜
面
に
田
圃
を
作
っ
た
。
谷
津
田

や
棚
田
は
、先
人
た
ち
の
知
恵
の
結
晶
な
の
で
あ
る
。

棚
田
を
守
る
こ
と
は
、お
米
が
作
れ
る
だ
け
で
な
く
、

祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
貴
重
な
財
産
を
守
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
以
外
に
も
多

く
の
利
点
が
あ
る
、
と
大

町
さ
ん
は
話
す
。

「
た
と
え
ば
、
田
圃
は
、

雨
が
降
っ
た
と
き
雨
水
を

一
時
的
に
貯
め
、
一
種
の

ダ
ム
の
よ
う
な
働
き
で
、

雨
水
が
一
気
に
川
に
流
れ

込
ん
で
洪
水
が
起
こ
る
の

を
防
ぎ
ま
す
。
ま
た
、
土

砂
崩
れ
を
防
ぐ
効
果
や
、

水
を
浄
化
す
る
効
果
、
貴

重
な
動
植
物
を
守
る
効
果

も
あ
り
ま
す
。
入
郷
地
区

で
は
、
農
薬
は
ほ
と
ん
ど

使
わ
な
い
の
で
、
田
ん
ぼ

の
中
に
微
生
物
や
昆
虫
が
棲
ん
で
、
水
を
浄
化
し
て

く
れ
る
。
水
が
き
れ
い
で
、
エ
サ
と
な
る
昆
虫
が
い

る
か
ら
、
動
物
が
集
ま
る
と
い
う
わ
け
で
す
」

春
に
な
る
と
ウ
グ
イ
ス
が
鳴
き
始
め
、
田
圃
に
水

が
入
る
と
夜
に
は
カ
エ
ル
の
大
合
唱
。
６
月
に
な
る

と
昼
間
は
ト
ン
ボ
が
舞
い
、
夜
に
は
ホ
タ
ル
が
幻
想

的
な
光
を
放
っ
て
水
田
の
上
を
飛
び
交
う
。

「
日
本
一
小
さ
な
ト
ン
ボ
、
ハ
ッ
チ
ョ
ウ
ト
ン
ボ
も
生

息
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
地
元
に
住
ん
で
い
る
我
々

は
そ
れ
が
珍
し
い
と
は
思
っ
て
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

外
か
ら
来
た
人
に
言
わ
れ
て
、
貴
重
だ
と
い
う
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
自

然
を
守
ろ
う
と
い
う
意
識
も
芽
生
え
て
き
ま
し
た
」。

「日本の棚田百選」に認定された石畑の棚田

▲入郷棚田保存協議会会長の大町弘志
さん（左）と事務局の五味淵芳章さん

▲

昔ながらの方法で田植えをする棚田オーナーの人たち

▲

棚田保存会の人とオーナーたちが田植え（写真／茂木町提供）
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棚
田
米
を
使
っ
た
地
酒
も
売
り
出
し
中
！

茂
木
町
の
棚
田
米
は
、
魚
沼
産
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
に

匹
敵
す
る
ほ
ど
お
い
し
い
と
、
地
元
の
人
は
胸
を
張

る
。
茂
木
町
の
棚
田
米
が
お
い
し
い
の
は
、「
水
と

土
」
が
い
い
か
ら
だ
と
い
う
。

「
水
は
、
山
か
ら
自
然
に
湧
い
て
く
る
清
水
。
上
に

人
家
が
な
い
の
で
、
生
活
排
水
も
流
れ
込
ん
で
お
ら

ず
、
非
常
に
き
れ
い
な
水
で
す
。
ま
た
、
茂
木
町
の

土
は
粘
土
質
な
ん
で
す
が
、
昔
か
ら
粘
土
質
の
田
圃

で
採
れ
る
米
は
お
い
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」

そ
の
お
い
し
い
米
を
利
用
し
て
、
茂
木
町
棚
田
活

性
化
協
議
会
で
は
、
平
成
13
年
か
ら
地
域
限
定
の
地

酒
「
棚
田
の
雫（
７
２
０
ml
１
６
８
０
円
）」
を
販

売
し
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
15
年
11
月
か
ら
、「
も

て
ぎ
棚
田
の
お
米（
５
キ
ロ
２
９
０
０
円
）」
の
販

売
も
開
始
。
ど
ち
ら
も
売
れ
行
き
上
々
だ
と
か
。

棚
田
保
全
の
取
り
組
み
を
始
め
て
か
ら
、
新
た
な

町
の
特
産
品
が
生
ま
れ
た
り
、
自
然
が
蘇
っ
た
り
、

予
想
外
の
成
果
が
あ

っ
た
。
な
か
で
も
、

最
も
大
き
な
収
穫
は
、

こ
れ
ま
で
交
流
の
な

か
っ
た
人
た
ち
と
接

す
る
機
会
が
増
え
た

こ
と
だ
と
、
大
町
さ

ん
は
話
す
。

「
オ
ー
ナ
ー
は
現
在
37

人
で
す
が
、
家
族
や

友
人
、
会
社
の
同
僚

な
ど
を
含
め
て
お
よ

そ
１
０
０
人
が
行
事

に
参
加
さ
れ
ま
す
。

彼
ら
と
交
流
す
る
こ

と
で
、
地
元
の
農
家

の
人
た
ち
に
も
や
る

気
が
出
て
き
て
、
村

が
活
性
化
し
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
街
か
ら

や
っ
て
来
た
子
供
た
ち
が
田
圃
の
中
で
ど
ろ
ん
こ
に

な
っ
て
作
業
を
し
、
楽
し
そ
う
に
目
を
輝
か
せ
て
い

る
の
が
印
象
的
で
す
。
遊
園
地
に
行
っ
て
喜
ぶ
感
動

と
は
ま
た
違
っ
た
喜
び
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
米
作

り
が
い
か
に
大
変
か
を
経
験
し
、
食
べ
物
を
大
切
に

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
を
聞
く
の
も
嬉
し
い

こ
と
で
す
」

竹
林
の
侵
食
か
ら
里
山
を
守
る

一
方
、
同
じ
く
茂
木
町
の
竹
原

た
け
わ
ら

地
区
で
は
、
竹
林

整
備
の
運
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。

竹
原
地
区
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
昔
か
ら
竹
の
多

い
地
域
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
竹
林
所
有
者
の
高
齢

化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
管
理
の
行
き
届
か
な
い
竹
林

が
増
え
て
き
た
。
竹
が
は
び
こ
る
と
、
他
の
植
物
が

枯
れ
て
し
ま
い
、
里
山
が
荒
廃
す
る
。
ま
た
、
密
集

し
た
竹
林
で
は
、
根
元
に
光
が
届
か
ず
、
お
い
し
い

タ
ケ
ノ
コ
も
採
れ
な
い
。

そ
こ
で
、「
竹
原
郷
つ
く

り
協
議
会
」
で
は
平
成
16

年
の
初
め
に
、
荒
れ
た
竹

林
の
整
備
に
協
力
し
て
く

れ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
―
―
名

づ
け
て
「
か
ぐ
や
郷
　
竹

取
応
援
団
」
を
募
集
し
た
。

す
る
と
、
宇
都
宮
な
ど
近

隣
の
町
か
ら
90
人
も
の
参
加
者
が
集
ま
り
、
竹
の
間

伐
作
業
や
倒
れ
た
竹
の
片
付
け
な
ど
を
手
伝
っ
て
く

れ
た
。

「
竹
原
郷
つ
く
り
協
議
会
」
会
長
の
渡
辺
勝
美
さ
ん

に
よ
る
と
、

「
参
加
費
を
１
０
０
０
円
い
た
だ
き
、
昼
食
に
竹
筒

ご
飯
や
と
ん
汁
を
振
る
舞
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
と
い

っ
た
お
土
産
も
つ
け
て
な
い
ん
で
す
よ
。そ
れ
で
も
、

参
加
者
の
方
々
は
喜
ん
で
汗
を
流
し
て
く
れ
て
、
ま

た
参
加
し
た
い
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
は

私
も
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
ふ
る
さ
と
の
自
然
を
守

り
た
い
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
」

「
竹
原
郷
つ
く
り
協
議
会
」
で
は
、
今
年
３
月
か
ら
、

年
間
を
通
し
て
農
作
業
を
体
験
し
、
地
元
農
家
と
交

流
す
る
「
竹
林
の
オ
ー
ナ
ー
制
度
」
に
も
取
り
組
ん

で
い
る
。
こ
ち
ら
は
年
会
費
３
万
５
０
０
０
円
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
特
典
が
つ
く
。
た
と
え
ば
、
タ
ケ
ノ
コ

掘
り
体
験
、
地
元
の
竹
細
工
職
人
を
招
い
て
の
竹
細

工
教
室
、
竹
炭
づ
く
り
体
験
、
田
植
え
や
稲
刈
り
な

ど
の
米
作
り
体
験
。
も
ち
ろ
ん
、
収
穫
し
た
米
の
一

部（
10
キ
ロ
程
度
）
は
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
。

ほ
か
に
、
ホ
タ
ル
の
観
察
会
や
、
収
穫
し
た
米
で
餅

つ
き
大
会
を
開
く
こ
と
な
ど
も
計
画
し
て
い
る
。

本
格
的
な
活
動
は
こ
れ
か
ら
。
そ
れ
で
も
、「
手

ご
た
え
は
十
分
感
じ
て
い
る
」
と
、
意
欲
を
み
せ
る

渡
辺
さ
ん
。
竹
原
地
区
に
、
美
し
い
竹
林
の
蘇
る
日

が
来
る
の
は
、
そ
う
遠
く
な
い
に
違
い
な
い
。

（
文
／
小
田
礼
子
　
カ
メ
ラ
／
小
林
　
恵
）

上/「竹原郷つくり協議会」会長の渡辺勝美さん
下/竹林の間伐作業に汗を流すボランティアの
「竹取応援団」

▲

▲「もてぎ棚田のお米」と地酒　
「棚田の雫」は、町の名産品
竹原地区の竹炭製品▲

・茂木町農林課10285-63-1111
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六
十
里
越
街
道
と
は
、
庄
内
地
方
の

鶴
岡
か
ら
十
王
峠
を
越
え
て
田
麦
俣

に
入
り
、
さ
ら
に
大
袖
峠
を
越
え
て

志
津
、
本
道
寺
、
寒
河
江
を
通
り
山

形
城
下
に
至
る
旧
街
道
の
こ
と
。
出
羽
国
が
設
置
さ
れ

た
の
が
和
銅
５
年
（
７
１
２)

と
い
う
か
ら
、
近
世
以
前

に
既
に
存
在
し
た
古
い
道
で
、
湯
殿
山
や
月
山
へ
の
参

拝
道
と
し
て
栄
え
た
。
田
麦
俣
は
そ
の
中
継
地
と
し
て

重
要
で
、
宿
場
の
村
だ
っ
た
。
豪
雪
と
谷
あ
い
の
風
土

の
中
で
「
多
層
民
家
」
と
い
わ
れ
る
独
自
の
家
が
生
ま

れ
、
昭
和

年
代
ま
で
　
戸
の
茅
葺
き
民
家
が
あ
り
、

旅
籠
も
７
軒
あ
っ
た
と
い
う
。
今
は
山
沿
い
に
バ
イ
パ

ス
が
出
来
て
、
訪
れ
る
人
も
少
な
く
な
っ
た
が
、
豊
か

な
自
然
と
雪
国
の
暮
し
が
静
か
に
息
づ
い
て
い
る
。

山
岳
信
仰
の
歴
史
と
ド
ラ
マ
の
里

朝
日
村（
人
口
６
１
１
０
人
）は
、
朝
日
連
峰
を
奥

座
敷
に
し
、
月
山
の
広
い
裾
野
に
抱
か
れ
た
総
面
積

５
６
９
キ
ロ
㎡
の
村
。
こ
の
面
積
は
東
京
都
23
区
の

広
さ
に
匹
敵
し
、
90
％
が
ブ
ナ
等
の
山
林
で
、
42
％

の
２
４
１
キ
ロ
㎡
が
国
立
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。月

山
、
湯
殿
山
な
ど
は
、
伊
勢
、
熊
野
と
並
ぶ
三

大
霊
場
の
一
つ
で
、
古
く
か
ら
山
岳
信
仰
の
聖
地
と

し
て
村
び
と
の
暮
し
に
も
関
わ
っ
て
き
た
。
東
北
自

動
車
道
、
山
形
〜
鶴
岡
を
結
ぶ
酒
田
線
、
朝
日
ス
ー

パ
ー
ラ
イ
ン
の
開
通
で
、
気
軽
に
訪
れ
る
こ
と
の
で

き
る
観
光
地
と
し
て
賑
わ
い
、
農
林
業
で
暮
ら
し
て

き
た
村
民
の
大
半
が
鶴
岡
市
な
ど
へ
通
学
・
通
勤
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

山
岳
信
仰
、
出
羽
三
山
へ
の
道
と
し
て
古
代
よ
り

賑
わ
っ
た
「
六
十
里
越
街
道
」
は
現
在
「
月
山
花
笠

ラ
イ
ン
」
と
名
を
変
え
て
親
し
ま
れ
て
い
る
が
、
一

歩
村
に
入
る
と
、
昔
の
暮
し
を
忍
ば
せ
る
民
家
や
月

山
信
仰
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
つ
寺
や
遺
跡
が
あ

り
、歴
史
ロ
マ
ン
へ
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
も
個
人
的
に
何
度
か
訪
ね
て
い
る
月
山
だ
が
、

ブ
ナ
の
生
い
茂
る
山
道
を
散
策
し
た
あ
と
は
、
ま
ず

▲茅葺き多層民家の渋谷さん宅と旧遠藤家

▲弘法茶屋跡から見た田麦俣集落

懐
か
し
い
ふ
る
さ
と
に

出
会
う
②

３０

３２
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古
く
か
ら
宿
場
の
村
と
し
て
賑
わ
っ
て
き
た
田
麦
俣

集
落
へ
立
ち
寄
る
。
集
落
の
入
口
付
近
に
あ
る
七
ツ

滝
を
見
て
、
多
層
民
家
の
あ
る
田
麦
俣
で
”懐
か
し

い
ふ
る
さ
と
“の
雰
囲
気
を
味
わ
う
。

次
に
六
十
里
越
街
道
を
北
西
に
向
か
っ
て
七
五
三

掛
集
落
の
「
注
連
寺
」
と
、
霊
場
「
大
日
坊
」
の
寺

院
へ
。
注
連
寺
は
、
森
敦
が
何
度
か
滞
在
し
て
書
い

た
小
説
『
月
山
』（
第
70
回
芥
川
賞
受
賞
）で
知
名
度

を
高
め
、
境
内
に
は
「
月
山
　
す
べ
て
の
吹
の
寄
す

る
と
こ
ろ
　
こ
れ
月
山
な
り
」
の
森
敦
の
名
句
石
碑

と
、
原
稿
等
を
展
示
す
る
森
敦
文
庫
を
併
設
し
て
い

る
。
大
日
坊
は
大
日
如
来
像
や
真
如
海
上
人
の
即
神

仏（
ミ
イ
ラ
仏
）を
安
置
す
る
寺
で
、
他
に
も
各
地
の

様
々
な
神
た
ち
を
祀
っ
て
い
る
ユ
ニ
ー
ク
な
寺
。

両
寺
と
も
、
即
神
仏
が
安
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

知
ら
れ
る
が
、
森
敦
の
『
月
山
』
に
は
、
行
き
倒
れ

に
な
っ
た
人
々
が
即
神
仏
に
な
っ
た
話
し
な
ど
が
書

か
れ
て
い
て
、
険
し
い
山
岳
道
に
ま
つ
わ
る
生
と
死

の
ド
ラ
マ
が
蘇
っ
て
く
る
。

茅
葺
き
の
多
層
民
家
の
保
存
と
活
用

森
敦
は
、
そ
の
夜
我
々
が
宿
泊
し
た
民
宿
「
か
や

ぶ
き
屋
」
に
も
宿
泊
し
て
お
り
、
さ
ら
に
画
家
で
ア

マ
チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
も
凄
腕
だ
っ
た
岡
本

太
郎
も
こ
の
地
を
愛
し
、
田
麦
俣
が
茅
葺
き
民
家
の

集
落
で
あ
っ
た
頃
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
撮
影
し
て
い

る
。六

十
里
越
街
道
の
大
切
な
宿
場
だ
っ
た
田
麦
俣

は
、
狭
い
谷
あ
い
の
土
地
を
利
用
し
た
小
さ
な
集
落

で
、
現
在
21
戸
１
３
０
人
が
暮
ら
し
て
い
る
。
宿
場

と
し
て
の
面
影
は
現
在
２
軒
だ
け
残
っ
て
い
る
茅
葺

き
の
多
層
民
家
。
昭
和
30
年
代
に
は
総
戸
数
54
戸
の

う
ち
32
戸
が
茅
葺
き
多
層
民
家
だ
っ
た
と
い
う
。

現
存
し
て
い
る
２
戸
は
、
民
宿
を
営
ん
で
い
る

「
か
や
ぶ
き
屋
」
渋
谷
一
志
さ
ん（
52
）の
家
と
、
そ

の
す
ぐ
裏
手
に
建
つ
旧
遠
藤
家
住
宅
。
元
庄
屋
で
築

２
０
０
年
に
な
る
旧
遠
藤
家
は
昭
和
49
年
に
山
形
県

有
形
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
半
解
体
復
元
工
事
を

行
い
、兜
造
り
だ
っ
た
明
治
10
年
代
の
姿
に
復
元
し
、

一
般
公
開
し
て
い
る
。

当
初
は
寄
せ
棟
造
り
だ
っ
た
が
、
明
治
に
入
っ
て

養
蚕
が
盛
ん
に
な
る
と
屋
根
を
改
良
し
て
、
妻
側
を

「
高
は
っ
ぽ
う
」
と
い
う
輪
郭
と
反
り
が
う
つ
く
し

い
「
兜
造
り
」
に
し
、
一
、
二
階
を
住
居
と
作
業
場

に
、
三
階
を
養
蚕
場
に
当
て
た
。

民
宿
「
か
や
ぶ
き
屋
」
は
築
１
８
０
年
。
集
落
か

ら
次
々
と
消
え
て
い
く
多
層
民
家
を
保
存
し
な
く
て

は
い
け
な
い
と
い
う
渋
谷
一
志
さ
ん
の
父
親
・
幸
雄

さ
ん
の
必
死
の
思
い
か
ら
民
宿
と
し
て
出
直
し
た
。

地
域
の
活
性
化
に
熱
心
に
取
り
組
み
、
新
し
い
こ
と

が
好
き
で
、
雪
場
も
走
れ
る
ス
ノ
ー
タ
イ
ヤ
付
き
の

耕
耘
機
を
購
入
し
て
畑
へ
出
か
け
た
が
転
落
事
故
に

遇
い
、
平
成
８
年
に
78
歳
で
死
去
し
た
。
一
志
さ
ん

（
52
）は
学
校
を
出
る
と
東
京
方
面
に
働
き
に
出
て
い

た
が
10
年
ほ
ど
で
U
タ
ー
ン
し
て
結
婚
。
い
ま
は
母

親
の
ミ
チ
さ
ん
と
民
宿
を
営
ん
で
い
る
。

「
室
町
、
江
戸
時
代
か
ら
田
麦
俣
は
六
十
里
越
街
道

の
宿
場
と
し
て
賑
わ
い
、
旅
籠
が
７
軒
、
他
に
簡
易

宿
も
か
な
り
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
街
道
が
廃
れ
て

か
ら
は
宿
屋
と
し
て
は
食
べ
て
い
け
な
く
な
り
、
今

で
は
２
軒
だ
け
、
私
の
と
こ
ろ
も
働
き
に
出
な
が
ら

営
業
し
て
い
ま
す
」
と
一
志
さ
ん
。

一
志
さ
ん
は
、
遠
藤
家
の
管
理
も
頼
ま
れ
て
い
て

観
覧
者
を
手
配
、
ガ
イ
ド
す
る
ほ
か
、
茅
葺
き
屋
根

の
葺
き
替
え
や
補
修
も
行
っ
て
い
る
。

「
県
の
多
層
民
家
へ
の
助
成
金
が
少
な
い
の
で
専
門

業
者
に
頼
む
費
用
が
で
な
い
。
そ
の
た
め
屋
根
葺
き

の
技
術
を
学
ん
で
、
毎
年
部
分
的
に
改
修
し
、
２
、

３
年
か
け
て
総
て
を
改
修
し
て
い
ま
す
。
沢
山
の
茅

森敦が滞在した注連寺には石碑と文庫棟が立つ（上）
六十里越街道「弘法茶屋跡」には灯籠と石碑が残る（下）
▼田麦俣集落入口近くにある名勝「七ツ滝」。深い渓谷
に七筋の滝が轟音を立てて落下している

▲

森に分け入って六十里越街道が続く

・朝日村企画課商工観光係10235-53-2111

・民宿かやぶき屋10235-54-6103
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を
入
れ
る
の
で
材
料
の
入
手
が
大
変
で
す
。
問
屋
を

通
し
て
購
入
し
て
い
ま
す
が
、
北
上
町
・
熊
谷
産
業

の
茅
は
、
海
水
が
混
じ
っ
た
河
川
で
育
っ
て
い
る
せ

い
か
丈
夫
で
葺
き
や
す
い
で
す
ね
」
と
渋
谷
さ
ん
。

と
こ
ろ
が
こ
の
日
は
、
季
節
外
れ
の
台
風
６
号
が

日
本
海
に
抜
け
て
秋
田
・
山
形
に
上
陸
、
宿
の
囲
炉

裏
で
夕
食
を
囲
ん
で
い
る
こ
ろ
か
ら
激
し
い
風
と
雨

に
な
っ
て
き
た
。「
強
風
が
茅
葺
き
に
は
大
敵
で
す
。

茅
が
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
り
古
い
板
戸
が
壊
れ

た
り
と
―
」
と
言
っ
て
い
る
間
に
も
ガ
ラ
ス
戸
や
障

子
が
ガ
タ
ガ
タ
う
な
り
だ
し
、
渋
谷
さ
ん
は
外
へ
飛

び
出
し
て
い
っ
た
。

武
者
の
か
ぶ
っ
た
兜
の
姿
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら

名
前
が
付
い
た
兜
の
部
分
の
茅
が
崩
れ
だ
し
て
い

る
。
高
い
は
し
ご
を
家
族
が
支
え
、
登
っ
た
一
志
さ

ん
は
ロ
ー
プ
で
崩
壊
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
の
処
置
を

す
る
。
落
下
し
て
く
る
茅
は
素
早
く
集
め
て
束
ね
て

お
か
ね
ば
―
。
奥
さ
ん
と
二
人
の
子
供
達
、
母
親
も

総
出
で
手
伝
っ
た
。
長
男
の
満
徳
君
は
屋
根
に
登
っ

て
父
親
の
作
業
を
支
え
、
近
所
か
ら
は
男
性
も
手
伝

い
に
き
て
く
れ
た
。
台
風
は
夜
半
前
に
去
っ
た
が
、

一
志
さ
ん
の
点
検
補
修
作
業
は
遠
藤
家
も
含
め
て
深

夜
ま
で
続
い
た
と
い
う
。「
古
き
良
き
も
の
を
守
る
」

こ
と
の
大
変
さ
を
実
感
し
た
夜
だ
っ
た
。

ブ
ナ
原
生
林
を
行
く
六
十
里
越
街
道

六
十
里
越
街
道
は
、
出
羽
と
最
上
を
結
ぶ
官
道
と

し
て
開
か
れ
た
が
、
室
町
・
江
戸
時
代
に
な
る
と
月

山
・
湯
殿
山
参
拝
者
で
賑
わ
う
よ
う
に
な
り
、
参
勤

交
代
や
軍
馬
輸
送
、さ
ら
に
海
か
ら
は
魚
介
類
や
塩
、

内
陸
か
ら
は
紅
花
、
真
綿
、
豆
、
葉
煙
草
を
背
負
う

人
々
が
往
来
し
た
。
明
治
の
末
に
新
道
が
開
通
し
て

か
ら
は
利
用
者
は
減
っ
た
が
、
歩
道
に
は
当
時
の
面

影
を
残
す
史
跡
が
多
く
、
ブ
ナ
、
ヤ
ブ
椿
等
の
原
生

林
が
見
事
だ
。

七
ツ
滝
の
脇
か
ら
旧
街
道
へ
入
る
と
、
足
元
に
は

ミ
ズ
な
ど
の
山
菜
が
生
い
茂
り
、
ブ
ナ
や
古
木
の
原

生
林
が
生
い
茂
る
緩
や
か
な
坂
道
。
や
が
て
「
弘
法

茶
屋
跡
」
へ
着
い
た
。
弘
法
大
師
が
休
憩
し
た
場
所

と
い
わ
れ
、
近
年
ま
で
地
域
の
お
年
寄
り
が
手
作
り

の
団
子
等
を
持
ち
寄
っ
て
皆
に
振
る
舞
っ
た
と
い

う
。
街
道
は
、
馬
の
荷
物
を
組
み
直
し
た
馬
立
、
ブ

ナ
の
紅
葉
が
街
道
一
美
し
い
と
い
う
花
の
木
坂
、
独

鈷
清
水
等
を
経
て
細
越
峠
へ
至
り
、
梵
字
川
を
越
え

る
と
湯
殿
山
入
口
の
仙
人
沢
に
到
着
す
る
。

六
十
里
越
街
道
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
で
、
村
で

は
お
洒
落
な
小
冊
子
を
制
作
、
看
板
の
整
備
を
行
っ

て
い
る
。
観
光
地
・
朝
日
村
と
し
て
、
特
色
を
い
か

し
た
産
業
お
こ
し
も
盛
ん
で
、「
月
山
ワ
イ
ン
」
や

山
葡
萄
商
品
の
特
産
地
と
し
て
知
名
度
が
高
い
。
ま

た
初
夏
ま
で
滑
れ
る
ス
キ
ー
場
、
渓
流
で
の
バ
ン
ジ

ー
ジ
ャ
ン
プ
、
カ
ヌ
ー
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
等
、
豊
か

な
自
然
を
生
か
し
た
ス
ポ
ー
ツ
の
里
と
し
て
若
者
に

人
気
を
呼
ん
で
い
る
。

(

文
／
浅
井
登
美
子
　
カ
メ
ラ
／
小
林
　
恵)

上／民宿「わらぶき屋」では囲炉裏で採れたてのイワナ
を焼き、コゴミ、ミズ、曲り竹等の山菜料理でもてなす

台風の襲来で、家族総出で茅葺き屋根の保護と
修理に当たる

翌朝、野球大会の会場へ向かう渋谷さんと
長男満徳君(中2)。将来は父親の後を継い
で民宿をするときっぱり言う



飯
豊
町
は
南
部
が
飯
豊

連
峰
を
経
て
福
島
県
に
接

す
る
、
い
わ
ば
山
形
県
の

玄
関
口
に
当
た
る
町
。
町

の
東
北
部
は
、
飯
豊
連
峰

の
豊
か
な
水
を
集
め
て
南

北
に
流
れ
る
白
川
沿
い
に

広
が
る
肥
沃
な
水
田
地
帯

で
、
東
北
を
代
表
す
る
米

ど
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ

る
。中

で
も
豊
原
と
よ
は
ら

地
区
は
、

１
２
０
０
ha
に
わ
た
っ
て

広
が
る
田
園
地
帯
で
、
昭

和
38
年
に
当
時
と
し
て
は
全
国
で
も
い
ち
早
く
水
田

の
圃
場
整
備
に
着
手
し
た
。
現
在
の
こ
の
景
観
は
、

集
落
の
昔
な
が
ら
の
生
活
風
土
や
自
然
と
、
整
備
さ

れ
て
美
し
い
近
代
的
な
生
産
大
地
の
景
観
が
融
合
し

た
も
の
と
い
え
る
。

平
成
５
年
に
農
林
水
産
省
と
農
林
漁
業
４
団
体
が

主
催
す
る
「
第
１
回
美
し
い
日
本
の
村
景
観
コ
ン
テ

ス
ト
」
が
行
わ
れ
、
１
８
０
点
の
応
募
の
中
か
ら
飯

豊
町
豊
原
の
田
園
散
居
集
落
が
、
生
産
部
門
で
最
高

賞
の
農
林
水
産
大
臣
賞
を
受
賞
し
た
。
第
一
回
目
の

コ
ン
テ
ス
ト
で
日
本
一
に
な
っ
た
こ
と
が
、
町
民
や

豊
原
地
区
の
人
々
の
励
み
と
な
り
、
以
前
に
も
増
し

見渡す限りの水田地帯に、バランスよく配
置された屋敷林。樹齢数百年の木々が家や
蔵をすっぽり覆い、それぞれに生活宇宙空
間を創っている。長い歳月が育んだ稲作文
化と、圃場整備等による近代的農業の絶妙
な調和。景観コンテストで日本一に輝いた。

美
し
い
日
本
の
村
景
観
一
位
に
な
っ
た

田
園
散
居
集
落
　
山
形
県
飯
豊
町
豊
原

屋敷と水田の間には水路がある。水のきれいな小川だ

「
住
民
参
加
に
よ
る
地
域

づ
く
り
」
の
先
進
地

い
い
で
ま
ち

懐
か
し
い
ふ
る
さ
と
に

出
会
う
③

10
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て
景
観
の
保
全
に
注
意
を
は
ら
っ
て
い
る
と
い
う
。

飯
豊
町
観
光
協
会
事
務
局
の
二
瓶
裕
基
さ
ん
に
お

願
い
し
て
地
域
を
ガ
イ
ド
し
て
も
ら
っ
た
。

ま
ず
は
散
居
集
落
が
よ
く
見
え
る
と
い
う
北
西
部

に
あ
る
展
望
台
へ
。
観
音
堂
に
ク
ル
マ
を
停
め
て
ゆ

る
や
か
な
山
道
を
歩
く
こ
と
約
10
分
、
眼
下
に
田
植

え
を
終
え
た
あ
と
の
若
草
色
の
田
園
風
景
が
見
え
て

き
た
。
水
田
の
中
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
さ
れ
た
防

風
林
と
家
屋
敷
。
防
風
林
が
す
っ
ぽ
り
覆
っ
て
い
る

の
で
、
遠
目
か
ら
は
各
戸
の
屋
根
や
壁
、
農
機
具
な

ど
の
生
活
関
連
施
設
が
見
え
な
い
。
そ
れ
が
景
観
と

し
て
は
完
璧
な
ま
で
に
絵
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
最
近
は
農
村
に
も
工
場
や
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど
が
出
来
て
当
た
り
前
だ

が
、
豊
原
地
区
の
散
居
集
落
群
の
中
に
は
そ
の
よ
う

な
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。

そ
れ
に
つ
い
て
二
瓶
さ
ん
は
「
当
町
は
１
９
７
０

年
代
に
”町
民
参
加
“
の
町
づ
く
り
に
取
り
組
み
、

住
民
自
ら
が
自
分
た
ち
の
地
域
を
つ
く
っ
て
い
く
と

い
う
町
づ
く
り
を
取
り
入
れ
ま
し
た
。
土
地
利
用
や

景
観
の
保
全
な
ど
も
住
民
参
加
で
30
年
以
上
行
っ
て

き
て
い
ま
す
。
僕
の
祖
父
や
親
た
ち
が
偉
か
っ
た
、

そ
れ
を
指
導
し
取
り
入
れ
て
き
た
行
政
が
勝
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」
と
言
う
。

こ
の
散
居
集
落
は
何
時
頃
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
町
で
も
ら
っ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、「
集
落

形
成
の
歴
史
は
定
か
で
は
な
い
が
、
水
田
農
業
が
本

格
的
に
発
達
し
た
頃
」
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は

っ
き
り
し
な
い
。
そ
こ
で
地
域
の
歴
史
に
も
詳
し
い

松
山
秀
夫
さ
ん
の
家
に
伺
っ
た
。

自
然
と
人
を
繋
ぐ
屋
敷
林

松
山
秀
夫
さ
ん
の
家
屋
敷
は
５
７
０
坪
、
平
均
２

０
０
〜
３
０
０
坪
と
い
う
か
ら
か
な
り
広
い
。
家
屋

敷
を
囲
ん
で
小
さ
な
川（
用
水
路
）が
流
れ
、
道
路
か

ら
屋
敷
に
向
か
う
時
は
川
に
架
か
っ
た
小
さ
な
橋
を

わ
た
る
。
入
っ
て
い
く
と
広
々
と
し
た
敷
地
の
正
面

に
元
茅
葺
き
だ
っ
た
と
い
う
本
家
が
あ
り
、
蔵
や
物

置
き
小
屋
、離
れ
な
ど
の
建
物
が
数
棟
並
ん
で
い
る
。

多
分
こ
の
地
区
は
、
古
く
か
ら
広
い
農
地
や
屋
敷
を

持
つ
豪
農
た
ち
の
集
落
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
屋
敷
の
北
側
に
植
え
ら
れ
て
い
る
の
が
防
風

の
役
目
も
担
う
屋
敷
林
。
松
山
さ
ん
の
お
話
だ
と
、

ク
ヌ
ギ
、
ヤ
チ
ダ
モ
、
ハ
ン
ノ
キ
な
ど
は
江
戸
時
代

に
植
樹
し
た
も
の
で
、
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
は
比
較

的
新
し
い
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
植
樹
だ
と
い
う
。

松山秀夫さんの家屋敷

出羽三山詣に
行く人々が精進
潔斎に籠ったと
いう木小屋（上）
松山さん（左）と
観光協会二瓶さ
ん

▲

50万本のゆりが咲く「どんでん平ゆり園」
飯豊町萩生10238-78-5587

飯豊町観光協会10238-86-2411

「
上
杉
鷹
山
公
が
こ
の
土
地
を
制
し
た
時
、
ク
ヌ
ギ

な
ど
の
実
の
な
る
樹
は
飢
餓
が
き
て
も
食
糧
に
出
来

る
、
ま
た
タ
モ
の
木
は
川
に
橋
を
作
る
時
に
真
直
ぐ

で
硬
い
樹
な
の
で
役
立
つ
と
言
っ
た
と
い
う
風
に
聞

い
て
い
ま
す
」

風
雨
や
冬
の
寒
さ
か
ら
家
を
守
る
と
い
う
目
的
以

外
に
、
木
の
枝
に
茅
藁
、
柿
な
ど
を
干
し
た
り
、
実

を
食
し
た
り
、
木
材
と
し
て
活
用
す
る
、
さ
ら
に
は

野
鳥
や
小
動
物
も
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
ら
、
樹
木

は
人
々
の
暮
し
を
支
え
、
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
大

切
な
も
の
だ
と
改
め
て
感
じ
た
。

し
か
し
、
何
十
メ
ー
ト
ル
と
伸
び
て
い
る
た
め
剪

定
な
ど
は
難
し
く
悩
み
で
も
あ
る
よ
う
だ
。

と
こ
ろ
で
巨
木
の
脇
に
六
畳
ほ
ど
の
小
さ
な
木
造

の
小
屋
が
あ
っ
た
。
こ
の
小
屋
は
地
域
の
人
た
ち
が

月
山
、
羽
黒
山
等
の
出
羽
三
山
へ
参
拝
に
行
く
前
に

”精
進
潔
斎
“す
る
た
め
に
籠
っ
た
家
だ
と
い
う
。

「
７
人
位
が
約
３
週
間
ほ
ど
こ
こ
に
入
っ
て
自
炊
し

な
が
ら
山
詣
で
の
準
備
を
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
」

と
興
味
深
い
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

取
材
の
後
、
国
内
最
大
級
と
い
う
「
ど
ん
で
ん
平

ゆ
り
園
」
に
入
園
し
て
み
た
。
22
年
前
に
ゆ
り
を
愛

好
す
る
地
元
の
有
志
た
ち
が
手
作
り
公
園
と
し
て
造

成
し
た
の
が
は
じ
ま
り
で
、
昨
年
大
規
模
ゆ
り
公
園

と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
。
７
ha
の
敷
地
内
に
１
５
０

種
50
万
本
の
ゆ
り
が
栽
培
さ

れ
て
い
る
。
見
頃
は
６
月
中

旬
か
ら
７
月
中
旬
ま
で
で
、

レ
ス
ト
ラ
ン
や
売
店
、
ゆ
り

の
栽
培
指
導
な
ど
も
あ
り
、

女
性
客
に
人
気
を
呼
ん
で
い

た
。
期
間
限
定
と
い
う
贅
沢

な
植
物
園
で
、
他
に
イ
ベ
ン

ト
等
に
活
用
し
て
い
る
。

（
文
／
浅
井
登
美
子
　
カ
メ
ラ
／
小
林
恵
）
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私
が
日
本
へ
来
た
の
は
１
９
７
０
年
代
初
頭
、
一
米
兵

士
と
し
て
日
本
の
こ
と
を
何
も
知
ら
ず
に
や
っ
て
き
た
の

だ
が
、
日
本
に
来
て
み
て
本
当
に
驚
い
た
。
こ
ん
な
に
豊

か
な
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
魅
力
を
た
た
え
た
村
々
が
い

く
つ
も
あ
る
と
は
。

兵
役
を
終
え
た
ら
故
郷
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
へ
早
く

帰
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
30
年
た
っ
た
今
も
、
こ

う
し
て
日
本
の
田
舎
を
歩
き
回
っ
て
い
る
。
日
本
全
国
47

都
道
府
県
の
す
べ
て
に
足
を
運
び
、
い
ず
れ
の
土
地
も
訪

ね
る
こ
と
二
度
三
度
。
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
こ
の
国
の

変
遷
か
ら
歴
史
上
の
有
名
人
ま
で
ち
ゃ
ん
と
答
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

山
に
恋
し
、
野
生
生
物
に
感
激

い
っ
た
い
日
本
の
何
が
、
ぼ
く
を
こ
こ
ま
で
駆
り
立
て

る
の
か
。

当
初
い
た
神
奈
川
県
の
基
地
で
も
現
在
住
ん
で
い
る
千

葉
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
で
も
そ
う
だ
が
、
日
本
で
は
一
歩
外
へ

出
る
と
、
川
が
流
れ
、
田
圃
と
農
村
風
景
が
広
が
り
、
そ

こ
か
ら
少
し
足
を
伸
ば
す
と
山
々
が
連
な
っ
て
い
る
。

故
郷
の
ア
パ
ラ
チ
ア
山
脈
は
野
生
生
物
は
豊
富
だ
が
、
大

変
古
い
山
な
の
で
風
化
が
進
み
起
伏
が
な
だ
ら
か
だ
。
そ

れ
に
比
べ
て
丹
沢
の
山
々
は
険
し
く
急
勾
配
の
岩
肌
が
天

に
そ
そ
り
た
つ
と
い
っ
た
印
象
だ
。
こ
の
よ
う
な
山
は
ぼ

く
に
と
っ
て
始
め
て
の
経
験
で
、
た
ち
ま
ち
日
本
の
山
に

恋
し
て
し
ま
っ
た
。
本
格
的
な
登
山
用
具
を
揃
え
る
と
、

丹
沢
か
ら
秩
父
、
八
ヶ
岳
へ
、
さ
ら
に
南
ア
ル
プ
ス
や
北

ア
ル
プ
ス
へ
も
遠
征
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

登
山
の
楽
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
途
中
の
田
舎
風
景

や
土
地
の
お
百
姓
さ
ん
と
の
立
ち
話（
も
ち
ろ
ん
日
本
語
で
）

が
楽
し
い
。
ど
の
人
も
気
さ
く
で
親
切
に
応
え
て
く
れ
た
。

思
い
が
け
な
い

野
生
動
物
と
の
出
会
い

に
も
何
度
も
驚
か
さ
れ
た
。

シ
カ
の
群
れ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
群
れ
（
ア
メ
リ
カ
に
は
野

生
の
サ
ル
が
い
な
い
の
で
大
喜
び
し
た
）、他
に
イ
ノ
シ
シ
、

テ
ン
、
リ
ス
、
ム
サ
サ
ビ
。
幼
い
頃
『
ム
サ
サ
ビ
の
ロ
ッ

キ
ー
』
と
い
う
ア
ニ
メ
が
好
き
だ
っ
た
が
、
本
物
の
ム
サ

サ
ビ
を
日
本
で
見
ら
れ
る
な
ん
て
、
驚
き
と
喜
び
に
打
ち

震
え
た
も
の
だ
。

あ
る
日
秩
父
で
大
型
ラ
イ
フ
ル
を
手
に
し
た
ハ
ン
タ
ー

の
グ
ル
ー
プ
に
出
会
っ
た
。
何
を
追
っ
て
い
る
の
か
と
聞

く
と
「
ク
マ
だ
よ
」
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
き
た
。
ぼ
く

の
故
郷
で
は
ク
マ
は
絶
滅
し
て
い
る
動
物
な
の
で
、
ク
マ

が
東
京
近
郊
に
生
息
し
て
い
る
と
知
っ
て
衝
撃
を
受
け

た
。夏

の
楽
し
み
は
オ
ニ
ヤ
ン
マ
。
川
辺
を
散
歩
す
る
ぼ
く
に

挑
戦
す
る
よ
う
に
頭
上
を
ジ
ェ
ッ
ト
機
な
み
の
速
さ
で
唸
る

よ
う
に
行
っ
た
り
来
た
す
る
。
海
を
思
わ
せ
る
碧
色
の
巨
大

な
目
は
本
当
に
美
し
い
。
羽
を
持
つ
昆
虫
と
し
て
は
日
本
が

世
界
に
胸
を
張
っ
て
自
慢
で
き
る
最
大
級
の
も
の
だ
。

自
然
の
豊
か
さ
を
も
っ
と
誇
り
に
！

訪
れ
る
土
地
ご
と
に
ま
っ
た
く
違
っ
た
表
情
を
み

せ
る
日
本
の
自
然
。
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
国
土

は
狭
い
が
、
南
北
に
長
く
伸
び
た
地
形
の
お
か
げ
で
、

南
の
亜
熱
帯
か
ら
北
の
亜
寒
帯
ま
で
気
候
に
か
な
り

の
幅
が
あ
る
。
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
森
や
珊
瑚
礁
の
海

が
あ
る
一
方
で
、
凍
て
つ
く
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
が
あ
る
。

さ
ら
に
高
低
差
が
大
き
い
こ
と
が
多
様
な
動
植
物
を

育
み
、
農
産
物
や
人
々
の
暮
し
も
そ
の
地
域
な
ら
で

は
の
特
色
に
溢
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
海
岸
線
一
つ
と
っ
て
み
て
も
表
情
は
多

様
だ
。
黒
松
の
林
を
背
に
し
た
長
い
砂
浜
も
あ
れ
ば
、

切
り
立
っ
た
岸
壁
の
荒
瀬
が
あ
り
、
入
り
海
に
は
干
潟
や

葦
原
な
ど
の
湿
原
も
あ
る
。
山
里
や
森
の
樹
木
が
照
葉
樹
、

広
葉
樹
と
変
化
す
る
の
も
日
本
な
ら
で
は
の
表
情
で
あ
る
。

日
本
の
限
ら
れ
た
国
土
を
思
え
ば
、
地
球
上
で
も
っ
と

も
多
彩
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
国
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
程
度
の
広
さ
で
、
こ
れ
ほ
ど
豊
か
な
自
然
環
境
や
生

物
の
多
様
性
を
誇
る
国
は
、
世
界
の
ど
こ
を
探
し
て
も
見

当
た
ら
な
い
。
日
本
人
は
こ
の
か
け
が
え
の
な
い
財
産
を
、

誇
り
を
も
っ
て
世
界
に
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
だ
と
思
う
。

先
人
た
ち
は
里
山
を
生
か
す
名
人
だ
っ
た

ぼ
く
は
日
本
の
自
然
や
野
生
生
物
の
豊
か
さ
に
驚
か
さ

れ
ど
お
し
だ
っ
た
が
、
実
は
そ
れ
以
上
に
驚
い
た
の
が
、

こ
の
国
の
人
々
の
暮
し
ぶ
り
だ
っ
た
。
ぼ
く
や
外
国
人
が

抱
い
て
い
た
の
は
「
工
業
国
ニ
ッ
ポ
ン
」
で
、
ど
こ
も
都

市
化
し
て
い
て
、
皆
製
造
業
の
会
社
や
工
場
で
働
い
て
い

る
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
全
体
を
見
る
と
「
田
舎
」
と

呼
ば
れ
る
地
域
が
沢
山
あ
り
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
は
農

エ
ッ
セ
イ

ケ
ビ
ン
・
シ
ョ
ー
ト

K
evin

Short

里
山
ニ
ッ
ポ
ン
の
魅
力
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業
、
漁
業
、
林
業
な
ど
で
生
計
を
立
て
て
い
る
。
し
か
も

ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
企
業
体
で
は
な
く
、
家
族
や
地
域
が

単
位
と
な
っ
て
、
先
人
た
ち
の
築
い
て
き
た
自
然
を
最
大

に
活
用
す
る
知
恵
と
情
熱
を
現
代
に
継
承
し
て
い
る
。

限
ら
れ
た
自
然
を
最
大
限
活
用
す
る
が
、
乱
獲
等
で
再

生
不
能
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
本
人
は
昔
か
ら
森

と
水
に
特
に
敏
感
だ
っ
た
か
ら
、
木
を
伐
っ
て
田
畑
に
は

し
た
が
、
最
小
限
に
押
さ
え
、
森
は
十
分
残
し
て
き
た
。

そ
う
し
た
約
束
事
が
集
落
ご
と
に
ご
く
自
然
に
確
立
さ
れ

て
お
り
、
祭
り
や
行
事
を
通
じ
て
山
や
川
、
大
地
に
宿
る

精
霊
を
”神

“
と
あ
が
め
て
感
謝
を
捧
げ
、
ま
た
人
々
の
連

携
を
図
っ
て
き
た
。
豊
か
で
生
産
性
に
富
む
自
然
と
、
天

然
資
源
の
徹
底
的
か
つ
持
続
可
能
な
活
用
に
努
め
て
き
た

日
本
人
の
生
き
方
と
が
相
ま
っ
て
、
美
し
い
里
山
の
風
景

が
生
ま
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
数
年
「
里
山
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
そ
の
意
味
と
な
る
と
だ
い
ぶ
混
乱
し
て
い
る
。

人
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
ま
ち
ま
ち
だ
が
、
本
来
里
山
と

は
地
方
に
お
け
る
伝
統
的
な
土
地
区
分
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

ぼ
く
は
考
え
て
い
る
。

大
好
き
な
作
家
の
一
人
、
椋
鳩
十
の
代
表
作
の
一
つ
に
イ

ノ
シ
シ
を
題
材
に
し
た
物
語
が
あ
る
。
宮
崎
と
熊
本
、
鹿
児

島
の
県
境
に
横
た
わ
る
山
々
を
猟
師
と
共
に
歩
き
回
っ
た
経

験
を
も
と
に
書
い
た
『
山
の
民
と
イ
ノ
シ
シ
』
と
い
う
作
品

に
、
イ
ノ
シ
シ
を
仕
留
め
た
猟
師
が
「
ま
じ
な
い
」
を
行
う

場
面
が
あ
る
。

奥
山
に
　
三
万
三
千
三
百
三
十
三
手

中
山
に
　
三
万
三
千
三
百
三
十
三
手

里
山
に
　
三
万
三
千
三
百
三
十
三
手

合
わ
せ
て
　
九
万
九
千
九
百
九
十
九
手

山
の
お
ん
神
に
　
さ
さ
げ
ま
つ
る
　
　

（「
椋
鳩
十
全
集
」
25
／
ポ
プ
ラ
社
）

こ
こ
で
の
「
里
山
」
は
村
と
境
を
接
す
る
森
や
山
で
、

村
び
と
が
毎
日
足
を
運
ぶ
日
々
の
暮
し
に
な
く
て
は
な
ら

な
い
山
林
だ
が
、
一
方
で
里
山
は
雑
木
林
の
み
な
ら
ず
、

田
圃
、
用
水
路
、
竹
林
、
果
樹
園
な
ど
村
び
と
の
暮
し
に

関
わ
る
い
っ
さ
い
が
含
ま
れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
里
山
は
日
本
の
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ

ド
・
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
別
名
と
言
え
そ
う
だ
。
カ
ン
ト

リ
ー
・・・・
に
比
べ
て
「
里
山
」
は
実
に
便
利
な
言
葉
で
、

語
感
が
洒
落
て
お
り
、
詩
情
の
あ
る
素
敵
な
言
葉
で
あ
る
。

ぼ
く
は
よ
く
「
一
番
好
き
な
場
所
は
ど
こ
か
」
と
い
う

質
問
を
受
け
る
。
お
気
に
入
り
の
場
所
が
多
く
て
難
し
い

質
問
だ
が
、
強
い
て
答
え
る
な
ら
「
溜
め
池
」
と
言
お
う
。

子
供
の
頃
か
ら
小
さ
な
池
の
ほ
と
り
で
遊
ん
で
き
た
の

で
、
溜
め
池
は
ぼ
く
の
原
点
。
た
ち
ま
ち
日
本
へ
来
て
溜

め
池
に
夢
中
に
な
っ
た
。
少
年
時
代
に
戻
っ
て
ガ
マ
を
掴

み
カ
エ
ル
や
カ
メ
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
貴
重

な
イ
モ
リ
も
い
る
。
お
ま
け
に
日
本
の
池
の
真
ん
中
に
は

小
さ
な
島
が
あ
っ
て
水
神
様
を
祀
る
と
い
う
特
別
ボ
ー
ナ

ス
ま
で
付
い
て
い
る
の
だ
か
ら
！！

カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
が
危
な
い
！

里
山
は
知
識
と
知
恵
の
宝
庫
。
何
千
年
に
わ
た
っ
て

代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
膨
大
な
情
報
が
蓄
積
さ
れ
、
人

だ
け
で
は
な
く
野
草
や
昆
虫
、
鳥
た
ち
の
住
処
と
も
な
っ

て
い
る
。

し
か
し
い
ま
、
日
本
の
里
山
を
は
じ
め
、
世
界
の
カ
ン

ト
リ
ー
サ
イ
ド
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、

あ
ま
り
に
も
見
な
れ
た
風
景
な
の
で
、
あ
る
の
が
当
た
り

前
、
特
別
な
場
所
だ
と
は
思
わ
な
い
こ
と
。
こ
う
し
た
意

識
や
関
心
の
低
さ
か
ら
、
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
は
急
速
に

失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
都
市
の
肥
大
化
に
影
響
す
る

地
区
で
は
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
や
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ

ー
へ
と
姿
を
変
え
、
反
対
に
山
間
の
過
疎
地
な
ど
で
は
人

口
の
減
少
と
高
齢
化
が
進
み
、
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
の
放

棄
が
見
ら
れ
る
。

農
業
の
変
化
も
伝
統
的
な
里
山
風
景
を
喪
失
し
て
い

る
。
国
際
市
場
で
競
争
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
だ
か

ら
と
、
効
率
の
悪
い
小
さ
な
畑
や
田
圃
は
敬
遠
さ
れ
、
ビ

ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
と
Ｕ
字
型
コ
ン
ク
リ
ー
ト
水
路
に
代
わ
っ

た
。
農
業
の
生
産
性
は
向
上
し
た
が
、
一
方
で
美
し
い
風
景

は
消
え
、
多
種
多
様
な
生
物
が
息
づ
く
自
然
環
境
を
奪
い
去

る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
懐
か
し
い
景
色

と
と
も
に
、
こ
の
自
然
を
土
壌
に
し
て
き
た
日
本
独
自
の

歴
史
や
文
化
ま
で
も
が
永
遠
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

こ
こ
へ
き
て
世
界
の
多
く
の
国
が
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド

の
重
要
性
に
気
付
き
、
そ
の
保
護
に
積
極
的
に
取
り
組
み

だ
し
た
。
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
体
験
型
の
野
外
教
育
を

教
育
制
度
の
最
重
要
課
題
と
捉
え
、
カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド

の
活
用
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。
日
本
で
も
「
総
合
的

な
学
習
時
間
」
の
中
に
里
山
で
の
体
験
学
習
が
取
り
入
れ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

里
山
は
日
本
人
の
原
風
景
、
都
市
住
民
に
と
っ
て
も
心

を
癒
し
、
自
然
や
様
々
な
命
に
ふ
れ
る
絶
好
の
場
所
で
あ

る
。
し
か
し
日
本
は
交
通
機
関
が
ど
こ
の
国
よ
り
も
発
達

し
て
い
る
の
に
、
里
山
歩
き
を
す
る
人
の
姿
が
少
な
い
と

い
う
不
思
議
な
国
だ
。
棚
田
や
雑
木
林
の
保
全
等
を
手
伝

う
市
民
グ
ル
ー
プ
も
各
地
に
誕
生
し
て
い
る
が
、
そ
の
数

は
ま
だ
少
な
く
、
活
動
も
ま
だ
未
熟
で
あ
る
。

カ
ン
ト
リ
ー
サ
イ
ド
・
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
守
る
の
は

た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
原
生
自
然
林
な
ど
に
比
べ
て
、

人
が
維
持
管
理
し
て
き
た
生
態
系
で
あ
る
か
ら
、
保
全
に

は
人
手
が
必
要
だ
が
、
里
山
の
殆
ど
が
私
有
地
で
あ
る
こ

と
も
保
全
を
難
し
く
し
て
い
る
。
保
護
の
第
一
歩
と
し
て

国
も
国
民
も
ま
ず
は
里
山
の
重
要
性
を
理
解
す
る
こ
と
。

日
本
で
は
政
治
的
レ
ベ
ル
の
保
護
策
が
な
い
に
等
し
い

が
、
せ
め
て
地
方
自
治
体
に
は
広
域
行
政
の
最
優
先
課
題

と
し
て
、
環
境
保
全
型
農
業
の
育
成
や
体
験
学
習
活
動
等

に
大
急
ぎ
取
り
組
ん
で
い
っ
て
欲
し
い
と
切
望
す
る
。

ケビン・ショート氏 ナチュラリスト、東
京情報大学環境情報学科教授。1949年ニュ
ーヨークに生まれ,1972年に来日。上智大学
卒業後、アラスカ大学修士課程に学び、
1991年スタンフォード大学より博士号を受
ける。現在は印西市を中心に民俗植物学の
研究に取り組み、自然観察会や講演会を通
じて環境教育に当たる。地元のライター鈴
木仁氏らと関東の里山保全や青少年野外体
験学習活動にも取り組む。主な著書「ケビ
ンの里山自然観察記」「東京ネイチャー・
ウォッチング　NATURE IN TOKYO」
「里山ニッポン発見記」等。



一
度
は
日
本
で
絶
滅
し
た
ト
キ
だ
が
、
中
国
が
寄
贈
し
て

く
れ
た
ペ
ア
に
よ
り
ヒ
ナ
た
ち
は
　
羽
を
超
え
る
ま
で
に

な
っ
た
。
ト
キ
保
護
セ
ン
タ
ー
で
は
ト
キ
の
野
生
復
帰
計

画
が
具
体
化
、
ト
キ
に
熱
い
思
い
を
寄
せ
て
き
た
農
家
の

人
た
ち
は
、
野
生
で
も
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
と
ド
ジ
ョ

ウ
や
カ
エ
ル
、
タ
ニ
シ
な
ど
の
生
き
物
が
生
息
す
る
田
ん

ぼ
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
「
不
耕
起
田
」

と
い
わ
れ
る
環
境
保
全
型
農
業
。
こ
こ
に
は
自
然
や
生
き

物
が
豊
か
な
里
山
と
、
少
年
の
瞳
を
し
た
魅
力
的
な
人
々

が
い
た
。年

後
、
佐
渡
の
里
に
ト
キ
が
舞
う
!?

ト
キ
は
特
別
天
然
記
念
物
、
国
際
保
護
鳥
、
そ
し

て
環
境
省
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
の
野
生
絶
滅
動

物
。
20
世
紀
初
頭
に
は
中
国
、
ロ
シ
ア
、
朝
鮮
半
島
、

台
湾
、
日
本
と
東
ア
ジ
ア
一
帯
に
広
く
分
布
し
、
日

本
で
は
江
戸
時
代
に
は
函
館
か
ら
沖
縄
ま
で
全
国
に

生
息
し
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
乱
獲
と
生
息
環
境

の
悪
化
で
減
少
化
が
す
す
み
、
20
世
紀
後
半
に

は
中
国
と
日
本
の
一
部
を
除
い
て
絶
滅
、
現
在

野
性
の
ト
キ
は
中
国
陝
西
省
洋
県
の
み
と
な
っ

て
い
る
。

日
本
の
ト
キ
は
、
明
治
時
代
に
美
し
い
羽
毛

を
採
る
た
め
に
乱
獲
さ
れ
た
が
、
昭
和
初
期
に

は
、
能
登
に
５
〜
10
羽
、
佐
渡
に
60
〜
１
０
０

羽
、
隠
岐
の
島
に
数
羽
生
息
し
て
い
る
の
が
確

認
さ
れ
た
。
し
か
し
戦
後
の
森
林
伐
採
や
開
拓
、

農
薬
使
用
等
で
自
然
環
境
は
悪
化
の
一
途
を
辿

っ
た
。
隠
岐
で
は
昭
和
20
年
に
絶
滅
、
能
登
で

は
最
後
の
一
羽
が
昭
和
45
年
に
捕
獲
さ
れ
て
佐

渡
ト
キ
保
護
セ
ン
タ
ー
へ
。
佐
渡
の
ト
キ
も
50

年
代
に
入
る
と
10
羽
を
割
る
ま
で
に
な
っ
た
。
環
境

省
は
56
年
に
捕
獲
し
、
ト
キ
保
護
セ
ン
タ
ー
で
飼
育

し
て
繁
殖
を
試
み
た
が
成
功
せ
ず
、
雌
の
キ
ン
と
雄

の
ミ
ド
リ
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。
人
々
の
望
み
も

虚
し
く
、
平
成
７
年
に
は
ミ
ド
リ
、
12
年
に
は
キ
ン

も
死
亡
し
、
日
本
か
ら
ト
キ
が
消
え
た
。

日
本
で
の
人
工
繁
殖
が
始
ま
っ
た
の
は
平
成
11
年

か
ら
。
中
国
か
ら
つ
が
い
の
ト
キ
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ

れ
、
優
（々
雄
）と
美
美（
雌
）が
生
ま
れ
た
。
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
た
ヒ
ナ
た
ち
の
繁
殖
は
順
調
に
い
き
、
現

在
56
羽
に
ま
で
増
え
た
。
親
鳥
が
卵
を
抱
い
て
孵
化

し
餌
を
口
で
与
え
る
「
自
然
繁
殖
」
に
も
始
め
て
成

功
し
、
セ
ン
タ
ー
で
は
野
生
復
帰
に
向
け
た
大
き
な

前
進
と
期
待
し
て
い
る
。

佐
渡
ト
キ
保
護
セ
ン
タ
ー
は
、
ト
キ
の
営
巣
地
に

近
く
餌
場
の
あ
る
旧
新
穂
村
清
水
平
に
昭
和
42
年
に

開
設
し
た
が
、
平
成
５
年
に
現
在
の
新
穂
長
畝
地
区

トキ保護センター、
飼育繁殖ケージのトキとトキ公園（下) ト

キ
が
大
空
へ
翔
ぶ
日
に
向
け
て

生
き
物
と
共
生
す
る
田
ん
ぼ
づ
く
り
（
新
潟
県
佐
渡
市

新
穂
）

生
き
物
が

豊
か
に
暮
ら
す
自
然
郷

１

に
い
ぼ

トキの餌場用につくられた田んぼ（生椿にて、高野毅さん）

１０

５０
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に
移
転
、
広
い
公
園
も
あ
る
。

ト
キ
の
野
生
復
帰
に
は
、
少
な
く
と
も
60
羽
が
生

息
で
き
る
自
然
環
境
づ
く
り
が
必
要
で
、
そ
の
た
め

の
フ
ィ
ー
ル
ド
は
佐
渡
島
全
域
で
も
足
り
な
い
と
い

わ
れ
る
。
ト
キ
の
群
れ
が
飛
ぶ
風
景
を
再
び
取
り
戻

し
た
い
と
い
う
地
域
の
人
々
の
手
で
、
棚
田
や
草
地

の
復
興
、
ね
ぐ
ら
と
な
る
大
木
の
あ
る
森
、
不
耕
起

田
を
拡
大
し
て
生
き
物
が
生
息
す
る
水
田
へ
変
換
し

て
い
こ
う
と
い
う
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
個
人

の
善
意
に
担
わ
れ
て
い
る
。
昨
年
ト
キ
交
流
会
館
が

開
館
し
た
の
を
機
に
、
青
少
年
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

よ
る
餌
場
や
環
境
づ
く
り
学
習
会
も
高
ま
り
、
都
市

住
民
の
参
加
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

親
か
ら
息
子
へ
、
ト
キ
に
餌
場
を
提
供

し
て
き
た
高
野
さ
ん
の
田
ん
ぼ

ト
キ
保
護
活
動
の
第
一
人
者
と
い
え
ば
故
高
野
高

治
さ
ん
。
幼
い
頃
か
ら
ト
キ
と
友
だ
ち
の
よ
う
に
接

し
、
戦
前
戦
後
の
食
糧
難
の
時
も
田
ん
ぼ
の
一
部
で

ド
ジ
ョ
ウ
や
タ
ニ
シ
を
育
て
て
ト
キ
に
餌
場
を
提

供
、
セ
ン
タ
ー
に
ト
キ
が
保
護
さ
れ
て
か
ら
は
山
を

超
え
て
毎
日
ド
ジ
ョ
ウ
等
を
届
け
た
高
治
さ
ん
だ

が
、
平
成
９
年
７
月
に
84
歳
で
死
去
さ
れ
た
。
そ
の

後
は
息
子
の
毅
さ
ん（
60
）が
父
親
の
遺
志
を
継
い

で
、
小
動
物
が
生
息
す
る
田
ん
ぼ
づ
く
り
や
ト
キ
が

営
巣
で
き
る
森
や
草
原
づ
く
り
に
精
出
し
て
い
る
。

い
ま
は
自
宅
も
町
中
に
移
し
、
い
ち
ご
等
の
集
団

栽
培
を
す
る
農
業
公
社
の
指
導
者
と
し
て
勤
務
し
て

い
る
毅
さ
ん
は
「
ト
キ
の
野
生
復
帰
連
絡
協
議
会
」

の
座
長
と
し
て
も
多
忙
だ
が
、
生
椿

は
い
つ
ば
き

地
区
の
田
ん
ぼ

に
通
っ
て
、
水
生
動
物
や
昆
虫
等
の
い
る
田
ん
ぼ
づ

く
り
を
実
践
し
、
ト
キ
の
野
生
復
帰
を
準
備
し
て
い

る
。高

野
毅
さ
ん
が
生
椿
の
そ
の
田
へ
案
内
し
て
く
れ

た
。
生
椿
地
区
は
新
穂
の
中
心
部
か
ら
15
㎞
、
標
高

３
５
０
ｍ
の
扇
状
台
地
。
気
温
は
平
地
よ
り
３
度
低

く
積
雪
も
１
・
５
ｍ
を
超
え
る
た
め
、
か
つ
て
は
９

戸
あ
っ
た
農
家
も
す
べ
て
離
村
、
最
後
ま
で
居
住
し

た
高
野
さ
ん
一
家
も
高
治
さ
ん
の
病
気
を
機
に
町
へ

降
り
た
と
い
う
。

幹
線
道
路
か
ら
一
歩
入

る
と
一
面
田
ん
ぼ
が
広
が

る
旧
新
穂
村
。
佐
渡
は
魚

沼
に
継
ぐ
コ
シ
ヒ
カ
リ
の

人
気
産
地
で
、
い
ま
も
稲

作
が
盛
ん
な
と
こ
ろ
。
苗

田
が
美
し
い
集
落
を
抜
け

て
木
々
の
茂
る
山
道
を
登

っ
て
い
く
と
、
い
き
な
り

太
陽
が
ふ
り
そ
そ
ぐ
お
だ

や
か
な
台
地
が
現
れ
た
。

日
当
た
り
の
よ
い
斜
面
に

あ
る
棚
田
は
２
ha
。
家
屋

敷
は
朽
ち
て
し
ま
っ
た
が
、

田
ん
ぼ
は
毅
さ
ん
が
き
ち

ん
と
耕
作
し
続
け
て
い
る
。

田
ん
ぼ
の
周
り
は
広
葉
樹

の
森
。
沢
を
流
れ
る
水
の
音
が
心
地
い
い
。

昭
和
10
年
頃
ま
で
は
沢
山
の
ト
キ
が
や
っ
て
き
た

そ
う
で
、
毅
さ
ん
は
父
親
の
高
治
さ
ん
か
ら
「
11
月

頃
に
は
家
の
裏
の
田
ん
ぼ
で
27
羽
の
ト
キ
が
餌
を
採

っ
て
い
た
。
あ
た
り
一
面
が
ボ
タ
ン
の
花
が
咲
い
た

よ
う
に
美
し
か
っ
た
の
う
」
と
い
う
話
し
を
よ
く
聞

い
た
と
い
う
。

「
父
は
、
ト
キ
が
田
ん
ぼ
へ
来
る
と
お
腹
を
空
か
せ

て
い
る
の
だ
か
ら
追
っ
払
っ
ち
ゃ
い
か
ん
と
言
っ
て

仕
事
の
手
を
休
め
て
見
守
り
、
田
ん
ぼ
に
は
水
を
張

り
ド
ジ
ョ
ウ
な
ど
を
飼
育
し
ま
し
た
。
昭
和
14
年
に

出
兵
、
21
年
に
帰
還
す
る
ま
で
ト
キ
の
こ
と
が
心
配

で
仕
方
な
か
っ
た
よ
う
で
し
た
が
、
帰
っ
て
み
る
と

飛
ん
で
く
る
ト
キ
の
数
も
回
数
も
減
っ
て
い
る
の
に

愕
然
と
し
、
23
年
に
は
家
の
田
ん
ぼ
３
枚
を
ト
キ
の

餌
場
に
解
放
し
、
ド
ジ
ョ
ウ
や
タ
ニ
シ
、
サ
ワ
ガ
ニ
、

カ
エ
ル
な
ど
の
飼
育
場
に
し
ま
し
た
」

そ
の
後
も
、
養
魚
場
か
ら
選
別
外
幼
魚
を
何
千
匹

も
購
入
し
て
田
ん
ぼ
に
放
し
て
飼
育
し
冬
期
の
餌
用

に
し
た
り
、
毅
さ
ん
ら
子
供
た
ち
も
溜
め
池
な
ど
で

採
っ
た
鯉
や
鮒
を
生
か
し
て
持
ち
帰
る
な
ど
し
て
協

力
し
た
と
い
う
。

高
治
さ
ん
が
田
ん
ぼ
を
潰
し
て
作
っ
た
餌
場
は
家

屋
敷
に
も
比
較
的
近
く
、
森
に
も
近
い
一
等
地
に
あ

り
、
今
も
変
わ
る
こ
と
な
く
毅
さ
ん
に
引
き
継
が
れ

て
い
る
。
最
近
は
子
供
た
ち
の
体
験
学
習
の
場
と
し

て
提
供
し
、
子
供
た
ち
は
大
喜
び
で
田
ん
ぼ
に
入
っ

ドジョウやタニシ等の水生生物が棲む泥田。
「子供にはこうやって泥を畦に塗らせるのです」
と高野毅さん

モリアオガエルの卵とカエル（上）
田を見回る高野さん



て
泥
ん
こ
に
な
っ
て
カ
エ
ル
や
ド
ジ
ョ
ウ
を
追
い
か

け
る
の
だ
と
い
う
。

「
泥
ん
こ
遊
び
は
田
の
代
掻
き
に
も
な
る
し
、
泥
を

両
手
で
す
く
っ
て
畦
に
塗
れ
ば
水
濡
れ
し
な
い
た
め

の
手
伝
い
に
も
な
り
ま
す
。
泥
田
は
水
張
り
が
少
な

い
と
タ
ヌ
キ
の
運
動
場
に
な
っ
ち
ゃ
う
し
、
水
が
多

す
ぎ
る
と
ド
ジ
ョ
ウ
や
タ
ニ
シ
な
ど
が
育
た
な
い
ん

で
す
ね
」
と
高
野
さ
ん
。

佐
渡
に
は
里
山
に
出
没
し
て
問
題
に
な
る
イ
ノ
シ

シ
、
シ
カ
、
サ
ル
、
そ
れ
に
キ
ツ
ネ
、
ク
マ
は
生
息

し
て
お
ら
ず
、
タ
ヌ
キ
と
テ
ン
、
野
う
さ
ぎ
、
野
鳥

が
多
い
と
聞
い
て
驚
い
た
が
、
田
ん
ぼ
道
を
歩
い
て

い
る
と
、
野
鳥
の
け
た
た
ま
し
い
さ
え
ず
り
に
似
た

声
が
聞
こ
え
て
き
た
。「
あ
れ
は
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル

の
雄
で
す
」
と
聞
い
て
ま
た
び
っ
く
り
。
貴
重
種
で
、

普
段
見
る
こ
と
が
不
可
能
な
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
だ

が
、
こ
こ
で
は
田
ん
ぼ
の
脇
に
生
え
て
い
る
木
か
ら

産
卵
し
た
白
っ
ぽ
い
卵
泡
が
、
田
の
中
に
沢
山
浮
か

ん
で
い
る
。
田
の
周
辺
に
は
い
ろ
い
ろ
の
種
類
の
カ

エ
ル
た
ち
が
跳
ね
て
い
た
が
、
モ
リ
ア
オ
ガ
エ
ル
の

雄
も
美
し
い
深
緑
色
を
し
て
苗
の
中
を
悠
然
と
泳
い

で
い
た
。

標
高
の
高
い
土
地
だ
が
、
稲
は
里
と
変
わ
る
こ
と

な
く
根
を
張
っ
て
し
っ
か
り
育
っ
て
い
る
。
冬
期
の

湛
水
が
水
生
動
植
物
や
微
生
物
を
育
て
、
そ
れ
が
豊

か
な
有
機
質
の
土
壌
と
な
る
。
水
は
沢
の
水
だ
か
ら

冷
た
い
が
、
蛇
行
し
た
水
路
で
温
め
て
ゆ
っ
く
り
田

に
入
り
、
一
枚
の
田
が
一
杯
に
な
る
と
次
の
田
に
流

れ
込
み
、
ま
た
次
の
田
に
注
ぐ
と
い
う
工
夫
が
施
し

て
あ
る
。
水
見
の
た
め
に
毎
日
来
る
必
要
は
な
い
よ

う
だ
。「
稲
を
刈
り
取
っ
た
あ
と
の
田
に
湛
水
し
て

お
く
と
セ
リ
な
ど
が
生
え
ま
す
。
そ
れ
を
カ
モ
が
根

か
ら
き
れ
い
に
食
べ
て
い
き
ま
す
。
農
薬
や
化
学
肥

料
を
使
わ
な
く
て
も
、
自
然
と
生
き
物
が
共
生
し
あ

っ
て
そ
れ
な
り
に
安
全
で
美
味
し
い
お
米
を
作
っ
て

く
れ
る
ん
で
す
」
と
高
野
さ
ん
は
言
う
。

山
麓
は
昆
虫
王
国

池
や
水
生
植
物
を
整
備

一
段
高
い
森
の
入
口
に
近
い
場
所
へ
行
く
と
水
生

植
物
の
群
落
や
池
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
高
野
家
の

従
兄
弟
の
田
ん
ぼ
だ
っ
た
が
、耕
作
を
止
め
た
た
め
、

い
ま
は
毅
さ
ん
が
池
に
変
え
て
昆
虫
や
水
生
植
物
の

住
処
に
し
て
い
る
。
近
く
に
雑
木
林
か
ら
切
り
出
し

た
木
材
や
切
り
株
な
ど
が
積
み
上
げ
て
あ
る
。「
廃

材
置
場
で
は
な
い
ん
で
す
。
こ
う
し
て
お
く
と
昆
虫

や
ミ
ミ
ズ
な
ど
の
住
処
に
な
る
の
で
、
野
鳥
の
絶
好

の
餌
場
に
な
る
ん
で
す
」

水
草
に
止
ま
る
イ
ト
ト
ン
ボ
や
シ
オ
カ
ラ
ト
ン
ボ

に
感
動
し
て
い
る
と
、
間
も
な
く
オ
ニ
ヤ
ン
マ
が
池

の
上
に
現
れ
た
。
こ
こ
は
ホ
タ
ル
と
ト
ン
ボ
の
楽
園

で
も
あ
る
の
だ
。

「
山
菜
も
豊
富
で
す
よ
。
こ
こ
に
生
え
て
い
る
も
の

は
殆
ど
美
味
し
く
食
用
で
き
る
ん
だ
け
ど
、
最
近
で

は
田
舎
の
人
も
た
ら
の
芽
や
ワ
ラ
ビ
位
し
か
知
ら
な

く
な
っ
た
。
身
近
な
場
所
に
こ
ん
な
に
も
豊
か
な
自

然
と
沢
山
の
恵
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
地
元

の
人
に
知
っ
て
欲
し
い
で
す
ね
」
と
高
野
さ
ん
は
言

い
、
山
菜
の
取
り
方
や
食
べ
方
に
つ
い
て
教
え
て
く

れ
た
。

月
の
う
ち
20
日
間
は
農
業
公
社
で
働
い
て
、
10
日

間
は
生
椿
で
稲
作
を
す
る
と
い
う
高
野
さ
ん
だ
が
、

こ
こ
で
は
少
年
に
返
っ
て
遊
ん
で
過
ご
す
と
い
う
感

じ
が
ピ
ッ
タ
リ
だ
。
私
た
ち
も
何
時
に
な
く
楽
し
い

至
福
の
時
間
を
す
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、ト
キ
も

大
い
に
気
に
入
っ
て
こ
こ
を
住
処
に
す
る
は
ず
だ
。

高
野
さ
ん
は
佐
渡
か
ら
野
性
の
ト
キ
が
絶
滅
し
た

こ
と
に
つ
い
て
「
ト
キ
が
い
な
く
な
っ
た
の
は
農
薬

の
せ
い
と
い
い
ま
す
が
、
農
薬
以
前
か
ら
数
が
減
っ

て
い
ま
し
た
。
ト
キ
は
ヒ
ナ
育
て
の
頃
に
田
ん
ぼ
に

入
っ
て
荒
ら
す
と
い
っ
て
山
間
部
の
農
家
は
嫌
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
ん
な
農
家
も
後
継
者
が
い
な
く
な
っ

た
り
働
き
に
出
た
り
し
て
、
圃
場
整
備
し
機
械
化
し

て
い
っ
た
。
ト
キ
の
餌
場
が
少
な
く
な
り
体
力
が
な

く
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
さ
ら
に
農
薬
や
化
学
肥
料
が

追
い
討
ち
を
か
け
た
ん
で
す
。
父
は
昭
和
34
年
に
ト

キ
の
保
護
活
動
に
は
生
態
の
実
績
調
査
が
必
要
だ

と
、
集
落
の
人
に
協
力
し
て
も
ら
い
１
年
間
か
け
て

ね
ぐ
ら
調
査
を
し
ま
し
た
。
新
穂
村
か
ら
県
に
提
出

さ
れ
、
38
年
に
は
県
か
ら
の
要
請
で
冬
期
間
の
生
態

調
査
を
し
ま
し
た
。
当
時
か
ら
絶
滅
の
危
機
を
訴
え

な
が
ら
、
個
人
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、

そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
。
後
年
『
ト
キ
だ
け

を
見
て
お
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
佐
渡

と
い
う
風
土
が
あ
り
、
人
が
お
り
、
ト
キ
が
い
た
と

い
う
こ
と
だ
』と
い
っ
た
父
の
言
葉
が
印
象
的
で
す
」

と
語
る
。

効
率
最
優
先
の
”そ
う
い
う
時
代
“
を
変
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
。
父
親
の
遺
志
を
継
い
だ
毅
さ
ん

の
挑
戦
が
続
く
。

水
生
生
物
の
棲
む
稲
田
づ
く
り

環
境
保
全
型
農
業
「
不
耕
起
田
」

翌
朝
「
佐
渡
ト
キ
の
田
ん
ぼ
を
守
る
会
」
会
長
で
、

不
耕
起
田
を
手
が
け
る
斉
藤
真
一
郎
さ
ん
（
40
）と

待
ち
合
わ
せ
る
た
め
に
ト
キ
交
流
会
館
へ
出
か
け

た
。ト

キ
交
流
会
館
は
、ト
キ
の
野
生
復
帰
を
願
っ
て
、

▲池と水生植物、そして昆虫用に木材を配したエリア
トキ交流会館。里山作業グッズを手に金子主任

▼

16
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人
と
ト
キ
が
共
存
で
き
る
自
然
環
境
や
地
域
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
の
拠
点
施
設
と
し
て
佐
渡
市
が
昨

年
10
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
も
の
で
、
元
ホ
テ
ル
だ
っ

た
建
物
の
利
点
を
生
か
し
て
、
宿
泊（
15
室
）、
研
修
、

資
料
展
示
場
等
が
完
備
、
裏
手
の
山
林
で
は
里
山
保

全
の
体
験
実
習
を
行
っ
て
い
る
。
高
野
さ
ん
の
田
ん

ぼ
で
子
供
た
ち
が
体
験
学
習
し
た
り
里
山
保
全
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
同
会
館
が
窓
口
に
な
っ
て
い

る
。
主
任
の
金
子
恵
久
さ
ん
は
元
新
穂
村
職
員
で
ド

ジ
ョ
ウ
の
人
工
孵
化
を
成
功
さ
せ
た
人
。

「
ト
キ
の
野
生
復
帰
に
は
地
域
住
民
の
協
力
が
欠
か

せ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
潟
上
で
は
20
数
名
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
グ
ル
ー
プ
が
出
来
て
、
青
少
年
の
研
修
活
動
等

を
支
え
て
く
れ
て
い
ま
す
」
と
語
る
。

山
仕
事
用
の
長
靴
や
ス
コ
ッ
プ
、
虫
採
り
網
等
も

１
０
０
人
分
以
上
完
備
、
専
門
的
な
資
料
も
閲
覧
で

き
る
。

午
前
９
時
、
斉
藤
さ
ん
が
迎
え
に
来
て
く
れ
て
早

速
新
穂
田
野
沢
地
区
の
不
耕
起
田
へ
案
内
し
て
く
れ

た
。
周
辺
に
は
鬱
蒼
と
し
た
雑
木
林
が
あ
り
、
近
い

将
来
こ
の
一
角
に
ト
キ
が
野
生
復
帰
す
る
た
め
の
訓

練
所
が
出
来
る
予
定
の
場
所
で
、
２
年
前
か
ら
こ
こ

で
山
本
雅
晴
さ
ん
が
不
耕
起
田
を
耕
作
し
て
い
る
。

不
耕
起
田
と
は
、
い
ま
最
も
注
目
す
べ
き
環
境
保

全
型
稲
作
で
、
稲
刈
り
を
終
え
た
田
に
水
を
張
っ
て

お
き
水
生
動
物
等
の
住
処
に
し
て
お
く
と
い
う
も

の
。
翌
春
田
植
え
す
る
時
と
稲
刈
り
の
時
に
は
水
を

抜
く
の
で
、
田
ん
ぼ
の
脇
に
水
生
動
物
た
ち
が
避
難

で
き
る
深
い
水
た
ま
り
が
作
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
佐

渡
で
は
18
名
の
農
家
が
12
ha
の
不
耕
起
田
づ
く
り
に

挑
戦
し
て
い
る
。

「
こ
こ
で
は
田
起
こ
し
し
な
い
の
で
昨
年
の
株
が
残

っ
て
い
ま
す
。
ト
ロ
ト
ロ
層
が
５
㎝
ほ
ど
出
来
て
い

る
の
で
水
生
動
物
が
元
気
に
育
ち
、
微
生
物
も
い
っ

ぱ
い
い
ま
す
か
ら
、
土
壌
は
豊
か
で
、
雑
草
も
生
え

ま
せ
ん
。
肥
料
の
代
わ
り
に
モ
ミ
殻
や
糠
を
少
し
蒔

く
だ
け
で
す
」
と
斉
藤
さ
ん
。

田
植
え
を
終
え
た
田
に
は
青
藻
サ
ヤ
ミ
ド
ロ
が
生

え
、
タ
ニ
シ
や
イ
ト
ミ
ミ
ズ
、
ヤ
マ
ト
シ
ジ
ミ
な
ど

が
生
息
し
て
い
る
。
田
の
畦
に
近
い
場
所
に
設
け
た

避
難
場
所
に
は
、
ド
ジ
ョ
ウ
が
次
々
と
顔
を
だ
し
、

メ
ダ
カ
が
数
十
匹
で
群
を
作
っ
て
泳
い
で
い
る
。

今
年
６
月
に
県
の
専
門
家
が

行
っ
た
調
査
で
は
、
こ
の
田
の

水
生
生
物
の
量
は
低
農
薬
に
よ

る
有
機
栽
培
水
田
よ
り
も
は
る

か
に
多
く
、
イ
ト
ミ
ミ
ズ
で
は

一
般
に
20
万
匹
だ
が
こ
こ
で
は

５
０
６
万
匹
、
ユ
ス
リ
カ
が
２

万
匹
に
対
し
て
１
４
７
万
匹
、

ミ
ジ
ン
コ
が
２
〜
３
万
匹
に
対

し
て
１
２
０
万
匹（
10
ａ
当
た
り
）

だ
っ
た
。
他
に
も
カ
エ
ル
、
ヤ

ゴ
、
メ
ダ
カ
、
甲
虫
の
幼
虫
な

ど
と
種
類
が
多
い
。
そ
ん
な
せ

い
か
田
の
周
辺
に
は
沢
山
の
ツ

バ
メ
が
飛
来
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
野
鳥
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。

気
に
な
る
の
が
お
米
の
収
穫
量
だ
が
―
。

「
普
通
の
田
で
は
１
反
歩
７
〜
８
俵
取
れ
ま
す
が
、

不
耕
起
田
で
は
６
俵
位
。
味
は
変
わ
ら
ず
、
農
薬
代

や
肥
料
代
ゼ
ロ
、
手
間
も
か
か
ら
な
い
の
が
魅
力
で

す
。
今
後
も
っ
と
多
く
の
農
家
に
普
及
し
て
い
く
た

め
に
は
”不
耕
起
無
農
薬
ト
キ
ヒ
カ
リ
米
“と
し
て
都

市
の
人
た
ち
に
直
販
し
、
ト
キ
の
野
生
復
帰
を
支
援

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ト
キ
は
一
日
２
０
０
ｇ
の
生
き
た
餌
が
必
要
で
、

60
羽
が
野
生
で
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う

な
水
田
が
５
０
０
ha
必
要
な
ん
で
す
。
今
は
今
後
耕

作
予
定
の
農
家
を
入
れ
て
も
１
割
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
、
ト
キ
は
慎
重
で
警
戒
心
の
強
い
鳥
で

す
か
ら
餌
場
と
と
も
に
林
や
止
ま
る
た
め
の
高
い
樹

も
必
要
で
す
」
と
斉
藤
さ
ん
は
言
う
。

佐
渡
島
で
も
松
枯
れ
が
深
刻
で
、
特
に
樹
齢
の
進

ん
だ
高
い
松
が
枯
れ
て
い
る
。
課
題
は
多
い
が
、
斉

藤
さ
ん
の
よ
う
な
若
い
農
業
担
い
手
に
期
待
し
た

い
。

（
文
／
浅
井
登
美
子
　
カ
メ
ラ
／
小
林
　
恵
）

・トキ保護活動や不耕起田の問い合わせは
「トキ交流会館」へ。
〒952-0103 佐渡市新穂潟上1101-1
10259-24-6040
http://www.toki-house.jp

トキがよく飛来した田んぼはいま不耕起田に。
斉藤さんの足元、田の畦に沿って水生生物用の
池を設けている

上左/タニシなどの小動物が
いっぱいの不耕起田　
上右/青藻は酸素を出して水
をきれいにし、雑草の生える
のを防ぐ　
下/去年の稲株が残る不耕起
田に立つ斉藤真一郎さん。田
植えでは苗を2株ずつしか植
えないが（普通は4、5株）、
7月頃には根を張り足腰の強
い成苗になるという
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葦
の
採
取
と
加
工
は
昔
か
ら

農
家
の
冬
の
副
業
だ
っ
た

東
北
一
の
大
河
・
北
上
川
は
、
河
口
の
北
上
町
あ

た
り
で
海
の
よ
う
に
広
が
り
、
両
岸
に
は
新
緑
の
葦

原
が
初
夏
の
日
ざ
し
と
緑
風
の
中
で
心
地
よ
さ
そ
う

に
そ
よ
い
で
い
る
。
こ
こ
で
は
川
の
流
れ
も
穏
や
か

で
、
小
舟
が
葦
原
の
中
の
水
路
を
ゆ
っ
く
り
滑
る
よ

う
に
行
く
。
葦
の
中
で
は
野
鳥
や
水
鳥
た
ち
が
忙
し

く
飛
び
交
い
、
そ
れ
ら
の
風
景
を
土
手
の
枯
木
に
止

ま
っ
た
イ
ヌ
ワ
シ
が
悠
然
と
見
下
ろ
し
て
い
る
。

日
本
画
を
見
る
よ
う
に
美
し
い
風
景
だ
。
い
つ
の

間
に
か
各
地
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
葦
原
だ
が

こ
れ
だ
け
壮
大
で
き
れ
い
な
葦
原
を
見
た
こ
と
が
な

い
。
新
芽
が
萌
え
出
る
春
、
秋
の
黄
金
色
、
冬
の
白

黒
の
モ
ノ
ト
ー
ン
の
世
界
と
、
四
季
折
々
に
そ
の
姿

を
変
え
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
恵
み
を
提
供
し
て
く

れ
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
し
な
が
ら
ク
ル
マ
を
走
ら
せ

た
。葦

原
は
河
口
か
ら
約
10
㎞
に
わ
た
っ
て
広
が
り
、

現
在
そ
の
大
部
分
を（
有
）熊
谷
産
業
が
管
理
・
手
入

れ
し
、
刈
り
取
っ
て
茅
葺
き
屋
根
の
材
料
や
よ
し
ず

な
ど
に
加
工
し
て
い
る
と
い
う
。

熊
谷
産
業
は
、
葦
原
が
茂
る
河
川
の
、
堤
防
を
は

さ
ん
だ
左
手
の
一
角
に
あ
っ
た
。
立
派
な
家
屋
敷
が

並
ぶ
地
区
で
、
家
の
裏
手
に
は
水
田
が
広
が
っ
て
い

る
。
敷
地
内
の
手
前
に
葦
を
収
納
す
る
倉
庫
や
作
業

場
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
茅
葺
き
民
家
。
そ
れ
が
熊
谷

さ
ん
の
家
だ
っ
た
。
庭
先
に
は
サ
ツ
キ
や
松
等
の
盆

栽
、
手
入
れ
さ
れ
た
樹
木
が
と
こ
ろ
狭
し
と
並
ん
で

い
る
。

「
ち
ょ
っ
と
指
を
切
っ
て
し
ま
っ
て
」
と
言
い
な
が

ら
社
長
の
熊
谷
貞
好
さ
ん（
70
）が
現
れ
た
。

「
昭
和
30
年
代
に
河
川
改
修
す
る
ま
で
は
、
い
ま
葦

原
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
田
ん
ぼ
で
、
田
ん
ぼ
の

と
こ
ろ
が
葦
原
だ
っ
た
。
本
流
が
向
こ
う（
河
北
町
）

へ
移
動
し
た
の
で
、
こ
ち
ら
は
シ
ジ
ミ
な
ど
の
漁
が

減
り
葦
原
も
少
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
こ
の
辺
り
は

農
業
と
漁
を
し
、
冬
は
葦
を
刈
っ
て
茅
葺
き
の
葺
き

北上川河口に約10㎞にわたって広がる葦原。毎年秋に刈り取

るので、春には新芽を出した葦が河川敷きを新緑に彩る。葦

原にはウナギ、シジミ、ワカサギ、スズキなどの魚介類が豊

富に棲み、「大粒で臭みがない」と人気のシジミ漁も6月から

解禁した。日本で唯一茅葺き民家用の素材を全国に提供する

(有)熊谷産業は、葦の和紙、堆肥づくり等、葦の素晴らしさを

100%活用した商品開発を行っている。

■
生
き
物
が
豊
か
に
暮
ら
す
自
然
郷

２

水
生
生
物
と
伝
統
素
材
の
宝
庫

北
上
川
河
口
の
葦
原
と
共
に
（
宮
城
県
北
上
町)

き
た
か
み
ま
ち

▼葦原の遊歩道に立つ熊谷貞好さん 夜明けの北上川河口▼
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替
え
用
に
す
る
仕
事
を
副
業
に
し
、
７
〜
８
軒
が
商

売
に
し
て
た
ん
で
す
が
、
い
つ
の
間
に
か
茅
葺
き
民

家
が
消
え
て
し
ま
い
、
い
ま
３
軒
に
な
り
ま
し
た
。

我
が
家
も
廃
業
の
危
機
に
立
た
さ
れ
ま
し
た
が
、
Ｕ

タ
ー
ン
し
た
息
子
が
『
か
け
が
え
の
な
い
文
化
を
産

業
と
し
て
き
ち
ん
と
守
ろ
う
』
と
い
う
の
で
、
会
社

を
興
し
た
ん
で
す
」

そ
の
息
子
が
三
男
の
秋
雄
さ
ん（
39
）。
常
務
と
し

て
葦
の
採
取
か
ら
加
工
、
和
紙
や
肥
料
、
そ
の
他
の

利
用
で
付
加
価
値
を
つ
け
る
た
め
の
研
究
開
発
に
当

た
っ
て
い
る
。
青
年
海
外
協
力
隊
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

農
業
指
導
員
と
し
て
３
年
間
行
っ
た
。
帰
国
後
は

「
日
本
は
な
ぜ
海
外
か
ら
何
で
も
輸
入
す
る
の
か
、

自
然
環
境
や
伝
統
産
業
の
保
全
に
つ
な
が
る
こ
と
を

若
い
人
と
や
り
た
い
」
と
、
葦
原
を
守
り
、
そ
れ
を

活
用
し
て
い
く
仕
事
を
決
意
し
た
と
い
う
。

一
方
、
茅
葺
き
民
家
は
保
存
し
た
い
が
、
材
料
の

茅
や
葦
が
手
に
入
ら
な
い
上
に
茅
葺
き
職
人
も
い
な

い
と
い
う
地
区
や
神
社
等
の
た
め
に
、
長
男
の
一
雄

さ
ん
が
葺
き
替
え
や
古
民
家
再
生
の
建
築
技
術
を
収

得
、職
人
と
し
て
全
国
を
飛
び
回
っ
て
い
る
と
い
う
。

父
親
貞
好
さ
ん
の
、
葦
へ
の
こ
だ
わ
り
と
広
い
知

識
、
高
い
技
術
力
が
息
子
や
人
々
を
惹
き
付
け
る
の

だ
ろ
う
。（
有
）熊
谷
産
業
は
10
年
前
に
設
立
、
赤
字

覚
悟
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
が
、
関
心
を
持
つ
若
者
や

葦
の
加
工
経
験
を
持
つ
地
元
の
人
た
ち
の
協
力
も
あ

っ
て
、
平
均
20
人
が
社
員
ま
た
は
パ
ー
ト
で
働
く
企

業
へ
と
成
長
し
た
。

湿
原
で
の
葦
の
刈
り
入
れ
や
運
搬
に
は
、
外
国
製

の
特
殊
機
械（
タ
イ
ヤ
が
大
変
大
き
い
）を
導
入
し
て

い
る
が
、
や
は
り
人
手
が
不
可
欠
で
、
里
山
や
葦
原

を
保
全
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
参
加
し
て
40
人
以
上

が
作
業
す
る
。
北
上
川
の
秋
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
賑

わ
い
、
見
物
す
る
人
も
多
い
と
か
。
し
か
し
高
さ
２

〜
３
ｍ
、
長
い
も
の
は
3.5
ｍ
に
も
伸
び
る
葦
の
刈
り

取
り
は
重
労
働
、
保
存
と
加
工
に
も
手
間
ひ
ま
と
広

い
場
所
が
必
要
だ
。
そ
れ
だ
け
に
貴
重
な
葦
で
、
と

▲　葦原でシジミ漁を
する人たち。町長の息
子さんや熊谷社長の奥
さんも参加して大粒な
ものを選別する
熊谷さん親子が子供

たちにと葦で作った鯨
の船

▲茅葺き屋根用に整理・裁断する作業
▼裁断後の葦は粉末にして腐葉土や堆肥にする

▲

▲

▲
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く
に
潮
に
も
ま
れ
て
育
っ
た
こ
こ
の
葦
は
形
が
よ
く

丈
夫
だ
と
人
気
が
高
い
。

葦
原
は
高
級
シ
ジ
ミ
や
魚
の
住
処

和
紙
や
腐
葉
土
に
も
最
適

夕
方
、
シ
ジ
ミ
漁
を
終
え
た
船
が
帰
っ
て
き
た
。

漁
業
協
同
組
合
員
で
あ
る
５
軒
が
、
家
族
も
協
力
し

て
大
粒
で
実
の
確
か
な
も
の
だ
け
を
て
い
ね
い
に
選

別
す
る
。
漁
は
６
月
か
ら
10
月
ま
で
、
午
前
と
午
後

に
潮
の
満
ち
曵
き
に
合
わ
せ
て
２
時
間
程
度
と
限
定

し
て
い
る
。

「
こ
こ
の
葦
原
で
採
れ
た
シ
ジ
ミ
は
大
粒
で
味
が
い

い
の
で
高
級
品
な
ん
で
す
。
昔
は
大
型
船
で
大
量
に

採
っ
た
の
で
、
シ
ジ
ミ
漁
で
食
べ
て
い
け
た
ん
だ
け

ど
、
川
の
流
れ
が
向
こ
う
岸
に
移
り
原
発
も
出
来
た

の
で
、
い
ま
は
小
遣
い
程
度
に
し
か
な
ら
ん
で
す
」

と
組
合
長
の
今
野
勝
重
郎
さ
ん（
80
）は
言
う
。

そ
の
夜
宿
泊
し
た
「
追
分
温
泉
」
で
、
大
粒
だ
か

ら
こ
そ
可
能
な
シ
ジ
ミ
の
つ
く
だ
煮
と
味
噌
汁
を
ご

馳
走
に
な
っ
た
が
、
評
判
ど
お
り
本
当
に
美
味
し
か

っ
た
。

葦
原
に
は
カ
ニ
、
ウ
ナ
ギ
、
ス
ズ
キ
な
ど
沢
山
の

魚
が
棲
み
、
他
に
、
春
の
葦
は
家
畜
の
餌
に
、
夏
は

海
苔
を
干
す
海
苔
簾
に
も
利
用
さ
れ
て
き
た
。

葦
原
と
同
社
の
加
工
場
を
熊
谷
社
長
に
案
内
し
て

も
ら
っ
た
。
一
般
の
人
が
葦
に
ふ
れ
ら
れ
る
よ
う
に

と
板
張
り
の
遊
歩
道
が
出
来
、
水
辺
に
は
熊
谷
さ
ん

た
ち
が
昨
年
製
作
し
た
と
い
う
葦
で
編
ん
だ
鯨
の
か

た
ち
を
し
た
船
が
あ
っ
た
。
熊
谷
さ
ん
親
子
は
子
供

た
ち
に
葦
原
の
素
晴
ら
し
さ
や
楽
し
さ
を
体
験
し
て

も
ら
う
機
会
を
出
来
る
だ
け
多
く
持
ち
た
い
と
考
え

て
お
り
、
船
は
「
子
供
た
ち
が
大
喜
び
し
た
か
ら
、

今
年
も
造
ら
な
く
ち
ゃ

あ
」
と
言
う
。

「
葦
は
イ
ネ
科
の
多
年
草

で
、
捨
て
る
と
こ
ろ
は
何

も
あ
り
ま
せ
ん
。
専
門
家

に
漉
い
て
も
ら
っ
た
葦
の

和
紙
は
室
内
装
飾
用
に
ぴ

っ
た
り
で
、
葦
と
い
う
天

然
素
材
の
枕
や
簾
の
商
品

化
、
腐
葉
土
づ
く
り
も
始

め
て
い
ま
す
。
粉
末
を
農

作
物
に
与
え
る
だ
け
で
も

効
果
あ
り
ま
す
よ
」
と
熊

谷
さ
ん
。
熊
谷
家
は
、
水
田
も
20
枚
ほ
ど
作
る
大
規

模
農
家
で
、
葦
の
粉
末
や
堆
肥
を
土
に
入
れ
て
有
機

米
づ
く
り
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

町
内
に
は
収
穫
し
た
葦
を
長
さ
に
応
じ
て
保
管
す

る
倉
庫
が
幾
つ
か
あ
っ
た
。
扉
を
開
け
る
と
、
干
し

草
に
似
た
い
い
匂
い
が
す
る
。
茅
葺
き
材
料
と
し
て

加
工
す
る
場
合
は
、
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
た
あ
と
先
端

部
分
を
ク
ル
マ
で
曵
い
て
口
を
潰
し
、
雨
水
の
侵
入

を
防
ぐ
の
だ
と
い
う
。

都
市
か
ら
移
住
し
て
き
て
同
社
で
働
く
若
夫
婦
の

家
へ
行
く
と
、
葦
の
和
紙
で
造
っ
た
粋
な
ス
タ
ン
ド

が
幾
つ
か
あ
っ
た
。”風
に
そ
よ
ぐ
葦
“を
生
活
に
取

り
入
れ
る
ア
イ
デ
ア
は
見
事
、多
い
に
期
待
し
た
い
。

（
文
／
浅
井
登
美
子
　
カ
メ
ラ
／
小
林
恵)

よりすぐった葦は簾に。社長の貞好
さん(左)と腐葉土を手に秋雄さん(右)

▲

▲河北町側の河口とシジミ漁　
イヌワシの姿を身近に見る

ことができる河川敷き

▲

宿泊した「追分温泉」横山館主自らが美味しい素材を探して
きて調理に腕をふるうので料理が上手いと評判。手頃な価格も
受けて、関東からやってくる客も多い。10225-67-3209

▲ ・(有)熊谷産業10225-67-2045
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４
ｍ
を
超
え
る
巨
大
な
蜂
の
巣
。
畳
半
畳
も
あ
ろ
う
か

と
思
わ
れ
る
球
形
の
蜂
の
巣
。
世
界
最
長
、
最
大
の
蜂

の
巣
が
並
ぶ
「
ハ
チ
博
物
館
」
が
、
村
の
シ
ン
ボ
ル
と

な
っ
た
長
野
県
中
川
村
南
向

み
な
か
た

。
山
国
の
貴
重
な
タ
ン
パ

ク
源
と
し
て
、
古
く
か
ら
こ
の
地
に
根
付
い
た
蜂
追
い

の
伝
統
や
日
本
ミ
ツ
バ
チ
の
保
全
は
、
蜂
を
愛
し
て
や

ま
な
い
富
永
さ
ん
ら
村
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
山
あ
い
の

村
に
活
力
を
与
え
て
い
る
。

そ
こ
い
ら
じ
ゅ
う
に
あ
っ
た
地
蜂
の
巣

腰
を
か
が
め
た
富
永
朝
和（
64
）さ
ん
の
目
の
先
で
、

大
き
な
ス
ズ
メ
バ
チ
が
日
本
ミ
ツ
バ
チ
を
一
瞬
の
間

に
捕
ら
え
た
。

「
ほ
ぅ
れ
、
よ
く
見
て
。
今
度
は
そ
こ
の
枝
ま
で

飛
ん
で
い
っ
て
、
ミ
ツ
バ
チ
を
す
ぐ
に
肉
団
子
に
し

ま
す
よ
」「
そ
れ
か
ら
真
っ
す
ぐ
に
自
分
の
巣
に
運

ん
で
行
っ
て
ね
、
蜂
の
子

に
与
え
る
ん
で
す
。
こ
の

肉
団
子
を
」

ス
ズ
メ
バ
チ
は
近
く
の

草
む
ら
に
飛
ん
で
い
き
、

富
永
さ
ん
の
言
っ
た
通
り

に
小
さ
な
ミ
ツ
バ
チ
を
団
子
状
に
丸
め
、
飛
ん
で
い

っ
た
。

日
本
ミ
ツ
バ
チ
が
羽
音
を
た
て
て
ブ
ン
ブ
ン
飛
び

交
う
日
盛
り
の
斜
面
。
朽
ち
果
て
た
よ
う
な
木
の
洞

や
、
古
い
樽
が
数
ヶ
所
に
置
か
れ
て
い
る
こ
の
場
所

で
、
蜂
の
研
究
家
で
あ
り
「
信
州
日
本
み
つ
ば
ち
の

会
」
会
長
の
富
永
さ
ん
は
、
減
少
し
て
い
る
と
い
う

日
本
ミ
ツ
バ
チ
の
繁
殖
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

天
竜
川
を
挟
ん
で
、
変
化
に
富
ん
だ
段
丘
が
広
が

る
長
野
県
上
伊
那
郡
中
川
村
。
海
が
遠
い
こ
の
地
域

に
古
く
か
ら
根
付
い
た
蜂
追
い
の
風
習
は
、
蜂
蜜
や

貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源
と
し
て
の
蜂
の
子
の
確
保
に
欠

か
せ
な
い
の
も
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
。

山
を
背
に
し
た
南
向
み
な
か
た

地
区
の
こ
の
場
所
は
、
風
が

な
く
、
日
の
出
か
ら
昼
ま
で
の
強
い
日
差
し
が
必
要

と
い
う
日
本
ミ
ツ
バ
チ
の
好
む
最
適
の
場
所
。
こ
う

し
た
場
所
を
探
し
て
は
、
富
永
さ
ん
は
ミ
ツ
バ
チ
に

気
に
入
っ
て
も
ら
え
そ
う
な
巣
箱
を
設
置
す
る
。

小
学
生
の
頃
か
ら
父
親
に
倣
っ
て
蜂
を
追
っ
て
い

た
と
い
う
富
永
さ
ん
に
と
っ
て
、
蜂
は
常
に
身
近
な

生
き
も
の
で
あ
り
、
食
糧
だ
っ
た
と
い
う
。
野
山
を

駈
け
回
っ
て
「
す
が
れ
」
と
呼
ば
れ
る
地
蜂（
ク
ロ

ス
ズ
メ
バ
チ
）を
追
い
、
庭
で
す
が
れ
を
飼
う
ほ
ど
、

こ
の
辺
り
の
子
供
た
ち
は
み
な
蜂
が
好
き
だ
っ
た
。

■
生
き
物
が
豊
か
に
暮
ら
す
自
然
郷

３

日
本
ミ
ツ
バ
チ
を
守
る

ハ
チ
追
い
人
の
里
（
長
野
県
中
川
村
）

な
か
が
わ
む
ら

▼上から巣作りをする日本ミツバチ／スズメバチが日本
ミツバチを捕えて肉団子にしている／富永さんと仲間た
ちが製造している蜂蜜・資料

▼「望岳荘」内にあるハチ博物館。キイロスズメバチの巨大な巣に
ついて説明する小川係員

日本ミツバチの巣箱が
並ぶ畑で、富永朝和さん

▲



22

「
カ
エ
ル
の
皮
を
む
い
て
ね
、
棒
に
刺
し
て
待
っ
て

い
る
と
、
稲
穂
の
上
あ
た
り
に
蜂
が
ど
ん
ど
ん
や
っ

て
く
る
。
蜂
は
利
口
だ
か
ら
餌
を
も
ら
っ
た
場
所
を

覚
え
て
い
て
、
な
ん
ど
で
も
飛
ん
で
く
る
ん
で
す
。

そ
の
餌
に
綿
を
つ
け
、
綿
を
く
わ
え
た
蜂
を
追
っ
て

は
、
巣
を
見
つ
け
る
わ
け
で
す
」

棚
田
や
林
が
今
よ
り
も
ず
っ
と
多
か
っ
た
昔
、
す

が
れ
は
そ
こ
い
ら
じ
ゅ
う
を
飛
ん
で
い
て
、
蜂
の
巣

も
多
か
っ
た
。
蜂
の
巣
を
採
る
こ
と
は
、
子
供
に
と

っ
て
は
勲
章
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
と
富
永
さ
ん
は

笑
う
。
今
で
は
タ
ン
パ
ク
源
も
多
様
化
し
、
蜂
の
子

は
郷
土
産
品
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
蜂
の
子
ご
飯
な
ど
今
で
も
そ
の
味
を
愛
す
る
人

は
多
い
。

激
減
す
る
日
本
ミ
ツ
バ
チ

蜂
蜜
は
万
人
に
親
し
ま
れ
健
康
食
品
と
し
て
も
広

く
普
及
し
て
き
た
が
、
私
た
ち
が
通
常
入
手
し
て
い

る
蜂
蜜
の
殆
ど
は
、
西
洋
ミ
ツ
バ
チ
が
採
取
し
た
も

の
だ
。
養
蜂
の
た
め
に
改
良
さ
れ
た
西
洋
ミ
ツ
バ
チ

は
、
人
間
が
飼
い
や
す
く
、
季
節
毎
に
咲
く
ど
ん
な

花
の
蜜
で
も
吸
っ
て
く
る
。
養
蜂
家
の
作
っ
た
巣
箱

に
も
簡
単
に
入
っ
て
く
れ
る
。
何
と
も
扱
い
や
す
い

蜂
な
の
だ
が
、
富
永
さ
ん
に
言
わ
せ
る
と
、「
人
間

に
飼
わ
れ
な
け
れ
ば
生
き
て
は
い
け
な
い
よ
う
に
、

改
良
さ
れ
て
し
ま
っ
た
蜂
な
ん
で
す
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

そ
の
富
永
さ
ん
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
西
洋
ミ
ツ
バ

チ
と
は
全
く
の
対
極
に
あ
る
日
本
ミ
ツ
バ
チ
だ
。
今

で
は
激
減
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
貴
重
な
種
だ
が
、

在
来
の
日
本
ミ
ツ
バ
チ
は
人
間
に
は
な
つ
か
ず
、
山

里
で
の
み
棲
息
す
る
と
い
う
野
生
児
だ
。

体
長
も
西
洋
ミ
ツ
バ
チ
よ
り
ひ
と
ま
わ
り
小
さ

く
、
気
難
し
い
。
あ
く
ま
で
も
自
分
流
の
巣
を
好
み
、

人
間
の
作
っ
た
巣
箱
な
ど
に
は
簡
単
に
入
っ
て
く
れ

な
い
。
巣
の
入
口
を
ち
ょ
っ
と
開
け
た
だ
け
で
も
羽

音
を
た
て
て
ざ
わ
め
く
し
、
か
た
ま
り
に
な
っ
て
移

動
し
て
し
ま
う
。
富
永
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
は
、
そ
の

野
性
味
溢
れ
る
日
本
古
来
の
蜂
た
ち
な
の
だ
。

体
が
小
さ
い
分
、集
め
て
く
る
蜜
の
量
は
少
な
い
。

し
か
も
西
洋
ミ
ツ
バ
チ
の
よ
う
に
ど
ん
な
花
で
も
と

い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
山
に
咲
く
フ
ジ
や
コ
ブ

シ
、
そ
し
て
在
来
の
ソ
バ
や
小
さ
な
山
野
草
の
花
。

そ
う
し
た
限
ら
れ
た
花
の
み
が
、
彼
ら
の
蜜
源
と
な

る
。

「
花
は
咲
き
は
じ
め
が
い
ち
ば
ん
い
い
蜜
を
出
す
ん

で
す
。
洋
バ
チ
は
体
が
大
き
い
か
ら
、
咲
き
は
じ
め

の
花
に
は
入
れ
な
い
。
日
本
ミ
ツ
バ
チ
は
そ
こ
を
こ

じ
あ
け
て
入
っ
て
い
き
、
い
ち
ば
ん
い
い
蜜
を
採
っ

て
く
る
ん
で
す
」
と
、
富
永
さ
ん
。

そ
の
栄
養
価
は
西
洋
ミ
ツ
バ
チ
と
は
比
べ
も
の
に

な
ら
な
い
ほ
ど
高
く
、
蜜
の
成
分
に
は
ロ
ー
ヤ
ル
ゼ

リ
ー
も
プ
ロ
ポ
リ
ス
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
ア
カ

シ
ア
な
ど
を
吸
っ
た
西
洋
バ
チ
が
、
月
に
２
、
３
回

蜜
を
絞
れ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
ミ
ツ
バ
チ
の
蜜
は

２
、
３
年
に
一
度
と
い
う
少
な
さ
だ
。
約
３
０
０
０

回
の
飛
行
で
、
や
っ
と
ス
プ
ー
ン
一
杯
分
の
蜜
を
集

め
て
く
る
。（
ち
な
み
に
西
洋
ミ
ツ
バ
チ
で
は
四
分
の

一
ほ
ど
の
回
数
）。
そ
の
蜜
が
ど
れ
ほ
ど
貴
重
な
も

の
か
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

巣
別
れ
が
貴
重
な
チ
ャ
ン
ス

近
代
養
蜂
に
は
適
さ
な
い
と
い
わ
れ
て
き
た
神
経

質
で
や
っ
か
い
な
日
本
ミ
ツ
バ
チ
。
し
か
し
そ
の
野

性
味
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
、
富
永
さ
ん
は
日
本
ミ
ツ

バ
チ
と
向
き
合
う
。
人
間
に
は
な
つ
か
な
い
と
い
う

彼
ら
の
巣
を
、
富
永
さ
ん
は
ど
う
や
っ
て
増
や
し
て

い
く
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
蜂
の
群
れ
が
大
き
く
な
っ
て
巣
別
れ
を
す

る
「
分
蜂
」
の
時
が
、
チ
ャ
ン
ス
と
な
る
。
新
し
い

女
王
蜂
の
誕
生
と
入
れ
替
わ
り
に
、
そ
れ
ま
で
の
女

王
蜂
が
半
数
の
働
き
蜂
や
雄
蜂
を
引
き
連
れ
て
巣
を

出
る
分
蜂
は
、
毎
年
４
月
15
日
か
ら
６
月
の
間
に
行

な
わ
れ
る
。
風
の
な
い
天
気
の
良
い
日
に
、
あ
ら
か

じ
め
見
つ
け
て
お
い
た
神
社
の
古
木
の
洞
な
ど
を
め

が
け
て
、
２
、
３
万
匹
が
真
っ
黒
な
塊
に
な
っ
て
飛

ん
で
い
く
と
い
う
。

こ
の
時
、
巣
か
ら
出
た
群
れ
は
最
初
に
あ
る
近
く

の
木
に
大
き
な
球
状
の
ま
ま
一
旦
停
ま
る
。
そ
の
木

の
下
に
空
の
巣
箱
を
持
っ
て
い
き
、
蜂
の
群
れ
を
落

と
し
て
入
れ
る
。

「
群
れ
の
外
側
に
い
る
蜂
の
羽
根
を
霧
吹
き
ス
プ
レ

ー
で
濡
ら
す
と
、
羽
根
が
し
ま
っ
て
小
さ
く
な
る
。

巣
箱
に
入
れ
や
す
く
な
る
ん
で
す
」

フ
ァ
ー
ブ
ル
の
よ
う
な
観
察
眼
で
富
永
さ
ん
は
蜂

の
行
動
を
凝
視
す
る
。
そ
こ
か
ら
独
自
の
創
意
工
夫

が
ど
れ
程
生
ま
れ
て
き
た
だ
ろ
う
。
特
に
、
巣
箱
作

り
に
は
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
た
。
古
く
な
っ
た
漬

日本ミツバチの好む巣箱の研究に
も長い年月がかかったと富永さん
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物
桶
を
使
っ
て
み
た
り
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
で
試
し
た

り
。
結
局
彼
ら
が
好
む
の
は
杉
や
さ
わ
ら
、
松
の
古

木
な
ど
で
、
枯
れ
て
穴
が
開
い
た
も
の
な
ど
は
お
気

に
入
り
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

「
巣
箱
作
り
が
い
ち
ば
ん
ヘ
タ
な
の
は
、
大
工
さ
ん

と
建
具
や
さ
ん
だ
ね
。
ご
丁
寧
に
カ
ン
ナ
な
ん
か
か

け
ち
ゃ
っ
て
ね
」
と
、
富
永
さ
ん
は
可
笑
し
そ
う
に

笑
う
。

こ
う
し
て
富
永
さ
ん
の
も
と
で
は
新
し
い
日
本
ミ

ツ
バ
チ
の
巣
が
、
年
々
数
を
増
や
し
て
き
た
。

村
の
シ
ン
ボ
ル
「
ハ
チ
博
物
館
」

中
川
村
の
丘
陵
に
は
、
林
檎
や
梨
の
花
が
季
節
ご

と
に
咲
き
広
が
る
。
果
樹
の
里
と
し
て
も
知
ら
れ
る

地
方
で
、
蜂
た
ち
は
果
樹
の
受
粉
と
い
う
大
事
な
役

割
も
担
っ
て
い
る
。
蜂
と
人
と
が
見
事
に
共
存
す
る

村
、
中
川
村
は
ま
さ
に
そ
ん
な
村
だ
。

赤
石
山
脈
の
山
麓
・
南
向
地
区
の
中
央
部
に
、
平

成
７
年
「
ハ
チ
博
物
館
」
が
開
館
し
た
。
展
示
さ
れ

て
い
る
の
は
富
永
さ
ん
制
作
に
よ
る
世
界
最
大
の
ス

ズ
メ
バ
チ
の
巣
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ラ
ン
ナ
ー
の
形
を

し
た
巣
な
ど
、
50
点
ほ
ど
の
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
は
、

造
形
の
面
白
さ
、
意
表
を
つ
く
大
き
さ
、
ど
れ
を
と

っ
て
も
富
永
さ
ん
と
蜂
た
ち
と
の
た
だ
な
ら
ぬ
努
力

と
、
執
念
に
圧
倒
さ
れ
る
。

世
界
最
大
と
い
わ
れ
る
巨
大
な
球
形
の
ス
ズ
メ
バ

チ
の
巣
は
、
胴
ま
わ
り
６
・
６
ｍ
。
同
じ
ス
ズ
メ
バ

チ
の
長
さ
４
・
１
ｍ
の
巣
も
、
世
界
最
長
。
長
さ

４
・
１
ｍ
の
こ
の
巣
は
、
キ
イ
ロ
ス
ズ
メ
バ
チ
の
29

個
の
巣
を
合
体
さ
せ
た
も
の
だ
。
富
永
さ
ん
は
繋
げ

た
巣
を
吊
す
コ
ナ
ラ
の
大
木
を
用
意
し
、
曲
が
っ
た

幹
の
先
に
長
い
鉄
芯
を
繋
げ
、
そ
こ
に
29
個
の
巣
を

串
刺
し
に
し
て
い
こ
う
と
考
え
た
。

な
ん
と
も
奇
想
天
外
な
、
し
か
も
無
謀
と
も
思
え

る
発
想
で
は
な
い
か
と
、
誰
も
が
思
っ
た
。
相
手
は

ひ
と
刺
し
で
死
の
危
険
性
の
あ
る
キ
イ
ロ
ス
ズ
メ
バ

チ
で
あ
る
。
そ
れ
が
約
20
万
匹
。
し
か
し
富
永
さ
ん

は
周
到
に
す
べ
て
を
準
備
し
、
防
護
服
で
身
を
固
め

た
９
人
の
男
た
ち
と
と
も
に
、そ
れ
を
や
り
遂
げ
た
。

そ
の
勇
気
、
気
力
、
気
迫
。
息
を
の
む
ド
ラ
マ
が
、

館
内
に
並
ん
だ
ギ
ネ
ス
級
の
蜂
の
巣
に
は
い
く
つ
も

隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

「
ハ
チ
博
物
館
」
は
蜂
と
村
人
と
の
深
い
関
わ
り

を
象
徴
す
る
と
と
も
に
、「
ハ
チ
の
中
川
村
」
の
知

名
度
を
大
き
く
上
げ
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

赤
ソ
バ
の
花
が
実
る
日

富
永
さ
ん
ら
「
信
州
日
本
み
つ
ば
ち
の
会
」
で
今

注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
が
大
量

に
含
ま
れ
る
と
い
う
赤
ソ
バ
の
蜂
蜜
。
数
年
前
に
信

州
大
農
学
部
井
上
直
人
教
授
ら
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ

た
研
究
で
は
、
国
内
各
地
の
ソ
バ
蜂
蜜
と
ア
カ
シ
ア

や
林
檎
な
ど
の
蜂
蜜
を
調
べ
た
結
果
、
ソ
バ
蜂
蜜
に

活
性
酸
素
を
抑
制
す
る
力
が
圧
倒
的
に
高
い
こ
と
が

分
か
っ
た
。

特
に
日
本
ミ
ツ
バ
チ
が
集
め
た
「
高
嶺
ル
ビ
ー
」

と
い
う
赤
ソ
バ
の
蜜
が
、
普
通
の
蜂
蜜
に
比
べ
て
２

０
０
倍
近
い
活
性
酸
素
抑
制
力
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
点
に
、
注
目
が
集
ま
っ
た
。
ガ
ン
や
動
脈
硬
化
、

心
筋
梗
塞
な
ど
の
原
因
に
な
る
と
い
わ
れ
る
活
性
酸

素
を
、
大
幅
に
減
少
さ
せ
る
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
が
、

こ
の
赤
ソ
バ
の
蜜
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

「
高
嶺
ル
ビ
ー
」
は
ヒ
マ
ラ
ヤ
産
の
赤
い
花
を
つ

け
る
ソ
バ
が
原
種
。
こ
の
種
を
信
州
大
と
地
元
の
企

業
「
タ
カ
ノ
」
が
、
ネ
パ
ー
ル
北
部
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
麓

か
ら
持
ち
帰
り
、
共
同
開
発
し
た
。

「
30
年
前
に
こ
の
種
を
持
ち
帰
り
、
試
験
栽
培
を
始

め
ま
し
た
が
、環
境
が
違
う
た
め
花
が
赤
く
な
ら
ず
、

改
良
を
繰
り
返
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
標
高
の
高

い
寒
冷
地
で
の
み
赤
い
花
を
つ
け
る
品
種
の
栽
培

に
、
や
っ
と
成
功
し
た
と

い
う
わ
け
で
す
」

と
タ
カ
ノ
の
北
林
広
巳
さ

ん
は
話
す
。
タ
カ
ノ
で
は
こ

の
「
高
嶺
ル
ビ
ー
」
を
品
種

登
録
し
、
富
永
さ
ん
が
会
長

を
務
め
る
「
信
州
日
本
み
つ

ば
ち
の
会
」
に
栽
培
を
依
頼
。

日
本
ミ
ツ
バ
チ
の
集
め
た
蜂

蜜
を
商
品
化
し
、
発
売
し
て

い
く
計
画
だ
。

今
の
と
こ
ろ
こ
の
「
高
嶺

ル
ビ
ー
」
を
栽
培
で
き
る
の

は
「
信
州
日
本
み
つ
ば
ち
の
会
」
だ
け
。

「
在
来
の
ソ
バ
と
の
自
然
交
雑
か
ら
守
る
た
め
に
も
、

今
の
段
階
で
は
栽
培
を
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

す
」と

、
北
林
さ
ん
。
日
本
固
有
の
在
来
種
日
本
ミ
ツ

バ
チ
が
出
会
っ
た
新
し
い
蜜
源
「
高
嶺
ル
ビ
ー
」。

山
間
の
ソ
バ
畑
に
赤
い
花
が
咲
く
頃
、
ソ
バ
畑
を
飛

び
交
う
日
本
ミ
ツ
バ
チ
の
姿
が
、
中
川
村
の
新
し
い

風
景
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
、
富
永
さ
ん
も
北
林
さ

ん
も
願
っ
て
い
る
。

（
文
／
金
山
淑
子
　
カ
メ
ラ
／
小
林
　
恵
）

▲上／宿泊、交流施設「望岳荘」（ぼうがくそう）
下／打合せ会を開く「信州日本みつばちの会」
富永さん手作りのスズメバチの巣箱コレクション▲

・ハチ博物館（望岳荘）
10265-88-2033
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分
間
の

幻
想
的
な

川
下
り

乗
船
口
係
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
「
い
っ
て
ら

っ
し
ゃ
ー
い
」

と
送
ら
れ
て
、

ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー

ト
２
艘
を
ベ
ル

ト
で
つ
な
ぎ
合

わ
せ
た
「
ホ
タ

ル
舟
」
は
、
５

分
お
き
に
次
々

と
岸
辺
を
離
れ

た
。
船
首
と
船

尾
に
長
さ
５
ｍ

ほ
ど
の
竹
棹
を
持
っ
た
船
頭
さ
ん
が
一
人
ず
つ
。
誰

に
言
う
と
も
な
く
「
行
っ
て
き
ま
ー
す
」
と
、
は
し

ゃ
い
だ
の
は
つ
か
の
間
、
簡
易
桟
橋
を
離
れ
る
と
、

あ
た
り
は
流
れ
る
水
の
気
配
が
す
る
だ
け
で
、
す
で

に
闇
。
シ
ン
と
し
た
緊
張
感
と
静
寂
が
舟
を
包
む
。

「
ホ
タ
ル
舟
」
は
、
鶴
田
町
所
有
の
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー

ト
を
繋
い
だ
舟
７
艘
と
今
年
新
造
し
た
専
用
船
３
艘

が
順
に
出
発
す
る
。

闇
の
中
で
、ピ
チ
ャ
と
船
頭
さ
ん
の
持
つ
竹
棹
が
、

水
面
に
触
れ
る
音
が
し
た
。
そ
の
時
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
を
身
に
つ
け
た
乗
客
18
人
の
誰
か
ら
と
も
な

く
「
お
ー
っ
」
と
、
感
嘆
の
声
が
上
が
っ
た
。
竹
ヤ

地元の船頭さんだけが知っていた川内川
流域のホタルの乱舞。その地域の宝が、
地元ボランティアによって「奥薩摩のホ
タル舟」として活かされた。初年度は約
１０００人、翌年には２２３６人が訪れて、
普段はダムと温泉の静かな町が、初夏に
なると「ホタル舟」で活気に溢れている。
町民が力を合わせて「ホタル舟」に取り組
む鹿児島県薩摩郡鶴田町を訪ねた。

■
生
き
物
が
豊
か
に
暮
ら
す
自
然
郷

４

奥
薩
摩
の
水
と
緑
の
郷

川
内
川
の
ホ
タ
ル
舟
（
鹿
児
島
県
鶴
田
町
）

つ
る
た
ち
ょ
う

４０
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ブ
に
な
っ
て
い
る
右
手
の
岸
辺
に
、
ホ
タ
ル
の
光
が

壁
の
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
た
面
と
な
っ
て
、
ふ
わ
ぁ

ふ
わ
ぁ
と
一
斉
に
点
滅
し
て
い
る
。
舟
の
流
れ
に
合

わ
せ
て
淡
い
光
り
の
ウ
ェ
ー
ブ
が
追
い
か
け
て
く
る

感
じ
だ
。「
ホ
タ
ル
舟
」
の
運
行
距
離
は
２
キ
ロ
、

約
40
分
間
の
川
下
り
で
あ
る
。
途
中
、
所
々
で
闇
の

中
に
ほ
の
か
な
人
の
気
配
が
す
る
。
救
護
班
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
万
一
に
備
え
て
待
機
し
て
い
る
の
だ
。
下

船
場
に
近
い
神
子
橋
当
た
り
に
な
る
と
両
岸
に
民
家

も
あ
る
が
、
舟
の
運
航
時
間
に
合
わ
せ
て
午
後
８
時

か
ら
９
時
30
分
ご
ろ
ま
で
、
家
の
明
か
り
を
全
て
消

し
て
、
テ
レ
ビ
も
見
ず
に
協
力
し
て
い
る
と
、
船
頭

の
中
園
昭
生
さ
ん（
62
）が
説
明
し
て
く
れ
た
。

鹿
児
島
市
か
ら
車
で
１
時
間
30
分
か
け
て
来
て
い

た
３
人
の
家
族
は
、「
土
日
曜
は
予
約
が
一
杯
だ
っ

た
の
で
、
仕
事
は
休
み
を
も
ら
っ
て
。
娘
が
宿
題
を

終
わ
ら
せ
て
、
４
時
半
ご
ろ
出
発
し
て
」

「
岸
辺
で
見
る
の
と
全
然
違
い
ま
し
た
。
ホ
タ
ル
と

同
じ
目
の
高
さ
に
な
っ
て
、
幻
想
的
で
し
た
」

同
じ
く
鹿
児
島
市
内
か
ら
来
て
い
た
カ
ラ
オ
ケ
グ

ル
ー
プ
の
６
人
は
、
鶴
田
町
の
観
光
拠
点
と
な
っ
て

い
る
集
合
場
所
の
「
あ
び
〜
る
館
」
で
温
泉
を
ゆ
っ

く
り
楽
し
ん
で
か
ら
舟
に
乗
っ
た
そ
う
だ
。「
あ
ん

な
き
れ
い
な
非
日
常
を
体
験
し
た
の
だ
か
ら
、
繋
い

だ
舟
の
間
か
ら
水
が
上
が
っ
て
き
て
服
が
濡
れ
た
け

ど
、
あ
れ
位
許
せ
る
わ
よ
ね
」
と
、
す
っ
か
り
満
足

し
て
い
た
。
駐
車
場
に
は
、
富
山
や
京
都
ナ
ン
バ
ー

の
車
も
止
め
て
あ
る
。
旭
川
か
ら
来
て
い
た
老
夫
婦

は
、
隣
接
す
る
大
口
市
に
住
む
息
子
夫
妻
の
招
待
だ

と
話
し
て
く
れ
た
。「
奥
薩
摩
の
ホ
タ
ル
舟
」
は
、

遠
く
ま
で
評
判
が
届
い
て
い
る
よ
う
だ
。

地
元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
全
面
協
力

「
奥
薩
摩
の
ホ
タ
ル
舟
」
を
運
行
し
て
い
る
の
は
、

地
元
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
１
１
０
人
で
組
織
さ
れ
て
い
る

「
奥
薩
摩
の
ホ
タ
ル
を
守
る
会
」
で
あ
る
。「
安
全
面

を
一
番
に
考
え
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
ど
う
し
て
も
ス

タ
ッ
フ
の
数
が
い
る
ん
で

す
よ
」
と
、
会
長
の
上
大

迫
重
規
さ
ん（
63
）。
人
口

５
０
０
０
人
足
ら
ず
の
町

で
「
ホ
タ
ル
舟
」
を
運
行

す
る
の
は
大
変
。
そ
れ
で

も
「
一
泊
し
て
ホ
タ
ル
を

見
る
と
い
う
客
が
増
え
ま

し
た
ね
、
今
年
は
」
と

年
々
増
え
る
予
約
客
に
手

応
え
を
感
じ
て
い
る
。

「
今
年
の
進
歩
は
、
く
ぐ

り
竹
燈
籠
。
会
員
が
仕
事

を
終
え
て
か
ら
、
夜
９
時

過
ぎ
ま
で
か
か
っ
て
作
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
相
手
が

ホ
タ
ル
さ
ん
で
し
ょ
う
。

派
手
に
は
し
た
く
な
い
ん

で
す
よ
。
素
朴
で
静
か
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い

き
た
い
で
す
ね
」
と
、
ス

タ
ッ
フ
の
配
慮
と
熱
意
に

感
激
の
様
子
だ
。

「
ホ
タ
ル
舟
」
の
話
し

が
持
ち
上
が
っ
た
時
、
最

後
ま
で
反
対
し
た
の
は
船
頭
た
ち
だ
っ
た
。
田
渕
政

春
さ
ん（
71
）は
、
鹿
児
島
市
内
の
大
手
メ
ー
カ
ー
に

勤
め
て
い
た
が
、
定
年
後
帰
郷
し
て
川
舟
で
釣
り
三

昧
の
日
々
を
過
ご
し
て
き
た
。「
と
ん
で
も
な
い
こ

と
を
し
て
く
れ
る
な
と
、
最
後
ま
で
反
対
し
た
ん
で

す
よ
。
無
灯
火
で
川
を
下
ら
な
い
か
ん
訳
で
す
よ
。

私
な
ん
か
は
、
川
底
の
構
造
を
知
っ
て
い
る
か
ら
問

題
な
い
で
す
よ
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
誰
で
も
が
で
き

る
こ
と
で
は
な
い
で
す
よ
」

し
か
し
、
や
る
と
な
っ
た
ら
先
頭
に
立
っ
て
協
力

し
た
の
も
船
頭
た
ち
で
あ
っ
た
。

「
ホ
タ
ル
が
よ
け（
沢
山
）お
る
ち
ゅ
う
こ
と
は
、

地
元
の
船
頭
は
良
く
知
っ
て
お
っ
た
わ
け
で
す
。
そ

れ
を
遠
く
か
ら
の
お
客
さ
ん
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
の

は
、
元
気
が
で
ま
す
ね
。
舟
を
操
る
の
に
難
し
い
の

は
、
棹
を
静
か
に
扱
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
私
が
乗

っ
て
お
れ
ば
、棹
が
チ
ャ
ポ
ン
と
も
い
い
ま
せ
ん
よ
」

と
、
自
慢
げ
だ
。

家
の
明
か
り
を
消
し
て
「
ホ
タ
ル
舟
」
に
協
力
し

て
く
れ
て
い
る
と
、
船
頭
さ
ん
が
話
し
て
い
た
川
岸

の
家
を
訪
ね
た
。

「
ホ
タ
ル
の
季
節
が
始
ま
る
前
は
、
少
し
憂
鬱
だ

な
あ
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
始
ま
っ
て
し
ま

え
ば
苦
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
普
段
し
な
い
こ
と
が
で

上から／夕方５時すぎから、乗船口では準備が始まる
／今年新しく登場したくぐり竹灯籠を抜けて乗船場へ
／「いってきまーす」と闇の中へ出発するホタル舟

ホタル舟が下る川内川。右の竹ヤブ付近が最もホタルが多
い乗船口近くで見られるホタルの乱舞（下）

▲

左列上から／上大迫重規さん（63）
船頭の田淵政春さん（71）
白川田唱子さん（44） 左後に見え
るのが自宅
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き
ま
す
し
」

庭
先
が
川

内
川
に
面
し

て
い
る
白
川

田
唱
子
さ
ん

（
44
）は
、
自

ら
も
、
毎
日

で
は
な
い
が
、

乗
船
誘
導
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
出
か
け

て
い
る
。

「
自
然
と
親
し
む
タ
イ
プ
で
は
な
い
主
人
で
す
が
、

こ
の
時
期
は
、
真
っ
暗
な
家
の
外
に
出
て
船
頭
さ
ん

に
声
を
掛
け
た
り
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
楽
し
い

の
か
な
と
思
い
ま
す
。
ホ
タ
ル
の
季
節
が
特
別
な
期

間
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
今
ま
で
全
然
脚
光
を
浴

び
て
な
か
っ
た
田
舎
の
町
な
の
に
。
友
だ
ち
や
親
戚

も
こ
の
時
期
に
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

ホ
タ
ル
を
地
域
の
宝
に

「
奥
薩
摩
の
ホ
タ
ル
舟
」
は
、
鹿
児
島
県
総
合
計
画

の
「
個
性
豊
か
な
美
し

い
観
光
地
づ
く
り
」
の

主
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

し
て
始
め
ら
れ
た
「
奥

薩
摩
・
水
と
み
ど
り
の

郷
づ
く
り
推
進
」
事
業

だ
。
日
本
初
の
「
ホ
タ

ル
舟
運
航
」
と
し
て
知

ら
れ
る
山
口
県
豊
田
町

の
例
を
参
考
に
発
案
し

た
が
、「
行
政
が
指
導

し
て
い
る
訳
で
は
な

い
」
と
、
鶴
田
町
企
画

開
発
課
の
楠
木
園
建
雄

課
長（
52
）は
強
調
す
る
。

「
役
場
の
た
め
と
い
う
気
に
な
れ
ば
じ
り
貧
。
民
間

が
中
心
に
な
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
」

と
は
言
う
も
の
の
、
町
行
政
が
手
を
こ
ま
ね
い
て

い
る
の
で
は
な
い
。
町
職
員
も
率
先
し
て
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
に
参
加
す
る
し
、「
奥
薩
摩
の
ホ
タ
ル
を
守
る

会
」
に
対
し
、
補
助
金
と
し
て
事
業
総
予
算
の
26
・

４
％
に
当
た
る
１
０
４
万
円
を
援
助
し
て
い
る
。

「
最
終
的
に
は
関
連
す
る
地
場
産
業
の
経
済
効
果
を

期
待
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
経
済
効
果

と
言
う
よ
り
、
乗
船
さ
れ
た
お
客
さ
ん
の
喜
ぶ
声
が

地
元
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
っ
て
い
ま
す
」

楠
木
園
課
長
は
、
イ
ベ
ン
ト
だ
け
で
な
く
「
ホ
タ

ル
を
地
域
の
宝
」
と
す
る
た
め
に
「
天
然
記
念
物
の

指
定
を
目
指
し
て
い
る
」
と
、
期
待
を
込
め
て
語
っ

た
。
そ
の
た
め
の
布
石
と
し
て
、
地
元
の
小
学
生
27

人
を
「
ホ
タ
ル
情
報
員
」
に
任
命
し
、
ホ
タ
ル
の
生

育
情
報
を
寄
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
り
鶴

田
小
５
年
生
の
片
岡
祐
太
郎
く
ん
を
訪
ね
た
。

「
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
担
当
の
ポ
イ
ン
ト
７
へ
お
父
さ

ん
と
車
で
。
い
つ
も
同
じ
時
間
じ
ゃ
な
い
と
正
確
な

記
録
に
な
ら
な
い
の
で
、
宿
題
を
済
ま
せ
て
、
午
後

７
時
50
分
か
ら
８
時
５
分
の
間
に
観
察
し
ま
す
。
ご

飯
は
帰
っ
て
か
ら
」

「
い
つ
も
の
ポ
イ
ン
ト
に
ホ
タ
ル
が
居
な
か
っ
た
の

で
、
そ
の
先
の
急
斜
面
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
た
ら

た
く
さ
ん
居
た
。
ぼ
く
は
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
た
。

明
る
い
と
こ
ろ
は
メ
ス
の
光
が
見
え
に
く
く
オ
ス
に

発
見
さ
れ
な
い
の
で
、
メ
ス
は
場
所
を
移
動
し
て
、

オ
ス
も
一
緒
に
移
動
し
た
の
だ
と
思
う
。
昨
日
は
、

今
年
最
高
の
23
匹
だ
っ
た
」

５
月
17
日
の
こ
と
だ
。
毎
日
の
観
察
が
ホ
タ
ル
へ

の
関
心
も
呼
び
起
こ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
観
察

は
７
月
上
旬
ま
で
続
け
ら
れ
る
予
定
だ
。

平
成
の
大
合
併
は
、
鶴
田
町
で
も
進
め
ら
れ
て
い

る
。
隣
接
す
る
宮
之
城
町
と
薩
摩
町
の
３
町
が
合
併

し
、
平
成
17
年
３
月
に
「
さ
つ
ま
町
」
と
し
て
２
７

０
０
０
人
の
町
政
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
今
年
２
月
に

は
、
ホ
タ
ル
で
地
域
振
興
を
図
る
全
国
の
市
町
村
担

当
者
会
議
「
ホ
タ
ル
シ
ェ
ル
パ
会
議
」
を
鶴
田
町
で

開
催
す
る
な
ど
、「
さ
つ
ま
町
」
と
な
っ
て
も
「
ホ

タ
ル
で
売
り
出
し
て
い
け
る
」と
、
楠
木
園
課
長
は

自
信
を
深
め
て
い
る
。

町
民
の
熱
意
と
努
力
、
そ
れ
と
遠
来
の
客
の
喜
ぶ

声
に
支
え
ら
れ
て
三
年
目
の
山
を
乗
り
切
っ
た
今
、

地
域
お
こ
し
イ
ベ
ン
ト「
奥
薩
摩
の
ホ
タ
ル
舟
運
航
」

だ
け
で
な
く
、
次
の
目
標
と
し
て
「
天
然
記
念
物
の

指
定
」
を
得
る
た
め
の
活
動
が
始
ま
っ
て
い
る
。

（
文
・
カ
メ
ラ
／
芥
川
　
仁
）

・鶴田町企画開発課10996-59-3111

・あび～る館10996-59-3911

上／今年新しく登場したくぐり竹灯籠
下／開通したばかりの天狗山トンネルに
は、ホタル舟がシンボルとなっている

▼受付前でホタルについて説明する元職員

▲

▲上／片岡祐太郎くん（小５）
下／楠木園建雄課長（52）
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鹿
島
は
瀬
戸
内
海
・
倉
橋
町
の
南
端
に
あ
り
、
江

戸
時
代
に
は
”潮
待
ち
風
待
ち
港
“と
し
て
栄
え
た

鹿
老
渡

か
ろ
う
と

の
沖
に
浮
か
ぶ
周
囲
９
・
３
㎞
、
標
高
２
３

０
ｍ
の
平
地
の
少
な
い
島
。
現
在
は
鹿
島
大
橋
が
か

か
り
、
本
土
か
ら
車
で
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

島
の
西
南
、
宮
ノ
口
集
落
に
「
耕
し
て
天
に
至
る
」

の
言
葉
通
り
の
石
積
み
の
段
々
畑
が
あ
る
。

江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
移
り
住
ん
で

き
た
先
人
た
ち
が
、
山
か
ら
出
る
石
や
磯
の
石
を

「
負
い
子
」
で
運
び
上
げ
て
組
み
上
げ
、
食
糧
確
保

の
た
め
の
耕
地
を
作
っ
て
き
た
。
肥
沃
と
は
言
え
な

い
花
崗
岩
土
壌
だ
が
、
戦
後
は
さ
つ
ま
い
も
や
麦
、

み
か
ん
栽
培
の
適
地
と
し
て
耕
作
さ
れ
て
き
た
。

近
年
は
島
の
人
た
ち
の
労
働
形
態
が
変
わ
り
、
畑

の
休
耕
期
に
は
雨
水
被
害
や
雑
草
防
止
用
に
マ
ル
チ

シ
ー
ト
で
覆
っ
て
お
く
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
島
民

の
多
く
は
、
春
か
ら
イ
リ
コ
加
工
場
で
働
き
、
秋
口

か
ら
畑
を
耕
し
出
す
。

み
か
ん
畑
に
は
勾
配
に

運
搬
モ
ノ
レ
ー
ル
が
設
置

さ
れ
て
労
働
力
は
軽
減
さ

れ
た
が
、
人
が
歩
い
て
登

り
降
り
す
る
の
は
昔
と
変

わ
ら
な
い
。
高
齢
化
や
過

疎
化
で
耕
作
放
置
や
崩
れ

た
ま
ま
の
石
垣
も
目
立
ち

は
じ
め
、
山
頂
に
近
い
畑

は
草
に
覆
わ
れ
、
山
に
戻

り
は
じ
め
て
い
る
。

段
々
畑
を
耕
し
て
四
代

目
に
な
る
と
い
う
石
川
文

治
郎
さ
ん（
78
）は
、
さ
つ

ま
い
も
が
終
わ
る
と
馬
鈴
薯
、
玉
葱
、
ブ
ロ
ッ
コ
リ

ー
、
花
野
菜
と
、
冬
に
向
か
っ
て
忙
し
く
な
る
。

段
々
畑
は
日
照
時
間
が
長
く
、
土
壌
の
保
温
効
果
も

高
い
の
で
野
菜
の
生
産
に
は
よ
い
が
、
怖
い
の
は
ヤ

マ
ジ
の
風
と
大
雨
だ
と
い
う
。
雨
水
は
畑
の
道
を
鉄

砲
水
の
よ
う
に
下
り
、
石
垣
も
壊
す
。
今
年
は
被
害

が
な
い
が
、
崩
れ
た
石
垣
を
直
す
の
も
文
治
郎
さ
ん

の
仕
事
だ
。

「『
美
し
い
日
本
の
村
景
観
』
に
選
ば
れ
て
か
ら
テ
レ

ビ
や
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
嬉
し

い
。
若
い
も
ん
は
畑
仕
事
を
せ
ん
の
で
、
私
の
代
で

終
わ
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
人
が
苦
労
し
て
築
い

た
美
し
い
風
景
は
遺
し
て
ほ
し
い
」
と
話
す
。

町
も
行
政
的
に
は
今
の
と
こ
ろ
何
も
し
て
い
な
い

が
、
大
切
な
遺
産
、
優
れ
た
景
観
と
し
て
保
存
し
て

い
く
手
立
て
を
検
討
し
て
い
る
よ
う
だ
。

（
文
・
カ
メ
ラ
／
小
林
　
恵
）

●
先
人
の
遺
産
を
未
来
へ

１

耕
し
て
天
に
至
る
石
垣
段
々
畑

広
島
県
倉
橋
町

く
ら
は
し
ち
ょ
う

鹿
島

か
し
まわ

ず
か
な
耕
地
を
作
る
た
め
に
膨
大

な
石
を
積
ん
だ

鹿
島
漁
港
と
石
垣
段
々
畑

先人の遺産を未来へ
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徳
地
町（
人
口
８
３
７
５
人
）は
山
口
県
の
ほ
ぼ
中

央
に
位
置
し
、
東
西
部
は
県
都
山
口
市
と
産
業
都
市

防
府
市
に
、
東
部
は
新
南
陽
市
に
接
す
る
交
通
の
要

所
で
あ
り
な
が
ら
、
一
歩
町
へ
入
る
と
佐
波
川
沿
い

に
緑
が
色
濃
い
水
田
と
赤
瓦
の
家
屋
敷
が
点
在
す
る

美
し
い
田
園
風
景
が
広
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
北
部

は
飯
ヶ
岳
、
津
々
良
ヶ
岳
、
日
暮
ヶ
岳
な
ど
の
６
０

０
〜
９
０
０
ｍ
級
の
山
々
、
南
部
へ
向
か
っ
て
石
黒

山
、
狗
留
孫
山
な
ど
の
４
０
０
〜
５
０
０
ｍ
の
里
山

が
連
な
り
、総
面
積
の
89
％
を
山
林
が
占
め
て
お
り
、

変
化
に
富
ん
だ
地
形
が
三
谷
の
よ
う
な
石
垣
集
落
と

棚
田
を
今
日
に
残
し
た
。

集
落
は
島
地
川
、
三
谷
川
、
引
谷
川
、
滑
川
な
ど

に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
清
流
は
佐
波
川
に

注
ぎ
、
佐
波
川
は
防
府
市
を
経
て
瀬
戸
内
海
に
山
の

恵
み
を
与
え
て
い
る
。

高
鉢
山
、
石
ヶ
岳
を
源
流
に
し
て
三
谷
地
区
を
東

西
に
下
る
三
谷
川
周
辺
に
開
け
て
い
る
の
が
三
谷
地

奈良時代に始まり明治時代まで続けられてきたという三谷の築石。一千年の

時を経た今も家屋敷と水田を揺るぎなく守る貴重な石造文化の里は、地域全

体が和風の幾何学模様のように美しい。徳地町には800年前、東大寺再建時

に用材の手配で俊乗房重源上人や木地師たちが来村した際の史跡も多く、自

然と歴史がいまも息づいている。

山
林
と
清
流
の
里

一千年の時を積む

石垣棚田
山口県徳地町

と く じ ち ょ う

三谷
み た に

▲三谷地区の石垣棚田と集落。朱色
の瓦が美しい
石垣の中に植えられた茶の木。空　
き地を利用して栽培、地区の人
の一年分のお茶を賄っている

▼
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区
。
文
治
２
年（
１
１
８
６
）に
重
源
上
人
が
東
大
寺

再
建
の
用
材
を
求
め
て
こ
の
集
落
の
奥
山
に
入
っ
た

こ
と
か
ら
、
三
谷
に
は
奈
良
原
、
木
地
屋
、
奥
谷
な

ど
の
ゆ
か
り
の
地
名
や
、
木
材
を
搬
出
し
た
跡
地
、

岩
堂
、
多
く
の
人
夫
が
死
亡
し
そ
れ
を
供
養
し
た
千

人
塚
な
ど
、
多
数
の
史
跡
が
残
っ
て
い
る
。

三
谷
川
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
る
水
田
は
延
々
９
㎞

に
わ
た
り
、
面
積
は
約
40
ha
。
う
ち
斜
面
に
石
垣
を

築
い
て
耕
地
に
し
た
棚
田
は
１
０
０
０
枚
に
達
し
て

い
る
。
こ
の
地
方
の
山
や
河
川
に
産
出
す
る
流
紋
石

と
い
う
自
然
の
石
を
実
に
き
れ
い
に
し
っ
か
り
組
み

上
げ
た
石
垣
は
、
長
い
年
月
を
経
た
今
も
崩
壊
す
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
昔
か
ら
「
三
谷
の
石
垣
に

は
草
が
生
え
な
い
」
と
言
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。

地
域
の
中
央
部
に
あ
る
交
流
会
館
で
待
っ
て
い
て

く
れ
た
の
は
、
三
谷
石
垣
棚
田
会
代
表
世
話
人
の
有

井
敬
三
さ
ん（
57
）と
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
設
置
や
運

営
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
き
た（
社
）徳
地
町
農
業
公

社
の
山
根
洋
達
さ
ん（
59
）。

交
流
会
館
は
、
昨
年
３
月
で
廃
校
に
な
っ
た
三
谷

小
学
校
の
跡
地
に
誕
生
し
た
施
設
で
、
地
域
の
人
た

ち
の
文
化
活
動
や
オ
ー
ナ
ー
達
と
の
交
流
活
動
に
使

わ
れ
る
。
今
年
の
田
植
え
に
合
わ
せ
て
オ
ー
プ
ン
し

た
も
の
で
ヒ
ノ
キ
の
香
り
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

「
先
祖
か
ら
引
き
継
が
れ
て
き
た
千
枚
の
石
垣
棚
田

も
、
農
家
の
高
齢
化
な
ど
で
最
近
は
荒
れ
て
い
る
田

が
増
え
て
き
ま
し
た
。三
谷
地
区
が
元
気
に
な
っ
て
、

石
垣
棚
田
を
守
っ
て
い
く
方
法
は
な
い
か
と
思
案
し

て
き
て
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
と
出
会
い
ま
し
た
」
と

有
井
さ
ん
は
言
う
。

昭
和
47
年
に
１
６
９
戸
、
６
９
３
人
だ
っ
た
三
谷

集
落
は
、現
在
１
０
０
戸
足
ら
ず
１
５
０
人
に
な
り
、

農
業
の
担
い
手
は
高
齢
化
し
て
い
る
。
オ
ー
ナ
ー
制

度
に
は
棚
田
を
持
つ
17
名
の
地
権
者
が
参
加
、
３
年

前
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
オ
ー
ナ
ー
は
１
畝
３
万
２

０
０
０
円
、
２
畝
５
万
４
０
０
０
円
の
会
費
で
田
植

え
や
稲
刈
り
に
参
加
、
採
れ
た
お
米
の
す
べ
て
と
農

家
の
作
っ
た
野
菜
な
ど
を
年
２
回
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ

る
他
、
蕎
麦
打
ち
、
し
め
縄
づ
く
り
等
の
イ
ベ
ン
ト

に
招
待
さ
れ
る
。
現
在
33
組
の
オ
ー
ナ
ー
が
登
録
す

る
ま
で
に
な
っ
た
。「
初
年
度
は
こ
ち
ら
の
受
け
入

れ
体
制
を
考
え
て
20
組
に
し
ま
し
た
が
、
希
望
者
が

増
え
て
き
た
た
め
徐
々
に
増
や
し
て
い
ま
す
。
リ
ピ

ー
タ
ー
も
９
組
お
り
、
福
岡
か
ら
も
３
組
が
や
っ
て

き
ま
す
。
清
流
と
山
間
部
の
気
候
、
肥
沃
な
土
壌
の

田
で
作
っ
た
棚
田
米
は
美
味
し
い
と
人
気
で
す
」

有
井
さ
ん
の
家
は
農
業
の
か
た
わ
ら
、
父
親
の
時

代
ま
で
石
工
を
し
て
い
た
が
、
新
た
に
石
積
み
を
す

る
農
家
が
少
な
く
な
り
廃
業
し
た
。
今
は
石
垣
に
も

コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。

「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
は
豪
雨
や
長
雨
な
ど
の
時
に
地
中

の
水
を
ス
ム
ー
ズ
に
排
水
で
き
な
い
の
で
壊
れ
や
す

い
ん
で
す
。
今
後
も
で
き
る
限
り
伝
統
の
積
石
工
法

を
維
持
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
山
根

洋
達
さ
ん
は
言
う
。

山
根
さ
ん
は
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
の
提
案
者
で
、

事
務
局
を
手
助
け
し
て
い
る
農
業
公
社
の
事
務
局

長
。
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
導
入
に
際
し
て
石
垣
の
調

査
を
行
い
、
そ
の
文
化
財
的
価
値
を
再
確
認
し
た
と

い
う
。

三
谷
の
石
垣
は
推
古
17
年（
６
０
９
年
）聖
徳
太
子

が
鹿
野
に
清
涼
寺
を
建
立
し
た
時
に
技
術
が
伝
え
ら

れ
、
奈
良
時
代
か
ら
明
治

時
代
ま
で
の
一
千
年
間
築

石
さ
れ
て
き
た
。「
建
築
学

や
民
俗
学
の
専
門
家
が
よ

く
見
え
ま
す
が
、
積
石
状

況
に
よ
り
時
代
が
わ
か
る

よ
う
で
す
。
幾
つ
か
の
工

法
が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず

れ
も
表
面
積
は
小
さ
い
が

法
尻
を
長
く
取
り
、
小
石

を
敷
き
詰
め
た
安
定
性
の

高
い
工
法
で
築
か
れ
て
い

ま
す
。
山
の
上
の
方
に
は

耕
作
し
な
く
な
っ
た
田
が

高
度
な
積
石
工
法
を
今
に
伝
え
る

９
㎞
に
お
よ
ぶ
石
垣
群
と
茶
畑

▲上/三谷石垣棚田会世話人有井敬三さん（左）と山根洋達さん
中/新設した交流会館　下/背の高い石垣には中程に足場石を
組んでいる

●先人の遺産を未来へ 2

城壁のように大きな石をウェー
ブをつけて組み上げている家屋敷
の石垣

▲
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あ
り
古
い
時
代
の
石
垣
が
一
部
崩
壊
し
て
い
ま
す

が
、
地
区
内
で
は
崩
壊
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
草
を
生

や
さ
な
い
こ
と
が
石
垣
を
守
る
コ
ツ
で
、
５
ｍ
も
あ

る
よ
う
な
屋
敷
の
石
垣
に
は
真
ん
中
に
足
場
用
の
石

を
組
ん
で
い
た
り
し
ま
す
」

「
草
も
生
え
な
い
」
と
い
わ
れ
る
石
垣
だ
が
、
農
家

の
生
活
に
役
立
て
よ
う
と
昔
か
ら
お
茶
の
木
が
植
え

ら
れ
て
き
た
。

「
こ
こ
ら
の
農
家
は
市
販
の
お
茶
は
買
い
ま
せ
ん
。

ど
こ
も
自
家
製
の
お
茶
で
一
年
間
間
に
合
っ
て
い
る

ん
で
す
。
会
員
の
人
か
ら
の
要
望
で
今
年
か
ら
茶
摘

み
を
体
験
す
る
会
も
開
き
ま
し
た
」
と
有
井
さ
ん
。

田
を
少
し
で
も
広
く
使
う
た
め
に
石
垣
を
機
能
的

に
配
し
た
先
人
た
ち
の
知
恵
は
、
野
面
石
積
み
、
割

石
積
み
、
乱
層
積
み
等
の
独
自
の
積
石
工
法
を
生
み

出
し
、
さ
ら
に
給
水
路
を
地
下
に
埋
め
る
「
暗
梁
垣

（
蛇
口
）」
な
ど
の
高
度
な
技
術
が
随
所
に
生
か
さ
れ

て
い
る
。ま
た
、棚
田
の
外
側

の
山
間
部
や
屋
敷
回
り
に

は
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
か
ら
農

作
物
を
守
る
「
し
し
垣
」
や

「
家
垣
」「
背
戸
岸
」
と
い
わ

れ
る
石
垣
も
あ
る
。
様
々
な

石
垣
を
見
て
い
る
と
、
自
然

と
共
生
し
な
が
ら
里
山
で
暮

ら
す
人
々
の
、
厳
し
く
も
豊

か
な
集
落
づ
く
り
と
、
災
害

へ
の
配
慮
が
、
千
年
の
時
を

経
て
鮮
明
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

町
内
外
の
人
に
も
人
気
の

徳
地
町
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト

が
、
重
源
上
人
に
ち
な
ん
で

開
設
し
た
「
重
源
の
郷
」。

過
疎
化
し
た
清
流
の
里
・

深
谷
地
区
の
一
角
に
、
自
然
を
そ
の
ま
ま
生
か
し

て
、
な
つ
か
し
い
昭
和
初
期
の
里
山
を
再
現
し
た

も
の
で
、
古
い
茅
葺
き
民
家
や
典
型
的
な
農
家
を

移
築
再
現
し
て
い
る
。

ク
ル
マ
を
駐
車
場
に
入
れ
て
入
館
料（
大
人
一
人

５
０
０
円
）を
払
う
と
、「
杣
入
り
の
道
」
を
歩
い

て
工
房
や
レ
ス
ト
ラ
ン
、
文
化
伝
承
館
へ
向
か
う

こ
と
に
な
る
。
自
然
の
ま
ま
、
手
を
加
え
て
な
い

美
し
い
谷
間
沿
い
の
道
で
、
季
節
の
花
や
山
野
草
、

古
木
が
茂
り
、
恰
好
の
散
策
コ
ー
ス
に
な
っ
て
い

る
。や

が
て
右
手
に
食
事
処
、
左
手
に
工
房
な
ど
が

現
れ
、
工
房
で
は
木
工
、
紙
漉
き
、
染
色
、
炭
焼

き
、
竹
細
工
、
機
織
り
な
ど
が
体
験
で
き
、
お
年

寄
り
や
専
門
家
か
ら
技
術
を
伝
承
し
た
若
者
が
指

導
に
当
た
っ
て
い
た
。

昼
食
に
は
、
町
の
お
母
さ
ん
た
ち
が
腕
を
振
る

う
食
事
処
「
花
ひ
と
え
」
に
入
っ
た
。
広
々
と
し
た

和
風
の
室
内
も
よ
か
っ
た
が
、
地
元
産
の
食
材
を
い

か
し
た
本
格
的
な
会
席
料
理
を
手
頃
な
価
格
で
提
供

し
て
お
り
、
も
て
な
し
精
神
と
心
意
気
を
感
じ
さ
せ

て
く
れ
た
。

重
源
の
郷
で
は
６
月
に
は
「
菖
蒲
祭
り
」「
あ
じ

さ
い
祭
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
土
日
曜
日
に
は
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
、
夢
広
場
ス
テ
ー
ジ
で
は
邦
楽
演
奏
会

や
徳
地
人
形
浄
瑠
璃
な
ど
を
公
演
し
て
い
る
。

今
回
の
取
材
で
各
地
を
案
内
し
て
く
れ
た
徳
地
町

経
済
課
観
光
係
柳
伸
一
郎
さ
ん
は
、「
重
源
の
郷
は
、

ま
ず
自
分
た
ち
の
町
に
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
文

化
財
や
伝
統
工
芸
等
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら

お
う
と
開
設
し
ま
し
た
。
町
民
の
趣
味
・
創
作
活
動

が
高
ま
り
、
そ
の
拠
点
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
町
外

の
人
の
入
館
も
多
く
な
り
ま
し
た
。
豊
か
な
自
然
や

農
産
物
の
美
味
し
い
町
と
し

て
住
民
が
誇
り
を
持
ち
、
元

気
な
町
に
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
」
と
語
る
。

取
材
の
後
、
町
の
メ
イ
ン

ス
ト
リ
ー
ト
に
あ
る
特
産
品

直
売
所
「
南
大
門
」
へ
寄
っ

て
み
た
。
味
噌
、
ど
ん
こ
等

の
伝
統
的
物
産
の
他
に
、
朝

取
り
野
菜
や
和
菓
子
、和
紙
、

陶
器
な
ど
の
工
芸
品
も
展
示

販
売
し
て
お
り
、
す
べ
て
が

町
で
生
産
加
工
し
た
も
の
。

そ
れ
が
消
費
者
の
信
頼
と
徳

地
町
の
Ｐ
Ｒ
に
も
繋
が
り
、

町
の
表
玄
関
と
し
て
賑
わ
っ

て
い
た
。（

文
／
浅
井
登
美
子

カ
メ
ラ
／
岡
本
良
治
）

ふ
れ
あ
い
、
体
験
の
里

夢
工
房
「
重
源
の
郷

ち
ょ
う
げ
ん
の
さ
と

」

民家を移築し体験工房として活用している
「重源の郷」。マイクロバスの送迎もあり、
観光地として人気

▼

▲案内してくれた役場経済課柳さん ▲ホタルが飛ぶ佐波川

・三谷石垣棚田会10835-53-0031（徳地町農業公社）
・徳地町役場経済課10835-52-1117
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徳
川
家
ゆ
か
り
の
歴
史
的
建
造
物
、
中
京
の
奥
座

敷
「
湯
谷
温
泉
」、
さ
ら
に
は
森
と
川
を
生
か
し
た

愛
知
県
民
の
森
等
、
豊
か
な
自
然
と
文
化
の
里
・
鳳

来
町
だ
が
、
い
ま
新
た
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が

「
四
谷
千
枚
田
」。
鳳
来
町
の
北
端
、
四
谷
・
大
代
お
お
じ
ろ

地

区
の
な
だ
ら
か
な
斜
面
に
広
が
る
棚
田
群
で
、
田
の

数
は
１
２
６
９
枚
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
現
在
は
約

８
５
０
枚
。
１
枚
平
均
0.9
a
の
田
を
39
戸
の
農
家
が

耕
作
し
て
い
る
。
一
戸
当
た
り
平
均
21
枚
だ
が
、
最

高
62
枚
を
耕
作
し
て
い
る
人
も
い
る
と
か
。

こ
こ
大
代
地
区
で
は
、
明
治
37
年
に
田
植
え
が
済

ん
だ
頃
か
ら
20
日
間
余
り
雨
が
続
き
、
背
後
に
あ
る

鞍
掛
山
と
通
称
び
ん
ぼ
う
山
の
谷
間
に
泥
土
が
た
ま

り
、
雨
水
が
溢
れ
て
山
津
波
と
な
っ
て
田
畑
と
10
戸

の
家
屋
を
流
失
し
11
人
が
死
亡
す
る
と
い
う
事
故
が

起
き
た
。
一
時
は
途
方
に
暮
れ
た
村
民
だ
が
鍬
と
モ

ッ
コ
で
復
興
に
立
ち
上
が
り
、
何
年
も
か
け
て
荒
れ

地
を
田
に
変
え
て
千
枚
田
を
作
り
上
げ
た
。
土
砂
崩

れ
し
な
い
よ
う
に
石
垣
を
て
い
ね
い
に
組
み
上
げ
、

山
頂
か
ら
下
の
水
田
ま
で
石
で
し
っ
か
り
組
ん
だ
用

水
路
を
築
い
た
。
山
津
波
以
来
農
家
は
大
半
が
別
の

高
台
な
ど
に
移
り
、
農
作
業
に
通
っ
て
く
る
。

町
で
は
こ
の
千
枚
田
を
町
の
歴
史
的
文
化
遺
産
、

有
機
農
業
の
振
興
地
区
と
し
て
保
全
・
発
展
し
て
い

こ
う
と
平
成
２
年
に
入
口
近
く
の
杉
林
を
伐
っ
て
見

晴
し
を
良
く
し
、
看
板
を
立
て
た
。
真
ん
中
を
貫
通

す
る
あ
ぜ
道
程
度
だ
っ
た
道
路
も
軽
ト
ラ
ッ
ク
が
走

れ
る
広
さ
に
整
備
さ
れ
、
休
憩
で
き
る
東
屋
も
数
カ

所
設
置
さ
れ
た
。

ピ
カ
ピ
カ
の
オ
ー
ト
バ
イ
で
颯
爽
と
や
っ
て
き
た

の
は
小
山
衛
さ
ん（
68
）。
30
枚
の
田
を
耕
作
し
て
お

り
「
道
が
整
備
さ
れ
た
の
で
作
業
や
見
回
り
が
と
て

も
や
り
や
す
く
な
っ
た
」
と
語
っ
て
、
バ
イ
ク
か
ら

降
り
て
水
の
見
回
り
に
出
か
け
た
。
地
域
と
し
て
は

棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
は
実
施
し
て
い
な
い
が
、
農
家

に
よ
っ
て
は
個
人
的
に
都
会
の
人
に
貸
し
て
い
る
田

も
あ
る
よ
う
だ
。

「
田
植
え
と
稲
刈
り
の
時
は
地
区
の
農
家
が
手
伝
い

に
来
て
く
れ
る
か
ら
人
手
不
足
で
困
る
と
い
う
こ
と

は
な
か
っ
た
ね
。
で
も
農
家
の
高
齢
化
や
減
反
政
策

等
で
、
稲
作
を
辞
め
て
梅
林
や
茶
畑
に
し
た
り
、
ア

ヤ
メ
等
の
花
を
植
え
て
い
る
田
も
あ
り
ま
す
」
と
小

山
さ
ん
。

「
こ
こ
の
お
米
は
普
段
食
べ
て
い
る
の
で
気
に
し
な

か
っ
た
が
、
美
味
し
い
か
ら
分
け
て
欲
し
い
と
い
う

声
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
写
真
を
撮
り
に
来
る
カ
メ

ラ
マ
ン
や
見
学
に
来
る
都
会
の
人
も
多
く
な
り
、
来

年
は
こ
こ
で
棚
田
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
る
そ
う
だ

か
ら
、
我
々
も
一
層
頑
張
ら
な
い
と
ね
」
と
語
る
。

道
路
脇
の
小
さ
い
田
に
「
み
ん
な
の
た
ん
ぼ
」
と

看
板
を
立
て
た
連
谷
小
学
校
児
童
達
の
田
が
あ
っ

た
。
昨
年
か
ら
総
合
学
習
の
一
環
で
棚
田
の
調
査
や

田
植
え
等
を
実
施
し
て
い
る
。
四
谷
地
区
の
子
供
達

が
学
ん
で
き
た
連
谷
小
学
校
は
最
高
児
童
数
１
８
７

名
の
時
も
あ
っ
た
が
、
今
年
入
学
し
た
一
年
生
は
た

っ
た
１
人
、
全
児
童
で
16
名
と
な
り
複
式
学
級
と
な

っ
て
い
る
。

子
供
達
は
こ
の
千
枚
田
が
稲
作
以
外
に
何
が
作
ら

れ
て
い
る
か
、
棚
田
を
耕
作
す
る
費
用
と
収
穫
し
た

お
米
代
な
ど
の
経
済
状
況
な
ど
を
調
査
し
た
。
あ
る

農
家
を
モ
デ
ル
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ト
ラ
ク
タ
ー
や

田
植
機
等
の
費
用（
購
入
費
の
１
／
10
）、
苗
代
、
肥

料
、
消
毒
費
等
の
出
費
が
22
万
４
５
０
０
円
と
な
っ

た
。
そ
れ
に
対
し
て
収
入
は
棚
田
で
採
れ
た
お
米
代

（
市
販
の
米
代
で
計
算
）は
23
万
４
５
０
０
円
。
農
家

の
お
ば
さ
ん
を
訪
ね
て
「
１
万
円
ほ
ど
儲
か
る
よ
」

と
報
告
し
た
と
こ
ろ
、「
他
に
、
も
ぐ
ら
や
蟹
の
穴

を
防
ぐ
波
板
を
張
っ
た
り
、
イ
ノ
シ
シ
除
け
の
ト
タ

ン
や
電
流
を
設
け
る
の
で
儲
け
は
ゼ
ロ
だ
ね
。
で
も

棚
田
が
あ
る
か
ら
土
砂
や
水
害
も
な
い
し
、
美
味
し

い
お
米
も
食
べ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
皆
で
守
っ
て
い
か

に
ゃ
な
ら
ん
ね
」
と
喜
ん
で
く
れ
た
と
い
う
。

春
に
は
タ
ン
ポ
ポ
が
千
枚
田
を
真
ッ
黄
色
に
染

め
、
い
ま
水
を
張
っ
た
田
の
中
で
は
沢
山
の
お
た
ま

じ
ゃ
く
し
が
泳
ぎ
、
水
辺
で
は
ク
レ
ソ
ン
や
セ
リ
が

花
を
咲
か
せ
て
い
る
。
そ
し
て
ホ
タ
ル
が
飛
び
交
い
、

カ
エ
ル
の
大
合
唱
が
は
じ
ま
る
夏
に
な
る
。

（
文
・
カ
メ
ラ
／
浅
井
登
美
子
）

山津波の教訓を今に
四谷千枚田 愛知県鳳来町

ほうらいちょう

●先人の遺産を未来へ 3

▲空地には季節の花が咲き誇る

オ
ー
ト
バ
イ
に
乗
っ
て
農
作
業
に
や
っ
て
く
る
小
山
さ
ん
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石
倉
は
穀
物
の
保
管
に
最
高

駅
の
中
に
天
然
温
泉
が
あ
る
こ
と
で
評
判
の
Ｔ
Ｒ
高

千
穂
鉄
道
「
日
之
影
温
泉
駅
」
か
ら
、
日
之
影
川
に
沿
っ

て
約
８
キ
ロ
。
石
垣
の
村
と
呼
ば
れ
る
戸
数
７
戸
の
宮

崎
県
日
之
影
町
戸
川
集
落
は
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
ば

か
り
で
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
た
。
県
道
脇
に
石
垣
の
文

化
を
継
承
す
る
た
め
に
建
設
さ
れ
た
第
三
セ
ク
タ
ー
経

営
の
「
石
垣
茶
屋
」
も
、
開
店
休
業
だ
。

「
石
垣
茶
屋
」
の
玄
関
先
で
野
良
着
姿
の
婦
人
が
立

ち
話
を
し
て
い
た
。
約
束
を
し
て
い
た
坂
本
博
さ
ん

（
65
）
の
家
を
尋
ね
る
と
、
す
ぐ
目
の
前
の
高
さ
７
〜

８
ｍ
は
あ
り
そ
う
な
石
垣
を
指
さ
し
「
家
に
お
り
ま
し

た
よ
。
待
っ
ち
ょ
っ
た
よ
う
で
す
が
」

奥
さ
ん
の
美
穂
さ
ん
（
60
）
だ
っ
た
。

角
に
丸
み
を
残
し
た
一
抱
え
も
あ
る
灰
石
を
積
み
上

げ
た
石
垣
に
沿
っ
て
急
な
坂
道
を
上
る
と
、
博
さ
ん
は

届
い
た
ば
か
り
の
合
鴨
の
ヒ
ナ
を
世
話
し
て
い
た
。

「
ヒ
ナ
は
寒
さ
に
弱
い
も
ん
で
す
か
ら
、
７
月
に
入
っ

て
か
ら
田
ん
ぼ
に
放
し
ま
す
。
合
鴨
で
作
っ
た
米
を
待

っ
て
く
れ
る
人
が
居
る
も
ん
で
」

庭
に
、
鉄
の
扉
を
つ
け
た
石
積
の
倉
が
建
っ
て
い
る
。

石
倉
の
石
は
角
を
き
っ
ち
り
と
直
角
に
削
り
、
石
材
と

し
て
完
璧
な
加
工
が
施
し
て
あ
る
。
石
垣
と
時
代
が
違

う
の
で
あ
ろ
う
。
米
や
麦
を
保
管
す
る
他
、
物
置
と
し

て
も
使
っ
て
い
る
。
そ
の
隣
に
、
や
や
小
さ
め
の
石
積

の
小
屋
。
真
っ
暗
な
室
内
。
常
時
水
の
流
れ
込
む
大
き

な
石
の
水
槽
が
あ
り
、
中
に
入
る
と
ひ
ん
や
り
す
る
。

漬
物
小
屋
と
し
て
使
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
石
倉
の
探
索

を
し
て
い
る
間
に
、
美
穂
さ
ん
が
下
の
県
道
か
ら
戻
っ

て
き
た
。

「
せ
っ
か
く
取
材
に
来
て
く
れ
た
か
ら
、
石
垣
の
草
む

し
り
で
も
し
ま
す
か
ね
」
と
、
美
穂
さ
ん
は
ア
ル
ミ
の

ハ
シ
ゴ
を
担
い
で
、
納
屋
下
の
石
垣
へ
さ
っ
さ
と
歩
い

て
行
く
。
彼
女
を
追
い
か
け
て
行
く
と
、
も
う
ハ
シ
ゴ

に
よ
じ
登
っ
て
バ
リ
バ
リ
と
石
垣
の
隙
間
か
ら
生
え
て

い
る
草
を
、
手
で
む
し
っ
て
い
た
。

「
年
に
４
回
は
、
む
し
ら
ん
と
草
の
方
が
先
に
な
っ
て

と
で
す
よ
、
ど
う
し
て
も
」

石
垣
は
管
理
し
な
い
と
崩
れ
る
。
見
渡
せ
ば
集
落
全

体
が
石
垣
の
上
だ
。
石
垣
の
面
積
が
平
地
よ
り
広
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
草
取
り
の
労
働
は
、
相
当
な
も

の
と
想
像
で
き
る
。

石
工
技
術
を
生
か
し
て
稲
作
、
畑
作

合
鴨
の
世
話
を
終
え
た
博
さ
ん
に
「
石
垣
の
村
」
の

歴
史
を
聞
い
た
。

「
私
の
６
代
前
の
先
祖
に
あ
た
る
坂
本
寅
太
郎
さ
ん
と

い
う
人
が
居
っ
て
で
す
ね
。
体
は
小
さ
い
人
だ
っ
た
そ

う
な
。
５
歳
の
時
に
、
食
べ
物
が
な
か
っ
た
か
ら
じ
ゃ

ろ
う
、
父
親
と
一
緒
に
、
今
の
延
岡
の
奥
の
行
縢
む
か
は
ぎ

へ
大

豆
を
米
と
交
換
し
て
も
ら
う
た
め
に
行
っ
た
そ
う
で
す

わ
。
そ
の
時
の
大
変
さ
を
大
人
に
な
っ
て
も
覚
え
て
い

て
、
田
開
き
を
始
め
ら
し
た
そ
う
で
す
」

石積で山間部を近代的な
農地に 戸川石垣の集落
宮崎県日之影町

ひのかげちょう

左／坂本博さん、美穂さん、
ケサノさん
右／漬物小屋として使って
いる石倉

▲

戸川集落全景
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上／畑の石垣の草刈に出か
ける坂本博さん夫婦
下／高さ12ｍの石垣の畑

「
最
も
古
い
石
垣
は
、
江
戸
末
期
の
嘉
永
か
ら
安
政
の

こ
ろ
に
築
か
れ
た
そ
う
で
す
。
一
番
や
り
に
く
い
所
は

俺
が
や
っ
ち
ょ
く
。
や
り
や
す
い
所
は
、
後
で
誰
で
ん

で
き
る
、
と
難
し
い
所
を
率
先
し
て
や
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
れ
を
作
る
頃
は
、
道
も
道
具
も
な
か
っ
た
で
す
か
ら
、

ど
う
や
っ
て
作
っ
た
も
の
や
ら
想
像
で
き
ん
で
す
ね
」

こ
の
寅
太
郎
と
富
士
本
嘉
三
郎
、
坂
本
柳
蔵
の
３
人

が
、
戸
川
集
落
で
の
石
工
の
技
術
を
見
込
ま
れ
、
安
政

２
年
の
大
地
震
で
崩
れ
た
江
戸
城
の
修
復
工
事
に
呼
ば

れ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
先
祖
が
戸
川

集
落
住
民
の
誇
り
な
の
で
あ
る
。

「
今
、
考
え
て
み
る
と
先
祖
の
仕
事
が
こ
ん
な
形
で
残

っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
偉
大
な
こ
と
。
何
で
あ
の
頃

に
、
長
い
目
で
見
た
仕
事
が
で
き
た
の
か
。
土
で
作
っ

た
田
ん
ぼ
だ
っ
た
ら
、
崩
れ
て
し
ま
っ
と
る
で
し
ょ
う
。

感
心
し
て
お
り
ま
す
ね
」

し
か
し
、
資
料
に
よ
る
と
戸
川
に
本
格
的
な
水
田
が

作
ら
れ
た
の
は
、
大
正
初
期
、
地
元
の
稲
作
に
情
熱
を

か
け
た
有
志
が
、
日
之
影
川
の
対
岸
か
ら
ト
タ
ン
板
を

丸
め
た
１
８
０
ｍ
の
樋
を
ワ
イ
ヤ
ー
線
に
掛
け
て
、
水

田
用
水
に
し
た
。
こ
の
水
は
５
反
の
水
田
を
潅
漑
し
た

そ
う
だ
。
そ
の
後
、
大
正
９
年
か
ら
始
ま
っ
た
七
折
用

水
が
大
正
13
年
に
開
通
し
て
以
降
、
現
在
の
棚
田
が
完

成
し
て
い
る
。
先
祖
か
ら
受
け
継
が
れ
た
石
工
の
技
術

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
他
の
集
落
に
先
駆
け
て
棚
田
を

開
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

稲
作
と
並
ん
で
戸
川
の
豊
か
さ
を
支
え
た
作
物
に
、

昭
和
20
年
頃
か
ら
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
た
シ
ュ
ロ
と
コ
ン

ニ
ャ
ク
イ
モ
が
あ
る
。
シ
ュ
ロ
の
皮
は
、
ミ
ノ（
雨
具
）

や
田
植
え
綱
の
材
料
と
し
て
高
値
で
販
売
さ
れ
、
マ
ニ

ラ
麻
や
ビ
ニ
ー
ル
製
品
が
出
て
く
る
昭
和
30
年
頃
ま
で

栽
培
さ
れ
た
。
全
山
が
石
灰
岩
質
の
戸
川
岳
麓
に
あ
る

戸
川
は
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
イ
モ
の
栽
培
に
適
し
た
土
壌
で

あ
っ
た
。

「
肥
料
は
使
わ
な
い
で
も
、
質
の
良
い
コ
ン
ニ
ャ
ク
イ

モ
が
２
０
０
俵
も
と
れ
ま
し
た
。
一
俵
７
０
０
０
円
以

上
は
し
ま
し
た
か
ら
」
と
、
博
さ
ん
。

「
そ
の
他
に
、
戸
川
が
良
か
っ
た
の
は
、
私
の
３
代
前

の
人
が
吉
野
ス
ギ
の
苗
を
取
り
寄
せ
て
。
そ
の
お
陰
で

２
回
は
余
計
に
収
入
を
取
っ
ち
ょ
る
で
す
わ
。
見
立
鉱

山
の
ト
ロ
ッ
コ
と
道
路
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
最
初
は

ト
ロ
ッ
コ
、
次
に
は
ト
ラ
ッ
ク
で
出
荷
し
て
、
そ
の
頃

は
ホ
ク
ホ
ク
じ
ゃ
っ
た
で
す
よ
」

戸
川
集
落
の
下
を
流
れ
る
日
之
影
川
の
上
流
に
、
内

藤
家
経
営
の
ス
ズ
鉱
石
を
採
掘
す
る
見
立
鉱
山
が
あ

り
、
早
く
か
ら
ト
ロ
ッ
コ
道
や
馬
車
道
が
開
設
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
恩
恵
を
沿
線
の
集
落
で
あ
る
戸
川
の
住
民

も
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
ア
メ
リ
カ
製
の
テ
ー
ラ
ー
を
父
が
買
っ
た
の
が
昭
和

24
年
で
し
た
。
ま
だ
牛
の
時
代
で
、
引
き
合
う
も
ん
か

と
言
わ
れ
た
で
す
が
、
１
町
２
反
の
棚
田
を
作
り
よ
っ

た
で
す
か
ら
。
難
儀
し
よ
っ
た
か
ら
、
父
に
は
機
械
化

の
夢
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
宮
崎
の
経
済
連
か
ら
買

う
て
、
汽
車
で
日
之
影
駅
に
届
い
て
、
引
き
取
り
に
行

っ
た
と
き
、
そ
こ
で
実
演
し
て
帰
っ
た
と
言
い
よ
っ
た

で
す
が
。
あ
れ
で
近
代
国
家
に
な
っ
た
ち
ゃ
な
あ
と
思

え
た
で
す
ね
。
田
植
え
機
を
最
初
に
導
入
し
た
の
も
戸

川
で
し
た
。
山
の
吉
野
ス
ギ
が
も
の
を
い
う
た
っ
て
す

よ
」石

垣
を
築
い
た
寅
太
郎
の
時
代
か
ら
技
術
を
活
か
し

て
棚
田
を
作
り
、
シ
ュ
ロ
と
コ
ン
ニ
ャ
ク
イ
モ
で
得
た

利
益
は
、
用
水
路
工
事
や
吉
野
ス
ギ
の
早
期
導
入
の
資

金
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
率
先
し
て
機
械
化
を
図
り
、

山
間
地
農
業
労
働
の
軽
減
化
と
経
営
の
安
定
化
を
実
現

し
て
い
る
。

「
戸
川
の
村
は
、
競
争
す
る
意
識
が
強
か
っ
た
も
ん
で

し
ょ
う
ね
」
と
、
博
さ
ん
は
苦
笑
い
す
る
。
そ
の
よ
う

な
先
祖
の
知
恵
と
技
と
努
力
に
よ
っ
て
、「
こ
こ
だ
け

は
昔
か
ら
、
盆
、
正
月
に
白
い
ま
ん
ま
が
食
べ
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
」
の
で
あ
る
。

話
に
ひ
と
区
切
り
つ
い
た
時
、
博
さ
ん
が
戸
川
集
落

を
見
下
ろ
せ
る
日
之
影
川
対
岸
の
山
の
中
腹
へ
案
内
し

て
く
れ
た
。
田
植
え
が
終
わ
っ
た
ば
か
り
の
棚
田
に
囲

ま
れ
た
７
戸
の
集
落
は
、
石
垣
に
支
え
ら
れ
、
ど
っ
し

り
と
し
た
安
定
感
が
あ
る
た
め
か
、
静
か
で
豊
か
な

時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

景
観
の
魅
力
を
発
信
す
る

農
林
水
産
省
が
１
９
９
９
年
に
選
定
し
た
「
日
本

の
棚
田
百
選
」
に
認
定
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
、

戸
川
集
落
７
戸
で
「
戸
川
石
垣
の
村
管
理
組
合
」
を

結
成
し
た
。
先
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
景
観
の
魅
力
を

積
極
的
に
発
信
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

の
組
合
長
が
、
話
を
聞
い
て
き
た
坂
本
博
さ
ん
だ
。

「『
石
垣
の
村
』
は
、
昭
和
60
年
か
ら
村
お
こ
し
と
し

て
取
り
組
ん
で
き
て
い
ま
す
が
、『
棚
田
ま
つ
り
』
は

今
年
５
回
目
。
ト
ロ
ッ
コ
道
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
地
元

の
神
楽
や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
を
、
レ
ン
ゲ
の
咲
く
４

月
下
旬
に
棚
田
で
開
催
し
ま
す
。
新
緑
の
頃
は
い
い

で
す
よ
。
天
気
が
良
け
れ
ば
輝
い
て
。
５
０
０
〜
６

０
０
人
の
参
加
者
が
あ
り
ま
す
」

し
か
し
、「
棚
田
ま
つ
り
」
は
、
戸
川
集
落
に
ど
ん

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
か
。

「
人
間
が
交
流
す
る
良
さ
は
あ
り
ま
す
。
も
て
な
し
を

し
て
、
一
日
、
喜
ん
で
も
ら
っ
て
楽
し
も
う
と
い
う

こ
と
で
す
わ
。
戸
川
の
名
前
は
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

で
も
、
７
戸
全
部
が
快
く
受
け
入
れ
て
く
れ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
は
っ
き
り
言
っ
て
」

●先人の遺産を未来へ 4

▲
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石
垣
の
村
管
理
組
合
の
組
合
長
は
、
難
し
い
立
場
に

立
た
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

「
戸
川
の
イ
メ
ー
ジ
ダ
ウ
ン
じ
ゃ
困
る
か
ら
よ
。
そ
れ

だ
け
で
す
わ
」

博
さ
ん
宅
か

ら
庭
続
き
の
坂

本
ヤ
ヨ
イ
さ
ん

（
66
）宅
の
裏
に

「
日
本
の
棚
田

百
選
」
の
選
定

委
員
の
一
人
で

あ
る
中
島
峰
広

早
稲
田
大
学
教

授
が「
日
本
一
」

と
折
り
紙
を
つ

け
た
高
さ
12
ｍ

の
石
垣
が
あ
る

と
聞
い
て
訪
ね

た
。
は
る
か
に
見
上
げ
る
高
さ
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
た

石
の
数
々
を
見
て
い
る
と
「
無
垢
の
魂
」
を
感
じ
た
。

石
垣
の
上
の
畑
を
見
た
く
な
り
、
脇
の
急
な
坂
道
を
登

り
き
る
と
、
石
垣
の
面
積
よ
り
は
ず
っ
と
狭
い
畑
が
あ

っ
た
。
以
前
は
ソ
バ
を
植
え
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、

雑
草
に
取
り
囲
ま
れ
て
荒
れ
て
い
た
。

ヤ
ヨ
イ
さ
ん
は
今
、
ひ
と
り
暮
ら
し
だ
そ
う
だ
。

「
昨
年
は
体
調
が
悪
く
、
畑
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
年
は
お
盆
す
ぎ
に
秋
ソ
バ
を
蒔
く
つ
も
り
。
８
月
の

24，

25
日
が
蒔
き
の
適
期
と
母
か
ら
聞
い
て
お
り
ま
す

か
ら
」

戸
川
集
落
が
抱
え
て
い
る
現
実
の
一
端
を
見
た
よ
う

に
思
え
た
。

ほ
と
ん
ど
村
人
に
会
う
こ
と
の
な
い
戸
川
集
落
を
歩

い
て
考
え
た
。
こ
こ
に
必
要
な
の
は
一
日
だ
け
楽
し
く

開
催
さ
れ
る
イ
ベ
ン
ト
よ
り
、
先
人
た
ち
の
知
恵
や
努

力
が
詰
ま
っ
て
い
る
戸
川
集
落
の
歴
史
を
学
び
、
今
に

活
か
す
道
筋
を
一
緒
に
な
っ
て
考
え
労
働
す
る
、
ワ
ー

キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
。

（
文
・
カ
メ
ラ
　
芥
川
　
仁
）

・日之影町企画開発課10982（87）3910

草地景観
牧場と日高山脈の山並 北海道三石町*
阿原山牧野 岩手県江刺市
茅場と茅刈り風景 富山県平村*
牧の入茅場 長野県小谷村*
蒜前高原 岡山県川上村、八束村*
恩原牧場上ノ成ル 岡山県上齋原村
角島の放牧 山口県豊北町*
都井岬 宮崎県串間市*
頴娃野の放牧場 鹿児島県頴娃町

河川・池沼・湖沼・水路景観
しろうお漁 青森県蟹田町
冬の葦原 青森県中里町*
十三湖の景観 青森県市浦村*
久慈川の鮎漁 茨城県大子町
健武ゆりがねの梁、久那瀬の梁 栃木県馬頭町
熊野川ススキ追い漁 和歌山県熊野川町
栗野川の川漁 山口県豊北町
蛇行する六角川と直線水路 佐賀県大野町

集落に関連した景観
藤枝の茅葺き集落 青森県金木町
西浜のカッチョ 青森県市浦村
北ノ叉茅葺き集落 秋田県五城目町
飯豊の散居集落 山形県飯豊町*
しな織りの里・関川 山形県温海町
マキの生垣 千葉県丸山町、富浦町
東谷地区の集落 石川県山中町*
芦川村の石垣 山梨県南アルプス市
千国真木集落 長野県小谷村
西伊豆海岸の農村風景 静岡県西伊豆町
伊根の船屋 京都府伊根町
深野神明神社鎮守の森と集落 奈良県室生村
くずの里 奈良県吉野町
板井原集落 鳥取県智頭町
出羽盆地の河岸段丘 島根県瑞穂町
青石畳通り 島根県美保関町
中谷の石倉 徳島県美郷村
外泊の石垣集落 愛媛県西海町*
立川のコウゾ、ミツマタ 高知県大豊町*
棚底の石垣群 熊本県倉岳町
傾山系と上畑集落、木野の防風生垣 大分県緒方町
農村集落と鏝絵 大分県安心院町
イノシシ狩り 宮崎県椎葉村
垂水の漁村と櫻島 鹿児島県垂水市
トンボロ 鹿児島県里村
祖納集落 沖縄県与那国町

上／坂本ヤヨイさん宅の石垣と倉
下／明治29年竣工の碑文を指さす坂本さん

▲

飯
豊
町
の
散
居
集
落
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▼ケビン・ショート氏が「エッセイ」で日本は世界
有数の「里山」の美しい国だと書いている。そう思
って見てみると、日本庭園風の集落、日本画を思わ
せる川や森、絵ハガキにしたいような田園など、ど
こもとっておきの里山ぞろい。そこで「DePOLA」
では、景観の美しさは別の雑誌や写真家に任せ、
「自然と人と生き物が輝く」地域を里山と定めて企
画編集した。
▼佐渡新穂地区の、冬も湛水して水生動物や微生物
で地力を高める「不耕起田」に取り組む農家グルー
プ、トキのために田んぼでドジョウ等を60年間も飼
育してきた高野さん、各地から消えてしまった葦原
を保全したいと全国の茅葺き民家保存や葦の腐葉土
等を開発している熊谷さん一家、そしてハチ博士の
富永さん等々、自然や生き物を友とする遊び心いっ
ぱいの魅力的な人たちに出会うことができた。
▼雑木林の手入れや活用事例は、茂木町の竹林整備
活動のみとなったが、秋冬には山の落葉をかき集め
て堆肥を作っている農家が今もあるのかと気になっ
ている。(A)

農林水産業に関連する文化的景観の保護対象地域
及び重要地域の一覧 (過疎指定市町村) *重要地域

水田景観
浄法寺城跡及びその周辺景観 岩手県浄法寺町
沢尻の棚田 宮城県丸森町
土場沢の水田と集落 秋田県東由利町
山古志の棚田 新潟県山古志村*
上船倉の棚田 新潟県安塚町*
松之山の棚田 新潟県松之山町*
蓮野の棚田 新潟県大島村
相川の海際の水田 新潟県佐渡市
山田の棚田 富山県山田村
白米の千枚田 石川県輪島市*
梨了ヶ平の千枚田 福井県越前町
大西の棚田 長野県中條村
四谷の千枚田 愛知県鳳来町*
丸山千枚田 三重県紀和町*
新井の千枚田 京都府伊根町*
袖志の棚田 京都府丹後町
乙大木谷の棚田 兵庫県佐用町
和佐父西ヶ岡の棚田 兵庫県村岡町
二尾川の棚田 和歌山県美里町
蘭島 和歌山県清水町*
大原新田 島根県横田町
神谷集落の棚田 島根県羽須美町
都川の棚田 島根県旭町*
室谷の棚田 島根県三隅町
上山の千枚田 岡山県英出町*
大垪和の棚田 岡山県中央町
備後国太田荘 広島県世羅町
たたら鉄穴流しと金屋子神 広島県君田町*
徳地の石垣棚田と茶畑 山口県徳地町
樫原の棚田 徳島県上勝町
下影の棚田 徳島県井川町
本谷の棚田と伊予灘 愛媛県双海町
白尾・立川袋口の棚田 愛媛県内子町
泉谷の棚田 愛媛県五十崎町
広見町の茶堂と山村 愛媛県広見町
奥内の棚田 愛媛県松野町
有瀬の棚田、谷和の棚田 高知県香北町
神在居の千枚田 高知県梼原町*
長者の棚田 高知県仁淀村

市野瀬の棚田 高知県佐賀町
星野村の棚田 福岡県星野村*
蕨野の棚田 佐賀県相知町*
大浦の棚田 佐賀県肥前町
大中尾の棚田 長崎県外海町
小浜町の棚田 長崎県小浜町
寒川の棚田 熊本県水俣市
産山村の扇棚田 熊本県産山村
峰棚田 熊本県矢部町
日光の棚田 熊本県坂本村
軸丸の棚田 大分県緒方町
山浦早水の棚田 大分県玖珠町
両合棚田 大分県院内町
向江の棚田 宮崎県西米良村
戸川の石垣の村 宮崎県日之影町*
幸田の棚田 鹿児島県栗野町
打詰の初穂田 鹿児島県佐多町
字仲地の集落と棚田 沖縄県久米島町

畑地景観
羊蹄山麓の開拓地 北海道真狩村
美瑛の丘陵 北海道美瑛町*
丘陵の畑 北海道端野町
矢ノ原高原の蕎麦畑 福島県昭和村*
南房総の花畑 千葉県千倉町
美山町の赤カブラ畑 福井県美山町
越廼村の水仙畑 福井県越廼村*
旭豊梨の里 島根県旭町
鹿島の段々畑 広島県倉橋町*
みかんの段々畑と石垣 広島県豊町
秋吉台のドリーネ畑 山口県美東町*
木頭柚子の里 徳島県木頭町*
梅林、高開の石積み段々畑 徳島県美郷村*
石畳東のたばこ畑、江子の柿畑 愛媛県内子町
段々畑とリアス式海岸 愛媛県吉田町
柳の防風垣 長崎県大瀬戸町*
仁王谷の茶畑 熊本県中央町
シシ垣の里

大分県鶴見町、米水津村、蒲江町*
金見のソテツ群と畑 鹿児島県徳之島町*
沖永良部島のタイモ畑 鹿児島県知名町*

開催地／和歌山県上富田町、白浜町ほか

メインテーマ

［新たなふるさとづくりを目指して］
・10月13日（水）プレイベント
視察・夜学（龍神村、本宮町）

・10月14日（木）全体会（上富田文化会館）
基調講演／川勝平太
（国際日本文化研究センター教授）
パネルディスカッション
交流会（コガノイベイホテル）

・10月15日（金）分科会（コガノイベイホテル）
第１分科会／過疎地域自立活性化優良事例発表
第２分科会／過疎地域の活性化と緑の雇用
第３分科会／地域資源の活用と過疎地域の自立

全国過疎問題
シンポジウム

2004 in わかやま
（10月13日～15日）

平成15年度ビデオが第42回日本産業
映画・ビデオコンクールで日本産業
映画奨励賞を受賞
熊本県と大分県に境を接する福岡県八女郡
の過疎の２村を紹介する。あえて秘境と名付
けることで村にある自然という宝物に村民自
らも気付いた。都会からのお客さんを温かく
迎えるのに、よく手入れの行き届いた村の古
い家々を開放してはどうだろうか？ホスピタ
リティーに満ちた縁側構想は、おばしゃん
（土地の言葉で「おばさん」のこと）たちの
やさしい発想が活かされている。
何よりも村に住む人たちが村に暮らす楽し
さ、豊かさを自覚してお客を迎える姿勢が都
会の人々に喜ばれている。ＣＡＴＶ放送中。
星の里・星野村／ふるさとの縁側で　都会人
をもてなす
杣の里・矢部村／都会人に贈る　秘境の宝物

星の里杣の里
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