
泉谷の棚田物語特
集

「日本の棚田百選」に選ばれている、泉谷の棚田――。
手入れの行き届いた美しい姿は、多くの人を魅了しています。
しかし今、この棚田が後継者不在という課題を抱えているのをご存じですか。
そして、この課題を解決するために地域の人たちが頑張っていることを――
10年・20年先の棚田はどんな姿になっていくのか、
多くの人に考えてほしいと思い、棚田の「今」をお伝えします。

泉谷の棚田「雨上がりの朝」



　

五
十
崎
御
祓
地
区
に
あ
る
屋
根
付

き
橋
。
そ
の
先
の
三
差
路
を
右
に
曲

が
り
、
車
で
15
分
ほ
ど
あ
が
る
と
、

狭
い
山
あ
い
の
急
斜
面
に「
ぱ
っ
」

と
美
し
い
棚
田
が
広
が
り
ま
す
。
こ

こ
は
泉
谷
の
棚
田
―
―
。
大
森
山
の

中
腹
、
標
高
約
５
０
０
㍍
に
位
置

し
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
95
枚
の
田
ん

ぼ
が
並
ん
で
い
ま
す
。
平
成
11
年
に

は
農
林
水
産
省
か
ら「
日
本
の
棚
田

百
選
」に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

泉
谷
の
棚
田
の
特
徴
は
、
急
な
斜

面
に
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
農
水
省

は
傾
斜
度
が
20
分
の
１（
水
平
距
離

を
20
㍍
進
ん
で
１
㍍
高
く
な
る
傾

斜
）以
上
の
水
田
を
棚
田
と
認
定
し

て
い
ま
す
。
泉
谷
の
棚
田
の
傾
斜
度

は
３
分
の
１
。
棚
田
百
選
に
選
ば
れ

た
棚
田
の
中
で
は
、
１
・
２
位
を
争

う
急
勾
配
で
す
。

　
棚
田
の
「
な
ん
で
？
」

　

こ
ん
な
急
勾
配
の
土
地
に
、
な
ぜ

昔
の
人
た
ち
は
大
変
な
思
い
を
し
て

棚
田
を
造
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
愛

媛
大
学
農
学
部
准
教
授
の
武
山
絵え

み美

さ
ん
は「
棚
田
は
地
滑
り
地
域
に
で

き
る
こ
と
が
多
い
。
理
由
の
１
つ
は

稲
作
に
必
要
な
水
が
容
易
に
集
ま
る

こ
と
。
も
う
１
つ
は
機
械
が
な
い
時

代
で
は
、
地
滑
り
が
起
き
た
場
所
を

整
地
し
て
水
田
に
す
る
の
が
効
率
的

だ
っ
た
こ
と
。
泉
谷
の
棚
田
も
同
じ

と
想
像
で
き
る
」と
推
測
し
ま
す
。

不
思
議
な
「
大
清
水
」

　

地
元
で「
大
清
水
」
と
呼
ば
れ
る

湧
き
水
が
あ
り
ま
す
。
言
い
伝
え

で
は
、
ど
ん
な
に
日
照
り
が
続
い
て

も
、
何
百
年
間
１
度
も
枯
れ
た
こ
と

が
な
い
そ
う
で
す
。
不
思
議
な
の

は
、
そ
の
位
置
と
水
量
。
泉
谷
地
区

が
あ
る
大
森
山
は
標
高
約
７
０
０
㍍

で
、
泉
谷
地
区
か
ら
山
頂
ま
で
は
そ

れ
ほ
ど
距
離
は
あ
り
ま
せ
ん
。
山
頂

か
ら
泉
谷
地
区
側
の
斜
面
に
降
る
雨

の
量
に
対
し
て
、
明
ら
か
に
水
量
が

多
く
、
地
元
の
人
は
口
を
そ
ろ
え
て

「
不
思
議
や
」と
言
い
ま
す
。
ま
た
水

温
は
常
に
一
定
で
、
水
量
は
大
雨
が

降
っ
た
と
き
で
も
、
急
激
に
増
え
る

こ
と
は
な
い
そ
う
で
す
。

　

多
く
が
謎
と
さ
れ
る「
大
清
水
」

で
す
が
、
こ
の
豊
か
な
水
が
泉
谷
の

棚
田
を
育
み
、
美
し
い
山
里
の
生
活

を
支
え
て
い
ま
す
。

魅
力
が
い
っ
ぱ
い
の
棚
田

　

全
国
の
棚
田
に
は
、
土
と
石
積
み

の
２
種
類
の
法の

り
め
ん面（

土ど

は
）
が
あ
り

ま
す
。
泉
谷
の
棚
田
は
川
を
挟
ん
で

２
つ
の
斜
面
が
あ
り
、
斜
面
に
よ
っ

て
土
と
石
積
み
の
法
面
が
見
ら
れ

ま
す
。
ど
ち
ら
も
味
わ
い
深
い
景
観

で
、
泉
谷
の
魅
力
の
一
つ
で
す
。

　

棚
田
は
米
を
生
産
す
る
場
と
し
て

だ
け
で
な
く
、
土
木
技
術
や
生
態
系

保
存
の
面
な
ど
で
も
注
目
が
集
ま
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
く
か
ら
続
く

稲
作
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
風
景

は
、
日
本
の
原
風
景
と
も
い
わ
れ
ま

す
。
見
て
い
る
だ
け
で
安
ら
ぎ
を
感

じ
る
泉
谷
の
棚
田
に
は
、
た
く
さ
ん

の
魅
力
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

【棚田の魅力】
5_地域の人が植えたシャクナゲ　6_朝露
にぬれる稲穂。黄金色に色づきはじめ、収
穫の時を待っている　7_棚田を歩くサワ
ガニ。トンボやバッタなども多く、棚田は
生き物が集まる豊かな環境　8_カエルは
彼岸花の中で休憩中　９ _秋にはコスモス
が揺れている

５６７

９ １

２

３

４

【謎の多い大清水】
1_棚田の水車小屋横の小川。大清水が流れている。この日は、大
雨が降った翌日だったが、水量はそれほど増えてないように見え
る　2_大森山と棚田。昔はもっと山の上の方まで棚田があった
が、それでも十分な水を確保できていた

【なぜ２種の土はがあるのか】
3_山頂に向かって左側の斜面。きれいな石積みが何段も重なる　4_同右側の
斜面は土の法面。田んぼの形が石積みよりもやわらかく見える
※地元の人の話では、造った人が違うことや、左側の斜面の方が勾配がきつい
　からという理由が挙がっていた。また左側を主に所有している清水さんの
　祖父が、高い石工の技術を持っていたとの話もあった。

８

豊かな水の里「泉谷」
豊かな泉に育まれ、昔ながらの農村景観を守り続けている泉谷の集落。
先人たちが少しずつ造り上げた棚田は、平成11年に「日本の棚田百選」に選ばれました。
日本の原風景といわれる棚田――。その魅力を紹介します。

心
の
ふ
る
さ
と

　

「
泉
谷
の
棚
田
」
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棚
田
は
水
の
管
理
が
大
変
。
大
雨

の
と
き
は
、
水
を
逃
が
す
た
め
に
畦あ

ぜ

を
切
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
夜
中
で

も
頭
に
ラ
イ
ト
を
付
け
て
、
畦
を
切

り
に
行
き
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
雨

水
が
畦
を
越
し
て
、
土
砂
崩
れ
の
元

に
な
る
か
ら
で
す
。

　

草
刈
り
も
、
こ
れ
だ
け
の
広
さ
に

な
る
と
か
な
り
の
重
労
働
。
農
業
だ

け
な
ら
年
に
２
～
３
回
刈
れ
ば
い
い

け
れ
ど
、
景
観
保
全
の
た
め
、
６
回

は
草
刈
り
を
し
て
い
ま
す
。
石
垣
の

草
抜
き
も
あ
る
の
で
、
年
を
取
る
ご

と
に
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

や
は
り
後
継
者
が
い
な
い
こ
と

が
一
番
心
配
―
―
。
棚
田
が
荒
れ
て

い
く
の
は
、
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ

と
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
う
。
若
い

人
に
住
み
着
い
て
も
ら
う
の
が
一

番
い
い
け
れ
ど
、
き
ち
ん
と
管
理
で

き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
も
あ
り

ま
す
。
棚
田
は
普
段
の
世
話
が
難
し

い
し
、
か
な
り
の
手
間
。
平
地
の
田

ん
ぼ
で
は
、
全
部
機
械
で
で
き
る
か

ら
、
田
ん
ぼ
に
入
ら
な
い
で
米
を
作

る
人
も
い
る
そ
う
で
す
。
棚
田
は
平

地
の
５
・
６
倍
の
手
間
が
い
り
ま
す
。

で
も
収
穫
量
が
少
な
い
の
で
、
も
う

け
に
な
ら
な
い
―
―
。

　

で
も
、
い
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

昔
は
棚
田
の
米
な
ん
か
い
ら
な
い
と

言
わ
れ
、
売
れ
な
い
と
き
も
あ
り
ま

し
た
。
今
は
品
種
が
良
く
な
り
、
手

間
を
掛
け
て
作
る
分
、
棚
田
米
の
品

質
は
高
い
と
い
わ
れ
ま
す
。
泉
谷
の

大
清
水
や
寒
暖
の
差
も
手
伝
っ
て
、

よ
り
お
い
し
い
米
が
で
き
ま
す
。
多

く
の
人
が「
う
ま
い
」
と
言
っ
て
食

べ
て
く
れ
る
、
そ
れ
が
農
家
に
と
っ

て
一
番
の
幸
せ
で
す
か
ら
。

　

私
の
家
系
で
は
、
子
ど
も
が
一
人

で
き
る
ご
と
に
一
枚
の
田
を
こ
し
ら

え
て
き
ま
し
た
。
厳
し
い
父
の
教
え

を
守
っ
て
き
た
の
で
、
棚
田
を
荒
ら

し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
思
い
が
頭

か
ら
離
れ
ま
せ
ん
。
祖
先
か
ら
受
け

継
い
だ
も
の
を
、
な
ん
と
か
残
さ
な

け
れ
ば
と
い
う
思
い
で
や
っ
て
い
ま

す
。
大
変
だ
け
れ
ど
、
ず
っ
と
守
っ

て
い
き
た
い
で
す
。

　祖父が棚田を造り始めたと聞いているの
で、おそらく150年くらい泉谷で米を作っ
ていることになります。祖父たちが棚田を
造っている姿は覚えています。当時は機械
なんかないので、石積みの石は掘って出た
のを使っているし、大きい石がでたら発破
で割るのを見ていました。
　これまでなんとか守ってきましたが、維

持が大変になってきました。石垣の草引き
も自分でしてたけれど、今はもうできなく
なってしまいました。
　うちの田は機械が入るし、畦

あぜ

をコンク
リートで塗って作業しやすいようにして
いるけれど、それでも続けるのは難しいで
す。息子たちは戻らないので、見えない棚
田は止める方向で検討しています。

たった３戸の集落、 直面する後継者問題
知
っ
て
ほ
し
い
棚
田
の
現
状

　　

棚
田
を
見
る
と
、
誰
も
が
そ

の
心
癒
さ
れ
る
景
色
を
残
し

た
い
と
思
う
は
ず
―
―
。
し
か

し
、
農
村
部
の
過
疎
化
や
高
齢

化
の
進
行
は
深
刻
で
、
そ
の
維

持
は
困
難
な
の
が
現
状
で
す
。

泉
谷
の
棚
田
も
同
様
に
、
後
継

者
の
問
題
に
直
面
し
、
棚
田
を

ど
の
よ
う
に
次
の
世
代
に
引
き

継
い
で
い
く
か
が
大
き
な
課
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

泉
谷
の
棚
田
・
約
４
㌶
を
日

常
的
に
手
入
れ
し
て
い
る
農
家

は
、
わ
ず
か
３
戸
。
ど
の
家
庭

も
後
継
者
が
な
く
、
高
齢
者
が

中
心
に
な
っ
て
大
変
な
棚
田
の

農
作
業
を
し
て
い
ま
す
。

　
「
泉
谷
地
区
棚
田
を
守
る
会
」

の
活
動
な
ど
で
棚
田
フ
ァ
ン
が

増
え
、
知
名
度
も
上
が
り
ま
し

た
が
、
後
継
者
問
題
の
出
口
は

い
ま
だ
に
見
え
て
い
ま
せ
ん
。

　

祖
先
か
ら
受
け
継
い
で
き
た

も
の
を
守
り
た
い
―
―
。
そ
の

思
い
で
、
今
も
踏
ん
張
っ
て
い

る
皆
さ
ん
。
し
か
し
限
界
は
確

実
に
近
づ
い
て
い
ま
す
。
棚
田

の
現
状
を
知
り
、
私
た
ち
が
力

に
な
れ
る
こ
と
、
少
し
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
。

棚
田
を
荒
ら
し
て
は
い
け
な
い
、

そ
の
思
い
が
頭
か
ら
離
れ
な
い

泉
谷
地
区
棚
田
を
守
る
会
会
長　

上
岡　

満み
つ
え榮

さ
ん（
71
）

【棚田の現状】　1_数年前は棚田だった場所。管理者がいなくなるとすぐに荒れ果てた　2_稲木用の竹を運ぶ上岡さん　3_小さな
機械しか入らない棚田　4_棚田に水を送る竹の水路。水の管理は経験も必要　5_手入れができない石積みは、大きな草が生えて
壊れる危険もある　6_泉谷地区を出て、八幡浜市に住んでいる土居清

きよはる

春さん。棚田を荒らさないよう耕作を続けている

祖父が造った棚田。守りたいけれど維持が難しい――
清水　善

ぜ ん じ ろ う

二郎さん（78）

２

５６

３

４

１

収穫の時期を迎え、一人で稲木作りをする上岡満榮さん
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　役場の人に小さい米俵作ってと言われて
「何が始まるか、ようわからんわ」言うて
笑ったことよ。昔やってたことは、よう覚
えとるけん、世話無しに編めたけど、小さ
いのは仕舞いが難しいけん、１日に４～５
個しか作れんのよ。
　昔はどの家にもわらを編む道具があって
な、小さい頃から手伝わされて「勉強なん
かするな」言うて怒られよったんよ。小学
校４年の頃に初めて自分の草履を作った
い。誰も教えてくれんけん、見よう見まね
で作って、ムカデみたいな草履を履いてた
なぁ。昔は稲のわらが貴重やって、何でも
わらで作ってたけれど、今になって役に立
つなんて、面白い話やね。

【問い合わせ】
町並・地域振興課
グリーンツーリズム係
☎０８９３（４４）２１１４

　ふるさと納税の返礼品として、９月から
「泉谷の棚田米」を選ぶことができるよう
になりました。ふるさと納税は「納税」と
いう言葉がついていますが、実際には自
治体への「寄付」です。寄付先は出身地に
限らず、自分が応援したい自治体を選びま
す。寄付いただいた人に「泉谷の棚田米」
を進呈することで、地域の活性化につなが
ることが期待されます。また、これから寄
付金の使途に棚田などを守る項目を加え、
棚田を応援してくれる人の思いを、そのま
ま棚田に使えるよう検討しています。
　大清水が育んだ希少な棚田米を、ふるさ
と納税の返礼品に選んでもらうよう、ぜひ
親類や友人の皆さんにお勧めください。

【問い合わせ】
総務課　政策調整班
☎０８９３（４４）６１５１

　

大
き
な
課
題
を
抱
え
な
が
ら
も
諦

め
ず
、
棚
田
を
未
来
へ
残
す
方
法
を

模
索
し
て
い
る「
泉
谷
地
区
棚
田
を

守
る
会
」
の
皆
さ
ん
。
地
元
の
御
祓

自
治
会
も
協
力
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な

活
動
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
16
年
に
は「
棚
田
オ
ー
ナ
ー

制
度
」
を
導
入
。
こ
れ
ま
で
延
べ

１
４
０
組
の
人
た
ち
が
参
加
し
て
、

田
植
え
や
稲
刈
り
な
ど
の
農
作
業

を
手
伝
い
な
が
ら
、
地
域
と
の
交
流

を
深
め
て
い
ま
す
。
平
成
17
年
か
ら

は
、
棚
田
の
景
観
を
も
っ
と
良
く
し

よ
う
と
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
植
栽
を
始
め

ま
し
た
。
地
元
住
民
な
ど
の
寄
付
を

受
け
、
こ
れ
ま
で
に
約
１
３
０
０
本

の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
を
植
え
ま
し
た
。
27

年
に
は「
泉
谷
棚
田
し
ゃ
く
な
げ
祭

り
」
を
初
め
て
開
き
、
多
く
の
人
で

に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
毎
年
約
50
人
が
参
加
す

る
自
然
浴
ツ
ア
ー
や
地
元
小
学
生
の

農
業
体
験
な
ど
も
行
う
な
ど
、
交
流

活
動
に
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
歩
だ
け
前
へ

　

27
年
度
か
ら
は
、
棚
田
米
を
使
っ

た
新
し
い
取
り
組
み
を
始
め
ま
し

た
。
一
つ
は
米
俵
の
販
売
。
も
う
一

つ
は
ふ
る
さ
と
納
税
の
活
用
で
す
。

棚
田
米
の
価
値
が
上
が
り
、
生
活
で

き
る
だ
け
の
収
入
が
得
ら
れ
る
な

ら
、
大
変
な
農
作
業
で
も
や
っ
て
く

れ
る
人
が
出
て
く
れ
る
の
で
は
な
い

か
―
―
。
上
岡
さ
ん
た
ち
は
、
そ
う

期
待
し
て
い
ま
す
。

　
「
や
れ
る
こ
と
は
、
や
ら
な
け
れ

ば
」
ま
た
一
歩
、
力
を
振
り
絞
っ
て

前
に
進
み
ま
す
。
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「
今
の
う
ち
に
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
や
っ
て
お
き
た
い
―
―
」

【写真】棚田で行っているイベント

「泉谷地区棚田を守る会」の皆
さん、イベントごとに行う会議

４月に初めて開かれた「シャク
ナゲ祭り」。にぎやかな会場

自然浴ツアーで披露される「御
祓豊年踊り」の一場面

５月には棚田オーナーが集まっ
て、田植えを行う

７月には「かかし作りコンテス
ト」が行われる

ふるさと納税で
棚田を応援してください

ばあちゃんが作る米俵で
棚田米を贈答用に――

土居ナミ子さん（85）

未
来
へ
向
か
っ
て
、
棚
田
を
守
る
新
た
な
取
り
組
み

＼ご贈答用に／棚田米の感動を
ご自宅で！

「
ま
だ
諦
め
な
い

頑
張
る
棚
田
の
一
筋
の
光
り

「
ま
だ
諦
め
な
い
」

頑
張
る
棚
田
の
一
筋
の
光
り
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　今は私だけ東京都に住んでい
ますが、収穫を楽しみにしていた
ので戻って来ました。３年前に転
勤で東京から松山市に来たとき
から、都会育ちの子どもたちに農
業体験をさせてあげたいと、棚田
オーナー制度に参加しています。
長男が夏休みの自由研究で棚田を
調べるなど、今では家族みんなが
好きな場所です。棚田を守る大変
さも知り、東京にいても会長たち
のことが気になります。何らかの
形で関わりを持ち続けたいですね。

　棚田は自分の田舎みたいで大
好きです。水がきれいで、そのま
ま飲んでも大丈夫――。生き物も
いっぱいいるので、棚田は人にも
生き物にも大切な場所だと思い
ます。１年間通して棚田に関わっ
て、住んでいる人たちの苦労を感
じました。上岡会長さんは70歳を
越えても守り続けていてすごいで
す。一人では続けられないので、
棚田がどうなっていくか心配して
います。荒れたら大変なので、若い
人たちにも協力してほしいです。

棚田はもう一つのふるさと 東京からも応援しています

　小田出身ですが、泉谷の棚田は
名前を知っているだけでした。棚
田に来るようになり、自分が知っ
ている内子町の魅力が１つ増えま
した。昔ながらの作業をみんなで
すると、祭りの原点を感じて楽し
いです。こういう農作業が残って
いること自体がすてきなことだと
思いました。
　自分には情報雑誌の会社に入っ
て、人を紹介する雑誌を作りたい
という夢があります。その夢をか
なえて、棚田やここで暮らす人の
魅力を多くの人に伝えたいです。

　香川県での就職が決まり、出版
部でオーナー制度に参加するの
は、最後になります。
　棚田に来るとほっとした気持ち
になれました。上岡会長やお母さ
んに会えるが楽しみだったので、
あまり来られなくなると思うと寂
しいです。棚田を維持するのは大
変ですが、営みも景色もこのまま
であってほしい――。この場所が
なくなってほしくないです。
　邪魔かもしれないけれど、ふ
らっと香川県から遊びに来たいと
思います。

　棚田に興味があり、５年前から
学生を連れて棚田オーナー制度に
参加しています。場所も人もいい
ので、棚田を好きになる学生がた
くさんいます。自分もその一人で
す。
　50 歳の誕生日に、10 年間棚田
に通うという目標を立てました。
もっと農業を学ぼうと、熟年者の
農業講座も受けています。棚田は
管理を怠ると、すぐに荒れます。
ごまかしが利かない世界で頑張っ
ている地域の人たちを、これから
も応援したいです。

棚田の魅力を雑誌で伝える 「守りたい」思いは同じ 10年間は棚田に通いたい

橋本　青
はるあき

明くん 橋本　典
のりあき

明さん

橋本典明さん、恵
え み

美さん、青明くん
和
か ず な

奈ちゃん

1_地域おこし協力隊の渡
邊智

ともひこ

彦さん。棚田に関わ
る若者の背中が頼もしい
2_稲刈りの様子。慣れた
手つきで作業をする子ど
もたち　3_うれしそうに
作業する参加者　4_稲を
下の段に投げる連携作業
5_昼食は棚田米のおにぎ
り。「おいしいー」

秋
、米
、人
、

実
る
―
―
。

　
「
秋
の
棚
田
が
一
番
好
き
」
と
言

う
上
岡
満
榮
さ
ん
。
稲
穂
が
黄
金
色

に
輝
い
て
収
穫
の
時
期
を
迎
え
る

と
、
１
年
の
苦
労
が
喜
び
に
変
わ
る

と
笑
顔
を
見
せ
ま
す
。

　

9
月
13
日
は
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度

に
参
加
す
る
８
グ
ル
ー
プ
・
25
人
が

集
ま
り
、
収
穫
作
業
の
手
伝
い
を
し

ま
し
た
。
田
お
こ
し
か
ら
参
加
し
、

田
植
え
や
草
刈
り
も
し
た
の
で
、
喜

び
も
ひ
と
し
お
。
稲
刈
り
や
稲
を
天

日
干
し
に
す
る
大
変
な
作
業
に
も
、

笑
み
が
こ
ぼ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

上
岡
さ
ん
は「
オ
ー
ナ
ー
制
度
が

始
ま
っ
た
当
時
は
、
畦
が
壊
れ
た

り
、
苗
を
植
え
直
し
た
り
大
変
だ
っ

た
。
今
は
み
ん
な
上
手
に
な
っ
て
、

作
業
も
早
い
。
本
当
に
助
か
る
」と
、

そ
の
成
長
を
喜
び
ま
す
。

　

オ
ー
ナ
ー
の
皆
さ
ん
は
上
岡
さ
ん

や
奥
さ
ん
の
淳じ

ゅ
ん
え惠

さ
ん
、
地
元
の
人

た
ち
の
人
柄
に
触
れ
、
ま
す
ま
す
棚

田
を
好
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
棚
田

を
守
る
難
し
さ
を
理
解
す
る
人
も
増

え
、
平
成
16
年
か
ら
続
い
て
い
る
交

流
が
、
実
を
結
び
つ
つ
あ
り
ま
す
。

後
継
者
問
題
の
解
決
ま
で
に
は
至
り

ま
せ
ん
が
、
泉
谷
の
棚
田
を
未
来
に

つ
な
ぐ
、
大
き
な
一
歩
で
す
―
―
。

愛
媛
大
学
３
回
生

谷　

誠せ
い
じ時

さ
ん

愛
媛
大
学
４
回
生

亀
田　

真ま

み美
さ
ん

㈱
コ
ト
バ
の
森

串
部　

公こ
う
き基

さ
ん

４５ ３

１

２

棚田大好き！  ――応援の声――
棚田オーナーの皆さんからの

棚田オーナー・愛媛大学メディアサポーター出版部の皆さん

棚田オーナー・橋本さん一家

棚田の収穫作業に参加した皆さん

特
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調
査
で
初
め
て
泉
谷
の
棚
田
を

訪
れ
た
と
き
は
、
本
当
に
驚
き
ま
し

た
。
全
国
的
に
耕
作
放
棄
地
の
問
題

が
深
刻
で
、
残
っ
て
い
る
棚
田
で
も

所
々
に
放
棄
地
が
見
ら
れ
る
の
が
普

通
で
す
。
し
か
し
泉
谷
の
棚
田
は
、

見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
急
傾
斜
地

に
あ
る
の
に
、
手
が
行
き
届
い
て
い

る
―
―
。
そ
の
美
し
さ
は
、
唯
一
無

二
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ

ど
、
珍
し
く
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

そ
の
素
晴
ら
し
さ
が
際
立
つ
の

は
、
先
人
が
造
っ
た
持
続
可
能
な
水

田
の
仕
組
み
と
、
地
域
の
人
た
ち
の

棚
田
に
対
す
る
意
識
の
高
さ
で
す
。

　

仕
組
み
の
特
徴
の
一
つ
は
、
石
積

み
の
技
術
の
高
さ
。
特
に
棚
田
の
下

に
埋
め
ら
れ
た
石
の
水
路（
暗あ

ん
き
ょ渠

）

は
、
大
雨
の
と
き
な
ど
、
不
要
な
水

を
素
早
く
川
へ
逃
が
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
災
害
を
防
ぎ
、
田
を
守
る
た

め
の
先
人
の
知
恵
で
す
。

　

地
域
の
人
た
ち
の
素
晴
ら
し
さ

は
、
草
刈
り
に
も
現
れ
て
い
ま
す
。

雑
草
に
は
法
面
を
守
る
役
目
が
あ
る

の
で
、
根
っ
こ
を
枯
ら
す
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
で
も
日
影
や
害
虫
の
温

床
を
作
ら
な
い
た
め
、
こ
ま
め
な
草

刈
り
が
必
要
で
す
。
い
つ
も
き
れ
い

な
景
色
が
見
ら
れ
る
の
は
、
地
域
の

人
た
ち
の
棚
田
に
対
す
る
愛
情
が
詰

ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
棚
田
を
次
の
世
代
へ
残
す
た

め
に
は
、
景
観
と
農
作
業
の「
バ
ラ

ン
ス
」が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な

り
ま
す
。
機
械
が
使
え
な
い
こ
と
や

作
業
に
危
険
を
伴
う
と
い
う
状
況

を
改
善
し
な
い
と
、
新
し
い
担
い
手

は
見
込
め
ま
せ
ん
。
道
路
を
広
げ
た

り
、
畦あ

ぜ

を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
固
め
た
り

す
れ
ば
、
景
観
は
少
し
変
わ
り
ま
す

が
、
作
業
の
安
全
性
と
効
率
は
上
が

り
ま
す
。
棚
田
の
場
合
、
農
作
業
を

続
け
な
い
と
景
観
を
守
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
す
る
か
―
―
。

　

今
み
ん
な
で
考
え
選
択
し
た
こ
と

が
、
10
年
・
20
年
後
の
棚
田
の
姿
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

愛媛大学農学部
地域計画情報学研究室
准教授　武山絵

え み

美さん

　
「
棚
田
を『
美
し
い
自
然
』と

言
う
人
も
い
る
が
、
棚
田
は
自

然
で
は
な
い
。
自
然
と
戦
い
な

が
ら
、
共
存
し
よ
う
と
す
る
営

み
が
美
し
い
ん
だ
―
―
」
と
、

誰
か
が
言
い
ま
し
た
。
棚
田
と

共
に
つ
つ
ま
し
く
暮
ら
す
上
岡

さ
ん
た
ち
を
見
て
い
る
と
、
本

当
に
そ
う
思
い
ま
す
。

　

収
穫
が
一
段
落
し
て
、
棚
田

を
見
つ
め
る
上
岡
さ
ん
が「
自

分
た
ち
の
生
活
の
た
め
だ
け
な

ら
止
め
て
い
た
か
も
」と
心
境

を
吐
露
し
ま
す
。「
守
り
た
い
」

と
い
う
思
い
は
、
い
つ
し
か
多

く
の
人
の
願
い
に
な
り
、
そ
れ

を
背
負
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

私
た
ち
の
思
い
が「
守
っ
て

ほ
し
い
」か
ら「
守
り
た
い
」に

変
わ
る
と
き
、
新
し
い
棚
田
の

物
語
が
始
ま
り
ま
す
。

ここから始まる物語
貴重な棚田は泉谷地区の人たちだけでなく、内子町の宝物です。
この宝物を未来へ残すため、私たちに何ができるのか――。

「守ってほしい」という思いが「守りたい」に変わるとき、棚田の新しい物語の扉が開きます。

1_黒い穴が暗渠。高い技術で石が組まれている
2_コンクリートで固めた畦　3_草刈りを手伝う
串部公基さん。作業を手伝う人が増えている

唯
一
無
二
の
貴
重
な
棚
田
―
―

み
ん
な
で
守
る
方
法
を
選
択
し
て
ほ
し
い

こ
の
景
色
を

　

ず
っ
と
「
守
り
た
い
」
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