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「
お
い
し
い
お
こ
め
を
つ

く
っ
て
み
ま
せ
ん
か
」
に
参

加
し
て 

今
回
、
田
植
え
・
稲
刈
り

体
験
ツ
ア
ー
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
、
本
当
に
よ
い
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

初
め
は
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
参
加
し

て
も
、
将
来
農
業
に
携
わ
ら
な
い
だ
ろ
う

に
、
参
加
し
て
も
大
丈
夫
な
の
か
ど
う
か

迷
い
ま
し
た
。
興
味
本
位
の
私
た
ち
が
棚

田
を
踏
み
荒
ら
し
て
も
よ
い
の
か
ど
う

か
、
ま
た
、
多
く
の
人
が
棚
田
の
美
し
さ

を
求
め
て
観
光
に
来
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ

し
て
開
発
が
進
ん
だ
ら
、
今
あ
る
自
然
が

壊
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い

う
懸
念
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
今
回
体
験
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
を
た
く
さ
ん
の
人
に
伝
え
る
こ
と
は

で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。 

現
在
、
食
料
自
給
率
４
０
％
と
低
迷
し

て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
日
頃
自
分
達
の
口

に
し
て
い
る
も
の
の
生
産
現
場
を
目
に

す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

ん
な
状
況
の
中
で
主
食
で
あ
る
米
の
作

ら
れ
る
過
程
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
、

実
際
に
体
験
で
き
る
こ
と
は
非
常
に
有

意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

名
古
屋
か
ら
車
で
約
２
時
間
と
い
う

距
離
、
棚
田
ま
で
続
く
鋪
装
さ
れ
た
道
は
、

今
ま
で
全
く
関
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
農

業
・
自
然
と
い
う
も
の
を
と
て
も
近
付
け

て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
じ
わ
じ

わ
と
人
と
自
然
、
人
と
食
、
様
々
な
距
離

を
縮
め
て
く
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
、
少
し
で
も
多
く
の
人
が

棚
田
の
良
さ
を
知
り
、
大
切
に
し
て
い
っ

て
く
れ
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

少
し
で
も
そ
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い

た
だ
け
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

地
元
の
小
山
舜
二
さ
ん(

ふ
る
さ
と
水

と
土
指
導
員)

に
は
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。
小
山
さ
ん
は
こ
の
棚
田
が

好
き
で
好
き
で
た
ま
ら
な
い
ご
様
子
で
、

お
話
を
通
し
て
、
そ
の
熱
意
が
大
き
く
感

じ
ら
れ
ま
し
た
。 

特
に
印
象
に
残
っ
た
言
葉
は
、
棚
田
を

貫
き
、
天
ま
で
昇
く
か
の
よ
う
な
作
業
道

(

景
観
道)

が
「
も
し
、
出
来
て
い
な
か
っ

た
ら
、
棚
田
の
お
百
姓
さ
ん
の
多
く
は
田

ん
ぼ
を
作
る
の
を
や
め
て
い
た
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
都
市
の
皆
さ
ん
も
大
勢
訪
れ

る
よ
う
に
な
り
癒
し
、
潤
い
を
感
じ
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
本
当
に
よ
い
、
税
金

を
使
っ
て
い
た
だ
い
た
。
」
と
目
を
輝
か

し
て
お
話
し
を
さ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、

そ
の
重
い
言
葉
を
お
聞
き
し
て
「
ハ
ッ
」

と
し
ま
し
た
。 
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第 12 回全国棚田(千枚田)サミット 
    テ－マ：棚田・未来への継承～人の絆が棚田を創る～ 
 
■と き／平成 18 年 10 月６日(金)～７日土) 
■ところ／宮崎県日南市 
 
開催日程 
１０月６日(金) 第１日目  
時 間 内  容 
9:00～全国棚田(千枚田)連絡協議会理事会 

10:00～同協議会総会・首長会議 
11:50～昼食 
13:00～開会式 
13:30～基調報告(1)都市部の棚田の報告 
        (2)地方の棚田の報告  
15:15～パネルディスカッション 
17:30～全体交流会 
 
１０月７日(土) 第２日目 
時 間 内  容 
9:00～坂元棚田ミニカントリ－ウォ－ク 

10:30～事例発表 
11:00～宣言案採択 
11:10～閉会式 
11:30～昼食 

第 12 回全国棚田サミツトが宮崎県日南市の坂元棚田で開かれます。 
坂元棚田は昭和８年完成までに５年の歳月を費やして造られたそうです。 
坂元棚田の特徴はほぼ長方形をした石積みの田んぼが階段状に並び、馬耕農業を
前提として開墾されたと云います。 

坂元の棚田   
農 家 戸 数  １３戸 
総 枚 数 約７０枚 
総 面 積 ３.５ﾍｸﾀ-ﾙ 



巡 

検 
 

八
月
十
三
日
、
三
遠
地
方
民
俗
と
歴
史

研
究
会
一
行
三
十
余
名
が
四
谷
の
千
枚

田
「
石
積
み
の
棚
田
」
と
身
平
橋
の
「
念

仏
踊
り
」
を
巡
検
し
ま
し
た
。 

 

杉
本
会
長
さ
ん
は
「
こ
の
地
区(

連
谷)

に
は
二
つ
の
素
晴
ら
し
い
民
俗
伝
承
が

あ
る
。
そ
の
一
つ
は
四
谷
の
千
枚
田
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
忠
実
に
伝
承
さ
れ
て
い

る
念
仏
踊
り
で
あ
る
。
こ
の
地
域
の
二
つ

の
宝
は
、
本
日
、
皆
さ
ん
の
郷
土
を
想
う

お
姿
を
拝
見
し
て
、
未
来
永
劫
に
繋
が
る

も
の
と
確
信
す
る
」
と
土
民
に
挨
拶
を
さ

れ
ま
し
た
。 

【
献
言 

杉
本 

功
氏
】 

 

こ
ど
も
農
学
校
の
稲
刈
り 

 

九
月
十
六
日(

土)

、
Ｊ
Ａ
愛
知
東
主
催

の
「
こ
ど
も
農
学
校
」
の
稲
刈
り
が
行
わ

れ
ま
す
。(

参
加
者 

五
十
九
名) 

連
谷
小
学
校
の
催
し 

▽ 

案
山
子
立
て  

九
月
六
日(

水)

、
午
後 

全
校
生
徒
十
一
人
が
十
一
体
の
案
山
子

を
田
ん
ぼ
に
立
て
、
ス
ズ
メ
や
サ
ル
、
イ

ノ
シ
シ
を
追
っ
払
い
ま
す
。 

▽ 

稲
刈
り 

九
月
二
十
八
日(

木)

に
行

わ
れ
ま
す
。 
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三
河
の
山
里
活
性
化
事
業
実
行
委
員

会
主
催
の
四
谷
の
千
枚
田
で
「
お
い
し
い

お
こ
め
を
つ
く
っ
て
み
ま
せ
ん
か
」
の
ツ

ア
ー
最
終
回
の
稲
刈
り
体
験
が
九
月
九

日(
土)
、
に
行
わ
れ
ま
す
。 

岡
崎
市
ウ
オ
ー
キ
ン
グ 

 

八
月
二
十
七(
日)

、
岡
崎
市
ウ
オ
ー
キ

ン
グ
ク
ラ
ブ
協
会(
百
八
十
人)

が
千
枚
田

や
石
仏
を
コ
ー
ス
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。 

里
山
ウ
オ
ー
キ
ン
グ 

 

九
月
七
日(

木)

、
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
セ

ン
タ
ー
主
催
で
「
四
谷
の
千
枚
田
。
鞍
掛

山
」
の
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
が
行
わ
れ
ま
す
。 

架
設
ト
イ
レ 

千
枚
田
入
口
に
架
設
ト
イ
レ
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。 

風
光
明
媚
な
四
谷
の
千
枚
田
を
訪
れ

た
そ
の
記
念
に
ト
イ
レ
も
使
用
し
て
い

こ
う
と
扉
を
開
け
た
途
端
、
熱
気
で
臭
い

ム
ン
ム
ン
、
汗
ダ
ラ
ダ
ラ
・
・
・ 

い
つ
も
ト
イ
レ
を
清
潔
に
と
気
遣
っ
て

い
る
小
山
泰
弘
副
会
長
の
好
意
で
「
葦

簀
」
が
張
ら
れ
、
お
か
げ
で
安
気
に
小
用

を
足
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

葦
簀
購
入
資
金
は
ト
イ
レ
を
使
用
す

る
皆
さ
ん
の
善
意
の
壺
「
チ
ャ
リ
ン
」
の

浄
財
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

:

げ
な
げ
な
噺 

連
谷
尋
常
小
学
校
が
四
谷
椎
島
よ
り

現
在
地
に
移
転
し
た
の
は
大
正
十
四
年

三
月
二
十
一
日
だ
っ
た
だ
げ
な
。 

そ
の
時
、
大
代
の
「
高
橋
庄
松
っ
さ
」

は
永
代
の
記
念
に
と
、
校
門
を
贈
っ
た
だ

げ
な
。 

こ
の
校
門
は
合
戸
川
の
曼
荼
羅
石
の

直
ぐ
上
と
心
中
淵
の
平
岩
を
、
石
の
み
と

芹
矢
で
切
り
と
り
、
校
区
の
皆
ん
な
が
地

車
や
、
て
こ
ん
棒
を
使
い
、
そ
れ
は
そ
れ

は
難
儀
を
し
て
、
や
っ
と
こ
サ
、
学
校
ま

で
運
ん
で
校
門
と
し
て
建
て
た
だ
げ
な
。 

 

あ
ん
た
も
、
暇
ず
ら
ぁ
に
・
・
い
っ
か

い
、
校
門
を
見
て
み
り
ん
・
・
右
側
の
門

の
真
菰
よ
り
に
曼
荼
羅
経
が
チ
ョ
コ
ッ

と
見
え
る
だ
に
・
・
・ 

               

曼
陀
羅
石(

生
痕
化
石)

を
校
門
に
し
た

お
陰
か
、
子
供
ら
の
中
に
は
「
字
」
が
う

ま
い
子
も
お
る
だ
げ
な
・
・
・ 

行 
 

平
成
十
八
年
八
月
二
十
日 

  
 
 

鞍
掛
山
麓
千
枚
田
保
存
会 

発 
 

文 
 

責 

小 

山 

舜 

二 


