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豊かなむらづくり全国表彰事業の審査結果 
 

６月２９日に行われた「豊かなむらづくり」審査会現地調査には、校区の皆さんの

多大なるご協力により無事審査を終えることができました。 
 東海３県の現地調査が７月４日に全て終了し、岐阜県御嵩町「美佐野地区」が集落

内の水田を作業受託する機械化営農組合を中心としたむらづくりで農林水産大臣賞

に、愛知県新城市「連谷校区」と三重県度会郡南伊勢町「五ヶ所湾きらりふれあいの

会」がそれぞれ東海農政局長賞に決定しました。 
豊かなむらづくり全国表彰事業 

趣   旨 

 むらづくりの全国的な展開を助長し、もって地域ぐるみの連帯感の醸成及びコミュ

ニティ機能の強化を図り、農林漁業及び農山漁村の健全な発展に資する。 
実施主体 

 農林水産省・日本農林漁業振興会 
表彰対象 

農林漁業を核とし、生活、文化等を含む幅広い地域活動を展開する総合的なむらづ

くり 
審査基準 

１、自主的な努力と創意工夫の状況・・苦難の課程とその克服、独創性、特色 

２、合意形成の状況・・非農林漁家を含めた創意 

３、推進体制り整備・運営の状況・・継続性、発展性 

４、農林漁業の振興とその担い手の育成への寄与・・確たる成果、普及性、模範性 

５、豊かで住みよい農山漁村の建設への寄与状況 

連谷校区の評価 

 千枚田を中心とした景観保全、都市住民との交流、情報発信(四谷の千枚田だよ

り)・校区のふれあい等が高く評価されました。  

豊かなむらづくり現地調査の状況  今、連谷は熱い！ 

《地域の活性化は豊かなむらづくり》 
連谷校区は、「平成 18 年度 全国豊かなむらづく

り表彰事業」において、東海農政局長賞の栄誉に輝

きました。 
 全国棚田サミットを成功させた地域の情熱、団結

力が評価され、今後の地区発展について考える場と

なったことは有意義なことであったと思います。 
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・・

「四谷の千枚田だより」は新城市及び鳳来町(旧)のホ－ムペ－ジに掲載されています 

田吾作 山都共生を熱く語る 
景観道散策 

審査状況 
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三
河
の
山
里
活
性
化
事
業
実
行
委
員

会
主
催
の
田
植
え
か
ら
稲
刈
り
ま
で
の

体
験
ツ
ア
ー
が
七
月
八
日
、
四
谷
の
千
枚

田
で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

参
加
者
は
自
ら
が
植
え
た
「
ミ
ネ
ア
サ

ヒ
」
の
生
長
に
ビ
ッ
ク
リ
、
田
の
草
取
り

に
も
力
が
入
っ
た
模
様
で
し
た
。 

 

昼
は
千
枚
田
が
一
望
で
き
る
海
源
庵

で
地
元
の
「
お
っ
か
さ
ん
」
の
郷
土
料
理

に
感
謝
、
感
激
、
「
お
っ
つ
う
」
や
「
漬

物
」
の
作
り
方
を
教
え
て
も
ら
う
な
ど
微

笑
ま
し
い
光
景
が
み
ら
れ
ま
し
た
。 

           

午
後
は
、
保
存
会
顧
問
の
古
田
和
男
さ

ん
の
梅
畑
で
梅
取
り
を
楽
し
み
ま
し
た
。 

田
の
草
と
り 

 

七
月
十
二
日
、
連
谷
小
学
校
の
こ
ど
も

達
は
学
校
田
の
「
田
の
草
と
り
」
を
行
い

ま
し
た
。
今
年
は
全
校
生
徒
が
十
一
名
に

な
り
、
田
ん
ぼ
も
【
ミ
サ
イ
ル
の
田
】
せ
い

こ
・
あ
ら
た
・
は
る
ま
さ
【
コ
ロ
ボ
ッ
ク
ル

の
田
】
な
お
・
も
え
み
・
か
ん
た
・
き
ょ

う
ご
・
け
い
し
・
し
ょ
う
た
【
四
季
ケ
ー

キ
田
】た
く
ま
・
ゆ
う
き 

と
グ
ル
ー
プ
毎

に
名
前
を
付
け
、
千
枚
田
を
道
場
に
「
働

き
」
、
「
学
び
」
、
「
遊
び
」
と
生
き
た(

体

験)
学
習
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

う
ら
や
ま
し
い
こ
と
に
、
こ
ど
も
達
は
、

農
作
業
や
校
外
学
習
の
お
り
、
千
枚
田
で

給
食
を
取
る
な
ど
、
千
枚
田
と
は
切
っ
て

も
切
れ
な
い
、
そ
れ
こ
そ
「
千
枚
田
漬
け
」

の
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
き
っ
と
大

人
に
な
っ
て
、
よ
い
思
い
出
に
な
る
こ
と

で
し
ょ
う
。 

げ
な
げ
な
噺 

⑬ 

ま
ん
だ
ら
石
と
弘
法
様 

 

合
戸
橋
の
袂
に
「
曼
荼
羅
石
」
が
あ
る
。

こ
の
曼
荼
羅
石
は
、
昭
和
四
十
年
代
後
半
、

合
戸
川
の
河
川
改
修
で
こ
の
場
に
移
転

し
た
も
ん
だ
。 
 

曼
荼
羅
石
の
所
以
は
、
昔
々
、
弘
法
大

師
が
こ
の
地
を
訪
れ
、
二
枚
岩
が
斜
め
に

起
立
す
る
見
事
な
大
岩
に
感
動
し
、
筆
で

さ
ら
さ
ら
と
曼
荼
羅
経
を
し
た
た
め
、
村

の
者
に
「
こ
の
石
を
起
こ
す
こ
と
に
よ
り

身
平
橋
の
村
は
栄
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
言

っ
て
立
ち
去
っ
た
だ
げ
な
。 

 

そ
の
後
、
村
人
は
こ
の
石
を
曼
荼
羅
石

と
呼
び
、
岩
の
上
に
弘
法
様
を
祀
つ
っ
た

だ
げ
な
。
弘
法
様
は
た
い
て
い
の
大
水
に

も
流
さ
れ
る
事
が
な
か
っ
た
げ
な
が
、
あ

の
大
代
の
山
津
波
の
時
、
と
う
と
う
流
さ

れ
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
げ

な
が
、
岩
淵
だ
っ
た
か
、
酉
の
下
だ
っ
た

か
？
そ
の
辺
で
村
人
が
悲
し
そ
う
な
鳴

き
声
を
聞
き
、
探
し
た
と
こ
ろ
首
の
な
い

弘
法
様
が
見
つ
か
っ
た
だ
げ
な
。 

明
治
四
十
二
年
、
再
び
流
さ
れ
な
い
よ

う
に
と
、
身
平
橋
の
若
い
衆
は
、
千
枚
田

が
見
え
る
海
源
庵
に
石
の
弘
法
様
を
背

負
い
上
げ
、
村
人
皆
ん
な
で
頭
や
顔
を
作

り
、
今
で
も
祀
っ
と
る
だ
ぞ
ん
。 

 

戦
後
の
荒
廃
し
た
昭
和
二
十
三
年
、
身

平
橋
の
若
い
衆
は
村
の
繁
栄
を
曼
荼
羅

石
に
託
し
、
「
越
中
ふ
ん
ど
し
」
一
本
で

大
デ
コ
や
丸
太
ん
棒
で
何
と
か
少
し
で

も
起
こ
そ
う
と
挑
ん
だ
が
ビ
ク
と
も
し

な
か
っ
た
だ
げ
な
。 

そ
ぉ
だ
か
、
な
ん
だ
か
知
ら
ん
が
、
身

平
橋
は
近
所
の
村
か
ら
バ
カ
に
「
け
な
げ

ら
れ
る
」
よ
う
に
栄
え
た
っ
ち
ゅ
う
事
は

な
か
っ
た
よ
う
だ
の
ん
・
・ 

 
 

(

舜) 

雑
学
事
典(

古
老
か
ら) 

▽
内
股
膏
薬
＝
例 

○
○
サ
が
そ
う
言
っ

と
っ
た
が
×
×
だ
そ
う
な
げ
な
・
・
私
し

ゃ
ぁ
知
ら
ん
が
・
・
誰
ん
に
も
言
っ
ち
ゃ

ぁ 

あ
か
ん
ぞ
ん
、
あ
ん
た
だ
で
話
す
が
。 

▽
嫁
い
び
り
＝
動
い
て
お
る
だ
け
で
、
働

か
ん
・
・(

意
に
敵
っ
た
名
言) 

お
知
ら
せ 

 

八
月
十
三
日
、
海
源
庵
で
念
仏
踊
り(

は

ね
込
み
・
念
仏
、
と
り
唄
、
手
踊
り)

が
行

わ
れ
ま
す
。 

行 
 

平
成
十
八
年
七
月
二
十
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田の草とりに勤しむ 

こどもたち


