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棚田が蘇った美作市・上山地区
（提供：認定NPO法人英田上山棚田団）
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溜
池
と
水
路

　

中
国
地
方
の
集
落
は
過
疎
化
の
ス
ピ

ー
ド
が
早
く
、
老
年
人
口
比
率
が
50
％

を
超
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。「
人
口
減
少

は
大
問
題
」
と
い
う
枠
組
み
で
見
れ
ば
、

「
大
変
！
」
と
な
る
が
、
こ
の
連
載
は

水
文
化
と
地
域
づ
く
り
を
考
え
る
企
画

で
あ
る
。
現
代
人
の
水
文
化
か
ら
過
疎

と
言
わ
れ
る
集
落
を
眺
め
た
ら
異
な
る

風
景
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
？

　

そ
う
考
え
て
訪
れ
た
の
は
岡
山
県
津

山
市
知ち

わ和
集
落
、
久く

め米
南な

ん
ち
ょ
う

町
山
手
集
落
、

美み
ま
さ
か作

市し

上う
え
や
ま山

地
区
の
3
カ
所
だ
。
吉き

び備

高
原
の
東
側
で
、
溜
池
が
多
い
。
実
際
、

岡
山
駅
か
ら
車
で
北
上
す
る
と
な
だ
ら

か
な
山
々
の
間
に
多
数
の
谷
筋
と
用
水

に
沿
っ
た
耕
地
が
広
が
っ
て
お
り
、
と

も
に
上
流
に
位
置
す
る
。

　

こ
の
景
観
で
思
い
出
し
た
の
が
、
か

つ
て
農
業
経
済
学
の
観
点
か
ら
水
文
化

論
を
展
開
し
た
玉た
ま

城き

哲あ
き
ら（

１
９
２
８ 

¦ 

１
９

８
３
）
で
あ
る
。
溜
池
用
水
と
水
路
用

水
の
違
い
に
つ
い
て
興
味
深
い
こ
と
を

記
し
て
い
る
の
だ
。

「
あ
る
池
の
場
合
、
田た

ど頭
会か

い
（
耕
作
者
の

全
員
集
会
）
は
溜
池
の
堤
の
上
で
ひ
ら
か

れ
、
池
の
水
を
み
な
が
ら
協
議
す
る
と

い
う
慣
行
を
も
っ
て
い
る
…
こ
の
平
等

主
義
的
な
自
治
の
根
幹
は
、
個
々
の
耕

作
農
民
が
、
同
じ
立
場
で
溜
池
の
水
に

直
接
の
か
か
わ
り
を
も
つ
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
」。
対
し
て
水
路
用
水
に
つ

い
て
「
水
路
の
上
流
と
下
流
と
で
は
水

を
と
る
条
件
に
差
異
が
あ
り
…
原
則
と

し
て
上
流
側
が
有
利
な
立
場
に
あ
る
と

い
う
点
に
あ
る
」
と
し
、
水
路
の
取
水

施
設
は
地
域
共
通
の
水
源
で
あ
る
こ
と

か
ら
用
水
組
合
と
い
っ
た
村
々
の
組
織

が
で
き
る
と
記
し
て
い
る
。
早
い
話
、

溜
池
は
個
人
の
自
治
、
水
路
用
水
は
組

織
自
治
と
40
年
以
上
前
に
書
い
て
い
る
。

　

今
回
の
訪
問
地
を
紹
介
し
て
く
れ
た

の
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
み
ん
な
の
集
落
研

究
所
の
阿
部
典
子
さ
ん
だ
。
阿
部
さ
ん

は
小
規
模
高
齢
化
集
落
（
注
）
の
現
場

に
、
自
治
の
し
く
み
を
根
づ
か
せ
よ
う

と
し
て
い
る
地
域
プ
ラ
ン
ナ
ー
だ
。

　

阿
部
さ
ん
は
、
自
ら
の
役
割
に
つ
い
て

「
私
た
ち
は
ま
ず
誇
り
と
自
信
を
引
き

出
す
場
の
設
計
を
し
て
い
ま
す
。
地
域

住
民
の
方
が
『
地
域
に
関
す
る
こ
と
は
、

他
の
誰
で
も
な
い
こ
こ
に
住
む
わ
れ
わ

れ
こ
そ
が
知
っ
て
い
る
』
と
い
う
誇
り
と

自
信
を
再
確
認
し
た
う
え
で
、
一
つ
ひ
と

つ
み
ん
な
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

地
域
は
動
き
ま
す
」
と
言
う
。
そ
の
言

葉
に
促
さ
れ
、
私
た
ち
は
向
か
っ
た
。

個
人
の
困
り
事
は

地
域
で
解
決

　

最
初
は
津
山
市
か
ら
車
で
30
分
ほ
ど

加
茂
川
沿
い
に
北
上
し
た
場
所
に
あ
る

（注）小規模高齢化集落
例えば農林水産省は「農家戸数19戸以下で農家人口の高齢化率
が50％以上の集落」としているが、厳密な定義はない。今回訪ねた三
つの地区・集落はいずれもこの条件に合致しないものの、「世帯や人
口が減って高齢化率が徐々に高まっている集落」という意味で用いた。

1津山市の知和集落を流れ
る加茂川 23NPO法人スマ
イル・ちわの活動拠点は土壁
の米貯蔵庫を改修したもの。
訪ねた日は忘年会で、その準
備も進めていた 4法政大学
の学生たちによる知和集落で
の活動報告。中山間地域の
豊かさに驚く記述も 5NPO
法人みんなの集落研究所 首
席研究員の阿部典子さん 
6NPO法人スマイル・ちわ理
事長の國米彰さん

2

1

3
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知和
集落

溜池と水路と若者
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知
和
集
落
だ
。
川
沿
い
・
水
路
沿
い
に

あ
る
落
ち
着
い
た
佇
ま
い
の
集
落
だ
。

お
会
い
し
た
の
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ス
マ
イ

ル
・
ち
わ
理
事
長
の
國こ
く
ま
い米
彰
さ
ん
。

　

知
和
集
落
の
人
口
は
１
８
０
名
、
世

帯
数
は
65
戸
、
高
齢
化
率
は
49
・
４
％

と
限
界
集
落
直
前
だ
。
國
米
さ
ん
に
よ

る
と
、
知
和
は
他
の
集
落
同
様
、
町
内

会
は
機
能
し
て
お
り
老
人
会
や
防
災
・

防
犯
会
、
環
境
整
備
や
草
刈
り
、
農
地

維
持
管
理
な
ど
の
機
能
を
果
た
し
て
い

た
。
し
か
し
、
高
齢
化
・
過
疎
化
が
進

む
な
か
、
除
雪
が
で
き
な
い
、
草
刈
り

が
大
変
と
い
っ
た
、
個
人
の
困
り
事
が

噴
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
「
地

域
の
困
り
事
は
自
分
た
ち
で
解
決
し
よ

う
」
と
、
町
内
会
と
は
別
に
会
員
数
47

名
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ス
マ
イ
ル
・
ち
わ
を

２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
に
設
立
し
た
。

　

目
的
に
は
「
私
た
ち
の
住
む
地
域

『
知
和
』
を
大
家
族
と
位
置
付
け
、
む

ら
づ
く
り
活
動
・
環
境
保
全
の
推
進
等

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
に
暮
ら

す
ひ
と
り
ひ
と
り
が
つ
な
が
り
、
お
互

い
が
支
え
合
い
助
け
合
い
な
が
ら
安
心

し
て
住
め
る
、
住
み
よ
い
・
明
る
い
む

ら
づ
く
り
に
寄
与
す
る
」
と
あ
る
。

　

従
来
の
村
の
助
け
合
い
で
は
な
く
、

も
っ
と
住
民
個
人
に
向
か
い
合
っ
た
Ｎ

Ｐ
Ｏ
な
の
だ
。
行
な
っ
て
い
る
事
業
も
、

草
刈
り
、
墓
掃
除
な
ど
の
「
便
利
屋
」、

余
剰
野
菜
や
手
づ
く
り
惣
菜
を
売
る

「
ふ
れ
あ
い
マ
ー
ケ
ッ
ト
」、
田
植
え
や

炭
焼
き
な
ど
の
「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」、

倉
庫
を
改
造
し
て
昼
は
ワ
ン
コ
イ
ン
カ

フ
ェ
、
夜
は
５
０
０
円
居
酒
屋
の
「
集

え
る
場
づ
く
り
」
な
ど
。「
ま
ず
や
っ
て

み
よ
う
」
と
い
う
國
米
さ
ん
の
声
で
個

人
対
応
の
集
落
に
踏
み
出
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
先
立
ち
２
０
０
９
年
（
平
成

21
）、
他
の
四
集
落
を
合
わ
せ
た
津
山

市
上
加
茂
地
区
（
物
見
、
河
井
、
山
下
、
知
和
、

青
柳
の
五
集
落
）
が
連
携
し
て
上
加
茂
地
区

住
民
自
治
協
議
会
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

加
茂
川
の
流
域
で
ま
と
ま
ろ
う
と
の
試

み
だ
が
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
。

再
度
、
國
米
さ
ん
の
呼
び
か
け
と
み
ん

な
の
集
落
研
究
所
の
協
力
で
２
０
１
６

年
（
平
成
28
）
ご
ろ
か
ら
話
し
合
い
を
重

ね
、
移
動
部
会
、
空
き
家
部
会
、
福
祉

部
会
、
地
域
資
源
部
会
が
発
足
し
た
。

　

地
域
資
源
部
会
で
は
法
政
大
学
の
学

生
と
協
働
で
、「
地
域
の
お
宝
マ
ッ
プ
」

を
つ
く
り
、
住
民
は
あ
た
り
ま
え
と
思

っ
て
い
る
地
域
資
源
に
価
値
を
与
え
共

有
し
た
。「
よ
そ
も
の
と
し
て
の
若
者
」

が
広
域
自
治
に
踏
み
出
す
住
民
に
力
を

貸
し
た
一
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

ぶ
ど
う
で
若
者
が

帰
っ
て
き
た

　

次
に
訪
れ
た
の
は
、
津
山
市
か
ら
南

に
40
分
ほ
ど
移
動
し
た
久
米
南
町
の
山

手
集
落
だ
。
坂
を
登
っ
て
い
く
と
、
山

手
ダ
ム
と
溜
池
が
現
れ
る
。
山
手
集
落

は
こ
の
水
を
ポ
ン
プ
ア
ッ
プ
し
て
使
っ

て
い
る
溜
池
用
水
の
土
地
で
あ
る
。

「
山
手
集
落
の
あ
る
久
米
南
町
は
明
治

37
年
（
1
9
0
4
）
に
甲
州
ぶ
ど
う
を
導

入
以
来
、
ぶ
ど
う
産
地
と
し
て
有
名
で

す
」
と
説
明
し
て
く
れ
た
の
が
Ｊ
Ａ
つ

や
ま
ブ
ド
ウ
部
会
連
絡
協
議
会
会
長
の

青
山
仁
さ
ん
だ
。
山
手
集
落
で
は
、
２

０
０
６
年
（
平
成
18
）
に
シ
ャ
イ
ン
マ
ス

カ
ッ
ト
を
導
入
し
、
そ
れ
と
並
行
し
て

新
規
就
農
す
る
若
者
も
増
え
て
い
る
。

　

シ
ャ
イ
ン
マ
ス
カ
ッ
ト
の
特
徴
は
「
粒

が
大
き
く
、
甘
く
て
、
種
が
な
い
」。
付

加
価
値
が
高
い
の
だ
。
一
戸
当
た
り
の

栽
培
面
積
は
89
ａ
で
岡
山
県
随
一
。
選

果
が
厳
し
い
お
か
げ
で
市
場
評
価
が
高

く
、
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）
に
は
出
荷

量
１
８
４
ト
ン
、
販
売
金
額
２
億
２
９

０
０
万
円
に
至
る
。
市
場
を
通
じ
て
台

湾
へ
の
販
路
も
生
ま
れ
た
。
農
業
で
暮

ら
し
て
い
け
る
わ
け
だ
。
２
０
０
８
年

（
平
成
20
）
に
63
・
４
歳
だ
っ
た
生
産
者

平
均
年
齢
が
、
２
０
１
８
年
（
平
成
30
）

に
は
53
・
２
歳
と
若
返
り
、
耕
作
放
棄

地
も
ぶ
ど
う
畑
に
再
生
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
は
溜
池
を
資
源
に
、
自
律
的
な

経
営
法
人
に
も
見
え
る
よ
う
な
集
落
に
、

若
い
新
規
就
農
者
が
生
計
を
立
て
る
た

め
に
移
住
し
て
き
た
例
と
い
え
る
。

世
代
を
つ
な
ぐ

広
場
の
よ
う
な
場
所

　

最
後
に
訪
れ
た
の
が
、
美
作
市
上
山

地
区
で
あ
る
。
人
口
は
約
１
８
０
名
。

大
芦
池
と
い
う
溜
池
か
ら
流
れ
る
四
本

の
井
出
（
用
水
路
）
で
棚
田
に
水
が
流
れ

下
っ
て
い
る
。
ま
た
大
芦
池
へ
の
集
水

路
（
掛か
け
い
で

井
出
）
も
二
本
あ
る
。

　

水
路
を
下
る
と
棚
田
が
見
晴
ら
し
よ

く
広
が
っ
て
く
る
。
中
腹
に
立
つ
と
、

ま
る
で
ど
こ
に
い
て
も
地
区
が
見
え
る

広
場
の
よ
う
だ
。
上
山
の
棚
田
・
歴

史
・
水
利
に
つ
い
て
は
こ
の
地
で
生
ま

れ
た
久
保
昭
男
氏
の
書
に
詳
し
い
。

　

お
会
い
し
た
の
は
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

7山手集落のぶどうは作業効率のよい「H型短梢剪
定」で栽培。樹上に雨除けのシートを張って病気も抑
える 810年前より生産者の平均年齢が10歳以上
若返った山手集落 9久米南町が力を入れているぶ
どうの主力品種「シャインマスカット」のタグ �JAつや
まブドウ部会連絡協議会会長の青山仁さん。水利組
合副理事長も務める

7

8

910 

山手
集落

水の文化 64号　魅力づくりの教え
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英あ
い

田だ

上
山
棚
田
団
の
梅
谷
真ま

さ
し慈

さ
ん
と

水み
ず
か
き柿
大
地
さ
ん
だ
。
英
田
上
山
棚
田
団

は
２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
か
ら
大
阪
の

メ
ン
バ
ー
を
中
心
に
活
動
す
る
。
昔
、

上
山
に
は
８
３
０
０
枚
の
棚
田
が
あ
っ

た
が
、
耕
作
放
棄
地
と
な
っ
た
の
を
２

０
１
５
年
（
平
成
27
）
に
５
ha
を
再
生
。

た
だ
し
、
米
を
つ
く
る
こ
と
だ
け
を
考

え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
棚
田
で
ス

ポ
ー
ツ
し
た
り
、
棚
田
で
ア
ー
ト
し
た

り
、
も
し
か
し
た
ら
棚
田
で
哲
学
を
し

た
り
、
棚
田
で
○
○
す
る
こ
と
を
考
え

て
い
ま
す
」
と
、
棚
田
を
「
こ
れ
か
ら

の
可
能
性
が
埋
ま
っ
て
い
る
場
」
と
認

識
し
て
い
る
点
は
斬
新
だ
。

　

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
は
古
民
家
再

生
、「
日
本
ユ
ネ
ス
コ
未
来
遺
産
」
登
録
、

台
湾
の
棚
田
と
の
交
流
、
夏
祭
り
や
獅

子
舞
踊
り
の
復
活
、
環
境
教
育
、
田
植

え
・
稲
刈
り
体
験
、
み
ん
な
の
モ
ビ
リ

テ
ィ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
っ
た
お
も
し

ろ
そ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ば
か
り
で
、

外
か
ら
若
い
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　

水
柿
さ
ん
は
神
社
の
総
代
な
ど
を
任

さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
若
手
が
多
様
な

動
機
で
通
っ
て
く
る
今
様
の
棚
田
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
を
象
徴
し
て
い
る
。

　

１
９
８
９
年
（
平
成
元
）
生
ま
れ
の
水

柿
さ
ん
は
法
政
大
学
の
学
生
だ
っ
た
２

０
１
０
年
（
平
成
22
）
に
休
学
し
地
域
お

こ
し
協
力
隊
の
一
員
と
し
て
上
山
に
や

っ
て
き
た
。「
豊
か
さ
っ
て
何
だ
と
思
い

ま
す
か
？ 

と
よ
く
訊
か
れ
る
ん
で
す

が
、
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
が
豊
か
さ
と

答
え
て
い
ま
す
。
上
山
の
人
は
都
会
が

嫌
い
で
来
て
い
る
の
で
は
な
く
、
上
山

が
お
も
し
ろ
い
の
で
来
て
い
る
」。

　

１
９
８
６
年
（
昭
和
61
）
生
ま
れ
で
奈

良
出
身
の
梅
谷
さ
ん
は
岡
山
大
学
で
農

業
土
木
を
学
び
上
山
に
や
っ
て
き
た
。

人
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
で
循
環
を
意

識
し
た
暮
ら
し
を
し
た
い
と
考
え
た
と

い
う
。「
田
舎
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
棚
田

を
、
い
ろ
い
ろ
な
分
野
の
人
と
か
か
わ

る
た
め
の
『
余
白
』
と
し
て
活
か
す
こ

と
で
、
過
去
と
は
違
う
多
様
な
関
係
を

築
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
棚
田
の
活
動
で
、
農
業
に
興
味

が
あ
る
人
だ
け
で
な
く
、
ド
ロ
ー
ン
撮

影
が
好
き
な
人
に
携
わ
っ
て
も
ら
え
ば

『
春
夏
秋
冬
を
撮
り
た
い
』
と
通
い
は

じ
め
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
『
余

白
』
の
多
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
可
能
性

を
感
じ
て
い
ま
す
」。

　

多
様
な
使
い
方

を
す
る
場
と
し
て

の
棚
田
、
そ
れ
を

支
え
る
溜
池
。
こ

こ
に
多
様
な
お
も

し
ろ
さ
を
感
じ
て

若
い
人
が
集
ま
っ

て
く
る
。

集
落
×
水
路
・
溜
池
×
若
者

＝
場
？

　

今
回
は
課
題
最
先
端
地
域
と
呼
べ
る

小
規
模
高
齢
化
集
落
を
取
材
し
た
が
、

皆
さ
ん
精
力
的
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
三

者
三
様
の
暮
ら
し
の
立
て
方
が
あ
り
、

若
い
人
々
の
か
か
わ
り
方
も
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
て
い
た
。
溜
池
と
水
路
の
文
化
の

違
い
も
感
じ
ら
れ
た
が
、
若
い
人
々
の

か
か
わ
り
方
が
そ
う
し
た
文
化
に
変
化

を
与
え
る
よ
う
に
も
思
え
た
。

　

過
疎
や
限
界
集
落
と
い
う
「
現
象
」

だ
け
に
と
ら
わ
れ
る
と
、
小
規
模
高
齢

化
集
落
の
可
能
性
は
見
え
な
い
。
水
文

化
と
い
う
人
々
の
安
全
を
支
え
る
し
く

み
こ
そ
が
大
事
な
の
だ
と
社
会
共
通
の

価
値
に
な
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
世
代
が

変
わ
っ
て
も
人
と
つ
な
が
る
余
白
は
見

え
つ
づ
け
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

小
規
模
高
齢
化
集
落
は
、
将
来
に
向

け
た
多
様
な
水
循
環
と
若
者
の
関
係
を

考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。

（
２
０
１
９
年
12
月
20
～
22
日
取
材
）

溜池と水路と若者

参考文献 玉城哲『水の思想』（論創社 1979）
久保昭男『物語る「棚田のむら」』（農山漁村文化協会 2015）
水柿大地『21歳男子、過疎の山村に住むことにしました』（岩波ジュニア新書 2014）

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

人
口
が
減
る
な
か
で
支
え
合
お
う
と

す
れ
ば
、
ム
ラ
・
マ
チ
組
織
で
は
な

く
個
人
の
場
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
に
ど
ん
な
若
い
人
が
か
か

わ
る
場
を
つ
く
る
か
が
、
小
規
模
高

齢
化
集
落
変
化
の
鍵
に
な
る
。

�上山地区の棚田を潤す溜池「大芦池」 �山々からしみ出る水を大芦池へ運ぶ集
水路。周辺の森の手入れも欠かせない �大芦池から水を配る用水路。このように険
しい場所では若者の力も必要 �上山地区の「棚田米」。移住者が増えたため販売で
きる米の量が足りなくなるといううれしい悩みも ��英田上山棚田団の水柿大地さん

（右）と梅谷真慈さん（左） �交通困難という課題と向き合い、暮らしつづける方法を模
索する「上山集楽みんなのモビリティプロジェクト」で導入された小型電気自動車。今
は15台が集落内を走る
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