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適地開田 湧泉帯、
谷底平野開田

湿地、高燥地開田

初期開畑

・内陸の湿地
・湾奥の小三角州 ・扇状地先端

・谷底平野

・小平野の干潟および三角州など低湿地―築堤、溝渠の開削
・小平野の高燥な部分―溜池灌漑

・扇状地の一部、大平野の一部、台地の一部

大平野開田 台地開田

畑自立化

限界地開田

商業畑確立

現代
土木技術

量
か
ら
質
の
時
代
へ

・扇状地
・大氾濫平野
・大三角州

・台地 悪条件の
・扇状地
・台地、海浜

の全域
水
田

畑

稲の登場と開田の始まり 国土づくりが地域に応じて進められた時代 米が社会の土台となり
新田開発が進められた時代

国力増強のために
農業振興を行なった時代

古代国家が全国の基盤
づくりを目指した時代

水
田
耕
作
発
生

灌
漑
農
業
始
ま
る

巨
大
な
前
方
後
円
墳
が
築
か
れ
る

大
化
の
改
新（
土
地
公
有
化
）

班
田
収
授
法
制
度

大
和
、山
城
、河
内
に
溜
池
建
設

国
府
建
設
始
ま
る

三
世
一
身
の
法
制
定

墾
田
永
代
私
有
令
制
定

森
林
伐
採
禁
止
令
多
発

坂
上
田
村
麻
呂
東
北
経
営
を
開
始

荘
園
整
理
令

荘
園
乱
立

二
毛
作
始
ま
る

農
耕
に
畜
力
の
利
用
盛
ん
に
な
る

関
東
諸
国
の
開
発
を
地
頭
に
命
ず

荘
園
制
解
体

木
曽
川
に
輪
中

多
摩
川
に
用
水
開
く

下
総
下
河
辺
庄
で
利
根
川
築
堤

郷
村
制
成
立

太
閤
検
地

戦
国
大
名
の
治
水
工
事
相
次
ぐ

新
田
開
発
が
盛
ん
に
な
る

田
畑
の
永
代
売
買
禁
止

山
川
掟
の
制
定（
農
地
開
発
の
制
限
）

分
地
制
限
令
制
定

各
地
に
城
下
町
が
建
設
さ
れ
る

玉
川
上
水
完
成

江
戸
川
を
開
く

新
大
和
川
を
開
く

阿
賀
野
川
と
信
濃
川
を
つ
な
げ
る

木
曽
川
宝
暦
治
水

築
地（
江
戸
）、堂
島（
大
坂
）埋
め
立
て
完
成

サ
ツ
マ
イ
モ
栽
培
の
普
及

田
畑
の
永
代
売
買
禁
止
解
除

地
租
改
正

北
海
道
、樺
太
に
開
拓
使

近
代
的
治
水
計
画
始
ま
る

農
地
改
革

荘
園
発
生

水
利
組
合
条
例
制
定

水
利
組
合
法
制
定

土
地
改
良
法
制
定

狭
山
池

満
濃
池

村
山
六
ヶ
村
堰
疏
水

高
梁
川
湛
井
堰

雄
川
堰

上
江
用
水
路

青
鬼
堰

愛
知
用
水

香
川
用
水

久
米
田
池

621 701頃 1000 1182 1600頃 1648 1863 19611946 1974738

1961年
609万ha
（ピーク時）

2020年
437.2万ha
（概数値）

2020年10月
1億2588万人
（概算値）

　山地＝山の多い地。周囲一帯が山である地域。
丘陵地＝山頂高度がほぼそろった標高約 300mの小起伏地を指す。
　台地＝表面が比較的平らで、周囲より一段と高い地形。
　低地＝海抜の低い土地。また、周囲に比べてくぼんで低くなった土地。

（注）

一般社団法人 農業農村整備情報総合センターホームページ「水土の礎」をもとに、編集部で一部加筆して作成

水
神
様
を
祀
っ
た

山
間
の
集
落

「
奥
会
津
」
と
称
さ
れ
る
福
島
県
の
南

会
津
町
。
一
級
河
川
・
阿
賀
川
（
阿
賀

野
川
）
の
支
流
・
湯ゆ

ノの

岐ま
た
が
わ川
沿
い
に

車
で
上
っ
て
い
く
と
、
茅
葺
屋
根
の
家

屋
を
含
む
十
数
軒
の
家
々
が
現
れ
る
。

水み
ず

引ひ
き

と
い
う
名
の
集
落
だ
。（
p
７

－

９
）

　

集
落
入
口
の
崖
下
か
ら
水
が
湧
い
て

い
る
。
こ
の
「
水
引
の
清
水
」
の
手
前

に
立
つ
鳥
居
を
く
ぐ
っ
て
階
段
を
上
る

と
こ
じ
ん
ま
り
し
た
お
社
が
あ
る
。
こ

の
「
山
神
社
」
は
湧
き
水
の
ほ
ぼ
真
上

に
建
つ
。
通
り
が
か
っ
た
男
性
に
聞
く

と
、
水
場
の
掃
除
は
輪
番
制
で
は
な
く
、

気
づ
い
た
人
が
そ
の
つ
ど
き
れ
い
に
す

る
と
い
う
。
こ
の
湧
き
水
に
惹
か
れ
た

３
人
の
猟
師
が
文
安
年
間
（
１
４
４
４

－

１

４
４
９
）
に
住
み
着
い
た
の
が
集
落
の
端

緒
で
、
水
引
の
名
も
そ
れ
に
由
来
す
る
。

鳥
居
の
手
前
に
あ
る
２
つ
の
灯
籠
に
刻

ま
れ
た
文
字
に
目
を
凝
ら
す
と
、
右
が

享
和
三
年
（
１
８
０
３
）、
左
が
文
化
四
年

（
１
８
０
７
）
の
奉
納
と
記
さ
れ
て
い
た
。

　

集
落
内
を
歩
く
。
初
秋
の
空
か
ら
降

り
注
ぐ
太
陽
の
光
は
意
外
に
強
く
、
汗

ば
む
ほ
ど
。
集
落
の
東
を
流
れ
る
湯
ノ

岐
川
は
谷
底
に
あ
っ
て
流
れ
は
見
え
な

い
。
水
の
音
が
響
く
だ
け
だ
。

　

概
論
で
内
山
節
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
日
当
た
り
が
よ
い
山
の
中
腹

で
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
湧
き
出
る
水

が
あ
り
、
水
害
の
心
配
も
な
い
と
い
う

３
つ
の
条
件
に
合
致
し
て
い
る
。

　

山
間
に
住
み
、
の
ち
に
人
が
増
え
て

集
落
に
収
ま
り
き
れ
な
く
な
る
と
、
危

険
を
は
ら
ん
で
は
い
る
も
の
の
新
た
な

土
地
を
求
め
て
移
動
し
て
い
っ
た
。
そ

の
結
果
、
近
年
で
は
総
人
口
の
半
数
近

く
が
低
地
に
住
ん
で
お
り
、
台
地
は
約

３
割
、
丘
陵
地
は
１
割
強
で
、
山
地
に

住
む
人
は
１
割
に
満
た
な
い
（
図
）（
注
）。

水
に
ま
つ
わ
る
遺
産
が
示
す

地
域
に
お
け
る
生
き
方
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適地開田 湧泉帯、
谷底平野開田

湿地、高燥地開田
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・内陸の湿地
・湾奥の小三角州 ・扇状地先端

・谷底平野

・小平野の干潟および三角州など低湿地―築堤、溝渠の開削
・小平野の高燥な部分―溜池灌漑

・扇状地の一部、大平野の一部、台地の一部

大平野開田 台地開田

畑自立化

限界地開田

商業畑確立

現代
土木技術

量
か
ら
質
の
時
代
へ

・扇状地
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・大三角州

・台地 悪条件の
・扇状地
・台地、海浜

の全域
水
田

畑

稲の登場と開田の始まり 国土づくりが地域に応じて進められた時代 米が社会の土台となり
新田開発が進められた時代

国力増強のために
農業振興を行なった時代
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づくりを目指した時代
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摩
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築
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検
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が
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れ
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成
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1961年
609万ha
（ピーク時）

2020年
437.2万ha
（概数値）

2020年10月
1億2588万人
（概算値）

■年表 縄文期以降の農業にかかわる主な出来事と耕地面積、人口推移

■図 1995年（平成7）の国勢調査結果による
地形別の人口分布

『土地形状別人口統計とその分析』（一般財団法
人 統計情報研究開発センター 2001）に記載され
ている数値をもとに、編集部で図式化したもの

比
例
し
て
増
え
て
き
た

耕
地
面
積
と
人
口

　

そ
ん
な
わ
が
国
に
お
け
る
縄
文
期
以

降
の
農
業
に
か
か
わ
る
主
な
出
来
事
と

耕
地
面
積
、
人
口
の
推
移
を
わ
か
り
や

す
く
ま
と
め
た
年
表
が
あ
る
。
農
業
土

木
歴
史
研
究
会
編
著
『
大
地
へ
の
刻

印
』（
公
共
事
業
通
信
社 

１
９
８
８
）
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
も
の
だ
（
下
段
）。

　

同
書
に
よ
る
と
、
８
世
紀
、
人
口
が

５
０
０
万
人
か
ら
６
０
０
万
人
に
達
し

た
あ
と
人
口
増
が
停
滞
し
た
の
は
、
た

び
重
な
る
干
ば
つ
で
飢
饉
が
続
発
し
た

こ
と
、
荘
園
の
収
益
権
が
複
雑
化
す
る

だ
け
で
開
発
が
進
ま
な
か
っ
た
こ
と
が

要
因
と
い
う
。
そ
し
て
14
世
紀
ご
ろ
か

ら
市
場
が
で
き
、
特
産
品
の
売
買
、
貨
幣

交
換
が
行
な
わ
れ
、
農
民
た
ち
の
生
産

が
進
む
と
人
口
も
増
え
て
い
く
。
戦
国

大
名
、
幕
府
に
よ
る
新
田
開
発
や
河
川

工
事
で
生
産
力
が
高
ま
り
、
18
世
紀
初

頭
に
人
口
は
３
０
０
０
万
人
に
達
す
る
。

　

こ
の
年
表
を
見
る
と
、
耕
地
面
積
と

人
口
は
比
例
し
て
増
え
て
い
る
こ
と
が

読
み
と
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
食
生
活
の
改

善
や
木
綿
の
普
及
に
よ
る
衣
類
の
変
化

に
よ
る
死
亡
率
の
低
下
と
い
っ
た
背
景

も
あ
る
が
、
人
口
の
急
増
を
支
え
た
の

は
扇
状
地
や
氾
濫
原
に
お
け
る
大
規
模

な
新
田
開
発
と
大
き
な
河
川
の
水
を
利

用
し
た
灌
漑
だ
っ
た
。

地
域
の
強
い
要
望
が

遺
産
と
し
て
残
る

　

今
回
の
特
集
で
は
、
命
の
源
で
あ
る

水
を
得
て
、
有
効
に
使
う
た
め
に
先
人

が
生
み
出
し
た
有
形
無
形
の
知
恵
と
工

夫
を
「
水
に
ま
つ
わ
る
遺
産
」
と
捉
え
、

地
元
の
方
に
も
ご
案
内
い
た
だ
い
た
。

　

米
を
求
め
て
山
腹
を
く
り
抜
き
水
路

を
し
つ
ら
え
、
棚
田
を
築
い
た
青あ
お
に鬼
集

落
。
水
田
を
広
げ
る
た
め
に
上う
わ

江え

用
水

路
と
い
う
長
い
水
路
を
つ
く
り
、
水
を

分
配
し
た
高
田
平
野
。
汚
れ
た
水
路
を

地
域
の
人
た
ち
が
清
流
に
戻
し
た
、
か

つ
て
の
城
下
町
・
甘か
ん
ら楽

町ま
ち

。
テ
ン
グ
サ

を
塩
抜
き
す
る
た
め
に
、
集
落
ご
と
に

異
な
る
水
の
利
用
法
を
編
み
出
し
、
守

っ
て
い
た
西
伊
豆
の
漁
村
群
。
山
村
、

農
村
、
城
下
町
、
漁
村
と
い
う
い
わ
ば

37 水にまつわる遺産が示す地域における生き方



佐渡の「舟津江（ふなつえ）」。７つ
の江に分かれるが、水争いを避ける
ために知恵を絞って定めたその幅は
300年間変わっていない

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
日
本
を
代
表

す
る
４
つ
の
異
な
る
形
態
の
集
落
を
見

た
の
だ
が
、「
昔
の
人
は
大
変
だ
っ
た
ん

だ
な
」
と
眺
め
る
だ
け
に
終
わ
ら
な
い
、

深
い
も
の
を
感
じ
た
。

　

遺
産
と
い
う
響
き
か
ら
連
想
し
が
ち

な
、
つ
く
ら
れ
た
当
初
と
ま
っ
た
く
同

じ
形
態
を
保
っ
て
い
る
箇
所
は
、
実
は

少
な
か
っ
た
。
後
世
の
人
が
よ
り
使
い

や
す
く
す
る
た
め
に
、
手
を
入
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
価

値
は
下
が
る
も
の
で
は
な
い
。

　

藩
に
直
訴
し
、
却
下
さ
れ
て
も
粘
っ

た
青
鬼
集
落
の
先
人
た
ち
。
ボ
デ
ィ
ー

ガ
ー
ド
を
連
れ
て
江
戸
に
向
か
い
、
私

財
を
投
じ
て
上
江
用
水
路
を
完
成
さ
せ

た
下し
も

鳥と
り

冨と
み

次じ

郎ろ
う

。
誰
が
つ
く
っ
た
か
も

定
か
で
な
い
雄
川
堰
と
石
積
み
の
水
路

を
掃
除
し
つ
づ
け
る
甘
楽
町
の
人
た
ち
。

洗
い
場
は
残
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
困

る
と
主
張
し
て
崖
下
の
湧
き
水
を
守
り
、

ま
た
川
を
堰
き
止
め
て
洗
う
場
所
を
河

口
に
堂
々
と
し
つ
ら
え
た
西
伊
豆
の
漁

師
た
ち
。
そ
し
て
、
か
つ
て
こ
う
し
た

土
木
工
事
を
担
っ
た
で
あ
ろ
う
「
黒

鍬
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
―
―
。

　

自
分
の
暮
ら
し
を
守
り
、
集
落
の
み

ん
な
が
生
き
て
い
く
た
め
に
、
あ
る
時

は
体
を
張
り
、
あ
る
時
は
根
回
し
を
し
、

あ
る
時
は
し
た
た
か
に
交
渉
し
た
。
そ

の
結
果
が
、
水
に
か
か
わ
る
遺
産
と
し

て
今
そ
こ
に
あ
る
。

「
な
ぜ
残
っ
た
の
か
、
残
し
た
の
か
？
」

と
い
う
問
い
に
対
す
る
明
快
な
答
え
は

な
い
が
、
必
死
に
な
っ
て
水
を
守
り
、

使
い
つ
づ
け
る
た
め
に
知
恵
を
絞
り
、

収
量
を
上
げ
る
た
め
に
泥
だ
ら
け
に
な

っ
た
先
人
へ
の
尊
敬
の
念
、
そ
し
て
昔

か
ら
あ
る
も
の
を
自
分
の
代
で
絶
や
す

わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
静
か
な
覚

悟
は
、
ど
の
地
域
に
も
共
通
し
て
感
じ

た
こ
と
だ
っ
た
。

遺
産
に
秘
め
ら
れ
た

地
域
の
未
来
像

　

そ
う
し
た
遺
産
や
遺
産
を
守
る
た
め

の
取
り
組
み
を
見
て
い
て
、
異
な
る
側

面
が
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
い
た
。

　

関
川
水
系
土
地
改
良
区
の
方
々
と
話

を
し
て
い
る
と
、「
が
に
あ
な
」
と
い
う

耳
慣
れ
な
い
言
葉
が
出
て
き
た
。「
な
ん

で
す
か
、
そ
れ
は
？
」
と
思
わ
ず
食
い

つ
く
。
本
来
の
水
路
と
は
別
に
、
こ
っ

そ
り
自
分
の
田
に
水
を
引
き
込
む
た
め

に
つ
く
っ
た
小
さ
な
穴
の
こ
と
だ
そ
う

だ
。
用
水
路
の
水
位
が
下
が
る
と
、
あ

ち
こ
ち
に
現
れ
る
と
い
う
。
想
像
す
る

に
、
見
つ
か
っ
た
時
に
「
こ
れ
は
カ
ニ

が
掘
っ
た
穴
だ
よ
、
わ
し
は
知
ら
ん
」

と
言
い
訳
し
た
の
が
語
源
で
は
な
い
か
。

　

現
地
を
案
内
し
て
い
た
だ
く
な
か
で

「
ガ
ニ
穴
」
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
不
思
議
な
の
は
、
い
わ
ば
非
合
法

な
そ
の
穴
が
な
ぜ
埋
め
ら
れ
な
か
っ
た

か
と
い
う
こ
と
。「
ガ
ニ
穴
」
は
本
来
の

取
水
口
の
す
ぐ
横
に
２
つ
あ
り
、
丁
寧

に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
成
形
さ
れ
て
い
る
。

現
代
に
な
っ
て
か
ら
は
慣
行
水
利
権
と

し
て
認
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
同
時

に
「
客
水
」
と
い
う
厳
し
い
決
ま
り
ご

と
が
あ
っ
た
高
田
平
野
で
そ
れ
を
許
し

た
当
時
の
行
政
や
工
事
を
担
当
し
た
人

た
ち
の
温
情
も
感
じ
た
。
青
鬼
堰
を
つ

く
る
際
に
の
ち
の
ち
集
落
内
で
も
め
な

い
よ
う
に
と
80
両
を
差
し
出
し
た
松
本

藩
も
そ
う
だ
が
、
当
時
の
為
政
者
た
ち

は
地
域
の
住
民
と
向
き
合
い
、
要
望
に

沿
お
う
と
し
て
い
た
。
地
域
の
人
が
力

を
も
っ
て
い
た
裏
返
し
で
あ
る
の
だ
ろ

う
が
、
ご
法
度
だ
っ
た
と
し
て
も
見
て

見
ぬ
ふ
り
を
す
る
寛
容
さ
が
あ
っ
た
。

　

水
に
か
か
わ
る
遺
産
と
は
、
か
つ
て

の
苦
労
の
歴
史
を
語
る
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、「
教
科
書
に
は
（
あ
ま
り
）
載
っ
て

い
な
い
も
う
一
つ
の
歴
史
」
を
現
代
の

私
た
ち
に
伝
え
る
も
の
な
の
で
は
な
い

か
と
い
う
考
え
が
浮
か
ぶ
。

　

今
の
社
会
は
、
大
な
り
小
な
り
問
題

は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
か
つ
て
に

比
べ
て
人
の
命
が
軽
い
世
の
中
で
は
な

く
な
っ
て
き
て
い
る
。
と
は
い
え
、
今

の
社
会
構
造
が
完
成
形
で
は
な
い
こ
と

は
み
ん
な
知
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
そ
の

地
に
生
き
た
か
つ
て
の
人
た
ち
の
よ
う

に
、「
そ
れ
は
譲
れ
な
い
」
と
臆
せ
ず
に

言
い
、「
こ
う
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
あ

き
ら
め
ず
に
提
案
し
て
は
ど
う
か
。

　

提
案
す
る
に
は
勉
強
も
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
、
か
つ
て
ガ
チ
ガ
チ
に
定

め
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
身
分
社
会
の
な

か
で
も
、
情
報
を
集
め
て
声
を
上
げ
て

手
を
尽
く
し
た
住
民
が
い
て
、
厳
密
に

は
多
少
危
う
い
部
分
は
あ
っ
て
も
大
目

に
見
た
支
配
者
が
い
た
。
双
方
が
主
張

す
る
と
こ
ろ
は
主
張
し
、
譲
る
と
こ
ろ

は
譲
っ
た
結
果
が
水
に
か
か
わ
る
遺
産

と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
と
を
目
の
あ
た

り
に
し
た
今
、
そ
れ
は
決
し
て
不
可
能

で
は
な
い
と
思
う
。

　

地
域
の
人
が
「
こ
れ
が
欲
し
い
」
と

要
求
し
た
結
果
が
有
形
の
遺
産
だ
。
そ

れ
を
生
み
出
し
、
守
っ
て
き
た
の
は
形

と
し
て
は
残
ら
な
い
知
恵
や
工
夫
、
情

熱
で
、
そ
の
裏
に
は
よ
い
意
味
で
の
寛

容
さ
、
緩
さ
、
塩
梅
と
い
っ
た
も
の
が

あ
っ
た
。
水
に
か
か
わ
る
遺
産
は
過
去

を
語
る
だ
け
で
な
く
、
転
換
期
を
迎
え

た
私
た
ち
が
地
域
社
会
で
ど
う
生
き
る

べ
き
か
も
指
し
示
し
て
い
る
。

【文化をつくる】

38水の文化 66号　特集　地域で受け継ぐ水遺産


