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風土を活かし表現する
～自然農法的な山村集落の試み～

チャントセヤファーム
代表　小山  愛

ひ で

生
き

さん

は
じ
め
に

　

元
伊
勢
、
天
橋
立
で
有
名
な
京
都
府
宮
津

市
。
市
内
か
ら
元も

と

伊い

勢せ

籠こ
の

神じ
ん

社じ
ゃ

を
過
ぎ
、
世
屋

高
原
へ
の
案
内
に
導
か
れ
て
ひ
た
す
ら
道
を
上

が
っ
て
い
く
と
、
昔
な
が
ら
の
ブ
ナ
林
に
囲
ま

れ
た
棚
田
と
上
世
屋
地
区
の
山
村
が
目
の
前
に

広
が
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
美
し
い
山
村
風

景
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
豊
か
な
暮
ら
し
を
守
る

た
め
に
は
、
若
手
就
農
者
の
確
保
が
地
域
の
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
若
手
を
中
心

に
「
土
着
し
よ
う
、
し
て
も
ら
お
う
」
を
テ
ー

マ
に
、
移
住
者
確
保
の
た
め
の
「
ド
チ
ャ
ッ
ク

会
議
」
と
い
う
任
意
団
体
を
２
０
１
６
年
に
立

ち
上
げ
、
農
水
省
か
ら
５
か
年
の
農
山
漁
村
振

興
交
付
金
を
受
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

自
然
と
共
に
生
き
る
上
世
屋
地
区
の
人
た
ち

一
人
一
人
が
大
変
興
味
深
い
人
生
を
謳
歌
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
夏
は
自
然
農
法
水
稲
農

家
、
冬
は
猟
師
と
ジ
ビ
エ
処
理
施
設
を
経
営
す

る「
半
農
半
Ｘ
」を
営
む
チ
ャ
ン
ト
セ
ヤ
フ
ァ
ー

ム
の
小
山
さ
ん
と
と
も
に
、
昔
な
が
ら
の
農
村

の
暮
ら
し
の
原
点
を
守
り
な
が
ら
も
、
風
土
を

活
か
し
て
新
し
い
こ
と
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る

自
然
農
法
的
地
域
社
会
づ
く
り
を
考
え
ま
す
。

上
世
屋
地
区
の　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
特
徴

　

京
都
府
宮
津
市
上
世
屋
は
、
府
北
端
の
丹
後

半
島
中
央
部
に
位
置
す
る
山
村
集
落
で
す
。
標

上世屋地区の風土と暮らしの図

藤織作家

和紙作家

ジビエ処理施設

水稲農家
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高
は
３
５
０
～
５
０
０
ｍ
で
、
丹
後
天
橋
立

大
江
山
国
定
公
園
内
に
あ
り
、
周
辺
に
は
近

畿
で
も
有
数
の
高
山
ブ
ナ
林
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。
冬
季
の
積
雪
は
２
ｍ
に
及
ぶ
豪
雪
地

で
も
あ
り
ま
す
。

　

集
落
に
は
昔
な
が
ら
の
習
慣
が
淡
々
と
受

け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
万
葉
集
に

も
記
述
が
見
ら
れ
、
国
内
で
広
く
普
及
し

て
い
た
藤
か
ら
繊
維
を
と
っ
て
織
り
上
げ

る
「
藤
布
」
は
、
日
本
で
唯
一
、
こ
の
地
域

で
伝
承
さ
れ
続
け
て
い
る
古
代
布
の
一
種
で

す
。
こ
の
「
藤
布
」
を
織
る
藤
織
り
を
代
表

に
、
生
活
や
労
働
の
中
に
伝
統
を
色
濃
く
残

し
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
評
価
さ
れ
「
に
ほ
ん

の
里
１
０
０
」
に
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
地
域
の
夏
は
、
棚
田
の
稲
作
が
主
た

る
産
業
で
す
。
６
軒
が
稲
作
を
し
て
い
ま
す

が
、
内
５
軒
は
現
在
も
「
稲
木
干
し
」
を
続

け
、
３
軒
が
有
機
農
家
で
す
。
慣
行
農
家
で

も
、
例
え
ば
秋
に
刈
っ
た
畦
草
を
集
め
、
稲

刈
り
後
の
田
ん
ぼ
に
返
す
な
ど
、
受
け
継
が

れ
て
き
た
農
業
技
術
を
淡
々
と
続
け
る
人
も

い
ま
す
。
風
土
を
知
り
、
活
か
す
旧
農
民
の

技
術
は
、
自
然
農
法
と
い
う
観
点
か
ら
も
学

び
や
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

人
口
は
22
人
（
12
世
帯
）
で
す
が
、
移
住

者
が
７
割
を
占
め
５
世
帯
が
30
代
と
若
返
り

つ
つ
あ
り
、
移
住
者
も
増
え
て
い
る
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
和
紙
作
家
や
藤
織
り
作
家
、
猟

師
、
観
光
な
ど
多
様
な
生ナ

リ

業ワ
イ

の
人
々
が
、
上

世
屋
の
風
土
の
表
現
者
と
し
て
ア
ー
ト
な
活

動
を
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
、
自
分
の
仕
事
を

中
心
に
し
な
が
ら
も
、
水
稲
農
家
と
協
働
し
て

豊
か
な
棚
田
風
景
を
持
つ
上
世
屋
の
景
観
・
地

域
を
守
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
水
稲
農
家
が
い

な
け
れ
ば
棚
田
で
お
米
は
作
れ
ま
せ
ん
が
、
地

域
の
理
解
と
サ
ポ
ー
タ
ー
が
い
な
け
れ
ば
棚
田

そ
の
も
の
を
守
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
日
本
型
農
業
・
農
村
の
重
要
課
題
の
一
つ
で

す
。

　

効
率
主
義
に
流
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

現
代
社
会
の
中
で
、
昔
な
が
ら
の
良
さ
を
守
り

続
け
た
「
よ
そ
は
よ
そ
、
う
ち
は
う
ち
」
の
精

神
と
、「
お
互
い
さ
ま
」
で
村
人
同
士
協
力
し

あ
う
精
神
が
息
づ
い
た
集
落
で
す
。 

自
然
農
法
水
稲
栽
培
と　
　
　
　
　

　

狩
猟
・
ジ
ビ
エ
施
設
運
営
の　
　

　
　
　
　
　

経
営
両
立
の
き
っ
か
け

１
．自
然
農
法
水
稲
栽
培

　

元
々
は
新
聞
記
者
を
し
て
い
て
、
取
材
先
の

上
世
屋
集
落
に
興
味
を
抱
き
、
２
０
０
９
年
か

ら
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
度
を
利
用
し
て
米
づ
く
り

に
触
れ
た
こ
と
が
農
業
に
携
わ
る
き
っ
か
け
で

し
た
。
当
時
は
紙
マ
ル
チ
を
使
用
し
た
有
機
栽

培
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
２
０
１
４
年
に

新
聞
社
を
退
職
し
上
世
屋
集
落
へ
移
住
。
集
落

で
よ
り
良
く
暮
ら
す
こ
と
を
重
視
し
た
結
果
、

稲
作
を
ナ
リ
ワ
イ
に
選
び
、
有
機
栽
培
し
か
知

ら
な
か
っ
た
た
め
そ
の
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い

ま
す
。
上
世
屋
で
の
有
機
栽
培
で
あ
れ
ば
、
比

上世屋地区の皆さんと（左上が小山さん）
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較
的
有
利
な
販
路
が
約
束
さ
れ
て
い
た
こ

と
も
一
つ
の
要
因
で
し
た
。
た
だ
、
稲
作

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
る
も
の
だ
と
思
い
、

全
く
の
異
業
種
か
ら
就
農
し
ま
し
た
が
、

様
々
な
本
や
研
究
資
料
を
読
む
と
全
く
反

対
の
こ
と
を
い
う
本
や
、
根
拠
の
分
か
ら

な
い
主
張
も
多
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
予

想
外
に
五
里
霧
中
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

　

実
際
の
田
ん
ぼ
仕
事
は
一
か
ら
集
落
農

家
に
習
う
と
と
も
に
、
観
察
力
と
あ
る
も

の
を
う
ま
く
活
用
す
る
精
神
を
学
び
、
松

下
明
弘
氏
の
「
ロ
ジ
カ
ル
な
田
ん
ぼ
」
と

自
然
農
法
セ
ン
タ
ー
も
関
わ
っ
た
日
本
土

壌
協
会
の
「
水
稲
の
有
機
栽
培
技
術
」
を

教
科
書
に
経
験
を
重
ね
て
い
ま
す
。
同
セ

ン
タ
ー
の
「
自
然
農
法
技
術
交
流
会
」
に

参
加
す
る
と
、
主
義
で
は
な
く
観
察
を
主

に
据
え
た
自
然
を
活
か
し
き
る
農
業
と
い

う
ス
タ
ン
ス
が
心
地
よ
く
、
様
々
な
生
物

や
現
象
が
複
雑
に
関
連
し
あ
う
自
然
現
象

を
、
そ
の
ま
ま
理
解
し
に
く
い
も
の
と
し

て
提
示
し
て
い
る
資
料
も
か
え
っ
て
分
か

り
や
す
く
、
圃
場
ご
と
に
農
業
者
が
手
探

り
で
正
解
ら
し
き
も
の
を
見
出
す
し
か
な

い
こ
と
が
理
解
で
き
、
揺
る
が
な
い
自
然

の
摂
理
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
こ
と
も
感

じ
な
が
ら
実
践
し
て
い
ま
す
。

２
．狩
猟
・
ジ
ビ
エ
施
設
運
営

　

た
ま
た
ま
、
移
住
前
の
２
０
１
２
年
か

ら
、
京
都
の
北
山
を
猟
場
に
す
る
下
鴨
猟

友
会
に
入
れ
て
も
ら
い
狩
猟
を
し
て
い
ま

し
た
。
自
力
で
山
の
肉
を
捕
っ
て
く
る
と

い
う
シ
ン
プ
ル
さ
、
山
を
知
り
獲
物
と
駆

け
引
き
す
る
猟
師
た
ち
の
か
っ
こ
よ
さ
が

魅
力
で
し
た
。「
こ
ん
な
雪
あ
っ
た
ら
、

あ
い
つ
ら
（
獣
）
も
し
ん
ど
い
ん
や
。
上

に
は
逃
げ
へ
ん
」「
冷
え
込
ん
で
寒
い
や

ろ
う
。
あ
い
つ
ら
日
当
た
り
の
え
え
と
こ

で
寝
と
る
わ
」。
水
稲
や
雑
草
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
自
然
農
法
に
も
通
じ
る
こ
と

で
す
が
、
猟
師
は
獣
の
気
持
ち
に
な
っ
て

猟
を
し
ま
す
。
足
跡
や
食
痕
を
見
つ
け
、

獣
の
動
き
を
予
測
す
る
こ
と
な
ど
、
狩
猟

で
も
観
察
力
に
基
づ
き
想
像
力
を
働
か
せ

る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
す
。

　

世
屋
は
獣
害
が
深
刻
で
す
が
、
一
方
で

猟
師
と
い
う
立
場
に
身
を
置
く
と
非
常
に

恵
ま
れ
た
場
所
で
も
あ
り
ま
す
。
ジ
ビ
エ

処
理
施
設
が
、
こ
れ
か
ら
の
新
規
就
農
者

に
と
っ
て
も
、
冬
場
の
ナ
リ
ワ
イ
の
一
つ

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
地
域
の

協
力
も
得
て
運
営
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

山間に広がる棚田の風景

詳しくは「ホーム
ページ『小さく生き
てきた』狩猟をナリ
ワウプロジェクト」
をご覧下さい。

https : / /kamiseya .
com/projects/pro1-3
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経
営
の
概
要

１
．水
稲
栽
培
経
営
の
概
要

　

自
然
農
法
で
就
農
し
て
７
年
に
な
り
ま

す
。
現
在
の
耕
作
面
積
は
２
ha
、
棚
田
で

す
の
で
圃
場
枚
数
は
50
枚（
平
均
で
４
ａ
）

あ
り
、
全
て
の
圃
場
で
自
然
農
法
を
実
施

し
、平
均
収
量
は
４
～
５
俵
／
10
ａ
で
す
。

稲
作
の
基
本
的
な
作
業
は
夫
婦
２
名
で
行

い
ま
す
が
、
水
路
確
保
や
獣
よ
け
の
柵
の

設
置
や
撤
去
は
地
域
の
人
た
ち
と
の
協
働

で
す
。
田
植
え
・
収
穫
時
期
の
草
刈
り
な

ど
に
５
人
・
日
／
年
程
度
で
臨
時
雇
用
し

ま
す
。
畑
作
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
農
機
類

は
ト
ラ
ク
タ
ー
、
耕
耘
機
、
管
理
機
、
播

種
機
、
田
植
機
の
ほ
か
、
棚
田
の
小
さ
な

田
ん
ぼ
は
バ
イ
ン
ダ
ー
収
穫
で
稲
木
干
し

で
す
が
、棚
田
以
外
の
大
き
な
田
ん
ぼ（
最

大
で
25
ａ
く
ら
い
）
も
あ
る
の
で
コ
ン
バ

イ
ン
も
持
っ
て
い
ま
す
。

２
．上
世
屋
獣
肉
店
の
経
営
の
概
要

　

狩
猟
期
間
（
11
月
15
日
～
３
月
15
日
）

は
狩
猟
を
行
い
、
ジ
ビ
エ
処
理
施
設
「
上

世
屋
獣
肉
店
」
を
運
営
し
て
い
ま
す
。

２
０
１
８
年
２
月
に
開
業
（
食
肉
処
理
業
、

食
肉
販
売
業
）
し
、
１
シ
ー
ズ
ン
に
イ
ノ

シ
シ
や
シ
カ
50
頭
ほ
ど
を
１
人
で
処
理
し

て
い
ま
す
。
少
な
い
処
理
頭
数
で
も
運
営

維
持
で
き
る
よ
う
に
処
理
施
設
と
し
て
は

コ
ン
パ
ク
ト
で
す
が
、
０
次
室
（
半
屋
外
、

洗
浄
）、
１
次
室
（
内
臓
摘
出
、
剝
皮
）、

２
次
室（
脱
骨
、精
肉
）の
３
室
構
造
と
な
っ

て
い
ま
す
。
京
阪
神
の
都
市
部
飲
食
店
を

メ
イ
ン
に
販
売
し
、
現
在
は
狩
猟
期
間
の

み
稼
働
し
て
い
ま
す
が
、
２
０
２
０
年
度

か
ら
は
年
間
稼
働
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

自
然
農
法
栽
培
と
狩
猟
の　
　

　

考
え
方
、
基
本
と
す
る
技
術

　

狩
猟
で
は
エ
サ
な
ど
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
な
ど
、
人
間
が
関
与
で
き
る
度

壁のようにそびえ立つ稲木干し

合
い
に
差
は
あ
り
ま
す
が
、
自
然
農
法
に

よ
る
水
稲
栽
培
も
狩
猟
（
ジ
ビ
エ
）
も
風

土
を
活
用
し
表
現
す
る
も
の
と
い
う
点
で

は
、
全
く
同
じ
ス
タ
ン
ス
で
取
り
組
め
て

い
ま
す
。

１
．自
然
農
法
水
稲
栽
培
の　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

考
え
方
と
基
本
技
術

(1)
育
土
（
土
づ
く
り
）
に
つ
い
て

　

上
世
屋
地
区
は
典
型
的
な
日
本
海
側
気

候
で
あ
り
、
稲
刈
り
時
期
以
降
は
特
に
多

雨
多
雪
に
な
り
ま
す
。
自
然
農
法
を
実
践

す
る
農
家
に
限
ら
ず
、
多
く
の
農
家
が
秋

起
こ
し
を
行
い
、
う
ね
立
て
耕
も
普
通
に

見
ら
れ
る
技
術
で
、
ワ
ラ
を
い
か
に
腐
熟

さ
せ
る
か
が
稲
作
の
カ
ギ
で
あ
り
な
が

ら
、
冷
涼
湿
潤
な
気
候
か
ら
そ
れ
が
困
難

な
地
域
で
す
。
そ
の
た
め
、
排
水
性
を
よ

く
す
る
た
め
の
中
干
し
時
期
の
溝
切
り
も

広
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
チ
ャ
ン
ト
セ
ヤ

フ
ァ
ー
ム
で
も
秋
起
こ
し
が
最
重
要
課
題

の
一
つ
で
す
が
、
稲
木
干
し
作
業
の
終
了

が
11
月
初
旬
と
遅
く
、
秋
起
こ
し
が
11
月

中
旬
ま
で
か
か
る
た
め
、
積
算
温
度
不
足

か
ら
ワ
ラ
の
腐
熟
が
不
十
分
な
ま
ま
翌
年

の
田
植
え
を
迎
え
て
い
る
こ
と
が
大
き
な

課
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

耕
作
面
積
の
約
半
分
に
当
た
る
１
ha

（
計
35
枚
）
が
稲
木
干
し
で
あ
り
、
そ
の

圃
場
の
ワ
ラ
は
稲
株
を
残
し
全
量
持
ち
出

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。集
落
の
農
家
は「
昔

は
持
ち
出
し
た
ワ
ラ
の
一
部
は
刻
ん
で
田

ん
ぼ
に
返
し
て
い
た
。
返
さ
な
い
農
家
の

米
は
良
く
な
か
っ
た
」
と
言
い
ま
す
。
全

量
持
ち
出
し
た
場
合
、
上
世
屋
で
は
土

が
痩
せ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
現

一面の雪景色
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在
は
、
牛
糞
堆
肥
５
０
０
～
１
０
０
０
㎏
／

10
ａ
を
春
も
し
く
は
秋
に
す
き
込
ん
で
い
ま

す
。
ワ
ラ
を
全
量
返
し
て
い
る
田
ん
ぼ
に
も

堆
肥
を
投
入
し
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
か
の

時
期
に
堆
肥
投
入
が
不
要
に
な
る
と
想
像

し
、
今
後
見
極
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

(2)
育
苗
と
田
植
え
に
つ
い
て

　

就
農
６
年
目
で
あ
る
２
０
１
９
年
に
ポ
ッ

ト
育
苗
に
切
り
替
え
ま
し
た
。
集
落
で
一
般

的
な
ト
ン
ネ
ル
式
の
折
衷
苗
代
で
、
プ
ー
ル

育
苗
に
比
べ
て
根
が
土
の
中
に
ゆ
っ
た
り
と

伸
長
で
き
る
こ
と
が
メ
リ
ッ
ト
で
す
が
、
苗

代
づ
く
り
や
水
管
理
の
手
間
は
繁
忙
期
の
負

担
増
に
な
っ
て
い
る
面
も
あ
り
ま
す
。
種
は

自
家
採
種
を
基
本
と
し
、
数
年
に
一
度
は
採

種
用
の
種
も
み
を
更
新
し
て
い
ま
す
。

　

毎
年
５
月
20
日
か
ら
６
月
10
日
ご
ろ
に
田

植
え
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
苗
は
３
回
に
分

け
て
播
種
・
育
苗
し
、
苗
が
硬
化
や
老
化
し

な
い
よ
う
追
肥
な
ど
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

出
穂
期
の
平
均
気
温
を
重
視
し
て
、
そ
こ
か

ら
の
逆
算
で
播
種
や
田
植
え
の
時
期
を
決
め

て
い
ま
す
。
栽
植
密
度
は
圃
場
に
よ
り
坪
50

～
56
株
で
、
田
植
え
時
期
に
よ
っ
て
も
調
整

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

(3)
病
害
虫
・
雑
草
の
抑
制
に
つ
い
て

　

抑
草
に
関
し
て
は
秋
起
こ
し
に
よ
る
稲
ワ

ラ
分
解
を
は
じ
め
と
し
た
土
づ
く
り
を
中
心

に
据
え
、
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
に
よ
る
土
壌
表

層
の
撹
拌
に
歩
行
型
の
除
草
機
を
合
わ
せ
て

実
施
し
て
い
ま
す
。
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
が
非

仲睦まじい小山さん一家

常
に
多
く
出
る
田
ん
ぼ
で
は
、
代
か
き
を
１

回
に
す
る
と
数
が
増
え
る
こ
と
が
分
か
り
、

無
除
草
に
む
け
て
今
後
重
視
し
て
い
き
た
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

就
農
当
初
は
、
肥
料
に
よ
る
根
の
障
害
を

防
ぐ
た
め
全
量
表
層
施
肥
に
し
、
抑
草
効
果

と
初
期
生
育
向
上
を
期
待
し
て
い
ま
し
た

が
、
田
植
え
時
期
は
平
地
に
比
べ
水
温
が
低

く
、
初
期
生
育
を
促
進
す
る
た
め
に
、
米
ぬ

か
を
発
酵
さ
せ
た
ボ
カ
シ
肥
料
（
窒
素
量
で

２
～
４
㎏
／
10
ａ
）
を
春
先
に
浅
く
す
き
込

ん
だ
方
が
初
期
生
育
は
よ
く
、
草
も
生
え
に

く
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

カ
メ
ム
シ
害
は
ほ
ぼ
問
題
に
な
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
こ
こ
数
年
、
や
や
増
え
て
き
て
い

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
田
植
え
時
期
に
は
イ

ネ
ミ
ズ
ゾ
ウ
ム
シ
と
ド
ロ
オ
イ
ム
シ
が
多
い

で
す
が
、
イ
ネ
ミ
ズ
ゾ
ウ
ム
シ
の
産
卵
盛
期

後
に
田
植
え
が
で
き
れ
ば
、
大
き
な
被
害
に

は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
産
卵
期
の
見

極
め
は
勘
に
頼
っ
て
い
て
、
被
害
を
受
け
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
イ
ナ
ゴ
が
非
常

に
多
く
、
生
育
が
悪
い
稲
に
集
中
す
る
よ
う

に
感
じ
て
い
ま
す
。

２
．
狩
猟
の
考
え
方
と
基
本
技
術

(1)
捕
獲
方
法

　

ジ
ビ
エ
の
味
わ
い
に
最
も
重
要
な
こ
と

は
、
ど
ん
な
山
で
捕
獲
さ
れ
た
か
、
ど
ん
な

エ
サ
を
食
べ
て
い
た
個
体
な
の
か
で
す
。
国

定
公
園
に
も
指
定
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
環
境

と
ブ
ナ
林
を
は
じ
め
と
し
た
落
葉
広
葉
樹
林

は
、獣
た
ち
の
良
好
な
餌
場
で
も
あ
り
ま
す
。

エ
サ
が
豊
富
な
山
域
で
の
捕
獲
に
有
利
な
、

く
く
り
罠
な
ど
で
の
捕
獲
を
積
極
的
に
行
っ

て
い
ま
す
。

(2)
処
理
方
法

　

処
理
の
中
で
は
放
血
作
業
の
良
し
悪
し
が

肉
の
臭
み
な
ど
を
決
定
づ
け
る
た
め
に
最
も

重
要
で
す
。
心
臓
の
ポ
ン
プ
作
用
で
筋
肉
内

部
か
ら
血
を
抜
く
た
め
、
捕
獲
個
体
が
生
き

て
い
る
間
に
し
か
行
え
ま
せ
ん
。
一
定
の
技

術
と
品
質
向
上
へ
の
意
欲
が
必
要
で
、
他
の

猟
師
さ
ん
に
任
せ
ず
、
現
在
は
私
が
す
べ
て

捕
獲
現
場
に
出
向
き
行
っ
て
い
ま
す
。

(3)
個
体
差
の
考
え
方

　

そ
も
そ
も
、
ブ
ナ
林
を
は
じ
め
と
し
た
豊
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か
な
山
々
に
囲
ま
れ
た
上
世
屋
周
辺
域
は
良

質
個
体
が
育
ま
れ
や
す
い
環
境
で
あ
り
、
猟

師
（
ジ
ビ
エ
処
理
施
設
）
に
と
っ
て
恵
ま
れ

た
環
境
で
す
。
家
畜
肉
と
比
較
し
た
ジ
ビ
エ

の
最
大
の
特
徴
は
個
体
差
が
あ
る
こ
と
で

す
。
雌
雄
の
違
い
（
家
畜
は
去
勢
さ
れ
る
の

で
基
本
的
に
メ
ス
）、
年
齢
の
違
い
、
食
べ

て
い
る
も
の
の
違
い
、
捕
獲
時
期
、
そ
の
年

の
山
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、
肉
質
や
脂
の
り

も
千
差
万
別
で
す
。
ま
た
、
一
般
的
な
家
畜

よ
り
も
自
由
に
運
動
し
て
お
り
、
筋
繊
維
が

発
達
す
る
た
め
、
よ
り
筋
肉
の
部
位
差
も
出

や
す
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
こ
れ
が
良
い
」、

「
あ
れ
は
ダ
メ
」
で
は
な
く
、
個
体
や
部
位

ご
と
に
、そ
れ
ぞ
れ
適
し
た
調
理
法
が
あ
り
、

そ
れ
を
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
な
い
よ
う
に
料
理
人

に
届
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

出
荷
、
流
通
、
消
費
者
に　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

対
す
る
考
え
方

　

現
在
は
お
米
の
収
穫
量
が
少
な
く
大
口
の

出
荷
先
２
軒
へ
の
出
荷
分
で
ほ
ぼ
完
売
し
て

し
ま
い
ま
す
。
出
荷
先
は
地
元
の
酒
蔵
と
稲

木
干
し
や
有
機
の
商
品
に
こ
だ
わ
る
業
者

で
、
上
世
屋
と
い
う
地
域
で
行
う
農
業
へ
の

評
価
を
し
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

ジ
ビ
エ
に
つ
い
て
は
、
美
味
し
く
食
べ
て

も
ら
う
た
め
に
個
体
の
把
握
や
出
荷
先
の
料

理
人
と
の
丁
寧
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

欠
か
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
処
理
頭
数
を
増
や

さ
ず
、
少
数
処
理
で
も
運
営
が
継
続
で
き
る

小
規
模
施
設
の
強
み
を
最
大
限
に
活
か
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。お
米
も
そ
う
で
す
が
、

ジ
ビ
エ
も
食
べ
て
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

イノシシと格闘する小山さん

コンパクトサイズのジビエ処理施設

が
、
ど
ん
な
言
葉
の
説
明
よ
り
も
上
世
屋
の

魅
力
を
消
費
者
に
ま
っ
す
ぐ
伝
え
て
く
れ
る

と
信
じ
、
農
業
者
・
狩
猟
者
と
し
て
力
を
尽

く
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

お
米
と
お
肉
は
人
口
20
人
の
村
が
運
営
す

る
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
※
「
世
屋
生
協
」

で
販
売
し
て
い
ま
す
。
藤
布
や
和
紙
を
使
っ

た
商
品
も
扱
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
２
０
２
０
年
３
月
か
ら
チ
ャ

ン
ト
セ
ヤ
フ
ァ
ー
ム
コ
シ
ヒ
カ
リ
１
０
０
％

で
仕
込
ん
だ
生
酛
純
米
酒
「
ひ
と
や
す
み
」

が
伊
根
町
の
向
井
酒
造
か
ら
発
売
さ
れ
ま
し

た
。

イノシシ肉とシカ肉
3 月発売の
「ひとやすみ」

若手アーティスト
が制作した和紙糸
を使ったモビール

若
手
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち

　

上
世
屋
の
和
紙
や
藤
織
作
家
た
ち
も
、
例

え
ば
和
紙
の
原
料
と
な
る
「
こ
う
ぞ
」
を
上

世
屋
で
栽
培
し
た
り
、
近
く
の
山
か
ら
採
っ

た
藤
の
蔓
か
ら
繊
維
を
と
る
な
ど
、
上
世
屋

で
受
け
継
が
れ
て
き
た
技
術
や
自
然
環
境
に

依
存
し
た
も
の
作
り
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の

作
品
で
風
土
を
表
現
し
て
い
ま
す
。
ゲ
ス
ト

ハ
ウ
ス
開
業
を
目
指
す
新
た
な
移
住
者
（
日

本
人
と
ベ
ル
ギ
ー
人
夫
妻
）
も
昨
年
加
わ
り

ま
し
た
。
集
落
の
多
様
な
作
り
手
を
繋
げ
、

来
訪
者
に
上
世
屋
の
暮
ら
し
の
魅
力
を
体
感

し
て
も
ら
え
る
場
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ

世屋生協
ホームページ
はこちら

ht tp s : / / shop .
kamiseya.com/



ん
。
そ
れ
は
地
域
の
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

維
持
の
仕
組
み
と
な
る
の
で
は
と
、
期
待
し

て
い
ま
す
。

将
来
の
目
標
・
抱
負

　

稲
作
で
は
「
土
着
す
る
お
米
」
を
コ
ン
セ

プ
ト
に
し
て
い
ま
す
。
風
土
を
活
か
し
、
村

人
の
流
儀
を
学
ぶ
こ
と
で
、「
ち
ゃ
ん
と
上

世
屋
ら
し
い
」
お
米
を
育
て
た
い
。
そ
の
願

い
を
屋
号
「
チ
ャ
ン
ト
セ
ヤ
フ
ァ
ー
ム
」
に

込
め
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
結
果
的
に
美
味
し

く
て
安
全
な
お
米
に
繋
が
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
こ
の
集
落
で
の
田
ん
ぼ
仕
事
は
農
道
や

水
路
の
大
半
が
昔
な
が
ら
の
土
道
・
素
掘
り

の
た
め
、
維
持
に
は
人
手
が
必
要
で
あ
り
、

大
型
機
械
が
使
え
な
い
小
さ
な
棚
田
で
の
作

業
な
ど
何
か
に
つ
け
て
助
け
合
い
が
必
要
で

す
。少
な
い
水
を
譲
り
合
う
気
配
り
も
含
め
、

集
落
で
暮
ら
す
う
ち
に
、
こ
の
田
ん
ぼ
作
業

こ
そ
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
や
豊
か
な
農

地
生
態
系
の
形
成
に
欠
か
せ
な
い
の
で
は
な

い
か
と
実
感
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

れ
が
何
よ
り
の
財
産
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。

　

集
落
の
農
業
者
に
は
若
手
が
チ
ャ
ン
ト
セ

ヤ
フ
ァ
ー
ム
の
１
世
帯
し
か
お
ら
ず
、
今
後

の
農
地
維
持
や
農
業
技
術
だ
け
で
な
く
豊
か

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
継
承
の
ハ
ー
ド
ル
と

な
っ
て
い
ま
す
。
チ
ャ
ン
ト
セ
ヤ
フ
ァ
ー
ム

が
、
ジ
ビ
エ
処
理
施
設
と
合
わ
せ
て
就
農
や

猟
師
志
望
者
の
受
け
皿
と
な
れ
る
体
制
を
作

り
た
い
、
そ
し
て
、
集
落
で
の
豊
か
な
暮
ら

し
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
榊
原　

健
太
朗
）

上世屋の棚田を中心とした人のつながりと地域づくりのイメージ図

移住体験施設「セヤハウス」

ゲストハウス開業を目指して
移住してきた夫妻
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「夏は稲作・冬は猟師」の 1 年

時期・摘要 作業 実施方法・その他

4 月～

春起こし 堆肥・ボカシ散布、荒起こし

選種

浸種・催芽

播種

育苗

塩水選（品種：コシヒカリ、亀の尾、新羽二重糯、赤米、黒米）

催芽機使用

１ポットに３～４粒（ミノルポット）

折衷苗代、窒素で３～４ｇ / 箱程度追肥

入水 ４月 20 日～（入水可能期間：４月～９月）

5 月上～中旬 代かき 水はけの悪い田んぼは１回代かき。よい田んぼは２回代かき

5 月中旬～　

6 月中旬

田植え イネミズゾウムシ・ドロオイムシの産卵盛期を避けて田植え、坪50～56 株、田面施用なし

水管理① ヒエが生える田んぼは少ないため、浅水管理で分げつ促進重視

6 月中旬～ 雑草対策 除草（植代かきから約 10 日後に１～３回、歩行型機械除草）

7 月上～中旬
中干し 水はけの悪い田んぼは 14 日程度、土を見つつやや強めに行う

水管理② かけ流しができれば行う、一部水不足になる田んぼもある

8 月

出穂 ８月１週目ぐらいから

追肥 なし

落水 水はけが悪い田は田植え 20 日前ぐらいから

9 月中旬～

稲刈り

コシヒカリ稲刈り開始

10 月上旬 コシヒカリ稲刈り完了、秋起こし順次開始

10 月中旬 天日干し米脱穀、新羽二重、黒米稲刈り

11 月上～中旬 秋起こし 完了

11 月 15 日～

　3 月 15 日
狩猟期間

ワナ設置・捕獲・解体・販売～

※稲作関係ではボカシ肥料づくりなどを行う

棚田をナリワウ学校 2020
自然に囲まれた棚田の米作りでどんな作業をしているのか、一年を通して
実際に体験してみませんか？
チャントセヤファームの上世屋の棚田で実際に米づくりをしながら学ん
でいただきます。知識や方法を知るだけでなく、積極的な参加意欲のある
方を求めており参加者皆さんも互いに学び合う場です。
4月～ 11 月に１泊２日×８回のプログラムです。平日と週末の月 2回開
催しますので、ご都合に合わせて参加していただけます。
7月と 10 月には自然農法センターより「秋～春の育土と抑草効果の関係」、
「風土に適した秋処理」をテーマに情報提供します。

詳しくはホームページ https://kamiseya.com/events/tanadaschool2020 をご覧下さい。
お問い合わせ先：ドチャック会議 TEL：090-5978-8315（小山有美恵）メール：kamiseya.sumu@gmail.com
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、中止や縮小の可能性があります。
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