
農
家
の
数
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
た
め
池

　

本
州
の
最
西
北
端
に
、
日
本
海
に
向
け
て
鳥
が
ぐ
い
っ
と
首

を
突
き
出
し
た
よ
う
な
形
の
半
島
が
あ
る
。
山
口
県
旧
油
谷
町

（
現
長
門
市
）の
向む

か

津つ

具く

半
島
。
こ
こ
は
そ
の
基
部
に
至
る
ま
で
、

海
を
望
む
よ
う
に
棚
田
が
丘
陵
地
一
帯
に
拓
か
れ
て
い
る
。
中

で
も「
東ひ

が
し
う
し
ろ
ば
た

後
畑
の
棚
田
」は
日
本
の
棚
田
百
選
に
認
定
さ
れ
、「
漁

り
火
と
夕
日
が
美
し
い
棚
田
」
と
し
て
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
近
年
で
は
、
向
津
具
半
島
に
魅
せ
ら
れ
た
I
タ
ー

ン
者
も
増
え
つ
つ
あ
る
。

　

実
は
こ
の
地
域
、
農
家
戸
数
よ
り
も
圧
倒
的
に
た
め
池
の
数

が
多
い
。
全
国
で
も
こ
ん
な
エ
リ
ア
は
め
ず
ら
し
い
。
車
で
走

り
抜
け
る
だ
け
で
も
、
二
つ
三
つ
の
た
め
池
が
同
時
に
視
界
に

入
っ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
小
さ
い
。

　
『
油
谷
町
史
』（
平
成
二
年
発
行
）に
よ
る
と
、
昭
和
六
十
二

（
一
九
八
七
）年
、
油
谷
町
内
の
た
め
池
総
数
は
一
七
八
七
ヶ
所
。

そ
の
う
ち
、
ま
さ
に
向
津
具
半
島
そ
の
も
の
を
さ
す
と
い
う
旧

向
津
具
村
に
は
、
五
九
三
ヶ
所
。
そ
し
て
、
半
島
の
基
部
に
あ

た
る
旧
宇
津
賀
村
・
旧
日
置
村
に
九
九
一
ヶ
所
。
合
わ
せ
て

一
五
八
四
ヶ
所
で
あ
る
。
油
谷
町
内
の
た
め
池
の
九
割
近
く
が
、

向
津
具
半
島
エ
リ
ア
に
集
中
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
そ
の
当
時
、
一
五
八
四
ヶ
所
の
た
め
池
が
潤
し
た

水
田
面
積
は
、
約
一
〇
〇
五
ha
。
町
史
に「
単
純
計
算
で
は
田

六
三
ア
ー
ル
に
一
つ
の
溜
池
を
有
す
る
勘
定
に
な
る
」と
記
載

さ
れ
て
い
る
ほ
ど
だ
。

　

最
新
の
た
め
池
の
数
を
見
て
み
る
。
平
成
二
十
二

（
二
〇
一
〇
）年
、
旧
油
谷
町
内
の
た
め
池
総
数
は
一
四
一
二
ヶ

所
。
そ
し
て
、
農
家
戸
数
は
六
四
九
戸
。
現
在
、
一
戸
の
農
家

で
二
ヶ
所
以
上
の
た
め
池
を
管
理
し
て
い
る
計
算
に
な
る
。

　

過
去
の
記
録
で
は
最
も
古
い
昭
和
五
十
五（
一
九
八
〇
）年
で
、

た
め
池
総
数
は
一
七
二
八
ヶ
所
、

農
家
戸
数
は
一
三
四
一
戸
で
あ
る

（
表
１
）。
た
め
池
は
、
昭
和
後
半

に
新
築
さ
れ
た
も
の
の
、
年
々
減

少
傾
向
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
農

家
戸
数
の
減
少
は
加
速
化
す
る
ば

か
り
で
、
限
ら
れ
た
農
家
の
肩
に

そ
の
荷
は
か
か
っ
て
い
る
。

　

地
元
、
日
本
の
棚
田
百
選
認
定

地
区
の
東
後
畑
営
農
組
合
代
表
、

三
村
建
治
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

旧
油
谷
町
農
林
課
長
を
経
て
、
長

門
市
合
併
後
は
市
農
林
課
長
を
務

め
た
人
物
で
あ
る
。

　
「
旧
油
谷
町
の
た
め
池
の
ほ
ぼ

九
割
が
個
人
用
の
小
さ
な
た
め
池
で
す
。
旧
町
内
で
一
ha
を
超

え
る
大
き
な
た
め
池
は
三
つ
。
そ
の
一
つ
、
東
後
畑
集
落
の

『
大お

お
づ
つ
み堤
』
は
一
・
五
ha
ほ
ど
。
深
さ
は
五
～
六
m
は
あ
り
ま
す
よ
。

か
つ
て
最
も
多
い
と
き
で
五
十
人
が
利
用
し
て
い
た
け
れ
ど
、

今
じ
ゃ
個
人
六
人
と
営
農
組
合
だ
け
で
す
よ
。

　

わ
た
し
自
身
は
、
共
同
の
た
め
池
三
つ
に
、
個
人
た
め
池
が

五
つ
。
田
ん
ぼ
約
二
・
七
ha

で
八
つ
の
た
め
池
。
こ
れ
は

多
い
方
や
ね
。
こ
の
辺
り
の

農
家
は
最
低
で
も
二
つ
三
つ

管
理
す
る
の
が
普
通
で
す
よ
。

最
低
一
つ
は
共
同
の
た
め
池

で
、
ほ
か
に
必
ず
補
完
用
と

し
て
個
人
の
た
め
池
を
も
っ

て
ま
す
け
ん
ね
」

向津具半島
―千を超えるため池群
（山口県長門市旧油谷町）

忘 大地れられた の を物語 求めて

ライター　石井　里津子

長門市旧油谷町向津具半島

棚田かふぇにて、三村建治さんに話を聞く

【表1】旧油谷町の農家戸数と水田面積、ため池の数の変遷

総農家数 経営耕地面積（田） ため池数

1960（昭和35）年 1978戸 1443.76ha 不明

1980（昭和55）年 1341戸 1299.53ha 1728ヶ所

2010（平成22）年 649戸 　784.25ha 1412ヶ所

表1：山口県の農林業（世界農林業センサス結果報告書）等をもとに山口県農村整備課よ
りデータ提供
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た
め
池
の
現
状
に
つ
い
て
、
三
村
さ
ん
は
続
け
た
。

　
「
十
数
年
前
か
ら
は
、
た
め
池
改
修
事
業
の
地
元
負
担
が

十
五
％
か
ら
二
％
と
軽
く
な
り
、
た
め
池
の
補
修
も
い
く
ら
か

進
み
ま
し
た
が
、
ほ
と
ん
ど
が
江
戸
時
代
に
で
き
た
も
の
で
老

朽
た
め
池
ば
か
り
。
意
欲
の
あ
る
と
こ
ろ
は
補
修
を
進
め
る
一

方
、離
農
す
る
と
た
め
池
も
そ
の
ま
ま
消
え
て
い
っ
て
ま
す
ね
」

伝
統
行
事
「
さ
る
を
う
ち
」
も
残
し
な
が
ら

　

二
月
の
北
西
風
が
吹
き
す
さ
ぶ
な
か
、
た
め
池
そ
ば
に
建
つ

石
碑
に
し
め
縄
が
ま
か
れ
、
白
い
御
幣
が
は
た
め
い
て
い
た
。

近
づ
い
て
確
か
め
る
と
、
ほ
か
に
細
い
竹
筒
と
不
思
議
な
形
の

わ
ら
細
工
が
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

三
村
さ
ん
に
た
ず
ね
る
と
「
二
月
の
は
じ
め
、庚
申
塚
に
『
さ

る
を
』
を
供
え
る
行
事
」
だ
と
い
う
。

「
猿
尾
」
と
漢
字
で
は
書
く
と
の
こ
と

だ
が
、
こ
れ
は
わ
ら
で
編
ま
れ
た
民
具

の
名
称
で
あ
る
。

　
「
こ
こ
で
は
、
昭
和
三
十
八
年
頃
ま

で
牛
に
鋤
を
引
か
せ
て
い
た
ん
で
す

よ
。
牛
に
引
か
せ
る
横
棒
と
鋤
と
を
つ

な
ぐ
の
が『
さ
る
を
』。
昔
は
必
需
品
で

す
。
一
月
二
月
に
、
お
供
え
用
の
さ
る

を
と
一
緒
に
自
分
の
家
で
一
年
分
使

う
さ
る
を
も
集

ま
っ
て
作
る
。
こ

れ
を『
さ
る
を
う

ち
』と
い
う
ん
で

す
。
お
供
え
用
は

実
際
に
使
う
も
の

よ
り
大
き
め
に
作

る
。
各
家
五
～
六
本
は
必
要
じ
ゃ
っ
た
か
ら
、
六
軒
あ
っ
た
ら

そ
の
六
軒
分
を
ま
と
め
て
み
ん
な
で
作
っ
て
帰
り
よ
り
ま
し

た
」

　

集
落
内
の
、
近
所
の
小
さ
な
ま
と
ま
り
が
一
単
位
と
な
り
、

今
も
み
ん
な
で
祭
事
に
向
け
供
え
用
の
さ
る
を
を
う
つ
。

　
「
わ
ら
を
三
つ
編
み
す
る
か
ら
最
低
四
人
は
必
要
。
四
人
集

ま
ら
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
こ
の
行
事
も
で
け
ん
よ
う
に
な
る
。

行
事
は
残
さ
ん
と
集
落
が
荒
れ
る
ん
で
す
よ
。
こ
う
し
た
行
事

は
農
業
を
や
る
も
ん
の
原
点
。
昔
か
ら
水
の
喧
嘩
、
道
の
喧
嘩

が
あ
っ
て
も
行
事
の
日
に
は
来
る
。
そ
し
て
行
事
の
あ
と
は
酒

を
交
わ
す
。こ
う
し
た
場
が
作
れ
ん
と
、許
容
範
囲
が
狭
く
な
っ

て
荒
れ
て
い
く
ん
で
す
」

　

集
落
が
荒
れ
れ
ば
、
田
ん
ぼ
も
荒
れ
る
。
大
地
に
根
を
張
る

人
が
腹
底
で
知
る
危
機
感
だ
。
そ
し
て
「
た
め
池
の
機
能
が
弱

る
と
田
ん
ぼ
が
荒
れ
て
く
る
」。
た
め
池
が
老
朽
化
し
、
漏
水

等
が
は
じ
ま
る
と
、
そ
の
水
が
か
り
の
田
ん
ぼ
は
必
然
的
に
荒

れ
て
い
く
。

　

そ
れ
で
も
三
村
さ
ん
は
、
た
め
池
の
未
来
を
描
く
。

　
「
大
き
な
た
め
池
で
小
水
力
発
電
が
で
き
な
い
か
と
考
え
て

い
る
ん
で
す
よ
。
広
さ
は
な
く
と
も
高
低
差
が
あ
る
。
落
差
を

利
用
し
て
発
電
が
で
き
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
」　

　

た
め
池
が
も
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
最
大
限
に
生
か
し
た
い
と

い
う
の
だ
。

　
「
景
観
と
し
て
の
魅
力
も
大
き
い
。
さ
ら
に
、
た
め
池
に
は

野
鳥
が
た
く
さ
ん
来
る
。
カ
モ
類
と
か
カ
イ
ツ
ブ
リ
や
ウ
な
ど
。

池
の
フ
ナ
を
食
べ
た
り
、
池
底
の
へ
ど
ろ
の
中
の
餌
を
食
べ
て

い
る
み
た
い
で
す
。
も
ち
ろ
ん
サ
ギ
類
も
多
く
い
ま
す
よ
」

　

千
を
超
え
る
た
め
池
群
。
こ
れ
ら
を
文
化
や
生
態
系
も
含
め

た
地
球
財
産
的
な
発
想
で
と
ら
え
て
い
け
ば
、
新
し
い
物
語
が

動
き
は
じ
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。

向津具半島を空から望む（山口県農村整備課提供）。「向津具」
というユニークな名前は、古来の呼び名「向国（むかつくに）」

「向津（むこうつ）」が転じた説などがある

日本の棚田百選認定「東後畑の棚田」展望台横にあ
る全国ため池百選の「深

ふか

田
た

ため池」。池の真ん中に
は浮島も。池のほとりに2014年夏、空き家を活用
したNPOによる週末のみのカフェ「棚田かふぇ
You家（ゆ～や）」もオープン

深田ため池の脇で、「さるをうち」の行事で祀ら
れた庚申塚。「さるを」と一緒に、細い竹の先に
御幣がつけてあるのは「地神祭り」用のもので「さ
るをうち」とは別の行事用。だが、近年はこの2
つの行事をわずらわしさからまとめるところも増
えたという。三村さんのところは行事を残す意識
が強く、地神祭りは2月後半に別途行う
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