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能
登
ゼ
ミ
で
一
番
感
じ
た
こ
と

は
、
人
の
温
か
さ
や
優
し
さ
で
し

た
。
能
登
の
一
番
の
資
源
は
モ
ノ

で
は
な
く
ヒ
ト
だ
と
い
う
こ
と
を

実
感
し
ま
し
た
。
炭
焼
き
の
小
箱

さ
ん
、
猿
鬼
伝
説
の
向
峠
さ
ん
、

農
作
業
の
尻
田
さ
ん
、
山
せ
み
荘

の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
か
ら
、
た

く
さ
ん
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
民
泊
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
首
田
さ
ん
か
ら
は
「
能
登
は

も
う
君
の
ふ
る
さ
と
だ
か
ら
、
ま

た
い
つ
で
も
お
い
で
」
と
言
わ
れ

本
当
に
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　

地
に
足
を
着
け
た
生
き
方
、
地

域
の
つ
な
が
り
、
伝
統
的
お
祭
り

や
の
ん
び
り
と
し
た
雰
囲
気
は
都

会
に
は
絶
対
に
な
い
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
ヒ
ト
と
ヒ
ト
の
つ
な
が

り
の
大
切
さ
、
心
の
大
切
さ
を
能

登
で
学
び
ま
し
た
。
私
も
自
分
の

心
と
正
直
に
向
き
合
い
、
挑
戦
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
好

き
な
能
登
に
必
ず
ま
た
来
ま
す
。

　

岩
井
戸
地
区
で
3
日
間
過
ご
し

ま
し
た
。
一
見
す
る
と
風
光
明め
い
び媚

な
田
舎
と
い
う
だ
け
の
印
象
だ
っ

た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

一
日
一
日
と
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を

し
、
地
元
の
方
々
の
お
話
を
聞
く

こ
と
で
、
岩
井
戸
地
区
が
ど
れ
だ

け
美
し
く
、
凜り
ん

と
し
て
い
る
場
所

な
の
か
見
え
て
き
ま
し
た
。
最
後

に
は
見
る
風
景
全
て
に
意
味
を
感

じ
、
お
世
話
に
な
っ
た
方
の
顔
が

浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。

　

自
然
の
美
し
さ
と
人
の
美
し
さ

の
相
関
関
係
が
は
っ
き
り
と
分
か

り
ま
し
た
。能
登
の
自
然
の
中
で
、

地
元
の
方
の
姿
を
通
し
て
、
私
た

ち
は
自
然
へ
の
敬
意
、
慈
し
み
、

そ
し
て
愛
を
感
じ
ま
し
た
。

　

能
登
に
は
本
物
の
自
然
と
人
の

温
か
さ
が
確
か
に
存
在
し
、
絶
妙

な
相
関
関
係
で
「
能
登
」
で
あ
る

こ
と
を
保
っ
て
い
る
の
だ
と
実
感

し
て
い
ま
す
。
本
当
に
有
意
義
で

す
ば
ら
し
い
経
験
で
し
た
。

　

初
め
て
の
能
登
。
行
く
ま
で
は

「
ど
こ
に
で
も
あ
る
田
舎
」
く
ら

い
に
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
東
京
に
帰
っ
て
く
る
と
考

え
が
１
８
０
度
変
わ
っ
て
い
る
こ

と
に
自
分
で
も
驚
い
て
い
ま
す
。

　

地
元
の
皆
さ
ん
の
話
を
聞
い

て
、
今
ま
で
忘
れ
て
い
た
家
族
の

温
か
さ
や
食
べ
る
こ
と
、
生
き
る

こ
と
の
あ
り
が
た
み
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
一
度
離
れ
て

も
、
ま
た
戻
っ
て
き
た
い
と
思
え

る
ふ
る
さ
と
が
あ
る
能
登
の
人
を

う
ら
や
ま
し
く
も
思
い
ま
し
た
。

　

能
登
の
良
さ
を
地
域
の
人
た
ち

に
伝
え
る
こ
と
、
若
い
力
を
必
要

と
す
る
こ
の
場
所
に
多
く
の
若
者

を
連
れ
込
む
手
助
け
を
す
る
こ
と

が
私
た
ち
の
役
目
で
あ
り
、
こ
の

合
宿
を
き
っ
か
け
に
能
登
に
つ
い

て
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
う
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
私
の
気
持
ち
に

変
化
を
与
え
た
能
登
と
能
登
の
皆

さ
ん
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

ヨ
ソ
者
の
目
線

能
登
の
里
山
里
海
が
学
び
の
場
に
―
。

近
年
、
小
木
地
区
や
岩
井
戸
地
区
な
ど
で
、
地
域
活
性
化
を
テ
ー
マ
に

学
ぶ
大
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
学
生
た
ち
は
能
登
の
暮
ら
し
か
ら

何
を
感
じ
た
の
か
。
ゼ
ミ
合
宿
で
今
年
9
月
の
3
日
間
、
岩
井
戸
地
区

に
滞
在
し
た
東
洋
大
学
生
の
感
想
を
紹
介
し
た
い
。

東洋大学国際地域学部

井上真里奈さん

東洋大学国際地域学部

板井靖良さん

東洋大学国際地域学部

石井美樹さん

能登は生まれ育った場所ですが、若いときはずっと「逃げ出
したい」と思っていました。それでも能登で生きていくこ

とを選択し、今は育ててもらった地域に恩返ししたいと思ってい
ます。大学生はいろいろな角度から地域を見てくれて、私たちが
今まで当たり前だと思っていた「地域の良さ」を教えてくれます。
世界農業遺産の認定や大学生の受け入れは、地域を見直すきっか
けになりました。何もないながらも、集落はこれまで脈々と続い
てきました。何もせずに見ているだけではなく、何かできること
はないか地域の皆さんと模索していければと考えています。

岩
井
戸
地
区
振
興
協
議
会

水
口
政
弘 

会
長
（
五
十
里
）

里
山
里
海
の
地
域
資
源

【
棚
田
・
谷
地
田
】

　

棚
田
は
山
地
な
ど
の
傾
斜

地
に
階
段
状
に
作
ら
れ
た
田

ん
ぼ
。
谷
地
田
は
台
地
に
挟

ま
れ
た
細
長
い
谷
に
あ
る
田

ん
ぼ
。
棚
田
は
農
作
業
の
機

械
化
が
難
し
く
、
耕
作
放
棄

地
に
な
り
や
す
い
が
、
水
源

に
近
く
昼
夜
の
寒
暖
差
が
大

き
い
た
め
、
米
の
食
味
が
増

す
条
件
に
恵
ま
れ
る
。

　

さ
ら
に
生
き
物
を
育
み
、

水
を
蓄
え
、
地
滑
り
を
防
ぐ

な
ど
多
面
的
役
割
も
担
う
。



未来への糸口
世界農業遺産に認定されても、過疎化や高齢化

は止まらない。地域の宝物を守るために何をす

れば良いのか。農業遺産の認定前から活動する

地域の事例から、解決の糸口を探る。

オーナー制で棚田を存続させる
白
し ろ よ ね

米千枚田（輪島市）

キリコ祭りに大学生を受け入れる
柳田大祭

地域で「あえのこと」を受け継ぐ
国
く に し げ

重田の神様保存会

限界集落に『若者』という血流を
神

み こ は ら

子原地区（羽咋市）

千枚を超える大
小の田んぼが

美しい幾何学模様を
描く千枚田。かつて
18 軒を数えた農家
は 3 軒を残すのみ
となり、年々休耕田
が増え続けていた。
　「千枚田を守りたい」。平成３年に 50人で始まった
耕作ボランティアは、400 人を超えるまでになった。
平成 19年からは「マイ田んぼ」として全国からオー
ナーを募集。会費と年数回の現地作業が必要だが、多
くの人が観光を兼ねて輪島を訪れている。千枚田を守
り未来に残すためには、農家とボランティア、そして
観光客のいずれも欠かすことができない。

過疎高齢化によ
りキリコの担

ぎ手が不足している
「柳田大祭」。柳田地
区は平成 21 年から
金沢星稜大学の応援
を得て、祭りの継承
に取り組んでいる。

　今年の祭りからは女子学生も参加。親戚や友人を招
待して供応する「よばれ」を手伝った。民泊も取り入
れた結果、学生と地域住民との交流がさらに深まって
いる。学生たちは祭りの準備や運営に参加することで
住民とふれ合い、地域への理解を深めようと考えてい
る。学生たちの思いを取り入れながら、祭り存続の道
が模索されている。

農家が家々で執
行 す る 神 事

「あえのこと」。近年
は農業の近代化や後
継者不足などが原因
で、神事を行う農家
は激減している。
　国重地区は、地域
であえのことを復活させようと平成 20年に保存会を
結成。吉村安弘会長宅に保存会員が集まり、協力しな
がらあえのことを執行している。きっかけはユネスコ
無形文化遺産の登録。それぞれの記憶や資料をひもと
きながらも、時代に合わせた形になるよう相談しなが
ら準備を進めた。地域であえのことを保存伝承する活
動は、神野地区など他の地域にも広がっている。

富山県との県境
に位置する羽

咋市神子原地区。な
かでも菅池町は、さ
らに山手にある農村
集落。羽咋市は、限
界集落といわれたこ
の集落を活発化させ
るため ▽烏

え ぼ し

帽子親
おや

農
家制度 ▽空き農家・

農地情報バンク制度 ▽神子原米のブランド化計画 ▽首
都圏大学生による援農合宿―などを実施。高齢化率が
高く、離村率も激しい農村集落に『若者』という血流
を与えることで、限界集落を見事に脱却した。
　神子原地区次の一手は “自然栽培農法（Japonic）”。
『奇跡のリンゴ』で知られる木村秋則さん（青
森県・木村興産社代表）が提唱する農薬、除
草剤、肥料を一切使わない農法の普及に取り
組んでいる。
　ローマ法王にも献上され、ブランド米とし
て確立した『神子原米』の販路はアメリカや
フランスへと広がっている。世界農業遺産の
追い風を受けて、限界集落の挑戦は世界に向
けてさらに加速している。

▲棚田を利用した巨大ひな壇は大学
生のアイデアで 6 年前に始まった。
二日間で 1500 人以上が訪れる。
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里
山
里
海
の
地
域
資
源

【
の
と
キ
リ
シ
マ
ツ
ツ
ジ
】

　

能
登
半
島
は
古
木
の
群
生

地
と
し
て
日
本
一
の
規
模
を

誇
る
。
特
徴
は
民
家
の
軒
先

や
裏
庭
に
あ
る
こ
と
。
数
百

年
に
わ
た
っ
て
人
が
手
を
か

け
続
け
た
結
果
で
あ
り
、
ま

さ
に
能
登
の
暮
ら
し
と
共
に

あ
る
花
木
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の

と
キ
リ
シ
マ
ツ
ツ
ジ
の
郷

は
、
５
０
０
本
を
超
え
る
古

木
を
調
査
し
「
深
紅
の
戸
籍

簿
」
を
制
作
中
。
開
花
は
5

月
上
旬
か
ら
中
旬
ご
ろ
。



ト
キ
と

共
生
す
る

佐
渡
の
里
山

朱と

き鷺
と
暮
ら
す
郷
づ
く
り

　

平
成
20
年
、
野
生
復
帰
を
目
指

し
て
10
羽
の
ト
キ
が
佐
渡
の
空
に

放
た
れ
た
。
ト
キ
と
の
共
生
を
掲

げ
る
佐
渡
市
は
、
ト
キ
の
エ
サ
場

の
確
保
と
佐
渡
米
の
ブ
ラ
ン
ド
化

を
目
指
し
て
『
生
き
も
の
を
育
む

農
法
※
１
』の
普
及
に
取
り
組
み
、

『
朱
鷺
と
暮
ら
す
郷
』
認
証
米
制

度
※
２
を
創
設
し
た
。

　
「
佐
渡
米
は
平
成
16
年
の
台
風

被
害
に
よ
り
、
産
地
と
し
て
信
頼

を
失
い
、
平
成
19
年
ま
で
販
売
不

振
が
続
き
ま
し
た
。
結
果
と
し
て

生
産
調
整
の
強
化
と
米
も
売
れ
な

く
な
る
と
い
う
厳
し
い
状
態
が
重

な
り
、
耕
作
放
棄
地
が
増
え
て
い

ま
し
た
」
と
当
時
の
佐
渡
米
の
状

況
を
振
り
返
る
渡
辺
さ
ん
。
ト
キ

の
餌
場
に
つ
い
て
も
整
備
が
進
ん

で
い
な
い
と
感
じ
て
い
た
。　

　
「
ト
キ
は
里
山
の
鳥
で
、
平
野

部
の
生
き
も
の
の
少
な
い
ほ
場
整

た
。
そ
の
た
め
に
は
、
み
ん
な
に

意
識
を
持
っ
て
も
ら
い
自
主
的
に

や
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
行
政
か

ら
強
制
は
し
な
い
し
、
農
家
も
無

理
は
し
ま
せ
ん
。
頑
張
れ
ば
誰
で

も
で
き
る
こ
と
が
、
佐
渡
の
『
生

き
も
の
を
育
む
農
法
』
の
大
き
な

特
徴
で
す
」

　

マ
ス
コ
ミ
が
取
り
上
げ
る
こ
と

で
認
証
米
に
取
り
組
む
農
家
数
は

大
き
く
増
え
た
。
今
で
は
佐
渡
米

全
体
の
25
㌫
が
認
証
米
。
コ
シ
ヒ

カ
リ
は
ほ
ぼ
１
０
０
㌫
が
農
薬
・

化
学
肥
料
そ
れ
ぞ
れ
5
割
減
で
生

産
さ
れ
て
い
る
。

　
「
認
証
米
制
度
が
始
ま
っ
て
5

年
が
経
過
し
、
課
題
も
見
え
て
き

ま
し
た
。
農
薬
や
化
学
肥
料
を
減

ら
す
と
3
年
目
く
ら
い
か
ら
収
量

備
し
た
田
ん
ぼ
も
重
要
な
エ
サ
場

で
す
。
こ
の
田
ん
ぼ
に
生
き
物
を

増
や
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
佐
渡

の
生
態
系
の
頂
点
に
い
る
ト
キ
も

増
え
ま
す
。
逆
に
ト
キ
が
死
ね
ば

佐
渡
の
イ
メ
ー
ジ
が
悪
く
な
り
ま

す
。
ト
キ
を
生
か
す
の
は
、
農
家

の
腕
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

当
初
、
農
家
か
ら
は
『
俺
に
は

関
係
な
い
』と
い
う
意
見
が
多
く
、

な
か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
ま
せ

ん
で
し
た
。
ト
キ
の
エ
サ
場
を
つ

く
る
こ
と
で
米
が
高
く
売
れ
る
。

ト
キ
の
た
め
で
は
な
く
、
農
家
の

た
め
だ
と
説
明
し
ま
し
た
。
初
年

度
の
参
加
は
少
な
い
と
考
え
て
い

ま
し
た
が
、
数
軒
の
農
家
が
や
っ

て
み
よ
う
と
声
を
上
げ
て
地
域
で

Ｐ
Ｒ
を
始
め
た
結
果
、
初
年
度
か

ら
２
５
６
戸
４
２
７
㌶
で
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。

　

一
つ
の
狭
い
エ
リ
ア
で
は
な

く
、
佐
渡
全
体
の
生
き
物
を
少
し

ず
つ
増
や
そ
う
と
考
え
て
い
ま
し

が
減
っ
て
く
る
の
で
す
。
新
潟
県

と
一
緒
に
技
術
的
な
検
証
を
し
て

い
ま
す
が
、
有
機
に
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
土
づ
く
り
や
施
肥
の
タ
イ
ミ

ン
グ
な
ど
技
術
が
必
要
に
な
り
ま

す
。
稲
の
状
態
を
し
っ
か
り
見
る

な
ど
農
業
の
原
点
に
戻
る
こ
と
が

大
切
な
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
」

農
業
を
継
が
せ
た
い
職
業
に

　

世
界
農
業
遺
産
認
定
を
受
け
て

佐
渡
の
取
り
組
み
に
変
化
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
認
証
米
は
主
に
平
野
部
の
ほ

場
整
備
さ
れ
た
田
ん
ぼ
で
作
ら
れ

て
い
ま
す
。農
業
遺
産
の
認
定
は
、

こ
れ
ま
で
平
野
部
を
見
て
い
た
私

た
ち
の
目
を
『
棚
田
』
に
向
け
さ

せ
て
く
れ
ま
し
た
。
平
野
部
と
中

山
間
地
は
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

認
定
を
機
に
『
棚
田
協
議
会
』
を

設
立
し
、
棚
田
を
守
る
こ
と
が
集

落
を
守
る
こ
と
、
佐
渡
の
農
業
を

守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
農
家
に

訴
え
て
い
ま
す
。

　

佐
渡
の
農
業
を
守
る
た
め
に

は
、
農
業
が
子
ど
も
に
継
が
せ
た

い
職
業
で
あ
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
も
、
農
業
遺
産

を
活
用
し
た
ブ
ラ
ン
ド
化
を
さ
ら

に
進
め
、
農
家
の
収
入
を
増
や
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」

佐
渡
と
能
登

　
「
佐
渡
の
農
業
は
す
ご
い
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
私
は
能
登
に
驚
い

て
い
ま
す
。
食
、
地
形
、
地
名
、

文
化
な
ど
資
源
が
と
て
も
豊
か
で

4
市
4
町
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
特
徴

が
あ
り
ま
す
。
都
会
と
の
つ
な
が

り
も
佐
渡
の
目
標
と
す
べ
き
も
の

で
す
。

　

私
が
能
登
の
皆
さ
ん
に
意
識
し

て
ほ
し
い
と
思
う
こ
と
は
『
能
登

は
能
登
と
し
か
見
ら
れ
て
い
な

い
』
と
い
う
こ
と
で
す
。
４
市
４

町
が
連
携
し
て
『
能
登
』
の
魅
力

を
高
め
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

能
登
と
佐
渡
が
共
に
頑
張
っ

て
、
農
業
・
文
化
が
日
本
に
と
っ

て
大
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
発

信
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
」

　

北
前
船
が
往
来
し
た
海
運
の
時

代
、
人
的
に
も
物
的
に
も
交
流
が

盛
ん
だ
っ
た
佐
渡
と
能
登
が
、
時

代
を
経
て
再
び
交
わ
っ
た
。
同
じ

「
世
界
農
業
遺
産
」
と
し
て
―
。

佐渡の伝統文化

【鬼太鼓（おんでこ）】
鬼太鼓は佐渡各地のお祭りに登場。豊作や大
漁、家内安全を祈願し、厄を払うために家々
を回る。鬼の舞い方や太鼓の叩き方は、地域
によりさまざま。

【車田植（くるまだうえ）】
佐渡市北鵜島（きたうしま）の北村家に残る
習俗。３人の早乙女が田の中央に苗を植えた
後、車状に外側へ後ずさりながら丸く苗を植
えていく。田の神に豊作を祈る農耕儀礼。

【薪能（たきぎのう）】
佐渡には 30 以上の能舞台が残り、初夏には
各地の能舞台で薪能が奉納される。佐渡の能
はその地域に暮らす人々が舞い、謡い、観る
ことが最大の特徴。

【道遊の割戸（どうゆうのわりと）】
地表に出ている金銀鉱脈を掘り取った結果、
山が真二つに割れてしまった日本最大の露頭
掘り（露天掘り）の跡で、相川金銀山を象徴
する奇観。

佐
渡
リ
ポ
ー
ト

佐渡市農林水産課

渡辺竜五課長

「
能
登
の
里
山
里
海
」
と
共
に
世
界
農
業
遺
産
に

認
定
さ
れ
た
「
ト
キ
と
共
生
す
る
佐
渡
の
里
山
」。

ト
キ
が
棲す

め
る
豊
か
な
生
態
系
と
美
し
い
里
山
を

未
来
に
継
承
す
る
佐
渡
の
取
り
組
み
を
佐
渡
市
農

林
水
産
課
長
、
渡
辺
竜
五
さ
ん
に
聞
い
た
。

1617

※ 1「生きものを育む農法」…生物多様性を確保するため①水
田や水路に江（深み）を設置②ふゆみずたんぼ（冬期湛水）③
ビオトープの設置④魚道の設置―の4つの取り組みを行う農法

※ 2「朱鷺と暮らす郷」認証米制度…①生きものを育む農法で
栽培②年 2回の生きもの調査③農薬・化学肥料を地域慣行比
5割以上減らす④エコファーマーの認定⑤佐渡で栽培された米
―という基準をクリアしたお米を佐渡市が認証する制度
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―
世
界
農
業
遺
産
へ
の
認
定
を
ど

の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
。

　

能
登
の
原
風
景
、
昔
な
が
ら
の

農
法
、
祭
り
な
ど
の
文
化
が
総
合

的
に
評
価
さ
れ
、
世
界
に
認
め
ら

れ
た
。
認
定
は
う
れ
し
い
こ
と
で

あ
る
が
、
し
っ
か
り
守
っ
て
い
く

と
い
う
大
変
な
部
分
も
あ
る
。

―
自
治
体
の
役
割
は
。

　

認
定
を
機
に
交
流
人
口
の
拡
大

に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。
能
登
町

に
は
千
枚
田
の
よ
う
な
象
徴
的
風

景
は
な
い
が
、
春
蘭
の
里
や
あ
え

の
こ
と
、
ア
マ
メ
ハ
ギ
、
そ
し
て

あ
ば
れ
祭
な
ど
の
多
彩
な
祭
り
が

あ
る
。
能
登
町
に
来
て
も
ら
っ
て

体
験
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
こ
の

町
に
何
が
あ
り
、
何
を
や
っ
て
い

る
の
か
と
い
う
Ｐ
Ｒ
を
し
っ
か
り

と
や
っ
て
い
き
た
い
。

　

今
年
は
首
都
圏
で
モ
ニ
タ
ー
を

募
集
し
て
ツ
ア
ー
を
実
施
し
た
。

モ
ニ
タ
ー
か
ら
は
、
都
会
の
人
が

求
め
る
も
の
と
地
元
の
ギ
ャ
ッ
プ

を
埋
め
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
意

見
を
い
た
だ
い
た
。
こ
う
し
た
外

の
意
見
も
積
極
的
に
聞
い
て
、
参

考
に
し
て
い
き
た
い
。

　

外
に
向
け
て
の
Ｐ
Ｒ
の
ほ
か
に

は
住
民
活
動
の
支
援
。
伝
統
文
化

の
保
存
継
承
や
農
林
水
産
業
の
課

題
な
ど
、
地
元
の
声
を
し
っ
か
り

と
聞
い
て
活
動
を
応
援
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
―
地
域
や
住
民
の
意
識
は
。

　

認
定
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
特

別
変
わ
っ
た
こ
と
を
す
る
必
要
は

な
い
。
こ
れ
ま
で
や
っ
て
き
た
こ

と
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
切

だ
。
た
だ
、
意
識
の
中
で
は
「
世

界
農
業
遺
産
を
守
る
」
と
い
う
こ

と
を
常
に
考
え
て
ほ
し
い
。

　

認
定
を
き
っ
か
け
に
地
域
を
見

つ
め
直
し
た
り
、
活
動
が
広
が
っ

て
い
る
団
体
も
出
て
き
て
い
る
。

例
え
ば
久
田
和
紙
は
、
原
料
と
な

る
コ
ウ
ゾ
を
植
栽
し
て
増
や
す
事

業
に
乗
り
出
し
た
。
こ
れ
ま
で
で

あ
れ
ば
高
齢
化
で
山
に
自
生
す
る

コ
ウ
ゾ
の
採
集
を
あ
き
ら
め
、
活

動
は
収
縮
し
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
地
域
の
宝
で
あ
る
久
田
和
紙

を
守
り
た
い
と
い
う
意
識
か
ら
新

し
い
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
た
。

　

一
人
一
人
の
意
識
が
変
わ
れ

ば
、
能
登
は
も
っ
と
す
ば
ら
し
い

場
所
に
な
る
。
自
分
に
何
が
で
き

る
か
、
地
域
で
何
が
で
き
る
か
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
違

う
「
世
界
農
業
遺
産
」
と
い
う
視

点
で
考
え
れ
ば
見
え
て
く
る
の
で

は
な
い
か
。

―
能
登
の
未
来
は
。

　

こ
の
ま
ま
何
も
や
ら
な
け
れ
ば

能
登
が
廃
れ
て
し
ま
う
と
い
う
危

機
意
識
は
、
私
も
含
め
て
多
く
の

人
が
持
っ
て
い
る
。「
世
界
農
業

遺
産
」
は
私
た
ち
能
登
の
人
間
の

意
識
を
「
否
定
か
ら
肯
定
」「
マ

イ
ナ
ス
か
ら
プ
ラ
ス
」
に
変
え
る

大
き
な
き
っ
か
け
だ
。

　

明
る
く
元
気
に
、
能
登
を
誇
り

に
思
い
な
が
ら
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ

く
り
の
た
め
に
、
住
民
も
地
域
も

行
政
も
一
歩
前
に
進
み
た
い
。

　

能
登
の
未
来
を
担
う
の
は
子
ど

も
た
ち
だ
。わ
た
し
た
ち
大
人
が
、

子
ど
も
た
ち
に
前
向
き
に
生
き
る

背
中
を
見
せ
る
こ
と
が
、
能
登
の

未
来
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

自治体の役割
「能登の里山里海」を次世代に受け継ぐという長期的な目的を考え

ると、自治体の果たす役割は大きい。世界農業遺産を地域活性化に

どうつなげるのか。伝統文化や景観をどうやって守っていくのか。

持木一茂町長の考えを聞いた。

里
山
里
海
の
地
域
資
源

【
あ
ば
れ
祭
・
キ
リ
コ
祭
り
】

　

7
月
か
ら
10
月
に
か
け

て
、
能
登
半
島
各
地
で
開
催

さ
れ
る
「
キ
リ
コ
祭
り
」。

高
さ
数
㍍
か
ら
十
数
㍍
の
キ

リ
コ
（
切
子
灯
籠
）
を
担
ぎ

豊
作
や
豊
漁
、
疫
病
退
散
な

ど
を
祈
願
す
る
。

　

宇
出
津
の
キ
リ
コ
祭
り
は

「
あ
ば
れ
祭
」
と
呼
ば
れ
、

40
数
本
の
キ
リ
コ
が
大
松
明

の
周
り
を
乱
舞
し
、
2
基
の

神
輿
が
川
や
火
の
中
に
投
げ

込
ま
れ
て
大
暴
れ
す
る
。

一人一人の意識が変われば
能登はもっとすばらしい
場所になる。

能
登
町
長

持
木
一
茂  

久田和紙の紙すき



移
住
者
で
あ
る
私
は
、「
な

ぜ
能
登
が
良
い
の
か
」
と

よ
く
問
わ
れ
ま
す
。「
44
年
間
能

登
で
生
活
し
て
き
た
こ
と
」
が
そ

の
答
え
で
す
。
私
は
能
登
が
良
い

と
思
っ
て
い
る
か
ら
能
登
に
住
み

続
け
て
い
ま
す
。
44
年
住
ん
で
も

分
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
。
能
登

の
懐
の
深
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

能
登
半
島
は
神
仏
と
祖
霊
と
自

然
と
生
活
の
場
が
区
分
け
な
く
、

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
入
り
交
じ
っ
て

い
る
地
域
で
す
。
こ
の
多
様
な
暮

ら
し
の
文
化
が
、
人
々
の
営
み
の

中
で
ほ
ど
よ
く
良
く
絡
み
合
っ
て

い
る
風
土
が
能
登
な
の
で
す
。

　

そ
ん
な
能
登
が
「
世
界
農
業
遺

産
」
と
い
う
国
連
の
お
墨
付
き
を

も
ら
い
ま
し
た
。
能
登
に
は
遺
産

く
れ
る
」
で
は
な
く
「
自
分
に
で

き
る
こ
と
」
を
考
え
ま
し
ょ
う
。

み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
で
き
る
こ
と

を
や
れ
ば
、
き
っ
と
大
き
な
力
に

な
り
ま
す
。

　

こ
の
ま
ま
何
も
し
な
け
れ
ば
、

能
登
は
廃
れ
る
だ
け
で
す
。
集
落

に
限
界
が
あ
る
よ
う
に
地
域
に
も

限
界
が
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
で
地

域
を
良
く
し
て
い
こ
う
と
努
力
を

重
ね
て
活
性
化
す
る
の
が
先
か
、

能
登
が
疲
弊
し
て
し
ま
う
の
が
先

か
。
現
状
で
良
い
と
い
う
考
え
は

誤
り
で
す
。

私
た
ち
年
寄
り
に
は
大
き
な

役
割
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
こ
れ
か
ら
頑
張
ろ
う
と

す
る
若
者
を
支
え
る
と
い
う
こ

と
。
否
定
で
は
な
く
、
見
守
る
で

も
な
く
「
支
え
る
」
で
す
。
能
登

の
未
来
を
担
い
、
日
本
や
世
界
に

目
を
向
け
る
若
者
の
背
中
を
年
寄

り
が
押
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

　

も
う
一
つ
が
、
子
ど
も
た
ち
に

こ
の
土
地
の
良
さ
を
伝
え
て
い
く

こ
と
で
す
。
能
登
の
暮
ら
し
を
体

で
覚
え
た
子
ど
も
た
ち
は
、
都
会

に
出
て
も
能
登
を
語
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
認
定
を
き
っ
か
け
に
、

能
登
の
人
が
も
っ
と
能
登
を
知

り
、
子
ど
も
た
ち
に
自
分
た
ち
の

暮
ら
し
や
自
然
に
逆
ら
わ
ず
生
き

て
き
た
知
恵
を
伝
え
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
。

農
林
水
産
業
も
、
景
観
も
、

伝
統
文
化
も
、
伝
え
て
い

く
の
は
「
人
」
で
す
。
祈
り
と
感

謝
を
忘
れ
ず
に
、こ
こ
ろ
豊
か
に
、

明
る
く
、
上
機
嫌
で
明
日
へ
の
一

歩
を
踏
み
出
し
ま
し
ょ
う
。

　

世
界
農
業
遺
産
に
認
め
ら
れ
る

よ
う
な
、能
登
に
生
き
る
「
幸
せ
」

を
感
じ
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

と
し
て
次
世
代
に
伝
え
て
い
く

「
何
か
」
が
確
か
に
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
認
定
か
ら
1
年
半
が

経
過
し
、Ｐ
Ｒ
看
板
や
ポ
ス
タ
ー
、

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
ば
か
り
が
増
え
ま

し
た
。
現
状
は
、
認
定
に
よ
る
交

流
人
口
拡
大
と
い
う
「
速
効
性
」

ば
か
り
に
目
が
行
っ
て
い
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
経
済
が
疲
弊
し

て
い
る
能
登
に
お
い
て「
速
効
性
」

も
大
切
で
す
が
、
世
界
農
業
遺
産

は
「
生
き
て
い
る
遺
産
」
で
あ
り
、

漢
方
薬
の
よ
う
に
後
か
ら
効
い
て

く
る
「
遅
効
性
」
の
取
り
組
み
も

忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

世
界
農
業
遺
産
と
い
う
看
板
を

掲
げ
る
だ
け
で
人
は
来
ま
せ
ん
。

能
登
を
自
慢
す
る
だ
け
で
は
活
性

化
し
ま
せ
ん
。
先
進
国
初
の
認
定

に
賞
味
期
限
は
な
い
の
で
す
。
あ

せ
ら
ず
に
、
地
域
の
良
さ
に
磨
き

を
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

例
え
ば
、
誰
も
訪
れ
な
く
て
も

景
観
を
よ
り
良
く
し
よ
う
と
努
力

す
る
地
域
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
地

域
は
、
誰
も
ポ
イ
捨
て
を
し
な
い

し
、
ゴ
ミ
が
落
ち
て
い
れ
ば
見
て

見
ぬ
ふ
り
は
し
ま
せ
ん
。
地
域
の

景
観
は
住
民
の
心
を
映
し
出
す

「
鏡
」。
そ
の
地
域
は
、
住
民
の
濁

り
の
な
い
美
し
い
心
が
景
観
に
表

れ
て
い
ま
す
。

自
分
に
で
き
る
こ
と
、
地
域

で
で
き
る
こ
と
、
行
政
が

で
き
る
こ
と
、
能
登
全
体
で
で
き

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
能
登
に
住

む
私
た
ち
は
、「
誰
か
が
や
っ
て

藤平朝雄さん
（石川県観光スペシャルガイド）

【ふじひら・あさお】
東京都出身。能登に魅せら
れ昭和 44 年に輪島市へ移
住。キリコ会館初代館長な
どを歴任し、現在は石川県
観光スペシャルガイド。自
らの経験を基に能登の魅力
を県内外に発信している。
輪島市町野町在住、73 歳。

能
登
の
暮
ら
し

世
界
農
業
遺
産
「
能
登
の
里
山
里
海
」
で
暮
ら
す
私
た
ち
。

能
登
の
未
来
の
た
め
に
、私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
は
何
な
の
か
。

能
登
に
移
住
し
て
44
年
。能
登
を
愛
し
、能
登
を
知
る
ス
ペ
シ
ャ

リ
ス
ト
・
藤
平
朝
雄
さ
ん
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
。

能
登
に
住
ん
で
い
る『
幸
せ
』を

感
じ
な
が
ら
暮
ら
し
た
い
。
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わ
た
し
た
ち
も
　 

能
登
の
里
山
里
海
。

※過去に広報で撮影した写真
　のほか山﨑昭宏さん提供


