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本学習マンガは、以下の内容への理解を深めるための
家庭用学習教材として作成しています。
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●農業遺産地域の取り組みについて学び、我が国の食料生産は自然条件を生かして営まれていることへの理解を深める。
　（小学５年生向け）

●田んぼが生態系を保全する機能を学び、水及び空気を通して周囲の環境と関わっている生物の間には食う食われると
　いう関係があり、人は環境と関わって工夫して生活していることへの理解を深める。（小学６年生向け）
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わ
た
し
は
ミ
ー　

こ
こ
は
わ
た
し
た
ち
が

く
ら
し
て
い
る
村
だ
よ

ぼ
く
は
ト
ラ
！

ミ
ー
は
ね

と
っ
て
も

物
知
り
な
ん
だ
よ
！

あ
れ
？　

何
か

聞
こ
え
る

①
農
業
の
営い

と
な

み

1
漢字の「米」は「八十八」という文字からつくられています。お米ができるまでに88回もの手間がかかる
という意味といわれています。豆知識

まめ　ち　 しき



わ
ぁ
〜

行
っ
て
み
た
〜
い

に
ぎ
や
か
で

楽
し
い
！

な
に
か

始
ま
っ
た
み
た
い秋

祭
り
の

季
節
だ
ね

向
こ
う
で

祭
り
を
や
っ
て
る
よ

2ここから読みこんでね！
全国の農業にかかわる伝

でん

統
とう

的
てき

な祭りを調べてみましょう。
農林水産省「農村の伝

でん

統
とう

祭
さい

事
じ

」のサイトに飛びます。

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukan/nougyo_kinou/pdf/maturi_zentai.pdf


こ
の
祭
り
は

「
抜ぬ

き

穂ほ

祭さ
い

」と

い
う
ん
だ
よ

抜ぬ
き

穂ほ

祭さ
い

？

ど
ん
な
意
味
が

あ
る
の
？

神
様
に

り
っ
ぱ
な
稲い

ね

が

実
り
ま
し
た

と
い
う
感か

ん

謝し
ゃ

を

し
て
い
る
ん
だ
よ

3抜
ぬき

穂
ほ

祭
さい

は、「ぬいぼさい」「ぬいほさい」とも。抜
ぬき

穂
ほ

祭
さい

は全国各地で行われています。豆知識
まめ　ち　 しき



み
ん
な
も

調
べ
て
み
て
ね
！

２
ペ
ー
ジ
の
豆ま

め

知ち

識し
き

の

リ
ン
ク
先
に
い
ろ
い
ろ
な

祭
り
が
あ
る
よ
。

ん
？　

五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
う

っ
て

ど
う
い
う
意
味
？

「
五ご

穀こ
く

」は

米
、
麦
、
豆
な
ど
の

穀こ
く

物も
つ

の
こ
と
で
、

こ
れ
ら
の

「
豊ゆ

た

か
な
実
り
」

と
い
う
意
味
だ
よ

自
然
や
道
具
や

米
つ
ぶ
に
い
た
る
ま
で

神
様
が
宿
る
と
考
え
て

い
ろ
い
ろ
な
意
味
が

こ
め
ら
れ
た
祭
り
が

行
わ
れ
て
き
た
よ

日
本
人
は

二
千
年
以
上

稲い
な

作さ
く

で
生
活
を

し
て
る
ん
だ

11
月
に
は
五ご

穀こ
く

豊ほ
う

穣じ
ょ
う

に

感か
ん

謝し
ゃ

を
さ
さ
げ
る

「
新に

い

嘗な
め

祭さ
い

」も
あ
っ
て
、

こ
の
地ち

域い
き

で
は

収し
ゅ
う

穫か
く

し
た
稲い

ね

を
使
っ
て

お
酒
を
つ
く
っ
て

そ
な
え
る
よ

わ
た
し
た
ち
が

食
べ
る
農
作
物
は

大
自
然
の
大
切
な

め
ぐ
み
だ
か
ら

農
業
を
や
る
人
に
と
っ
て

祭
り
は  

特
別
な

意
味
が
あ
る
ん
だ

全国各地で、農業にか
かわる祭りがたくさん
行われています。祭り
の形は地

ち

域
い き

によってち
がいます。

6月、早乙女（田植えをする女性）たちが田植え
歌を歌いながら、稲

いね

を田んぼに植えつけ、豊作
を願います。「無

む

形
けい

文
ぶん

化
か

遺
い

産
さん

」のひとつです。

水の恵
めぐ

みに感
かん

謝
しゃ

し、豊作を祝う行事として、毎
年9月第２日曜日に実

じっ　し

施されます。農具を使っ
ておどけた格

かっ　こう

好をして町を練り歩きます。

網
あば

走
しり

市
し

の豊
とよ

郷
さと

神社で8月1日に行われる祭り。
土地を清め、五

ご

穀
こく

豊
ほう

穣
じょう

と豊作に感
かん

謝
しゃ

し、神
か ぐ ら

楽を
踊
おど

ります。演
えん

目
もく

は12種類あります。

1月13日～15日に行われる祭り。「行
ぎょう

修
しゅう

者
しゃ

」と
呼
よ

ばれる若者4人が、豊
ほう

作
さく

豊
ほう

漁
りょう

を願って、川や
海で体を清め、祈

いの

りを捧
ささ

げます。

広島

香川

北海道

壬
み

生
ぶ

の花
はな

田
た

植
うえ

ひょうげ祭り

豊
とよ

郷
さと

神
か

楽
ぐら

寒中みそぎ祭

春

秋

夏

冬

農業に関係する四季ごとの祭りの例

北海道

4新
にい

嘗
なめ

祭
さい

は「しんじょうさい」とも。毎年11月23日に行われ、「勤
きん

労
ろう

感
かん

謝
しゃ

の日」にもなっています。豆知識
まめ　ち　 しき



②	
人
び
と
の
絆き

ず
な

を
つ
く
っ
て
き
た
農
業

な
ん
か

ね
む
た
く

な
っ
ち
ゃ
っ
た

祭
り
っ
て

い
い
ね
！

あ
れ
？

ミ
ー
？

ミ
ー

ミ
ー

う
わ
ぁ

黄
金
の
稲い

な

穂ほ

き
れ
い
だ
な
ぁ
…

5ここから読みこんでね！
J
ジェイエー

Aは「食
しょく

農
のう

教
きょう

育
いく

」に取り組んでおり、学
がく

習
しゅう

指
し

導
どう

要
よう

領
りょう

（主に小５社会）に関連し
た補

ほ

助
じょ

教
きょう

材
ざい

「農業と私たちのくらし」や動画などを無料公開しています。

http://www.jabank-aes.or.jp/report/education/


音
が
し
な
い
！

祭
り
が

終
わ
っ
て
る
！

だ
っ
て　

春
だ
も
ん

今
は
ま
だ
田
植
え

前
だ
か
ら
、

稲い
ね

は
な
い
よ

…
あ
れ　

田
ん
ぼ
の
中
に

機
械
が
走
っ
て
る

金
色
の
稲い

ね

が

な
く
な
っ
て
る

6
田んぼでお米はどのように育つのでしょう？
動画「米を作る田んぼ」（約2分）が見られます。

ここから読みこんでね！

https://youtu.be/nWV0nvj3Qkc


あ
れ
は
何
？　

田
ん
ぼ
の
中
で

機
械
が
走
っ
て

何
を
し
て
る
の
？

あ
っ
ち
は
土
を

ぬ
り
つ
け
て
る
の
？

答
え
は
次
の
ペ
ー
ジ
で
！

ヒ
ン
ト
は
漢
字
一
文
字

（
ひ
ら
が
な
二
文
字
）

「
畦あ

ぜ

ぬ
り
」と
い
っ
て
、

土
を
盛も

り
つ
け
て

田
ん
ぼ
の
ふ
ち
に

穴あ
な

が
あ
い
た
り

割わ

れ
目
が
で
き
た
り

す
る
の
を
防ふ

せ

ぐ
ん
だ

あ
れ
は

「
代し

ろ

か
き
※

」と
い
っ
て

あ
あ
や
っ
て

機
械
を
使
っ
て

土
を
か
き
ま
ぜ
て

表
面
を
平
ら
に

す
る
ん
だ

田
ん
ぼ
か
ら

水
が
も
れ
る
の
を

防ふ
せ

ぐ
は
た
ら
き
が

あ
る
ん
だ
よ

···

し
ん
ど
い
け
ど

　
？　
を
た
め
る

た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
か
ら

や
ら
な
い
と
な

ね
ぇ　
？　
を

た
め
る
っ
て

何
の
こ
と
？

7
※「代

しろ

かき」…1回行うのが一
いっ

般
ぱん

的
てき

。以前は３回行っており、牛や馬が2回目まで行い、
3回目を人の手で行っていました。豆知識

まめ　ち　 しき



田
ん
ぼ
に
は

水
が
欠
か
せ
な
い

ん
だ
ね

な
る
ほ
ど
ー

や
ぁ

…
っ
て

カ
エ
ル
が

し
ゃ
べ
っ
た
！

水
が
な
い
と

作
物
は
育
た
な
い

ん
だ
ケ
ロ

ミニミニ
解解
か いか い

説説
せ つせ つ　？　が何かわかったかな？　正

せい

解
かい

は「水
みず

」だよ！

田んぼの水は稲
いね

を元気に育てるだけじゃなく、いろんな働きがあるんだ！　あとで説明するよ

畦
あぜ

いつも必要な量の水を蓄
たくわ

え
ておけるのは、田んぼを囲

かこ

む「畦
あぜ

」のおかげ

8ここから読みこんでね！ 田んぼを囲
かこ

む「畦
あぜ

」がどんなものか、調べましょう。
動画「田んぼに水がたまるのは？」（約1分）が見られます。

https://youtu.be/ZdHaVcgAY4w


大
丈
夫

あ
わ
て
な
い
で

お
っ
と
っ
と

う
わ
〜

い
ろ
ん
な

生
き
物
が
い
る

ほ
ら　

も
う
少
し

ね
ぇ　

も
っ
と

お
も
し
ろ
い
も
の

見
せ
て
あ
げ
る
！

あ
ら

こ
っ
ち

こ
っ
ち

9
田んぼに水を入れる入口は「水口（みなくち）」、田んぼから水を出す出口は「水尻（みなじり）」と呼

よ

ばれ
ています。

豆知識
まめ　ち　 しき



あ
れ
？　

こ
こ
は

さ
っ
き
ま
で
と
は

ぜ
ん
ぜ
ん

ち
が
う
場
所
？

何
を
し
て
る
ん
だ
！　

勝
手
に
水
を

取
る
な
！

な
ん
だ
と　

お
前
た
ち
こ
そ
！

10
岩手県の滝

たき

名
な

川
がわ

では、江戸時代から300年余
あま

りの間に、記録だけでも36回も「水げんか」があり、
死者が出るほど激

はげ

しい争いの情
じょう

景
けい

が記録されています。
豆知識
まめ　ち　 しき



こ
の
時
代
は

雨
が
降
ら
な
か
っ
た
り

日
照
り
が
続
い
た
り
す
る
と

田
ん
ぼ
の
水
の

配
分
を
め
ぐ
っ
て

争
い
が
起
こ
っ
た
ん
だ
ケ
ロ

何
が
始
ま
っ
た
の
？

な
ん
で
み
ん
な

怒お
こ

っ
て
る
の
？

こ
こ
は

ト
ラ
く
ん
が
い
た

時
代
よ
り
4
0
0
年

ほ
ど
前
の

時
代
な
ん
だ
ケ
ロ

さ
っ
き
の

カ
エ
ル
さ
ん

え
え
え
っ
？

待
て 

待
て　

こ
の
ま
ま
争
っ
て
も

問
題
は
解か

い

決け
つ

し
な
い
ぞ

こ
こ
は
み
ん
な
で

知ち

恵え

を
出
し
合
お
う

知ち

恵え

だ
と
？

ヒ
ン
ト
は
漢
字
二
文
字

「
水
を
送
る
た
め
の

道
の
こ
と
」だ
よ

答
え
は

次
の
ペ
ー
ジ
で

そ
う
か　

た
と
え
ば
新
し
く

　
？　
を

つ
く
る
と
か
？

　
？　
っ
て
？

11現代でも、他人のことを考えずに自分勝手なふるまいをすることを、「我
が

田
でん

引
いん

水
すい

」といいます。豆知識
まめ　ち　 しき



正せ
い

解か
い

は　

新
し
く
水
を
ど
こ
か
ら
か

持
っ
て
く
る
た
め
の

「
水す

い

路ろ

」を
つ
く
る
こ
と

水す
い

路ろ

の
水
は

ど
こ
か
ら

持
っ
て
く
る
の
？

川
の
水
を
せ
き
と
め
て

利
用
し
た
り

た
め
池
を
掘ほ

っ
て

雨
水
を
た
め
た
り
し
て

水す
い

源げ
ん

を
つ
く
る
ん
だ
よ

す
ご
い
！

名
案
だ
ね
！

人
の
手
で

田
ん
ぼ
に
水
を

入
れ
る
こ
と
を

「
か
ん
が
い
」と
い
う
ケ
ロ
！

ノ
ミ
や

ツ
チ
を
使
っ
て

ト
ン
ネ
ル
を

掘ほ

っ
た
り
も

し
た
ん
だ
よ

山
の
向
こ
う
の

川
か
ら

水
を
引
く
た
め
に

そ
う
や
っ
て
人
が
つ
く
っ
た

日
本
中
の
水す

い

路ろ

の
長
さ
を

合
わ
せ
る
と
約
40
万
㎞
あ
っ
て

月
ま
で
届と

ど

い
ち
ゃ
う
長
さ
だ
ケ
ロ
！

ひ
ぇ
〜
、

長
い
！

こ
の
工
事
は　

た
く
さ
ん
の
労
働
力
が

必
要
だ
か
ら

水
を
め
ぐ
っ
て
争
い
を

し
て
い
た
ム
ラ
同
士
が

力
を
合
わ
せ
て

つ
く
っ
た
ん
だ

12
江戸時代にノミとツチで掘

ほ

られたとされる深
ふか

良
ら

用
よう

水
すい

のトンネルは全長1280m。山の両側から掘
ほ

られ
ましたが、出会いに1m程

てい

度
ど

の落差しかないほど、測
そく

量
りょう

は高
こう

精
せい

度
ど

でした。世
せ

界
かい

かんがい施
し

設
せつ

遺
い

産
さん

。
豆知識
まめ　ち　 しき



す
ご
い
ね　

こ
れ
な
ら

水
を
ム
ダ
な
く

み
ん
な
で
使
え
る
ね

で
も
水
が

足
り
な
い
と
き
は

ど
う
す
る
の
？

ど
う
し
て
も

上
の
田
ん
ぼ
が

有
利
な
ん
だ
け
ど

み
ん
な
同
じ
ム
ラ
に
い
て

上
の
人
が
下
に
も

田
ん
ぼ
を
持
っ
て

い
た
り
す
る
か
ら

お
た
が
い
に
気
を
配
っ
て

協
力
す
る
こ
と
が

大
事
な
ん
だ
ケ
ロ

線
香
が
燃も

え
る
時
間
で

水
を
分
け
合
っ
た

地ち

域い
き

も

あ
っ
た
ん
だ
ケ
ロ

ム
ラ
と
ム
ラ
の
間
で
も

け
ん
か
に
な
ら
な
い
よ
う
に

何
度
も
話
し
合
っ
て

水
の
配
分
ル
ー
ル
を

つ
く
っ
た
り
し
た
ん
だ
ケ
ロ

限
ら
れ
た
水
を

公
平
に
分
か
ち

合
う
た
め
に

た
く
さ
ん
試し

行こ
う

錯さ
く

誤ご

＊

し
た
ん
だ
ね

水
を
得
る
た
め
に

団だ
ん

結け
つ

し
た
人
た
ち
の

絆き
ず
な

が
深
ま
っ
て

そ
れ
が
今
も

地ち

域い
き

の
人
た
ち
独ど

く

自じ

の

風
習
と
し
て

受
け
つ
が
れ
た
ケ
ロ

水
が
引
け
た
ら

最
初
の
田
ん
ぼ
か
ら

あ
ま
っ
た
水
が

す
ぐ
下
の
田
ん
ぼ
に
入
り

順じ
ゅ
ん

々じ
ゅ
ん

と
田
ご
し
に

水
が
流
れ
る

「
田
ご
し
か
ん
が
い
」が

行
わ
れ
た
ん
だ
ケ
ロ

線
せん

香
こう

水
すい※（イメージ）拍

ひょう

子
し

木
ぎ

　

太
たい

鼓
こ

線香に火を点けると同時に
1番目の田んぼに水を送る

線香に火を点けることを、
たたいて知らせる

＊
失
敗
を
く
り
返
し
な
が
ら
解か

い

決け
つ

　
す
る
方
法
を
さ
ぐ
る
こ
と
で
す
。

線香が燃
も

えつきたら、
たたいて知らせる

※「線
せん

香
こう

水
すい

」…昔、雨の少ない瀬戸内海沿岸の讃
さ

岐
ぬき

地方では、水不足のとき、田んぼに水を公平に分けるため、
線香の火が点いている時間だけ田んぼに水を入れ、燃

も

えつきたら次の田んぼへと、配分を工夫していました。13豆知識
まめ　ち　 しき



解解
か いか い

説説
せ つせ つ

現代の日本では農家のためにかんがい施
し

設
せつ

を管理する
「土

と

地
ち

改
かい

良
りょう

区
く

」という組
そ

織
しき

が各
かく

地
ち

域
いき

に置かれているよ。

江戸時代（享
きょう

保
ほ

年間）に利
と

根
ね

川
がわ

から農業用水を供
きょう

給
きゅう

する施
し

設
せつ

と
して開

かい

削
さく

された長さ約60㎞以上の歴史的な大用水路。水運
にも利用され、見

み

沼
ぬま

田んぼから江戸の中心部に米や野菜が運
ばれ、帰る船で運ばれた屎

し

尿
にょう

は肥
ひ

料
りょう

として田んぼに還
かん

元
げん

され
るなど、江戸時代の循

じゅん

環
かん

型
がた

社
しゃ

会
かい

を支
ささ

えました。現在は埼玉県
東南部の約11,340h

ヘクタール

aの農地に農業用水を供
きょう

給
きゅう

するととも
に、首

しゅ

都
と

圏
けん

への水道水の供
きょう

給
きゅう

にも利用されています。

静岡県生まれ。台
たい

湾
わん

製
せい

糖
とう

株
かぶ

式
しき

会
がい

社
しゃ

の技師として最南端の屏
へい

東
とう

県
けん

に赴
ふ

任
にん

。川底の伏
ふく

流
りゅう

水
すい

をせき止めて利用する環
かん

境
きょう

にやさし
い工法を考案し、のべ14万人の労働力（うち原住民は6万人）
を集結して地下ダム「二

に

峰
ほう

圳
しゅう

」を建設。荒
あ

れ地だった屏
へい

東
とう

平
へい

原
げん

を緑の大地に変えました。鳥
とり

居
い

の功
こう

績
せき

は、屏
へい

東
とう

県
けん

の小中学校
副教材にも取り上げられており、屏

へい

東
とう

県
けん

と故郷の袋
ふくろ

井
い

市
し

双
そう

方
ほう

に胸
きょう

像
ぞう

が設置されるなど、日台交流の掛け橋になっています。

水に恵
めぐ

まれない一帯に水を送るために江戸時代につくら
れた、熊本県の白

しら

糸
いと

台
だい

地
ち

にある農業用水路の一部の橋で
す。石造りのアーチ型をしており、長さ約76ｍ、高さ約
20ｍあります。2016年の熊本地

じ

震
しん

、2018年の豪
ごう

雨
う

で
被
ひ

害
がい

を受けましたが、2020年に再開。国
くに

指
し

定
てい

の重
じゅう

要
よう

文
ぶん

化
か

財
ざい

にもなっています。

1946年福
ふく

岡
おか

県
けん

生まれ。医
い

師
し

。アフガニスタンに診
しん

療
りょう

所
じょ

を
つくりましたが、大

だい

干
かん

ばつが起こり、ほとんどの病気は十
分な食料と清

せい

潔
けつ

な水があれば防
ふせ

げるものだと考えて、かん
がい事業を行うことを決意。合言葉は「100の診

しん

療
りょう

所
じょ

より
1本の用水路」。白衣を脱

ぬ

いで重
じゅう

機
き

に乗り、気温50度超
ちょう

の
炎
えん

熱
ねつ

の大地で戻
もど

ってきた難
なん

民
みん

や元ゲリラ兵と汗
あせ

を流して用
水路を整備し、砂

さ

漠
ばく

化した平野を緑の大地に変えました。

見
み

沼
ぬま

代
だい

用
よう

水
すい

（世
せ

界
かい

かんがい施
し

設
せつ

遺
い

産
さん

）

鳥
とり

居
い

信
のぶ

平
へい

（1883～1946）

通
つう

潤
じゅん

橋
きょう

（世
せ

界
かい

かんがい施
し

設
せつ

遺
い

産
さん

）

中
なかむら

村　哲
てつ

（1946～2019）

外国で農業や農村発
はっ

展
てん

のために力をつくした人たちがいます

日本にはたくさんの「世
せ

界
かい

かんがい施
し

設
せつ

遺
い

産
さん

」があるんだって

「世
せ

界
かい

かんがい施
し

設
せつ

遺
い

産
さん

」とは、歴史的、技
ぎ

術
じゅつ

的
てき

、社会的価
か ち

値があるかんがい施
し

設
せつ

を、国
こく

際
さい

かんがい
排
はい

水
すい

委
い

員
いん

会
かい

（ I
アイシーアイディー

CID ）が登録・表
ひょう

彰
しょう

する制
せい

度
ど

です。
豆知識
まめ　ち　 しき

屏
へい
東
とう
県
けん
の来
らい
義
ぎ
郷
きょう
にある胸

きょう
像
ぞう

干
ひ
上
あ
がったスランプール平野

通水14年後のスランプール平野

14



う
わ
ぁす

ご
い
雨
！

あ
れ
！

こ
ん
な
雨あ

め

降ふ

り
の
中

何
を
し
て
る
ん
だ
ろ
う
？

③ 
す
ご
い
ぞ
！

　
田
ん
ぼ
の
力
・
さ
ま
ざ
ま
な
機き

能の

う

畦あ
ぜ

が
く
ず
れ
た
り

水
路
か
ら
水
が

あ
ふ
れ
た
り
し
て
な
い
か

見
回
っ
て
る
ん
だ
よ

15
「見

み

沼
ぬま

代
だい

用
よう

水
すい

（→14ページ）」には、3mの水位差を乗り越
こ

えることができる「見
み

沼
ぬま

通
つう

船
せん

堀
ぼり

」がつくられました。
見
み

沼
ぬま

通
つう

船
せん

堀
ぼり

は日本最古の閘
こう

門
もん

式
しき

運
うん

河
が

であり、同じ構
こう

造
ぞう

である、パナマ運
うん

河
が

より180年も早くつくられました。
豆知識
まめ　ち　 しき

豆知識
まめ　ち　 しき



「代
しろ

かき」（→７ページ）で田んぼの泥
どろ

（土）が細かくなり、
雨水の通り道のすき間をうめます。すると、雨水はゆっ
くり地下へしみこんでいきます。

泥
どろ

（土）があら
いと雨水のし
みこみが早い

畦
あぜ

は一時的に雨水をためる役
やく

割
わり

をしているよ

田
ん
ぼ
に
は
洪こ

う

水ず
い

を

起
こ
り
に
く
く
す
る

働
き
が
あ
っ
た
な
ん
て

お
ど
ろ
き
！

こ
こ
で

ク
イ
ズ
！

日
本
全
国
の
水
田
に

た
め
ら
れ
る
水
の
量
は

東
京
ド
ー
ム
の
何
杯ば

い

分

で
し
ょ
う
か
！

答
え
は

次
の
ペ
ー
ジ
！

それができる理由は…

①田んぼが畦
あぜ

に囲
かこ

まれているから ②田んぼの泥
どろ

が水を
　ゆっくりしみこませるから

水がたまる！

代
しろ

かき前

代
しろ

かき後

地下へ

地下へ

ミニミニ
解解
か いか い

説説
せ つせ つ

畦
あぜ

代
しろ

かき

雨が降
ふ

ったとき、畦
あぜ

に囲
かこ

まれた田んぼが、一時的に雨水
をためます。田んぼから水もれしないように、日ごろか
ら「畦

あぜ

ぬり」（→7ページ）は大切です。

16江戸時代の初期の100年間の新
しん

田
でん

開
かい

発
はつ

で、全国の耕
こう

地
ち

面
めん

積
せき

は倍に増えたそうです。豆知識
まめ　ち　 しき



え
え
〜
っ
と

や
あ

あ

ま
た
か
！

答
え
は

東
京
ド
ー
ム

約
4
0
0
0
杯ば

い

！

せ
っ
か
く
だ
か
ら

田
ん
ぼ
の

す
ご
い
と
こ
ろ

見
て
っ
て
よ
！

よ
う
こ
そ
！　

わ
が
田
ん
ぼ
の

泥ど
ろ

の
世
界
へ
！

ほ
ら　

も
っ
と
下
へ

行
っ
て
み
よ
う
！

わ
あ
！

17豆知識
まめ　ち　 しき 日本全国の水田面積は約235万h

ヘクタール

a（令和4年7月現在）であり、水深を20㎝とすると約47億m3の水
を貯

た

めることができます。東京ドームの容
よう

積
せき

は124万m3なので、約3800杯
ばい

分
ぶん

という計算になります。



こ
こ
は

何
な
の
？

田
ん
ぼ
の
下
の

帯た
い

水す
い

層そ
う

だ
よ

田
ん
ぼ
の
水
は

地
中
に
し
み
こ
ん
で

地
下
水
を
増
や
し
て

い
る
ん
だ

そ
し
て
ゆ
っ
く
り
と

循じ
ゅ
ん

環か
ん

し
て

い
る
ん
だ
よ

下
流
の
人
が

生
活
用
水
と
し
て

使
う
こ
と
も

あ
る
よ

地下から水が
わき出す しみこむ

くみ上げる

水が地下に
しみこむ

帯
たい

水
す い

層
そ う

地下水

＊実
じっ

際
さい

の地下水は土中にあるので泳げません。

18沖縄や奄
あま

美
み

群
ぐん

島
とう

には「地下ダム」という地下に農業用水を貯
た

める施
し

設
せつ

がつくられています。豆知識
まめ　ち　 しき



田んぼはお米を作るだけの場所じゃなくて
自然環

かん

境
きょう

や人のくらしを守っているんだよ
ほかにもこんな役

やく

割
わり

があるよ

熊本地
ち

域
いき

は、阿
あ

蘇
そ

山
ざん

の噴
ふん

火
か

によって、水を通しやすい大地が形成されました。それを利用し、
江戸時代に加

か

藤
とう

清
きよ

正
まさ

が白
しら

川
かわ

中
ちゅう

流
りゅう

域
いき

に田んぼをつくり、田んぼから大量の水が地下に供
きょう

給
きゅう

さ
れるようになりました。このことを「地下水かん養」といいます。熊本地

ち

域
いき

は、現在も水道
水に使われる水をほぼ100％地下水でまかなっています。

「ふゆみずたんぼ」とは、冬場の田んぼに水を張
は

る農法をいいます。渡り鳥やイトミミズ、
カエルなどが生息することで、雑

ざっ

草
そう

や害虫を食べてくれるだけでなく、フンが肥
ひ

料
りょう

にもな
ります。そのため、除

じょ

草
そう

剤
ざい

や化
か

学
がく

肥
ひ

料
りょう

を使わずに安心・安全なお米をつくることができます。

「地下水かん養」

「ふゆみずたんぼ」　　

ちなみに、米作りをするために人が手入れをしている田んぼ
には、土

ど

砂
しゃ

くずれや土が流れこむのを防
ふせ

ぐ力もあるよ

田んぼってすごい！

熊本県白
しら

川
かわ

中
ちゅう

流
りゅう

地
ち

域
いき

（熊
くま

本
もと

市
し

、大
おお

津
づ

町
まち

、菊
きく

陽
よう

町
まち

）

宮城県大
おお

崎
さき

市
し

の蕪
かぶ

栗
くり

沼
ぬま

付近

解解
か いか い

説説
せ つせ つ

19ここから読みこんでね！
田んぼがわたしたちのくらしにどう役立っているかを調べましょう。
動画「くらしを守る田んぼ」（2分30秒）が見られます。

https://youtu.be/zgLGnbcCIwo


あ
り
が
と
う

ド
ジ
ョ
ウ
さ
ん
！｠

し
か
し
、

田
ん
ぼ
パ
ワ
ー
っ
て｠

思
っ
て
い
た
よ
り

ず
っ
と
ず
ー
っ
と

す
ご
か
っ
た
！｠

ま
だ
ま
だ

そ
ん
な
も
ん
じ
ゃ
な
い
よ

ほ
か
に
も
大
事
な

役や
く

割わ
り

が
あ
る
！

い
ろ
ん
な
命
を

育は
ぐ
く

む
場
所
で
も

あ
る
ん
だ
！

命
？｠

ま
ず

わ
た
し
た
ち
は

田
ん
ぼ
で

卵た
ま
ご

を
産
む
わ

暖あ
た
た

か
く
て

え
さ
も
豊ほ

う

富ふ

で

サ
イ
コ
ー

子
ど
も
の
こ
ろ
は

田
ん
ぼ
で
す
ご
し

大お
と
な人
に
な
っ
た
ら

た
め
池
に

お
引
っ
こ
し
！｠

20
田んぼの農作物をつくる以外の役

やく

割
わり

は、「多
た

面
めん

的
てき

機
き

能
のう

」とよばれ、農業の多
た

面
めん

的
てき

機
き

能
のう

は日本全国で
毎年８兆円以上に相当すると試算されたことがあります。

豆知識
まめ　ち　 しき



た
い
へ
ん

ヤ
バ
い
や
つ
？

タ
ガ
メ
と

申も
う

す

ヤ
バ
い
や
つ
が

や
っ
て
く
る
！｠

た
い
へ
ん
！

ト
ラ
く
ん

う
し
ろ

う
し
ろ
！

田
ん
ぼ
の
王
と

い
わ
れ
る
わ
れ
わ
れ
は

オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
は

も
ち
ろ
ん

そ
の
親
の
カ
エ
ル
や

カ
エ
ル
を
食
べ
る

ヘ
ビ
も
い
た
だ
き
ま
す｠

だ
…
だ
れ
？

21
日本には、「多

た

面
めん

的
てき

機
き

能
のう

（→20ページ）」を守るための共同活動をする農家などの活
かつ

動
どう

組
そ

織
しき

が
約26,000あります。

豆知識
まめ　ち　 しき



そ
し
て

そ
の
タ
ガ
メ
を

わ
た
し
た
ち
鳥
が

食
べ
ま
す

自
然
界
に
は

「
食し

ょ
く

物も
つ

連れ
ん

鎖さ

」と
い
う

き
び
し
い〝
お
き
て
〞が

あ
る
の
さ

そ
の
命
の

く
さ
り
が
あ
る
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な

生
き
物
が

存そ
ん

在ざ
い

す
る
ん
だ
よ

食
べ
る
も
の
と

食
べ
ら
れ
る
も
の｠

さ
ま
ざ
ま
な

生
き
物
た
ち
の
命
を

育は
ぐ
く

む
場
所

そ
れ
が
田
ん
ぼ
な
ん
だ
よ

食し
ょ
く

物も
つ

連れ
ん

鎖さ

か
ぁ
…

22タガメは、「田んぼのハンター」ともいわれています。体長は５～６㎝くらいです。豆知識
まめ　ち　 しき



浅くて安定した水たまりが植物プランクトンを育て
それを動物プランクトンが食べて
さらに魚たちが捕

ほ

食
しょく

するんだよ

田
ん
ぼ
の
食し

ょ
く

物も
つ

連れ
ん

鎖さ

で
は

て
っ
ぺ
ん
に
い
る

わ
た
し
た
ち
の
フ
ン
が

植
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
を

育
て
た
り
稲い

ね

を
育
て
る
栄
養
に

な
っ
て
い
た
り
し
ま
す
の
よ

田んぼと周辺の山や川、水
すい

路
ろ

がつながる環
かん

境
きょう

が都市開発などによって、
失われている場所では食

しょく

物
も つ

連
れ ん

鎖
さ

がくずれつつあります。
地
ち

域
い き

のみんなと知
ち

恵
え

と力で環
かん

境
きょう

を守る必要があります

田んぼの食
しょく

物
も つ

連
れ ん

鎖
さ

解解
か いか い

説説
せ つせ つ

23ここから読みこんでね！
「食

しょく

物
もつ

連
れん

鎖
さ

」が何か、その仕組みと合わせて調べましょう。
動画「生きものの命つながる田んぼ」（4分20秒）が見られます。

https://youtu.be/BERdzINgTmI


…
い
ろ
ん
な

こ
と
を
教
え
て

も
ら
っ
た
な
ぁ

24
田んぼや池に生息し、おしりを光らせているホタルは、「ヘイケボタル」のオス。体長は7~10㎜
ほどです。

豆知識
まめ　ち　 しき



あ
ら

お
友
だ
ち
？

じ
ゃ
あ

い
っ
し
ょ
に

ご
は
ん
に

す
る
？

ミ
ー

実
は
今
ね
…

あ
！

待
っ
て

い
い
に
お
い

ホ
ン
ト
だ

ト
ラ
く
ん
！

お
な
か
す
い
た

ご
は
ん
を

も
ら
い
に

行
こ
う
よ

ト
ラ
く
ん

ど
こ
に

行
っ
て
た
の
？

④ 
受
け
継つ

が
れ
る
伝で

ん

統と

う

文ぶ

ん

化か

25ここから読みこんでね！
農林水産省「うちの郷

きょう
土
ど

料
りょう

理
り

～次世代に伝えたい大切な味～」のサイトに飛びます。全47
都道府県の郷

きょう
土
ど

料
りょう

理
り

や、みなさんの住む地
ち

域
いき

にはどんな郷
きょう

土
ど

料
りょう

理
り

があるか見てみましょう。

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/index.html


祭
り
の
と
き
は

特
別
な
料
理
を

食
べ
る
ん
だ
よ

特
別
な
料
理
？

昔
か
ら
こ
の
地ち

域い
き

で
は

お
正
月
な
ど
の

「
晴
れ
の
日
※

」に
は

そ
ば
や
き
び
も
ち
な
ど
の

雑ざ
っ

穀こ
く

を
取
り
入
れ
た

食
事
を
食
べ
る
の
よ｠

は
い

ど
う
ぞ

そ
ば
米ご

め

雑ぞ
う

炊す
い

お
い
し
そ
う
〜

米が育ちにくい気候とされていた徳島県の祖
い

谷
や

地
ち

域
いき

に平
へい

家
け

が逃
のが

れてきたのをきっかけに、栽
さい

培
ばい

期間が米
より短い、そば作りが盛んになったといわれていま
す。そばの実をそのまま使って調理しているため、
ミネラルや食

しょく

物
もつ

繊
せん

維
い

など栄養たっぷりです。

昔は砂
さ

糖
とう

が貴
き

重
ちょう

で、あんこが高
こう

価
か

なものであったため、つね日
ごろのおやつとして、甘

あま

辛
から

く味つけしたじゃがいもを餡
あん

に代用
していました。まんじゅうをふかしたようなものですが、徳島
県にし阿

あ

波
わ

地
ち

域
いき

では、これを団
だん

子
ご

とよんでいます。

そば米
ご め

雑
ぞ う

炊
す い

じゃがいも餡
あ ん

の団
だ ん

子
ご

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

地
ち

域
いき

「徳島県にし阿
あ

波
わ

地
ち

域
いき

」の

郷
きょう

土
ど

料
りょう

理
り

なんだって

後
あと

でくわしく説明するね！

26
※「晴れ（はれ）の日」とは、お正月をはじめ、結

けっ

婚
こん

式
しき

や祭りなどの特別な行事のある日のことです。
一方、日常を「褻（け）の日」といいます。豆知識

まめ　ち　 しき



そ
れ
で
ね
田
ん
ぼ
っ
て

び
っ
く
り
す
る
ほ
ど

す
ご
か
っ
た
ん
だ
よ

へ
ー

そ
う
な
ん
だ

田
ん
ぼ
は

お
米
だ
け
じ
ゃ
な
く
て

日
本
人
も
育
て
て

き
た
な
ん
て
！

す
ご
い
ね
！

そ
う
い
え
ば

田
ん
ぼ
と
い
え
ば

能の

登と

の
白し

ろ

米よ
ね

千せ
ん

枚ま
い

田だ

＊
が

有
名
だ
よ
ね

石
川
県
輪わ

島じ
ま

市し

に
あ
る

1
0
0
4
枚ま

い

も
の

小
さ
な
棚た

な

田だ

か
ら

で
き
て
い
る
水
田
だ
ね

農の
う

業ぎ
ょ
う

遺い

産さ
ん

に
も

認に
ん

定て
い

さ
れ
て

い
る
ん
だ
よ農の

う

業ぎ
ょ
う

遺い

産さ
ん

？

そ
れ
っ
て

な
ぁ
に
？

こ
の
家
に
住
む
人
た
ち
が

一い
っ

生し
ょ
う

懸け
ん

命め
い

に
水
を
引
い
て

今
も
こ
の
地ち

域い
き

を
守
る
た
め
に

い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
て
い
る
っ
て

ホ
ン
ト
す
ご
い
よ
ね

古
い
昔
か
ら

大
切
な
食
べ
も
の
を

作
る
た
め
に

＊「白
しろ
米
よね
千
せん
枚
まい
田
だ
」…能

の
登
と
半島の石川県輪

わ
島
じま
市
し
白
しろ
米
よね
町
まち
にある棚

たな
田
だ
。

米
作
り
に
か
け
た

人
び
と
の
考
え
方
や
、

ム
ラ
と
い
う
仕
組
み
が

現
代
日
本
の
国
民
性
を

つ
く
っ
て
き
た
ん
だ
よ

27
全国各地の棚

たな

田
だ

には「棚
たな

田
だ

オーナー制
せい

度
ど

」があり、オーナー（所有者）になれば、
農作業体験ができたり、棚

たな

田
だ

のお米を宅
たく

配
はい

してもらえたりすることができます。
ここから読みこんでね！

https://tanada-navi.com/


地
ち

域
いき

の人びとが農業、林業、漁業を営
いとな

む中で独
どく

自
じ

に築
きず

き、長い間守り続けて
きた知

ち

恵
え

や工夫、風景、その土地特有の文化、生き物たち、これらを未来に
受け継

つ

いでいくためにつくられた制
せい

度
ど

が「農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

」です。
農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

には、「世
せ

界
かい

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

」と「日
に

本
ほん

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

」があります。

農
の う

業
ぎょう

遺
い

産
さ ん

とは

農業やそれを営
いとな

む農村のくらしを大切に受け継
つ

いで

行くために、世界中で農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

を認
にん

定
てい

しているよ

季節風「やませ」による冷害や地形が原
げん

因
いん

の洪
こう

水
ずい

・渇
かっ

水
すい

などへの対策、水管理、
屋
や

敷
しき

のまわりを木で囲
かこ

う「居
い

久
ぐ

根
ね

」を整
せい

備
び

し、災
さい

害
がい

に強い農村をつくっています。

傾
けい

斜
しゃ

が厳
きび

しく、雨の多い山
さん

岳
がく

地
ち

帯
たい

という環
かん

境
きょう

にも強いヒノキを独
どく

自
じ

の方法で品質を
高めて生産しています。また、ヒノキを海
の生き物のすみかとしても活用し、森と海
とのつながりも大切にしてきました。

昔から多くの魚が生息する琵
び

琶
わ

湖
こ

地
ち

域
いき

では、
湖から田んぼにニゴロブナなどが入って来る
など、琵

び

琶
わ

湖
こ

と共生する農林水産業が発達し
ており、独

どく

自
じ

の食文化を伝えてきました。

大
だい

規
き

模
ぼ

とか効
こう

率
りつ

性
せい

とはちがうけど

地球にやさしいんだよ
これならずっと

続いていけるね

日
に

本
ほ ん

農
の う

業
ぎょう

遺
い

産
さ ん

世
せ

界
か い

農
の う

業
ぎょう

遺
い

産
さ ん

日
に

本
ほ ん

農
の う

業
ぎょう

遺
い

産
さ ん

世
せ

界
か い

農
の う

業
ぎょう

遺
い

産
さ ん

日
に

本
ほ ん

農
の う

業
ぎょう

遺
い

産
さ ん 宮城県大

おお

崎
さき

地
ち

域
いき

三重県尾
お

鷲
わせ

市
し

、紀
き

北
ほく

町
ちょう

滋賀県琵
び

琶
わ

湖
こ

地
ち

域
いき

解解
か いか い

説説
せ つせ つ

…国
こく

際
さい

連
れん

合
ごう

食
しょく

糧
りょう

農
のう

業
ぎょう

機
き

関
かん

（F
エフ

A
エー

O
オー

）によって認
にん

定
てい

されます。世
せ

界
か い

農
の う

業
ぎょう

遺
い

産
さ ん

…日本の農林水産大臣が認
にん

定
てい

します。日
に

本
ほ ん

農
の う

業
ぎょう

遺
い

産
さ ん

28ここから読みこんでね！
農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

に認
にん

定
てい

された地
ち

域
いき

ではどんな農業やくらしが営
いとな

まれているで
しょう？ 動画「ニッポンの農

のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

」（10分）が見られます。

https://youtu.be/7HCucnt-VMk
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農の
う

業ぎ
ょ
う

遺い

産さ
ん

っ
て

こ
ん
な
に
た
く
さ
ん

あ
る
ん
だ
ね
！

ど
ん
な
所
が

め
ず
ら
し
い
の
か
な

見
に
行
っ
て
み
よ
う
！

阿
あ

蘇
そ

の草原の維
い じ

持と持続的農業

26熊本県阿
あ

蘇
そ

地
ち

域
いき

世

にし阿
あ

波
わ

の傾
けい

斜
しゃ

地
ち

農
のう

耕
こう

システム
（→26、30ページ）

23徳島県にし阿
あ

波
わ

地
ち

域
いき

世 日

クヌギ林とため池がつなぐ国
くに

東
さき

半
はん

島
とう

・
宇
う

佐
さ

の農林水産循
じゅん

環
かん

27大分県国
くに

東
さき

半
はん

島
とう

宇
う

佐
さ

地
ち

域
いき

世

トキと共生する佐
さ ど

渡の里山

7新潟県佐
さ

渡
ど

市
し

世
みかん栽

さい
培
ばい

の礎
いしずえ

を築いた
有
あり

田
だ

みかんシステム

22和歌山県有
あり

田
だ

地
ち

域
いき

日

みなべ・田
た

辺
なべ

の梅システム
19和歌山県みなべ・田

た

辺
なべ

地
ち

域
いき

世

聖地 高
こう

野
や

山
さん

と有
あり

田
だ

川
がわ

上
じょう

流
りゅう

域
いき

を
結ぶ持続的農林業システム　

21和歌山県高
こう

野
や

・花
はな

園
ぞの

・
　清

し

水
みず

地
ち

域
いき

日

下
しも

津
つ

蔵
くら

出
だ

しみかんシステム
20和歌山県海

かい

南
なん

市
し

下
しも

津
つ

地
ち

域
いき

日

持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な水田農業を支
ささ

える
「大

おお
崎
さき

耕
こう

土
ど

」の伝
でん

統
とう

的
てき

水管理シス
テム（→19、28ページ）

1宮城県大
おお

崎
さき

地
ち

域
いき

世 日

歴史と伝
でん

統
とう

がつなぐ山形の「最
も

上
がみ

紅
べに

花
ばな

」

2山形県最
も

上
がみ

川
がわ

流
りゅう

域
いき

日

静岡水わさびの伝
でん

統
とう

栽
さい

培
ばい

6静岡県わさび栽培
　地

ち

域
いき

世 日

峡
きょう

東
とう

地
ち

域
いき

の扇
せん

状
じょう

地
ち

に適
てき

応
おう

した
果
か

樹
じゅ

農業システム

4山梨県峡
きょう

東
とう

地
ち

域
いき

世 日

静岡の茶
ちゃ

草
ぐさ

場
ば

農法

5静岡県掛
かけ

川
がわ

　周辺地
ち

域
いき

世 日

武
む

蔵
さし

野
の

の落ち葉堆
たい

肥
ひ

農法

3埼玉県武
む

蔵
さし

野
の

地
ち

域
いき

日

氷
ひ

見
み

の持
じ

続
ぞく

可
か

能
のう

な定
てい

置
ち

網
あみ

漁
ぎょ

業
ぎょう

9富山県氷
ひ

見
み

地
ち

域
いき

日

雪の恵
めぐ

みを活
い

かした稲
いな

作
さく

・養
よう

鯉
り

システム

8新潟県中
ちゅう

越
えつ

地
ち

域
いき

世 日

急
きゅう

峻
しゅん

な地形と日本有数の多雨が生み
出す尾

おわ
鷲
せ

ヒノキ林業（→28ページ）

14三重県尾
お

鷲
わせ

市
し

、紀
き

北
ほく

町日

能
の と

登の里山里海（→27ページ）

10石川県能
の

登
と

地
ち

域
いき

世

清流長
なが

良
ら

川
がわ

の鮎
あゆ

12岐阜県長
なが

良
ら

川
がわ

上
じょう

中
ちゅう

流
りゅう

域
いき

世

鳥
と ば

羽・志
し ま

摩の海
あ ま

女漁業と真
しん

珠
じゅ

養
よう

殖
しょく

業
ぎょう

13三重県鳥
と ば

羽・志
し ま

摩地
ち

域
いき

日

南あわじにおける水
すいとう

稲・たまねぎ・畜
ちく

産
さん

の
生産循

じゅん
環
かん

システム

18兵庫県南あわじ地
ち

域
いき

日

兵庫美
み

方
かた

地
ち

域
いき

の但
たじ

馬
ま

牛
うし

システム

16兵庫県兵
ひょう

庫
ご

美
み

方
かた

地
ち

域
いき

日

森・里・湖
うみ

に育まれ
る漁業と農業が織

お
り

なす琵
び

琶
わ

湖
こ

システム
（→28ページ）

15滋賀県琵
び

琶
わ

湖
こ

地
ち

域
いき

世 日

丹
たん

波
ば

篠
ささ

山
やま

の黒
くろ

大
だい

豆
ず

栽
さい

培
ばい

17兵庫県丹
たん

波
ば

篠
ささ

山
やま

地
ち

域
いき

日

三
み

方
かた

五
ご

湖
こ

の汽
き

水
すい

湖
こ

沼
しょう

群
ぐん

漁業システム　

11福井県三
み

方
かた

五
ご

湖
こ

地
ち

域
いき

日

みんなが

知っている
地
ち

域
いき

はあるかな？

解解
か いか い

説説
せ つせ つ

=世
せ

界
かい

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

世 =日
に

本
ほん

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

日

日本で世
せ

界
かい

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

と日
に

本
ほん

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

に

認
にん

定
てい

されている場所を紹
しょう

介
かい

するね！

たたら製
せい

鉄
てつ

に由来する奥
おく

出
いずも

雲の資
し

源
げん

循
じゅん

環
かん

型
がた

農業

24島根県奥
おく

出
い ず も

雲地
ち

域
いき

日

高
たか

千
ち

穂
ほ

郷
ごう

・椎
しい

葉
ば

山
やま

の山間地農林業
複
ふくごう

合システム　

28宮崎県高
たか

千
ち

穂
ほ

郷
ごう

・
　椎

しい

葉
ば

山
やま

地
ち

域
いき

世

愛媛・南
なん

予
よ

の柑
かん

橘
きつ

農業システム

25愛媛県南
なん

予
よ

地
ち

域
いき

日

造
ぞう

船
せん

材
ざい

を産出した飫
お

肥
び

林業と結び
つく「日

にち
南
なん

かつお一
いっ

本
ぽん

釣
づ

り漁業」

29宮崎県日
にち

南
なん

市
し

日

宮崎の太陽と風が育む
「干

ほ
し野菜」と露

ろ
地
じ

畑
はた

作
さく

の高度利用システム

30宮崎県田
た

野
の

・
　清

きよ

武
たけ

地
ち

域
いき

日

（令和4年11月時点）

29ここから読みこんでね！
農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

地
ち

域
いき

は日本各地にあります。農林水産省の「世
せ

界
かい

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

・日
に

本
ほん

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

認
にん

定
てい

地
ち

域
いき

」のサイトで、どんな面白い取り組みをしているのか見てみましょう！

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_3.html
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/giahs_3.html


農
業
っ
て

そ
の
土
地
や

生
き
も
の
を
守
っ
た
り

文
化
を
つ
く
っ
た
り

人
び
と
の
く
ら
し
に

欠
か
せ
な
い
役や

く

割わ
り

を

担に
な

っ
た
り
し
て

い
る
ん
だ
ね

み
ん
な
も

農
業
体
験
し
た
り

農
村
を
訪お

と
ず

れ
た
り　

し
て
み
て
ね
！

い
ろ
い
ろ

分
か
る
よ
! !

農
のう

業
ぎょう

遺
い

産
さん

のひとつ、

徳島県にし阿
あ

波
わ

地
ち

域
いき

にやって来たよ！

ひぇ～

すごい坂だね

雑
ざっ

穀
こく

って「そば」「きび（黍）」「ひえ
（稗）」「あわ（粟）」などのことだよ
みんなもごはんに混

ま

ぜて

食べたことがあるかな？

これも農業によって土の流失を
防
ふせ

いだり、生物多様性の保
ほ

全
ぜん

や地
ち

域
いき

の

文化をつくったりという「多
た

面
めん

的
てき

機
き

能
のう

」

のひとつの形なんだね！

人の手が入ることによって多くの
虫やそれをえさとする鳥類など
の生き物の生息場所になる

にし阿
あ

波
わ

地
ち

域
い き

食べる
食文化の形成生物多様性の保

ほ

全
ぜん

貴重な地
ち

域
いき

固有品種の保
ほ

全
ぜん

定期的な
草
くさ

刈
か

り

燃
ねん

料
りょう

やかやぶき屋根

かやを積んで 細かくくだいて畑に入れて肥
ひ

料
りょう

に

そば・きび・ひえ・あわを栽
さい

培
ばい

する

流れてしまった土を戻
もど

す
「土あげ」

にし阿
あ

波
わ

地
ち

域
いき

は

ななめ40°にもなる
土地で独

どく

自
じ

の農業を
しているよ

30

「にし阿
あ

波
わ

地
ち

域
いき

」は、徳島県西部の美
み

馬
ま

市
し

、三
み

好
よし

市
し

、つるぎ町
ちょう

、東
ひがし

みよし町
ちょう

の2市2町からなります。
標
ひょう

高
こう

100～900ｍの山間地
ち

域
いき

に集落が点在して
います。

ここから読みこんでね！
内
ない

閣
かく

官
かん

房
ぼう

、内
ない

閣
かく

府
ふ

、総
そう

務
む

省
しょう

、文部科学省、農林水産省、環
かん

境
きょう

省
しょう

が推
すい

進
しん

している
「子ども農山漁村交流プロジェクト」の事例や受け入れ先などの情

じょう

報
ほう

はこちら。

https://furusato.jp/



