
香取神宮禰
ね
宜
ぎ

香田隆
りゅう
造
ぞう
さん

　
こ
の
地
域
の
成
り
立
ち
と
と
も

に
あ
る
香
取
神
宮
。そ
の
神
事
は
、

多
く
が
米
作
り
と
密
接
に
関
わ
っ

て
き
た
。

　
「
例
え
ば
、
４
月
の
御お

田た

植う
え
祭さ
い
、

10
月
の
新に

い
飯い

の
神
事
、
11
月
の
新に
い

嘗な
め

祭
、
11
月
末
の
大た
い

饗き
ょ
う

祭(
※
１
）。

こ
れ
ら
は
、豊
作
を
願
う
祈
り
と
、

採
れ
た
新
穀
を
神
様
に
お
供
え
す

る
と
い
う
稲
作
に
関
連
し
た
神
事

で
す
」
と
話
す
の
は
、
香
取
神
宮

の
香
田
隆
造
さ
ん
。

　
「
特
に
、
大
饗
祭
で
は
『
大お
お

御み

食け

』
と
呼
ば
れ
る
神し
ん

饌せ
ん

に
６
石
６

斗（
約
１
㌧
）の
米
を
一
度
に
使
っ

た
と
い
う
14
世
紀
頃
の
記
録
も
あ

り
ま
す
。
複
数
回
あ
る
祭
典
で
毎

回
こ
れ
だ
け
の
米
を
使
っ
て
こ
れ

た
の
は
、
神
事
を
支
え
る
だ
け
の

非
常
に
豊
か
な
稲
作
文
化
が
こ
の

地
域
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
ま

す
」

　
香
田
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
新
穀
を

お
供
え
す
る
神
事
は
、
８
月
（
現

９
月
中
旬
）
と
10
月
（
現
11
月
）

に
多
く
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
。

　
「
こ
れ
は
、
早わ

生せ

の
収
穫
後
の

神
事
と
、
晩
生
の
収
穫
後
の
神
事

と
に
大
別
で
き
ま
す
。
新
米
を
お

供
え
す
る
こ
と
で
御
神
徳
が
高
ま

り
、
地
域
が
ま
た
安
全
に
発
展
す

る
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て

き
た
の
で
す
」

※
１　
出
雲
か
ら
国
に
帰
る
途
中
、
香

取
神
宮
に
立
ち
寄
っ
た
東
国
33
カ
国
の

神
を
神
饌
で
お
迎
え
す
る
祭
典
と
も
伝

わ
る
。
ま
こ
も
で
編
ん
だ
巻ま

き
行ほ

器か
い

に
ご

は
ん
を
盛
っ
た
「
大
御
食
」
な
ど
が
供

え
ら
れ
る
（
上
部
の
写
真
）

農
家
の
再
生
産
不
可
能
な
米
価

　
県
内
一
の
水
田
地
帯
で
あ
る
香

取
市
で
生
産
し
て
い
る
米
は
、
7

割
が
ふ
さ
お
と
め
、
ふ
さ
こ
が
ね

な
ど
の
早
生
品
種
、
3
割
が
コ
シ

ヒ
カ
リ
な
ど
だ
。
中な

か
生て

・
晩
生
品

種
7
割
に
早
生
品
種
3
割
と
い
う

産
地
が
多
い
中
、
台
風
が
来
る
前

の
、
千
葉
の
米
が
有
利
な
時
に
売

る「
水
郷
の
早
場
米
」と
し
て
重
宝

さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
豊
か
な
水
田
地
帯
が
、今
、

存
続
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
。
理

由
の
一
つ
が
低
迷
す
る
米
価
だ
。

　

米
の
一
般
的
な
生
産
原
価
は
、

一
俵
あ
た
り
1
万
6
千
円
ぐ
ら
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
米

の
取
引
価
格
は
、
平
成
26
年
に

1
万
１
2
2
5
円
ま
で
暴
落
し
た

（
左
表
）。
こ
れ
は
、
取
引
価
格
か

ら
諸
経
費
約
2
5
0
0
円
を
引
い

た
農
家
の
手
取
り
価
格
が
、
1
万

円
割
れ
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
１
万
円
割
れ
し
た
手
取
り
価
格

で
は
、
稲
作
労
賃
ゼ
ロ
の
う
え

に
、
肥
料
代
や
資
材
代
さ
え
も
賄

え
な
い
。
こ
れ
は
農
家
の
再
生
産

不
能
な
価
格
と
言
わ
れ
、
こ
の
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取引価格
推計値 

■千葉県コシヒカリの米価の推移

も
頑
張
っ
て
ま
す
。
で
も
米
価
の

低
落
、
後
継
者
不
足
、
耕
作
放
棄

地
、
T
P
P
な
ど
問
題
は
山
積
し

て
い
る
。
私
も
息
子
に
米
作
り
を

や
ろ
う
か
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
が
、
米
だ
け
で
生
計
を

立
て
る
の
は
本
当
に
難
し
い
。
今

は
私
た
ち
が
頑
張
れ
る
だ
け
頑

張
っ
て
い
ま
す
が
、
展
望
の
持
て

る
農
業
に
し
て
い
か
な
い
と
、
次

の
世
代
に
継
ぐ
こ
と
も
で
き
な
い
」

　

今
、
何
か
手
を
打
た
な
い
と
、

水
田
が
消
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
―
。
多
く
の
農
家
が
感
じ
て

い
る
現
実
だ
。

　行事があると赤飯やぼたもち、もちを食べたね。
これらは昔からのごちそう。農作業の節目には米
や藁
わら
を大事に使い、こんな風習があったのよ。

植え上げ　田植えを終えた日は、ぼたもちを食べた
よね。豊作を祈って、神棚に、ぼたもちと小さな器に
乗せた苗をお供えして。この苗の根は、七夕の馬づく
りに使うので、きれいに洗って乾燥させておいたよね。
七夕の馬　植え上げの苗の根
を馬のたてがみにして、藁で馬
を作ったっけ。子どもがこの馬
を引いて田んぼ（川の方）へ行っ
てね、川原で稲に見立てた草を
刈って、馬の背にたっぷり載せ
て帰り、家の七夕飾りの下につないだんだよ。
かっちげ　稲刈りの後は、豊作を報告するために、
神棚にぼたもちと刈り取った稲をお供えしてた。刈り
取った稲株を交互に組んで、藁で結んだよね。
団子ならし　くぬぎなどの落葉樹の枝に、丸めた団
子や十二支の動物の形などをかたどった団子を飾っ
たね。子どもらは大喜びで作ってた。これは後で、
どんど焼きで食べたんだよ。

　
利
根
川
下
流
域
の
広
大
な
水
田
地
帯
。
先
人
た
ち
は
、
と
き
に
風
水
害

と
闘
い
な
が
ら
、
と
き
に
時
代
の
波
に
も
ま
れ
な
が
ら
、
豊
か
な
田
園
を

保
っ
て
き
た
。
そ
う
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
郷
土
は
今
、
か
つ
て
な
い

嵐
の
た
だ
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
今
回
は
、
こ
の
田
園
風
景
を
失
わ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
、
地
域
の
稲
作
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

古い
に
し
え

か
ら
伝
わ
る
豊
か
な
稲
作
文
化

今
や
県
内
一
の
水
田
地
帯
が
崩
壊
の
危
機

　高木ともさん(川上）
×

高野房子さん(高野）

いきいき山田クスター加工組合
で聞く

稲にまつわる風習

守りたい 田
ふ

園
る

風
さ

景
と

稲作から郷土を見つめて

字
が
続
け
ば
、
米
の
生
産
を
止
め

る
農
家
が
続
々
と
増
え
る
状
況
と

な
っ
て
し
ま
う
。
米
の
需
要
が
毎

年
8
万
㌧
規
模
で
減
っ
て
い
る
こ

と
も
あ
り
、
長
期
的
に
見
て
も
米

価
は
下
落
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
。

稲
作
従
事
者
は
平
均
72
歳

　
同
様
に
深
刻
な
問
題
が
、
農
業

従
事
者
の
高
齢
化
だ
。
現
在
、
香

取
地
域
の
農
業
従
事
者
の
平
均
年

齢
は
69
歳
。
稲
作
で
は
、
72
歳
を

超
え
る
。
地
域
の
高
齢
化
し
た
農

業
従
事
者
が
離
農
し
て
い
く
の
は

す
で
に
時
間
の
問
題
。
そ
れ
に
伴

い
、
耕
作
放
棄
地
の
急
激
な
拡
大

も
危
惧
さ
れ
て
い
る
。

　
市
内
の
佐
原
、
小
見
川
地
区
の

農
家
が
参
加
す
る「
売
れ
る
米
づ

く
り
研
究
会
」は
、
活
動
を
始
め

て
10
年
以
上
が
経
つ
。
特
別
栽
培

米
な
ど
の
新
米
を
道
の
駅
な
ど
に

出
荷
し
て
い
る
同
会
会
長
の
増
田

正
好
さ
ん（
扇
島
）は
言
う
。

　
「
私
の
周
り
も
75
歳
く
ら
い
で

何
か
手
を
打
た
な
い
と
─
─
。

農
家
の
模
索
は
続
く
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作
農
家
の
方
た
ち
が
見
て
い
て
、

自
分
た
ち
も
休
耕
田
で
作
っ
て
み

よ
う
か
と
話
が
あ
っ
た
ん
で
す
」

　
新
里
で
は
以
前
、
休
耕
田
を
水

田
に
戻
し
て
ホ
タ
ル
を
養
殖
し
た

こ
と
も
あ
る
。
新
た
に
地
域
の
稲

作
農
家
が
家
畜
用
飼
料
と
な
る
稲

の
ホ
ー
ル
ク
ロ
ッ
プ
サ
イ
レ
ー
ジ

（
Ｗ
Ｃ
Ｓ
）
を
作
っ
て
く
れ
る
な

ら
、
我
々
酪
農
家
も
応
え
な
く
て

は
と
思
っ
た
と
い
う
。
稲
Ｗ
Ｃ
Ｓ

を
導
入
す
れ
ば
、
稲
作
農
家
は
水

田
の
ま
ま
転
作
が
で
き
、
酪
農
家

は
飼
料
を
地
元
で
調
達
で
き
る
よ

う
に
な
る
か
ら
だ
。

　
「
新
里
営
農
組
合
が
12
㌶
か
ら

始
め
た
取
り
組
み
は
、
年
々
拡
大

し
、
現
在
は
市
内
２
６
０
㌶
、
８

つ
の
営
農
組
織
が
で
き
る
ま
で
に

な
り
ま
し
た
。
藁
ご
と
収
穫
す
る

稲
Ｗ
Ｃ
Ｓ
は
、
耕
作
放
棄
地
の
解

消
に
役
立
っ
た
ん
で
す
」

　
平
成
26
年
に
は
長
嶋
さ
ん
た
ち

酪
農
家
５
人
が
フ
ァ
ー
ム
サ
ポ
ー

ト
か
と
り
㈱
を
立
ち
上
げ
、
Ｔ
Ｍ

Ｒ
（
完
全
混
合
飼
料
）
セ
ン
タ
ー

を
設
立
し
た
。
地
元
で
生
産
し
た

飼
料
で
、
地
元
の
乳
牛
・
肉
牛
の

飼
育
を
目
指
し
た
県
内
初
の
酪
農

家
に
よ
る
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
は
、

全
国
か
ら
の
視
察
も
相
次
ぐ
。

　
「
畜
産
農
家
の
高
齢
化
も
始
ま
っ

て
い
ま
す
。
Ｔ
Ｍ
Ｒ
セ
ン
タ
ー
が

で
き
、
酪
農
家
も
各
々
の
家
で
穀

物
と
牧
草
を
混
ぜ
る
重
労
働
か
ら

解
放
さ
れ
ま
し
た
」

　
今
、
市
内
の
稲
Ｗ
Ｃ
Ｓ
の
取
り

組
み
は
関
東
最
大
級
の
規
模
に

な
っ
て
い
る
。

　
耕
作
放
棄
地
を
、
あ
る
方
法
で

水
田
に
戻
し
た
地
域
が
あ
る
。
少

し
前
ま
で
、
新
里
地
区
の
栗
山
川

の
最
上
流
は
ほ
ぼ
耕
作
さ
れ
ず
、

農
道
も
行
き
止
ま
り
に
な
っ
て
し

ま
う
状
況
だ
っ
た
。
耕
作
放
棄
地

は
、
周
囲
の
水
田
に
も
影
響
す
る
。

そ
ん
な
当
時
の
様
子
を
話
す
の
は
、

酪
農
家
の
長
嶋
透
さ
ん
だ
。

　
「
試
し
に
飼
料
用
の
稲
を
家
の

田
に
作
付
け
し
た
の
を
地
域
の
稲

　香取市の水田は、ほとんどが湿田で、
大豆や麦などの転作に向いた地域はご
く一部です。生産調整（減反）の転作で、
水田のまま活用できるＷＣＳや飼料用
米は香取の圃

ほ
場
じょう
に向いていると思いま

す。また、近隣の鹿島臨海工業地帯に
日本最大の配合飼料生産基地があるの
で、飼料用米の輸送費も安く済み、立
地条件には恵まれていますね。 ▲攪

かく
拌
はん
機に稲WCSを投入

（TMRセンター）

　
前
述
の
「
売
れ
る
米
づ
く
り
研

究
会
」
で
は
今
年
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
米
を
考
案
し
、
佐
原
の
大
祭
や

市
内
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
販
売
し

た
。
一
時
的
と
は
い
え
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
の
水
よ
り
安
く
な
っ
た
生
産

者
米
価
を
逆
手
に
と
り
、
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
に
３
合
の
精
米
を
入
れ
て

並
べ
、試
験
販
売
を
行
っ
た
の
だ
。

　
農
家
の
中
に
は
、
竹
炭
を
田
に

ま
く
な
ど
手
間
暇
か
け
て
育
て
た

自
慢
の
米
を
、
自
ら
販
路
を
切
り

開
い
て
売
っ
て
い
る
経
営
者
も
少

な
く
な
い
。
食
味
を
と
こ
と
ん
追

求
し
た
米
も
あ
れ
ば
、
用
途
に

合
っ
た
米
を
作
る
な
ど
、
従
来
の

枠
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
発
想

で
新
た
な
ニ
ー
ズ
の
掘
り
起
こ
し

に
挑
ん
で
い
る
。
全
国
各
地
の
ブ

ラ
ン
ド
米
が
し
の
ぎ
を
削
る
中
、

付
加
価
値
販
売

は
重
要
な
戦
略

だ
。

　
寿
司
店
と
稲
作
農
家
を
営
む
小

堀
真
市
さ
ん
。
昨
年
、
香
取
市
が

「
ど
ぶ
ろ
く
特
区
」
の
認
定
を
取

得
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
県

内
第
１
号
と
な
る
製
造
免
許
を
取

得
。
寺
田
本
家
（
神
崎
町
）
の
指

県
内
初
の 

ど
ぶ
ろ
く
製
造

道
の
駅
で
人
気
の
か
き
も
ち

　道の駅などで人気の手作りか
きもち。香取市ほど、かきもち
が並んでいるところは珍しいん
じゃないですか。それだけ、多
くの家で作られてきたというこ
とですよね。地元では当たり前
の食文化も、立派な六次産業に
なるという一つの見本ではない
でしょうか。

　
昔
か
ら
各
農
家
で
作
ら
れ
て
き

た
か
き
も
ち
は
、
味
も
作
り
方
も

家
に
よ
っ
て
微
妙
に
違
う
。
道
の

駅
で
、
か
き
も
ち
を
販
売
す
る
一

人
、
篠
塚
美
千
代
さ
ん
に
か
き
も

ち
作
り
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
。

　
「
も
と
も
と
は
母
が
家
で
余
っ

て
し
ま
っ
た
米
を
活
用
し
よ
う

と
、
か
き
も
ち
の
製
造
・
販
売
を

始
め
た
ん
で
す
。
か
き
も
ち
作
り

は
、
祖
母
か
ら
母
、
そ
し
て
私
が

受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
祖
母
は
昔
か

ら
か
き
も
ち
を
炭
火
で
焼
き
、
子

や
孫
に
あ
げ
る
の
が
大
好
き
で
し

た
。
今
は
90
歳
を
過
ぎ
た
祖
母
に

も
喜
ん
で
食
べ
て
も
ら
え
る
、
や

わ
ら
か
い
か
き
も
ち
が
、
私
の
自

慢
で
す
」

　
青
山
さ
ん
は
、昔
か
ら
一
田
部
、

二
多
古
、
三
夏
目
と
、
お
い
し
い

米
処
と
し
て
名
を
は
せ
た
八
都
地

区
の
県
認
証
農
業
士
。
自
ら
水
稲

生
産
、
水
田
作
業
の
受
託
を
行
う

健
心
フ
ァ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
た
。

　
「
幼
い
頃
か
ら
見
慣
れ
た
田
を

休
耕
田
に
す
る
の
は
も
っ
た
い
な

い
と
、
父
の
遺
志
を
継
ぎ
就
農
。

心
強
い
の
は
周
囲
に
同
年
代
の
就

農
者
仲
間
が
い
る
こ
と
。
助
け
合

い
な
が
ら
米
作
り
に
励
ん
で
い
ま
す
」

　

小
林
さ
ん
は
、
大
学
卒
業
後
、

今
年
４
月
に
就
農
。
今
年
は
ミ
ス

あ
や
め
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
る
。

　
「
田
に
水
を
張
る
時
期
は
、
山

が
水
鏡
の
よ
う
に
映
り
、
キ
ラ
キ

ラ
と
し
た
そ
の
中
を
自
転
車
で
通

学
す
る
の
が
大
好
き
で
し
た
。
そ

の
頃
か
ら
、
信
念
を
持
っ
て
農
業

を
続
け
て
い
る
親
の
姿
を
見
て
、

か
っ
こ
い
い
な
と
思
っ
て
き
ま
し

た
。
今
年
は
田
植
え
機
の
運
転
に

も
挑
戦
し
ま
し
た
」

　「人・農地プラン」により、地域で担い手を
守り育てていくことで未来が拓

ひら
けてくると思

います。地域の圃場をどうしていくのか、誰
に任すのかを考えることが重要です。農家経
営は機械にもお金がかかるので、集落の複数
の個人が集まり、経営を効率化（機械・作業
の共同化など）し、農地の利用・維持を図っ
ていくことも必要になってきます。

　

後
継
者
不
足
と
言
わ
れ
る
中
、

志
を
抱
い
て
就
農
し
た
若
者
が
い

る
。
そ
の
背
景
に
共
通
し
て
い
た

の
は
、
目
標
と
す
る
親
の
存
在

だ
っ
た
。

将
来
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
の
試
みファームサポートかとり

代表 長嶋透さん（新里）

導
を
受
け
て
、
昔
な
が
ら
の
生き

酛も
と

造
り
で
製
造
し
た
ど
ぶ
ろ
く
を
八

日
市
場
の
店
舗
で
提
供
す
る
。

　
「
米
は
自
分
で
作
っ
た
無
農
薬

の
自
然
栽
培
米
で
、
冬
期
に
は
湧

水
で
田
に
水
を
張
る
不
耕
起
の
コ

シ
ヒ
カ
リ
で
す
。
米
作
り
の
厳
し

い
話
題
が
多
い
中
、
自
分
が
い
ち

早
く
ど
ぶ
ろ
く
製
造
に
取
り
組
ん

で
、
地
域
が
活
気
づ
い
て
ほ
し
い

と
思
い
、
手
を
あ
げ
ま
し
た
」
と

語
る
。
米
作
り
に
か
け
る
眼
差
し

は
、
地
域
へ
も
注
が
れ
て
い
る
。

まこと屋
小堀真市さん（竹之内）

香取農業事務所企画振興課長
渡辺博剛さん

篠塚美千代さん（多田）
健心ファーム

青山勝哉さん（竹之内）

小林眞弓さん（織幡）

香取農業事務所改良普及課
荒木田伸子さん

香取農業事務所次長
内田重夫さん

1 

米
に
付
加
価
値
を

K
atoris̓ Challenge

3 

耕
作
放
棄
地
を
飼
料
用
稲
の
水
田
に

K
atoris̓ Challenge

2 

米
か
ら
加
工
食
品
を

K
atoris̓ Challenge

4 

次
代
の
担
い
手
へ

K
atoris̓ Challenge

　
今
回
紹
介
で
き
た
の
は
、
農
家
の
取
り
組
み
の
ほ
ん
の
一
例
に
過

ぎ
な
い
。
省
力
化
、
軽
労
化
の
努
力
も
進
ん
で
い
る
。

　
次
の
世
代
が
見
る「
ふ
る
さ
と
」の
風
景
の
中
に
も
、
豊
か
な
田
園

が
あ
り
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
地
域
の
農
業
に
し
っ
か
り

と
目
を
向
け
て
い
き
た
い
。
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