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日本の代表的ため池 満濃池

弥生時代の水田跡が復元された菜畑遺跡
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本著では日本の国土の

地形的・社会的特徴や国

土への働きかけの歴史が

明らかにされています。

日本人は今、何を考える

べきか、に気づくことの

出来る好著。

発行：中央公論新社

定価：882円（本体840円）

国土と日本人
災害大国の生き方

大石久和著
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自
然
堤
防
後
背
地
を
利
用

そ
の
後
新
た
な
技
術
が
朝
鮮
半

島
な
ど
か
ら
伝
わ
り
、
沖
積
平
野

に
用
水
を
つ
く
っ
て
灌

を
用
い

た
水
田
が
開
発
さ
れ
た
。
鉄
器
が

も
た
ら
さ
れ
、
集
団

と
し
て
の
組
織
力
が

整
備
さ
れ
、
小
河
川

の
流
域
の
沖
積
平
野
に
用
水
灌

を
必
要
と
す
る
水
田
が
開
発
さ
れ

た
の
だ
。

当
初
、
堰
は
水
の
利
用
可
能
量

も
小
さ
く
、
取
水
も
不
安
定
で
旱

魃
に
よ
る
被
害
が
た
び
た
び
起
こ

り
、
や
が
て
た
め
池
と
い
う
画
期

的
な
技
術
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ

れ
が
湿
田
か
ら
乾
田
へ
の
移
行
を

生
ん
だ
。
乾
田
と
は
、
稲
を
植
え

る
前
の
水
を
入
れ
な
い
時
は
乾
い

て
畑
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
田
で

あ
る
。
年
中
水
に
浸
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
乾
燥
期
も
あ
る
た
め

地
盤
が
し
っ
か
り
し
て
、
作
業
効

率
が
非
常
に
よ
い
。
自
然
の
低
湿

地
を
湿
田
と
し
て
利
用
し
た
時
代

か
ら
、
必
要
な
と
き
に
必
要
な
水

を
田
畑
に
導
く
こ
と
で
米
の
生
産

を
行
う
、
き
わ
め
て
高
度
な
米
作

生
産
の
時
代
に
入
っ
た
の
だ
。

こ
れ
は
、
た
め
池
を
つ
く
る
と

い
う
国
土
へ
の
働
き
か
け
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
成
果
だ
。
た
め
池
を

つ
く
る
に
は
水
が
漏
れ
な
い
よ
う

築
堤
し
、
水
圧
の
か
か
る
池
の
底

部
か
ら
水
を
引
く
施
設
が
必
要
と

な
る
な
ど
、
技
術
力
が
要
求
さ
れ

る
。
渡
来
人
の
技
術
力
を
借
り
、

こ
う
し
た
た
め
池
を
建
設
し
た
。

こ
の
時
代
の
日
本
人
は
「
た
め

池
造
成
時
代
の
民
」
と
言
え
、
こ

の
時
代
を「
第
一
次
の
列
島
改
造
」

と
呼
ぶ
人
も
い
る
。
古

時
代
の

こ
の
頃
に
、
河
内
平
野
で
は
多
く

の
た
め
池
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の

記
録
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
も

描
か
れ
、
崇
神
・
垂
仁
・
応
神
・

仁
徳
な
ど
の
各
天
皇
の
時
代
に
多

く
の
た
め
池
を
つ
く
ら
せ
、
そ
れ

に
よ
っ
て
地
域
の
人
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

記
述
が
多
く
残
る
。

讃
岐
の
満
濃
池
は
８
２
１
年

（
弘
仁

年
）
、
空
海
が
修
築
し

た
こ
と
で
有
名
だ
が
、
７
０
０
年

代
初
め
に
築
造
さ
れ
た
も
の
を
空

海
が
改
修
し
た
の
だ
。
満
濃
と
は

「
多
く
の
地
域
に
富
を
及
ぼ
す
」

意
味
と
い
わ
れ
、
皆
の
力
を
合
わ

せ
て
、
皆
の
た
め
に
な
る
も
の
を

つ
く
る
「
公
共
の
事
業
」
の
始
ま

り
と
し
て
象
徴
的
な
名
称
だ
。

こ
の
技
術
力
に
よ
り
仁
徳
天
皇

陵
や
応
神
天
皇
陵
と
い
う
大
土
木

工
事
を
必
要
と
す
る
大
規
模
な

墓
の
築
造
が
可
能
と
な
っ
た
。
巨

大
な
天
皇
陵
建
設
に

は
、
測
量
や
工
程
管

理
、
盛
土
の
締
固
め

な
ど
の
高
い
技
術
力
を
す
で
に
獲

得
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ

ほ
ど
の
土
木
力
を
こ
の
時
代
の
人

間
が
持
っ
て
い
た
わ
け
で
、
そ
の

技
術
力
を
用
い
て
農
業
生
産
性
は

飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
大
土
木
事

業
は
労
働
の
大
動
員
な
し
に
は
行

え
な
い
。
大
動
員
で
き
る
大
き
な

権
力
が
既
に
生
ま
れ
、
古

時
代

の
政
権
を
支
え
る
力
に
な
っ
て
い

た
の
だ
。

畿
内
や
瀬
戸
内
か
ら
始
ま
っ
た

た
め
池
づ
く
り
は
全
国
に
展
開
し

て
い
っ
た
。
今
も
こ
れ
ら
の
た
め

池
は
農
業
や
生
活
の
た
め
の
水
資

源
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
た
め

池
づ
く
り
は
、
過
去
に
日
本
人
が

行
っ
た
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
の

み
あ
る
の
で
は
な
く
、
今
に
生
き

る
我
々
も
、
生
産
や
生
活
の
た
め

の
装
置
と
し
て
利
用
し
て
い
る
。

貧
し
か
っ
た
は
る
か
昔
の
人
々
か

ら
の
贈
り
物
な
の
で
あ
る
。

た
め
池
に
水
を
貯
め
、
そ
の
水

を
用
い
て
田
ん
ぼ
を
耕
作
す
る
時

代
に
は
、
水
不
足
が
何
よ
り
心
配

だ
っ
た
。本
間
俊
朗
氏
に
よ
れ
ば
、

『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
の
、

６
４
５
年
か
ら
７
９
１
年
の
１
４

７
年
間
の
記
述
の
中
で
、
人
々
が

「
雨
が
降
っ
て
欲
し
い
」
と
祈
っ

た
と
い
う
例
が

例
記
載
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
、
「
洪
水
に
な
る

か
ら
、
も
う
こ
れ
以
上
雨
が
降
ら

な
い
で
欲
し
い
」
と
、
雨
が
止
む

こ
と
を
祈
っ
た
例
は
わ
ず
か
４
例

だ
と
い
う
。

こ
の
頃
の
日
本
人
は
大
雨
に
よ

る
洪
水
を
恐
れ

る
よ
り
、
旱
魃

で
雨
が
降
ら

ず
、
田
ん
ぼ
に

水
が
引
け
な
い

こ
と
を
恐
れ
る

民
だ
っ
た
と
い

え
る
。
旱
魃
を

恐
れ
る
時
代
の

存
在
は
、
洪
水

の
通
り
道
を
農

地
や
都
市
の
た

め
に
利
用
し
て

い
る
が
ゆ
え
に

洪
水
を
恐
れ
る

こ
と
と
な
っ
た

後
の
時
代
と
の

対
比
と
し
て
、

知
っ
て
お
き
た

い
。

縄
文
時
代
の
後
、
紀
元
前
数
百

年
前
頃
か
ら
、
大
陸
か
ら
米
の
文

化
が
伝
わ
り
弥
生
時
代
を
迎
え

た
。
当
時
の
技
術
力

で
は
灌

で
土
地
を

潤
す
こ
と
は
で
き

ず
、
湿
潤
な
土
地
し
か
水
田
と
し

て
使
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
実
際
、
福
岡
県
の
板
付
遺
跡

や
佐
賀
県
唐
津
の
菜
畑
遺
跡
に
当

時
の
様
子
が
残
り
、
自
然
の
低
湿

地
を
利
用
し
て
水
田
を
開
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
の
時
代
の
祖
先

は「
湿
潤
地
耕
作
の
民
」だ
っ
た
。

６
０
０
０
年
前
の
縄
文
海
進
以

降
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
海
面
は

低
下
し
、
河
川
が
運
ん
だ
土
砂
が

堆
積
し
て
沖
積
平
野
が
で
き
湿
地

が
広
が
っ
た
。
湿
地
か
ら
で
き
る

だ
け
排
水
し
て
使
い
や
す
い
土
地

に
変
え
、
米
を
栽
培
し
始
め
た
と

考
え
ら
れ
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
土

木
力
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。

わ
が
国
の
最
初
の
水
田
耕
作

は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
自
然
堤
防

の
背
後
の
低
湿
地
か
ら
始
ま
り
、

や
が
て
低
湿
地
の
周
辺
の
低
い
台

地
な
ど
に
、
水
を
得
る
工
夫
と
と

も
に
拡
大
し
た
。
河
川
の
上
流
部

や
小
河
川
に
堰
を
つ
く
っ
て
水
を

た
め
、
取
水
を
し
て
水
田
を
開
く

な
ど
の
工
夫
は
、
か
な
り
早
い
時

期
か
ら
行
わ
れ
た
よ
う
だ
。

稲
は
当
初
、
他
の
雑
穀
と
混
じ

っ
て
灌

も
さ
れ
ず
に
栽
培
さ
れ

て
い
た
ら
し
い
が
、
中
国
江
南
地

方
あ
た
り
で
確
立
し
た
水
田
稲
作

技
術
を
受
け
入
れ
、
整
っ
た
水
田

を
形
成
し
な
が
ら
弥

生
期
末
に
は
本
州
北

端
に
ま
で
広
が
っ

た
。
湿
潤
地
耕
作
時
代
は
、
自
然

の
低
湿
地
を
水
田
利
用
し
、
効
率

の
悪
い
湿
田
耕
作
し
か
で
き
な
か

っ
た
時
代
だ
が
、
紀
元
前
１
０
０

年
頃
ま
で
は
、
祖
先
は
湿
潤
地
耕

作
の
民
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

阪上勝彦駅長

大阪府南東部、大阪市内から約 ㌔㍍

のこの地域は、金剛山葛城山からの湧き水と肥沃

な大地に育まれた農業地帯として長年栄えてきま

した。近年は「なにわの伝統野菜」復興に力を入

れ、当駅の看板野菜として人気を博しており、冬

場には田辺大根、天王寺蕪などが入荷します。

大阪府河南町神山523

国道309号 0721－90－3911

桂川裕俊館長

温泉・宿泊ができ 年間 万人以上が訪

れる町の顔です。季節毎の食材を使った会席料理

には定評があり、お手頃なお値段で召し上って頂

ける飛騨牛も人気メニューの一つです。お隣りに

は金山産の野菜を販売している朝取横丁、スポー

ツセンターがあり充実した地域になっています。

岐阜県下呂市金山町金山911－1

国道256号 0576－32－4855

小川健吉駅長

「東北へ行こう」。東北は今、結束し

て東北観光博で緑のパスポートを発行、お持ちの

お客様おもてなしに力を入れています。当駅では

お茶かコーヒーどちらかの選択と、赤いエプロン

の駅長またはスタッフによる手づくりの歌プレゼ

ントを実施しております。

秋田県横手市十文字町字海道下 番地4

国道 号 0182－ －9320

大
陸
伝
来
灌

技
術
で
開
発
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