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「
平
成
二
十
九
年
七
月
九
州
北
部
豪
雨
」
は
、

福
岡
県
東
峰
村
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。

そ
れ
か
ら
二
年
半
の
歳
月
が
過
ぎ
た
今
、

逆
境
を
バ
ネ
に
前
進
を
は
か
ろ
う
と
す
る
、

人
々
の
熱
い
思
い
が
村
に
は
あ
ふ
れ
て
い
た
。

写
真 

野
瀬
勝
一

取
材
・
文 

山
内
史
子

地域の底力 福岡県朝倉郡東峰村

東峰村東部に位置する竹地区の、標高差約 160 ｍの谷間に
広がる約 400 枚の石積みの棚田。毎年 6 月には「竹棚田の
火祭り」が行われ、一帯をトーチが照らす幻想的な景色が見
られる。農林水産省による「日本の棚田百選」に認定された。

厳
し
い
苦
難
に
立
ち
向
か
い

復
興
を
目
指
す
福
岡
県
東と

う
ほ
う峰
村

厳
し
い
苦
難
に
立
ち
向
か
い

復
興
を
目
指
す
福
岡
県
東と

う
ほ
う峰

村
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人
口
二
○
○
○
人
の
村
の 

経
験
を
広
く
伝
え
て 

未
来
に
生
か
し
た
い

　

福
岡
県
南
東
部
、
大
分
県
日
田
市
に

隣
接
す
る
人
口
約
二
○
○
○
人
の
朝
倉

郡
東
峰
村
は
、
二
○
○
五
年
に
旧
小こ

い
し石

原わ
ら

村
と
旧
宝ほ

う
し
ゅ
や
ま

珠
山
村
が
合
併
し
て
生

ま
れ
た
。
小
石
原
地
区
は
江
戸
時
代
か

ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
陶
器
の
小
石
原

焼
、
宝
珠
山
地
区
は
「
日
本
の
棚
田
百

選
」
に
も
選
ば
れ
た
竹た

け
地
区
の
棚
田
を

は
じ
め
と
す
る
美
し
い
風
景
で
知
ら

れ
、「
日
本
で
最
も
美
し
い
村
連
合
」
に

も
加
盟
し
て
い
る
。

　

一
五
〇
〇
年
も
の
歴
史
が
あ
る
岩
屋

神
社
、
樹
齢
数
百
年
の
杉
の
巨
木
群
、

特
産
品
の
ユ
ズ
、
シ
イ
タ
ケ
、
米
な
ど
、

東
峰
村
に
は
数
多
く
の
宝
が
あ
る
と
語

る
の
は
、
二
○
一
三
年
か
ら
村
長
を
務

め
る
澁し
ぶ
谷や

博
昭
氏
だ
。

　
「
長
年
村
外
で
勤
務
し
て
い
ま
し
た

が
、
幾
度
も
故
郷
の
景
色
の
夢
を
見
て

思
い
を
は
せ
て
い
ま
し
た
。
い
い
と
こ

ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
生
か
さ
れ

て
い
な
い
。
何
と
か
東
峰
村
を
活
発
に

し
た
い
と
思
い
村
長
に
名
乗
り
を
上
げ

た
ん
で
す
」

　

澁
谷
氏
の
も
と
で
少
し
ず
つ
活
性
化

が
図
ら
れ
る
な
か
、
二
○
一
七
年
七

月
五
日
に
村
を
襲
っ
た
の
が
「
平
成

二
十
九
年
七
月
九
州
北
部
豪
雨
」
だ
っ

た
。
九
時
間
で
七
四
○
ミ
リ
を
超
え
る

記
録
的
短
時
間
豪
雨
で
生
じ
た
土
石
流

に
よ
り
三
名
が
命
を
奪
わ
れ
、
家
屋
、

農
地
、
河
川
、
道
路
な
ど
村
全
体
が
甚

大
な
被
害
を
受
け
た
。

　
「
台
風
の
場
合
は
進
路
や
時
間
が
大

体
わ
か
る
の
で
前
も
っ
て
避
難
準
備
が

進
め
ら
れ
ま
す
が
、
今
回
の
よ
う
に
、

過
去
に
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
急
激
な
線

状
降
水
帯
の
発
達
に
よ
る
豪
雨
で
は
、

そ
う
し
た
事
前
準
備
の
余
裕
が
な
く
、

ま
さ
に
想
像
を
は
る
か
に
超
え
た
状
況

で
し
た
」

　

災
害
か
ら
二
年
以
上
が
過
ぎ
た
現
在

も
河
川
工
事
な
ど
の
復
旧
作
業
が
村
内

各
所
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
併

せ
て
澁
谷
氏
が
力
を
注
い
で
い
る
の

は
、
災
害
の
検
証
と
そ
こ
か
ら
学
ん
だ

経
験
を
未
来
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
だ

と
言
う
。

　

九
州
大
学
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
各

地
区
で
防
災
マ
ッ
プ
や
、
時
間
ご
と

に
取
る
べ
き
避
難
行
動
を
ま
と
め
た

村
長
の
澁
谷
博
昭
氏
は
、「
災
害
後
不
通
に
な
っ
て
い
る
J

R
日
田
彦
山
線
の
開
通
に
向
け
力
を
尽
く
し
た
い
」
と
話
す
。

手
に
し
て
い
る
の
は
、
被
災
後
に
再
建
さ
れ
た
大だ
い
ぎ
ょ
う
じ

行
司
駅
の

あ
た
ら
し
い
看
板
。
駅
名
に
ち
な
み
、
大
相
撲
立た
て
ぎ
ょ
う
じ

行
司
の
第

四
一
代
式
守
伊
之
助
氏
に
書
を
依
頼
し
た
。

東峰村や隣接する朝倉市、日田市に甚大な被害
をもたらした九州北部豪雨のさなか、福岡市内
から撮影された巨大な積乱雲。その周囲に広が
る青空を見れば、豪雨がいかに局地的に降った
のかがわかる。 （写真提供 : 東峰村役場）

　東峰村

日田IC

●

日
田
彦
山
線

筑
豊
本
線

大分県

九
州
新
幹
線

●

朝倉市

は
か
た

ちくぜんいわや

そえだ
福岡空港

大分自動車道

●

●

●

●

●

九
州
自
動
車
道

久大本線

嘉麻市
添田町

佐賀県

福岡県

長崎自
動車道 筑後川

だいぎょうじ

ほうしゅやま

ひた

鳥栖JCT●

鹿児島本線

長崎本
線

●よあけ

JR 日田彦山線の不通区間の駅の一つ
で、東峰村にある筑前岩屋駅。敷地内
にあり、環境省による「平成の名水百
選」に選ばれている「岩屋湧水」（右）
は災害の影響で一時閉鎖されていたが、
2018 年 7 月に利用が再開され、多く
の人が訪れている。



NICHIGIN 2020 NO.6111

計
画
書
（
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
）
を
作
成

し
、
連
絡
体
制
を
整
え
た
上
で
防
災
訓

練
を
徹
底
。
高
齢
者
の
占
め
る
割
合
が

四
二・
九
％
と
福
岡
県
内
で
は
も
っ
と

も
高
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
避
難
所
へ
の

移
動
が
難
し
い
場
合
に
地
区
内
で
安
全

を
確
保
で
き
る
場
所
も
指
定
さ
れ
た
。

　

東
峰
村
の
事
例
を
ほ
か
の
地
域
で
も

参
考
に
し
て
ほ
し
い
、
人
口
二
〇
〇
〇

人
の
村
だ
か
ら
こ
そ
モ
デ
ル
地
区
に
な

り
得
る
と
の
思
い
か
ら
、
内
閣
府
に
よ

る
防
災
科
学
研
究
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

に
参
加
す
る
な
ど
し
て
、
澁
谷
氏
は
広

く
発
信
に
努
め
る
。
災
害
の
記
憶
を
風

化
さ
せ
な
い
た
め
に
、
当
時
の
様
子
を

伝
え
る
「
東
峰
村
災
害
伝
承
館
」
も
設

け
ら
れ
た
。

　
「
被
害
は
大
き
か
っ
た
も
の
の
、
こ

れ
を
機
に
あ
ら
た
め
て
前
を
向
い
て
い

こ
う
と
話
し
て
い
る
ん
で
す
。
東
峰
村

に
は
祭
り
が
数
多
く
受
け
継
が
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
人
の
つ
な
が
り
、
す

な
わ
ち
地
域
力
が
残
っ
て
い
ま
す
。
な

に
よ
り
も
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
」

人
々
の
心
に
元
気
を
与
え
た

人
間
国
宝
認
定
の
報し

ら
せ

　

人
の
つ
な
が
り
は
、
各
方
面
で
そ
れ

ぞ
れ
に
前
向
き
な
動
き
を
生
ん
で
い

る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
江
戸
時
代
か
ら

四
〇
〇
年
に
わ
た
り
続
い
て
き
た
小
石

原
焼
だ
。
黒
田
藩
の
庇ひ

ご護
を
受
け
た
後
、

水み
ず
が
め瓶

や
壺つ

ぼ

な
ど
暮
ら
し
を
彩
る
民
陶
が

つ
く
ら
れ
、
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。

か
つ
て
は
一
〇
軒
ほ
ど
の
窯
元
が
一
子

相
伝
で
技
を
継
い
で
い
た
が
、
昭
和

三
十
年
代
の
民
陶
ブ
ー
ム
に
よ
り
あ
ら

た
な
窯
が
生
ま
れ
、
現
在
は
約
五
〇
軒

に
ま
で
増
え
て
い
る
。
そ
ん
な
背
景
を

語
る
の
は
、「
ち
が
い
わ
窯
」
一
六
代

目
の
陶
芸
家
・
福
島
善ぜ
ん
ぞ
う三

氏
だ
。

　

豪
雨
か
ら
二
週
間
後
、
福
島
氏
は
重

要
無
形
文
化
財
「
小
石
原
焼
」
保
持

者
、
す
な
わ
ち
人
間
国
宝
の
認
定
を
受

け
る
。
周
辺
二
二
軒
の
窯
元
が
被
害
を

受
け
た
中
に
あ
っ
て
は
、
光
差
す
朗
報

だ
っ
た
。
小
石
原
焼
は
一
般
的
に
日
常

で
使
う
た
め
の
雑
器
、
民
芸
品
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、
作
品
と

し
て
評
価
さ
れ
る
人
間
国
宝
認
定
に
福

島
氏
は
、
喜

び
と
同
時
に

驚
き
を
も
っ

た
と
い
う
。

　

窯
業
地
と

し
て
あ
ら
た

め
て
注
目
さ

　東峰村

日田IC

●

日
田
彦
山
線

筑
豊
本
線

大分県

九
州
新
幹
線

●

朝倉市

は
か
た

ちくぜんいわや

そえだ
福岡空港

大分自動車道

●

●

●

●

●

九
州
自
動
車
道

久大本線

嘉麻市
添田町

佐賀県

福岡県

長崎自
動車道 筑後川

だいぎょうじ

ほうしゅやま

ひた

鳥栖JCT●

鹿児島本線

長崎本
線

●よあけ

村
役
場
近
く
に
あ
る
「
東
峰
村
災
害
伝
承

館
」
で
は
、
被
災
時
や
そ
の
後
の
様
子
を

伝
え
る
映
像
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
全
国
か

ら
寄
せ
ら
れ
た
励
ま
し
の
寄
せ
書
き
な
ど

が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

547 年に落ちた流れ星
を御神体とする岩屋神
社（上右・左）。1698

年に福岡藩第 4 代藩主黒田綱
つなまさ

政が建立した本殿
は、国の重要文化財指定。毎年 4 月には神輿が
村を巡る「岩屋まつり」が行われる。岩屋神社内
は見所が多く、「針の耳と梵

ぼ ん じ

字岩」（下左）には、
役
えんのぎょうじゃ

行 者 小
お づ ぬ

角が彫ったと伝えられる梵字が残る。
「馬の首

こ う ね

根岩と洞門」の洞門（下右）は、江戸時
代末期の山伏の手によりつくられたという。

福岡県の陶芸家として初めて人間国宝に認定され
た福島善三氏。4月14日～20日はそごう横浜店、
5 月 19 日～ 25 日はそごう千葉店で個展が開催
される予定。



宝珠山川の水を利用した河川プール「棚田親水公園」は
2018年7月に再開。以前のように多くの人出でにぎわった。

「
山
村
文
化
交
流
の
郷 

い
ぶ
き
館
」
の
建
物
は
も
と

も
と
、
炭
坑
王
と
し
て
知
ら
れ
る
伊
藤
伝
右
衛
門

の
本
邸
の
一
部
を
福
岡
県
飯
塚
市
か
ら
移
築
し
た

も
の
。
館
内
に
は
村
の
特
産
品
に
加
え
、
宝
珠
山

炭
坑
の
歴
史
な
ど
も
展
示
さ
れ
て
い
る
。
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れ
た
こ
と
が
刺
激
に
な
り
、
若
い
世
代

が
あ
ら
た
な
ブ
ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
る

な
ど
周
囲
に
も
変
化
が
訪
れ
る
。
二
○

一
八
年
に
は
福
島
氏
を
中
心
と
し
た
作

家
一
〇
人
に
よ
る
「
小
石
原
現
代
陶
芸

展
」
が
復
興
を
祈
念
し
て
開
催
さ
れ
た
。

　
「
作
品
が
持
つ
オ
ー
ラ
は
直
接
見
な

い
と
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
質
感
や
触
感

な
ど
、
器
は
五
感
を
通
じ
て
選
ぶ
も
の
。

東
峰
村
に
来
て
く
だ
さ
い
と
言
う
ば
か

り
で
は
な
く
、
小
石
原
焼
の
良
さ
を
感

じ
て
い
た
だ
く
た
め
に
わ
れ
わ
れ
も
積

極
的
に
出
て
い
か
な
く
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
人
口
約
二
〇
〇
〇
人
の
村
に
、
窯

元
が
五
〇
軒
。
人
口
に
対
し
て
窯
元
の

割
合
が
一
番
高
い
村
と
し
て
東
峰
村
は

も
っ
と
宣
伝
し
て
も
い
い
の
で
は
と
、

村
長
の
澁
谷
氏
に
話
し
て
い
ま
す
」

　

自
分
に
と
っ
て
の
村
お
こ
し
は
、
全

国
に
小
石
原
焼
を
広
め
る
こ
と
だ
と
も

福
島
氏
は
話
す
。

　
「
自
分
ら
し
い
表
現
を
追
求
し
た
結

果
、
私
が
も
っ
と
も
大
切
に
し
て
い
る

の
は
、
小
石
原
で
と
れ
る
原
料
を
使
っ

て
小
石
原
で
焼
く
こ
と
。
旧
小
石
原
村

が
合
併
後
に
東
峰
村
に
な
り
、
小
石
原

焼
と
産
地
名
が
一
致
し
な
い
お
客
さ
ま

も
ま
だ
少
な
く
な
い
の
で
す
が
、
作
品

を
見
て
い
た
だ
き
、
東
峰
村
の
小
石
原

焼
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
多
く
の
方
に

知
っ
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
小
石
原
焼

を
通
じ
て
、
東
峰
村
を
元
気
に
し
て
い

け
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
ね
」

 

復
興
イ
ベ
ン
ト
を
介
し 

広
ま
り
つ
つ
あ
る 

特
産
品
の
数
々

　

平
成
二
十
九
年
七
月
九
州
北
部
豪
雨

で
は
、
観
光
施
設
も
大
き
な
被
害
を
受

け
た
。
そ
う
話
す
の
は
、
か
つ
て
に
ぎ

わ
い
を
見
せ
た
宝
珠
山
炭
坑
幹
部
職
員

の
社
交
場
を
復
元
し
た
文
化
交
流
施
設

「
山
村
文
化
交
流
の
郷　

い
ぶ
き
館
」
な

ど
の
施
設
管
理
運
営
を
担
う
「
宝
珠
山

ふ
る
さ
と
村
」
専
務
取
締
役
の
大
坪
勝

二
氏
だ
。
東
峰
村
の
隣
に
位
置
す
る
朝

倉
市
出
身
の
大
坪
氏
は
旅
行
業
に
長
く

携
わ
り
、
福
岡
・
大
阪
や
海
外
で
の
勤

務
を
経
て
現
職
に
至
る
。

　
「
前
職
の
時
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
ツ
ア
ー

な
ど
で
、
東
峰
村
に
は
頻
繁
に
来
て
い

た
ん
で
す
。
美
し
い
景
色
が
と
て
も
印

象
に
残
っ
て
お
り
、
そ
う
い
う
環
境
の

な
か
で
仕
事
を
し
た
い
と
の
思
い
が
こ

こ
で
働
く
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
」

　

観
光
施
設
の
管
理
運
営
に
加
え
て
進

め
て
き
た
の
が
、
そ
の
施
設
の
Ｐ
Ｒ
と

特
産
品
を
使
っ
た
あ
ら
た
な
商
品
開
発

だ
。

　
「
特
産
品
の
六
次
産
業
化
（
注
）
は
そ

れ
ま
で
も
企
業
や
個
人
で
行
わ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
連
携
が
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

で
取
り
組
ん
で
い
た
ん
で
す
。
た
だ
そ

れ
で
は
力
が
分
散
さ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
東
峰
村
の
存
在
を
認
知
し
て
も
ら

う
た
め
に
は
、
個
々
の
取
り
組
み
を
連

携
さ
せ
、
ま
と
ま
る
こ
と
が
大
事
で
、

そ
れ
を
特
産
品
の
売
り
上
げ
を
伸
ば
す

こ
と
に
つ
な
げ
た
い
と
考
え
ま
し
た
」

　

旧
小
石
原
村
、
旧
宝
珠
山
村
の
名
に

は
馴
染
み
が
あ
っ
て
も
、
合
併
後
の
東

峰
村
は
、
県
内
で
も
そ
の
名
を
聞
い
て

ピ
ン
と
来
る
人
が
当
初
は
少
な
か
っ
た

そ
う
だ
。

　

夏
は
河
川
プ
ー
ル
に
な
る
棚
田
親
水

公
園
、「
平
成
の
名
水
百
選
」
に
選
ば
れ

た
岩
屋
湧
水
、
廃
校
と
な
っ
た
小
学
校

飛び鉋
かんな

や刷
は け

毛目などの独自の手法で
装飾を施す小石原焼の特徴や、歴史
をたどる資料が展示された「小石原
焼伝統産業会館」。登り窯の見学や
作陶体験もできる。　

福島氏の窯元、ちがいわ
窯。ギャラリーでは、青
白色の釉薬の色合いに心
地よさを覚える作品を間
近に見ることができる

（要予約）。

（ 注 ）六次産業化／農林水産物を収穫・漁獲（第一次産業）する
だけでなく、加工（第二次産業）し、流通・販売（第三次産業）
までを総合的に手がけ、農山漁村の豊かな地域資源を活用し
た、あらたな付加価値を生み出す取り組み（１×２×３＝６）。 
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「身近にあるものの魅力は、なかなか
気づきにくい。東峰村にはまだまだ
宝が眠っているはず」と話す、宝珠
山ふるさと村専務取締役の大坪勝二
氏。宝珠山ふるさと村が開発した商
品の一部。左から「柚子と米酢のド
レッシング」「柚子ジンジャー」「村
の柚子ポン酢」。

を
利
用
し
た
宿
泊
施
設
、
キ
ャ
ン
プ
場

な
ど
を
九
州
北
部
各
地
で
案
内
し
、
手

応
え
を
感
じ
て
い
た
矢
先
に
村
は
濁
流

に
飲
み
込
ま
れ
た
。

　

再
建
を
断
念
し
た
施
設
も
あ
っ
た
ほ

ど
の
被
害
の
な
か
、
商
品
の
加
工
場
だ

け
は
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
た
め
、
一

週
間
後
に
は
出
荷
を
再
開
。
そ
の
後
の

復
興
イ
ベ
ン
ト
へ
の
出
店
が
、
前
進
す

る
力
と
な
っ
た
。

　
「
毎
週
の
よ
う
に
販
売
に
出
向
き
、

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
新
し
い
取
引
先
が

増
え
ま
し
た
。
売
り
上
げ
が
増
え
、
村

や
商
品
の
認
知
度
も
上
が
っ
て
き
ま
し

た
。
ま
ず
は
福
岡
県
内
で
地
盤
を
固
め

て
か
ら
、
さ
ら
に
県
外
へ
の
出
荷
へ
つ

な
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

棚
田
親
水
公
園
、
岩
屋
湧
水
、
キ
ャ

ン
プ
場
な
ど
の
施
設
は
再
ス
タ
ー
ト
を

き
り
、
現
在
は
棚
田
の
景
色
を
望
め
る

宿
泊
施
設
の
計
画
が
進
め
ら
れ
て
い
る

と
、
大
坪
氏
は
顔
を
輝
か
せ
た
。

 

特
産
品
の
シ
イ
タ
ケ
が 

東
峰
村
の 

フ
ァ
ン
を
増
や
す
力
に

　

宝
珠
山
ふ
る
さ
と
村
と
も
連
動
し
、

シ
イ
タ
ケ
で
東
峰
村
の
名
を
広
め
よ
う

と
数
々
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
重
ね
て
い
る

の
が
、「
農
事
組
合
法
人
宝
珠
山
き
の
こ

生
産
組
合
」。
そ
の
要
は
曽
祖
父
の
代

か
ら
続
く
シ
イ
タ
ケ
栽
培
を
継
ぎ
、
農

学
博
士
の
肩
書
を
持
つ
理
事
の
川
村
倫と

も

子こ

氏
だ
。

　

組
合
の
シ
イ
タ
ケ
栽
培
は
、
粉
砕
し

た
樹
木
な
ど
か
ら
つ
く
ら
れ
る
完
全
無

農
薬
の
菌
床
ブ
ロ
ッ
ク
に
菌
を
植
え
付

け
る
こ
と
か
ら
始
め
、
温
度
や
湿
度
の

管
理
を
徹
底
し
た
ハ
ウ
ス
の
な
か
で
三

〜
四
カ
月
か
け
、
シ
イ
タ
ケ
は
ゆ
っ
く

り
と
肉
厚
に
育
っ
て
い
く
。
現
在
は
東

京
の
百
貨
店
と
の
取
引
も
あ
る
が
、
原

木
シ
イ
タ
ケ
栽
培
に
こ
だ
わ
る
消
費
者

が
少
な
く
な
く
、
苦
労
を
重
ね
て
き
た

と
い
う
。

　
「
菌
床
に
何
が
入
っ
て
い
る
か
わ
か

ら
な
い
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
不
安
か

ら
か
、
原
木
栽
培
信
仰
が
根
強
い
ん
で

す
。
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め
、
農
学
部

で
学
ん
だ
経
験
が
幸
い
し
た
と
思
い
ま

す
。
自
信
を
持
っ
て
菌
床
栽
培
の
安
全

性
と
魅
力
を
科
学
的
に
説
明
す
る
こ
と

で
、
だ
ん
だ
ん
と
信
頼
し
て
く
だ
さ
る

方
が
増
え
て
き
ま
し
た
」

　

そ
の
信
頼
を
、
東
峰
村
の
存
在
が
陰

な
が
ら
支
え
た
の
が
興
味
深
い
。

　
「
市
や
町
で
は
な
く
、
村
で
あ
る
こ

と
が
ブ
ラ
ン
ド
に
な
る
ん
で
す
。
自
然

が
豊
か
で
素
朴
な
イ
メ
ー
ジ
や
、
安
心

感
が
あ
る
。
村
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま

し
た
ね
」

　

イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
く
、
食
の
安

全
や
環
境
保
全
に
取
り
組
む
農
場
に
与

え
ら
れ
る
Ｊジ

ェ
イ
ギ
ャ
ッ
プ

Ｇ
Ａ
Ｐ
の
認
証
を
得
、
輸

入
菌
床
ブ
ロ
ッ
ク
と
の
差

別
化
の
た
め
に
、
福
岡
県

産
の
認
証
シ
ー
ル
を
貼
る

な
ど
、
確
固
た
る
ブ
ラ
ン

ド
化
に
も
努
め
る
。
調
味

料
や
菓
子
な
ど
、
シ
イ
タ

ケ
を
使
っ
た
商
品
も
開
発

さ
れ
た
。

　

川
村
氏
の
活
動
は
そ
れ

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
地
元

を
元
気
に
す
る
目
的
で
村

の
女
性
た
ち
が
世
代
や
職

業
を
超
え
て
集
ま
っ
た
、「
東
峰
ム
ラ

ガ
ー
ル
ズ
」
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。

福
岡
市
内
に
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
を
開

店
し
た
の
に
加
え
、
バ
ス
ツ
ア
ー
な
ど

イ
ベ
ン
ト
も
企
画
し
て
き
た
。

　
「
東
峰
村
の
景
色
や
お
い
し
い
も
の

を
、
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
。
さ

ら
に
は
、
私
た
ち
に
代
わ
っ
て
村
の
魅

力
を
Ｐ
Ｒ
し
て
く
だ
さ
る
東
峰
村
の

フ
ァ
ン
を
増
や
し
て
い
く
の
が
大
切
だ

と
思
い
、
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
」

　

豪
雨
の
際
に
は
菌
床
ブ
ロ
ッ
ク
の
ハ

ウ
ス
な
ど
が
大
き
な
被
害
を
受
け
、
一

時
期
は
出
荷
も
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
が
、

一
カ
月
後
に
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
を

復
活
。
商
品
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
手
ぬ
ぐ
い
し
か
な
い
状
況
だ
っ

宝珠山きのこ生産組合理事の川村倫子氏。全国各地で行わ
れるイベントへの参加を重ねながら東峰村の認知度を上げ
て地盤を固め、将来的には地元でそうしたイベントを開催
したいと意気込む。　



菌
床
ブ
ロ
ッ
ク
で
栽
培
さ
れ
た
シ
イ
タ
ケ
は

地
元
の
女
性
た
ち
に
よ
り
丁
寧
に
選
別
、
袋

詰
め
さ
れ
て
出
荷
さ
れ
る
。
左
は
サ
イ
ズ
の

小
さ
な
シ
イ
タ
ケ
を
乾
燥
さ
せ
た
商
品
。

「東峰村棚田まもり隊」代表の和田将幸氏（右）と、和田氏を支え
る事務局の梶原寛暢氏。棚田米の売り上げの一部は現在、村の復興
支援に使われているという。 14NICHIGIN 2020 NO.61

た
も
の
の
、
反
響
は
予
想
以
上
に
大
き

か
っ
た
と
い
う
。

　
「
東
峰
村
と
聞
き
、
い
て
も
立
っ
て

も
い
ら
れ
な
く
て
注
文
し
た
な
ど
、
コ

メ
ン
ト
欄
に
書
か
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

読
み
な
が
ら
涙
が
あ
ふ
れ
ま
し
た
。
た

く
さ
ん
の
方
た
ち
が
東
峰
村
に
思
い
を

寄
せ
て
く
れ
て
い
る
と
わ
か
り
、
本
当

に
あ
り
が
た
か
っ
た
で
す
ね
。
こ
の
思

い
に
何
と
し
て
で
も
応
え
、
恩
返
し
が

し
た
い
と
思
い
ま
し
た
」

　

施
設
が
あ
ら
た
に
整
っ
た
今
は
、
エ

ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
に
活
動
を
再
開
。
し
い

た
け
カ
レ
ー
、
柚ゆ

ず子
胡ご

し
ょ
う

椒
を
ア
ク
セ
ン

ト
に
き
か
せ
た
ア
ヒ
ー
ジ
ョ
な
ど
、
あ

ら
た
な
商
品
も
生
ま
れ
て
い
る
。

　
「
逆
境
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ニ
ュ
ー

ス
を
通
し
て
東
峰
村
の
名
が
全
国
に
知

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
村
内
で

も
水
害
へ
の
受
け
止
め
方
は
そ
れ
ぞ
れ

だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
自
身
は
村
の
知

名
度
が
上
が
っ
た
こ
と
を
前
向
き
に
捉

え
、
こ
れ
か
ら
も
村
の
魅
力
を
発
信
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
」　

山
間
を
彩
る
美
し
い
棚
田
を

未
来
へ
と
継
ぐ
た
め
に

　

集
中
豪
雨
で
も
っ
と
も
大
き
な
被
害

を
受
け
た
東
峰
村
の
宝
が
、
村
内
に
あ

る
棚
田
だ
っ
た
。
田
畑
の
土
が
流
さ
れ

た
だ
け
で
は
な
く
農
業
機
械
や
水
路
な

ど
も
土
石
流
の
被
害
を
受
け
、
離
農
を

考
え
る
人
も
い
た
な
か
、
若
手
の
有
志

が
集
ま
り
、
棚
田
復
活
の
た
め
に
立
ち

上
が
っ
た
の
が
「
東
峰
村
棚
田
ま
も
り

隊
」
だ
。

　

代
表
を
務
め
る
和
田
将
幸
氏
は
、
そ

の
発
足
を
こ
う
振
り
返
る
。

　
「
災
害
前
の
自
分
た
ち
は
、
村
の
こ

と
や
米
作
り
を
親
の
世
代
に
任
せ
が
ち

で
、
こ
の
東
峰
村
の
こ
と
を
真
剣
に
考

え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
農
業
に
携
わ
る
人
の
高
齢
化
を
は

じ
め
数
多
く
の
課
題
が
あ
る
こ
と
は
わ

か
っ
て
い
た
は
ず
で
す
が
、
自
分
た
ち

の
こ
と
と
し
て
向
き
合
っ
て
は
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
災
害
を
き
っ
か
け

に
、
自
分
た
ち
の
世
代
が
動
か
な
け
れ

ば
、
東
峰
村
の
農
業
は
立
ち
行
か
な
く

な
る
と
い
う
強
い
危
機
感
が
募
っ
た
ん

で
す
。
今
回
の
災
害
は
、
時
計
の
針
を

一
〇
年
早
め
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

災
害
か
ら
四
カ
月
ほ
ど
た
っ
た
十
一

月
、
活
動
の
突
破
口
と
し
て
棚
田
親
水

公
園
で
開
催
し
た
の
が
、「
ち
い
さ
な

収
穫
祭
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
だ
。
地
元

の
食
材
を
使
っ
た
鍋
料
理
や
新
米
の
お

に
ぎ
り
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
野
菜
の
販
売
、

器
を
つ
く
る
ろ
く
ろ
体
験
な
ど
も
行
わ

れ
た
と
話
す
の
は
「
東
峰
村
棚

田
ま
も
り
隊
」
事
務
局
の
梶
原

寛ひ
ろ
の
ぶ暢
氏
だ
。

　
「
災
害
の
際
に
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
を
は
じ
め
本
当
に
多
く

の
人
た
ち
に
助
け
て
い
た
だ
い

た
の
で
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
で
感

謝
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
が

あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
東
峰

村
に
は
実
り
が
あ
る
、
お
い
し

い
も
の
が
あ
る
、
元
気
も
失
っ

て
い
な
い
と
い
う
発
信
が
し
た

か
っ
た
ん
で
す
。
イ
ベ
ン
ト
が

終
わ
っ
た
と
き
、
皆
が
笑
顔
だ
っ
た
の

が
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
れ
ほ

ど
の
災
害
の
後
で
し
た
が
、
あ
の
日
の

僕
た
ち
は
笑
っ
て
い
ま
し
た
」

　

一
時
的
な
イ
ベ
ン
ト
で
終
わ
ら
せ
る

こ
と
な
く
、
農
業
を
観
光
に
す
る
形
で

訪
れ
る
人
た
ち
と
継
続
し
な
が
ら
絆
を

深
め
て
交
流
人
口
を
増
や
し
て
い
き
た

い
と
、
二
○
一
八
年
か
ら
は
田
植
え
体

験
を
実
施
。
災
害
前
か
ら
お
い
し
さ
に

は
定
評
が
あ
っ
た
棚
田
米
は
、
親
類
縁

者
に
配
っ
て
ほ
ぼ
終
わ
っ
て
い
た
状
況

を
変
え
、
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
や
販
売
も
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
梶
原
氏
は

語
る
。

　
「
あ
の
災
害
が
な
け
れ
ば
会
話
を
し
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JR 日田彦山線筑前岩屋駅～大行司駅間には写真の「宝
珠山橋梁」を含む 3 つのめがね橋が架かる。年末の
ライトアップや四季折々の景色が彩る姿を求め、災
害前は多くの鉄道ファンや観光客が訪れていた。

村の人々の毎日の移動を支えていた JR
日田彦山線は、東峰村内の 3 つの駅を含
む添田駅～夜明駅が復旧していない。

な
い
で
終
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
人
た

ち
を
含
め
、
災
害
を
き
っ
か
け
に
広
く

意
見
を
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
正

直
な
と
こ
ろ
、
く
じ
け
そ
う
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
亡
く
な
っ
た
方

が
い
る
の
に
何
も
し
な
か
っ
た
ら
そ
れ

こ
そ
申
し
訳
が
立
ち
ま
せ
ん
。
こ
れ
に

負
け
て
は
い
け
な
い
と
、
い
つ
も
仲
間

と
話
し
て
い
ま
す
」　

　

和
田
氏
が
続
け
る
。

　
「
災
害
を
機
に
、
同
年
代
は
も
ち
ろ

ん
、
年
配
の
人
た
ち
や
村
長
と
も
腹
を

割
っ
て
話
す
こ
と
が
本
当
に
増
え
ま
し

た
。
い
ろ
い
ろ
な
取
り
組
み
が
一
つ
ず

つ
実
を
結
び
、
自
分
た
ち
の
行
動
が
状

況
を
好
転
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
れ
ば

と
い
う
思
い
は
強
い
で
す
ね
」

　

現
在
は
「
東
峰
村
遊
休
農
地
活
用
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
休
耕
田
に
さ
つ

ま
芋
を
植
え
、
宮
崎
県
の
焼
酎
蔵
で
芋

焼
酎
を
仕
込
む
試
み
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
さ
つ
ま
芋
に
加
え
て
米
や
水
も
村

か
ら
運
び
、
こ
の
春
に
完
成
予
定
だ
と

梶
原
氏
が
笑
顔
を
見
せ
た
。

　
「
原
材
料
が
東
峰
村
産
の
焼
酎
な
ら
、

村
で
つ
く
っ
た
器
で
飲
め
た
ら
い
い
の

で
は
な
い
か
と
、
小
石
原
焼
の
焼
酎
の

器
と
の
限
定
セ
ッ
ト
の
販
売
も
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
以
前
は
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど

で
、
小
石
原
、
宝
珠
山
と
、
合
併
前
の

地
区
ご
と
に
わ
か
れ
て
行
わ
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
は
オ
ー
ル
東
峰
村
！　

村
全

体
が
ま
と
ま
っ
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
の

ぐ
ら
い
の
力
が
出
る
の
だ
ろ
う
と
期
待

し
て
い
ま
す
」

　

う
れ
し
そ
う
に
語
る
梶
原
氏
の
言
葉

を
、
和
田
氏
が
継
い
だ
。

　
「
焼
酎
が
で
き
た
ら
、
田
植
え
や
収

穫
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
村
外
の
方
々
と

一
緒
に
飲
み
た
い
で
す
ね
」

復
旧
で
は
な
く
復
興
を
目
指
し

東
峰
村
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
続
く

　

和
田
氏
、
梶
原
氏
の
ひ
た
む
き
な
姿

を
目
の
当
た
り
に
し
て
思
い
出
し
た
の

は
、
独
自
の
表
現
を
生
み
出
す
た
め
に

幾
度
と
な
く
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
と
い

う
陶
芸
家
の
福
島
氏
の
話
だ
。

　
「
技
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
の
が
伝

承
だ
と
す
れ
ば
、
伝
統
と
は
、
今
ま
で

の
も
の
に
自
分
が
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
で

な
に
か
を
足
し
な
が
ら
、
時
代
と
と
も

に
変
わ
り
行
く
も
の
な
ん
で
す
。
器
を

作
る
に
は
、
粘
土
づ
く
り
か
ら
焼
き
上

が
る
ま
で
何
カ
月
も
か
か
り
ま
す
が
、

途
中
で
全
部
廃
棄
し
て
や
り
直
す
こ
と

も
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
も
の

を
つ
く
る
、
な
に
か
に
挑
む
と
い
う
こ

と
は
そ
う
い
う
苦
労
が
あ
り
ま
す
。
で

も
、
そ
の
積
み
重
ね
が
未
来
へ
の
糧
、

あ
た
ら
し
い
伝
統
を
生
む
こ
と
に
つ
な

が
る
ん
で
す
」

　

こ
の
先
に
ど
ん
な
困
難
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
東
峰
村
で
今
行
わ
れ
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
は
、
福
島
氏

の
言
う
あ
た
ら
し
い
伝
統
を
各
分
野
で

生
み
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

村
を
歩
い
て
お
会
い
し
た
方
々
の
多

く
が
、
目
指
す
の
は
も
と
の
状
態
に
戻

す
復
旧
で
は
な
く
、
将
来
に
向
け
た
あ

ら
た
な
村
の
形
を
作
る
復
興
だ
と
話
し

て
い
た
の
も
印
象
深
か
っ
た
。
村
長
の

澁
谷
氏
の
話
も
ま
た
、
胸
に
深
く
刻
ま

れ
て
い
る
。

　
「
若
い
世
代
に
は
、
東
峰
村
を
受
け

継
ぐ
あ
な
た
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
村
を

つ
く
っ
て
い
く
の
だ
と
、
言
っ
て
い
ま

す
。
景
観
や
特
産
品
を
生
か
し
て
い
け

ば
、
必
ず
で
き
る
と
」

福岡県朝倉郡東峰村地域の底力

村
の
北
部
に
は
樹
齢
二
〇
〇
～
六
〇
〇
年
と
伝
え
ら
れ
る
杉
の
巨
木
群

が
約
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
わ
た
り
広
が
る
。
写
真
は
巨
木
群
の
な
か
で
も

威
風
堂
々
と
し
た
大
き
さ
を
誇
り
、
林
野
庁
に
よ
る
「
森
の
巨
人
た
ち

百
選
」
に
選
定
さ
れ
て
い
る
「
大
王
杉
」。
こ
の
あ
た
り
は
か
つ
て
修

験
の
場
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。


