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　この新聞は、杵築市大田小学校の６年生（神田文聡教諭

＝７人）が、大分合同新聞社の記者と一緒に作りました。

大切に育てられたシイタケと大田の農業を支えるため池
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わたし す き つ き し お お た ゆ た し ぜ ん か こ く に さ き

　私たちの住んでいる杵築市大田は、豊かな自然に囲まれた国東
はん と う う さ ち い き い ち ち い き せ か い の う ぎょう い さ ん

半島宇佐地域に位置しています。この地域は、「世界農業遺産」
にん て い せ か い み と うつく し ぜ ん い

に認定されています。世界に認められた美しい自然と、それを生
のうぎょう し お も き じ

かした農業について知ってもらいたいと思い、この記事にまとめ
いっしょう け ん め い か よ

ました。一生懸命に書いたので、ぜひ読んでください。

わたし す く に さ き は ん と う

　私たちの住む国東半島
う さ ち い き せ か い の う ぎょう い

宇佐地域は、「世界農業遺
さん に ん て い

産」に認定されていま
り ゆう し

す。その理由を知るため
せ かい の う ぎょう い さ ん せ ん

に「世界農業遺産の先
せい し

生」として知られている
はやし ひ ろ あ き はなし

林浩昭さん（�）に話をう
はやし

かがいました。林さん
みず じゅん か ん

は、水の循環システムと
つか

クヌギを使ったシイタケ
さい ば い

栽培について、シイタケ
た

を食べる
ち

ことで地
きゅう お ん だ ん か

球温暖化
ふせ

を防ぐこ

とができ

るという

ことにつ

おし

いて教えてくれました。
くに さ き は ん と う う さ ち い き

　国東半島宇佐地域に
おお い け

は、多くのため池があり
いけ

ます。このため池は、ク
ばやし み ず

ヌギ林のおかげで、水が
いっ て い りょう た も

一定の量に保たれていま
いけ た は た

す。ため池により田畑が
のう さ く も つ

うるおい、農作物がよく
そだ

育ちます。
つか み ず う み な が

　使われた水は海に流れ
かい さ ん ぶ つ そ だ

ていき、海産物をよく育
あめ ふたた や ま も ど

て、雨として再び山に戻
いけ み ず

り、ため池の水となりま

す。
ち いき

　このような地域のシ
う つ

ステムを受け継いできた
せ かい み と

ことが、世界に認められ
おし

たと教えてくれました。

き

　クヌギの木はシイタケ
さい ば い つ か

栽培にも使われていま

す。シイタケをたくさん
た せい

食べると、シイタケの生
さん りょう ふ

産量が増えます。する

さい ば い ひ つ よ う

と、栽培に必要なクヌギ
ばやし ふ ばやし に

林が増え、クヌギ林が二
さん か た ん そ さ ん そ か

酸化炭素を酸素に変え
ち きゅう お ん だ ん か ふ せ

て、地球温暖化を防ぐこ

とができるのです。
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わたし せ か い の う ぎょう い さ ん か ん け い の う ぎょう

　私たちは、世界農業遺産に関係する農業
し いし ま る え い の う しゅう だ ん だ い ひょう

について知るために、石丸営農集団代表の
あん ど う ゆ う じ こ め はなし

安東勇次さん（�）に、米づくりについて話

をうかがいました。
あん ど う こ め な か た い へ ん お も

　安東さんが米づくりの中で大変だと思う

つち み ず か ん

ことは、土づくりや水管
り つち

理だそうです。土には、
ひ

たい肥などをまぜるそう
ひ い

です。しかし「たい肥を入
つち お も

れすぎると、土が重くな
いね た お

り稲が倒れてしまう」と
はな こ め

話していました。米づくりがうまくいかな
とし ま い と し ま い と し

い年もあるそうです。だから、毎年毎年、
ひ び べ ん きょう こ め

日々勉強をしているそうですが、「米づく
せい か い い

りには正解がない」と言っていました。
あん ど う こ め つ づ

　そんな安東さんが、米づくりを続けてい
り ゆう こ め

るのには理由がありました。それは、米を
か つく

買ってくれた人に「おいしかった。また作
い

ってくれ」と言われるからだそうです。
こめ た い へ ん

「お米づくりは大変だけど、ほめてもらえ

たっ せ い か ん か ん

ると達成感を感じるからやめられない」と
はな あ ん ど う

話してくれました。だから、安東さんは
き ょ う こ め

今日も米づくりにはげんでいるのです。

ねん し ん が た え い きょう

　２０２０年から新型コロナウイルスの影響で
かい さ い ま つ

開催されていなかった「どぶろく祭り」
さく ね ん ね ん か い さ い

が、昨年３年ぶりに開催されました。
しら ひ げ た わ ら じ ん じ ゃ さ く ね ん れ い ね ん お な

　白鬚田原神社では、昨年も例年と同じ
ねん ぱ い か た わ か か た は ば ひ ろ せ だ い

く、年配の方から若い方まで、幅広い世代
かた が た じ ん じ ゃ おとず つ く

の方々が神社を訪れました。造ったどぶろ

りょう く ら

くの量は、これまでと比
はん ぶ ん へ

べて半分ほどに減ったそ
ぐう じ こ う の し ん じ

うです。宮司の河野真二
つく りょう

さん（�）は、「造る量が
へ りょう ちょう せ い むずか

減ると、量の調整が難し
はな

い」と話していました。
つく に ん に ん ず う

　どぶろくを造るには、�人ほどの人数が
ひつ よ う と く た い へ ん さ ぎょう と

必要だそうです。特に大変な作業は、泊ま
こ かん

り込んで、どぶろくがあふれないように管
り むずか

理することだということです。とても難し
けい け ん さ ぎょう は な

く、経験のいる作業なのだと話していまし

た。
まつ の う さ く も つ ほ う さ く ね が

　どぶろく祭りは、農作物の豊作を願い、
かみ さ ま か ん し ゃ ま つ こ う の

神様に感謝するお祭りです。河野さんは、
さい じ と し き せ き に ん し ゃ ま つ ぶ

その祭事を取り仕切る責任者で、祭りが無

じ お た っ せ い か ん

事に終えることができたときに、達成感を
かん お お

感じるのだそうです。みなさんもぜひ、大
た まつ おとず

田の「どぶろく祭り」を訪れてみませんか。

　この企画は小学生（主に５、６年生）が、地域の魅力や課題

を取材し、新聞にまとめる作業を通して古里を見詰め直すこと

を目的としています。問い合わせは大分合同新聞社地域連携室

「飛び出せ学校」係へ。☎０９７・５３８・９７２９、Ｅメールｎｉｅ＠ｏｉｔａ

―ｐｒｅｓｓ．ｃｏ．ｊｐ

㊧記者から取材に必要な道具や写真の撮り方などを教わった（２０２２年５月�日）㊥福田さんに木を育

てる仕事について聞いた（８月�日）㊨グループでより良い見出しについて議論した（�月２日）

　杵築市大田は国東半島宇佐地域に

位置し雄大な自然に囲まれている。

大田小６年生７人は、「大田の豊か

な自然」をテーマに古里の魅力を伝

えようと、地元の人々を訪ね新聞づ

くりに挑んだ。

　大分合同新聞社杵築支局の富高萌

南実記者（�）が記事の書き方や写真

撮影のポイントを説明。「みんなが

知らないことを新聞に書きたい」と

気合十分に学校を飛び出した。

　シイタケ栽培に励む河野幸信さん

（�）を訪ねた児童は、ため池がシイ

タケや米作りに欠かせない場所だっ

たことが分かった。林浩昭さん（�）

によると、シイタケ栽培に使われる

クヌギの木によってため池の水量が

保たれるなどし、水が循環するシス

テムがつくられており「世界農業遺

産」に認定された理由であると説明

を受けた。

　米農家の安東勇次さん（�）から

は、米を作ってほしいという消費者

の声が励みになっているという安東

さんの思いを、熱心に書き取った。

白鬚田原神社の河野真二宮司（�）に

は「どぶろく祭り」について尋ね、

１３００年以上の歴史に思いをはせた。

福田明彦さん（�）からは、植樹や木

の伐採を通して、山を育てる「林業」

の重要性を聞いた。

　地域のことを取材した児童は、大

分合同新聞社ニュース編集部の佐藤

晋記者（�）から見出しやレイアウト

の付け方を学び、地元の自然や人々

のことを伝えたいという熱い思いの

こもった新聞を完成させた。
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