
コ
メ
を
生
産
す
る
農
地
で
あ
る
田
ん
ぼ
。

そ
の
田
ん
ぼ
に
は
種
類
が
あ
る
と
い
う
の
を

ご
存
知
だ
ろ
う
か
。
小
学
校
の
こ
ろ
習
っ
た

地
図
記
号
の
田
ん
ぼ
は
2
本
の
縦
棒
だ
った
。

し
か
し
昭
和
の
古
い
地
図
を
見
る
と
田
ん
ぼ

に
は
3
種
類
の
記
号
が
使
わ
れ
て
いる
。

現
代
の
地
図
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

乾
田
だ
け
で
あ
る
。
で
は
水
田
や
沼
田
と
は

ど
ん
な
田
ん
ぼ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
地
図
記

号
が
3
種
類
あ
っ
た
の
は
、
戦
前
に
帝
国
陸

軍
が
地
図
を
作
って
い
た
名
残
り
だ
と
い
う
。

乾
田
と
は
冬
な
ら
ば
戦
車
な
ど
が
進
軍
で
き

る
乾
い
た
土
地
、
水
田
は
歩
兵
な
ら
進
軍
で

き
る
ぬ
か
る
ん
だ
土
地
、
沼
田
は
ま
っ
た
く

進
軍
で
き
な
い
沼
の
よ
う
な
場
所
と
い
う
区

別
だ
った
。
乾
田
の
対
義
語「
湿
田
」は
水
田

や
沼
田
の
総
称
で
あ
る
。
徳
島
で
は
湿
田
を

「
フ
ケ
タ
」
と
も
言
う
。

古
い
地
図
で
湿
田
だ
っ
た
場
所
を
訪
ね
て

み
て
も
、
ど
こ
も
乾
田
や
畑
地
に
変
わ
って
い

て
昔
な
が
ら
の
湿
田
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら

な
い。
な
に
し
ろ
、湿
田
は
稲
刈
り
の
と
き
に

も
ぬ
か
る
ん
で
いる
た
め
機
械
化
が
む
ず
か
し

く
労
力
が
か
か
る
。
そ
こ
で
他
の
場
所
か
ら

土
を
運
ん
で
埋
め
立
て
た
り
、
排
水
工
事
を

し
て
水
を
抜
い
た
り
し
て
長
い
努
力
の
結
果
、

ほ
と
ん
ど
の
田
ん
ぼ
は
乾
田
に
改
良
さ
れ
た

の
だ
。
そ
し
て
最
後
ま
で
改
良
さ
れ
な
か
っ

た
田
ん
ぼ
は
耕
作
放
棄
さ
れ
て
、いま
で
は
葦

原
な
ど
に
な
って
いる
場
合
が
多
い。

県
内
の
湿
田
跡
で
最
も
感
動
的
な
の
は
、

伊
島
の
東
部
に
あ
る
湿
原
だ
ろ
う
。
伊
島
は

阿
南
の
橘
港
か
ら
連
絡
船
で
30
分
の
島
だ
。

集
落
は
島
の
西
側
に
あ
り
、
峠
を
越
え
た
東

側
は
す
べ
て
廃
村
で
田
ん
ぼ
は
広
大
な
湿
原

に
な
って
いる
。

腰
ま
で
泥
に
沈
ん
だ
状
態
で
動
き
ま
わ
る

こ
と
を
想
像
し
て
み
て
ほ
し
い。
湿
田
で
の

農
作
業
が
い
か
に
過
酷
な
も
の
か
わ
か
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
底
な
し
沼
の
よ
う
な

場
所
も
あ
り
「
あ
の
ひ
と
が
戻
っ
て
こ
ん
と

思
った
ら
、(

全
身
沈
ん
で
し
ま
って
、
頭
に
載

せ
た)

傘
だ
け
残
っ
と
っ
た
」
と
い
う
怖
い
昔

ば
な
し
が
あ
る
ほ
ど
だ
。
そ
う
な
る
と
農
作

業
も
命
懸
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
田
ん
ぼ
に
は

「
ワ
タ
リ
ギ
」
と
いう
丸
太
が
沈
め
て
あ
って
、

そ
の
上
を
足
で
さ
ぐ
り
な
が
ら
歩
い
た
と
い

う
。
ま
た
稲
刈
り
の
と
き
に
は
「
田
舟(

た
ぶ

ね)

」
と
い
う
小
舟
に
刈
り
取
った
稲
束
を
載

せ
て
引
い
た
。
か
つ
て
湿
田
を
持
って
い
た
農

家
に
行
く
と
田
舟
が
残
っ
て
い
る
場
合
が
あ

る
の
で
何
軒
か
で
お
願
い
し
て
見
せ
て
も
ら
っ

た
。
湿
田
で
の
農
作
業
も
今
は
も
う
遠
い
昔

ば
な
し
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

▲ 沼田で使った四ツくまで(鍬)
柄が長いのは沼田の中で一箇所から
動かずに広い範囲を耕すための工夫
だ。また泥から抜けられなくなったと
きも杖のように使うこともあった。そ
れでも動けないときは稲にしがみつい
たという。

▲ 小型の田舟(阿南市福井町)
100x60x20(cm)の小型の田舟。現
在も土を運んだりするのに猫車のよう
に使うことがあるという。田舟は地元
の大工が作るため、地域ごとに少しず
つ構造や大きさが違っていて興味深
い。

▲ 中型の田舟(徳島市八万町)
142x79x22(cm)の中型の田舟。八
万町の阿波銀グラウンドの場所にあっ
た沼田で使われていた。第二室戸台
風で園瀬川が決壊したときは、このあ
たり一面が水害にあったが、田舟を
使って孤立した人を救助したという。

▲ 大型の田舟(鳴門市瀬戸町)
190x90x22(cm)の大型の田舟。底
面はFRP樹脂で補強されていて、とて
もしっかりした造りだ。船大工が作っ
たのではないだろうか。遊びで海に漕
ぎ出したこともあるという。島田島に
は湿田の跡がたくさん残っている。

▲ 鳴門市瀬戸町の沼田跡
間近に見てここが田んぼだったとは信
じられない。近在の3軒の農家がここ
で稲を作ったという。腰まで泥にめり
こむ深い田んぼで、海に近いため海水
が逆流しないように水門の開け閉めが
大変だったという。

▲ 阿南市福井町の湿田跡
奥に見える丘を切り崩して湿田を埋め
立てて乾田にしたという。中央に見え
る池は、海水が水路に入らないように
する緩衝池で「潮池(しおいけ)」とい
う。排水ポンプがない時代の工夫だ。

▲ 伊島の湿田跡
ここはもしかしたら廃村という文脈で
語ったほうがいいのかも知れない。見
渡す限り人間の活動の気配がなく、物
音も聞こえない。人類が滅亡したら世
界はこんな風景になるのではと夢想し
てしまうような場所だ。

▲ 豊島の湿田の土側溝(参考)
水路と田んぼの高さにほとんど差がな
いため田んぼから水が抜けにくくなる。
これは田んぼで産卵する魚にとって川
と往来できる都合のよい構造でもあ
る。田んぼの改良は、生態系を大きく
変えてしまうことでもあった。

VOL.21 湿田
［取材・文・写真］　深草 縁夫

関東出身･徳島在住のサラリーマン。2000 年からサイト『日本すきま漫
遊記』を開設･公開。日本各地の寺･神社を中心として、一般には大々的
に取りだたされることのないようなマイナー観光スポットをめぐり紹介して
いる。 ■日本すきま漫遊記 http://www.sukima.com

▲ 香川県豊島の湿田(参考)
香川県で偶然見かけた貴重な湿田。
稲刈りのときもぬかるんだままで、手
で稲刈りをしていた。何かを引きずっ
たようにみえるのは「田舟」を使った
跡。この地域では湿田のことを「ザブ
タ」と呼ぶそうだ。

■阿南市伊島の湿田跡
県内で最大の湿田の跡。10ヘクタール
ほどもある広大な湿原で野鳥の楽園だ。

田
ん
ぼ
に
も
種
類
が
あ
る

湿
田
は
ど
こ
に
あ
る
？

湿
田
跡
を
訪
ね
て

湿
田
で
の
農
作
業


