
竜
が
昇
る
よ
う
に

拓
か
れ
た
棚
田

　

落
葉
広
葉
樹
の
森
の
間
を
縫
う
よ
う

に
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
し
た
水
田

が
連
な
っ
て
い
る
。
下
か
ら
見
上
げ
る

と
、
ま
る
で
天
に
向
か
っ
て
竜
が
昇
っ

て
い
る
か
の
よ
う
―
―
。
こ
こ
「
岩
首

昇
竜
棚
田
」
は
、
小
佐
渡
山
地
の
東
側

の
海
沿
い
の
集
落
・
岩
首
に
あ
る
。
江

戸
時
代
初
期
か
ら
一
度
も
途
絶
え
る
こ

と
な
く
稲
作
を
続
け
て
い
る
。

「
慶
長
年
間
（
1
5
9
6

-

1
6
1
5
）
の
検

地
帳
に
よ
る
と
、
こ
の
集
落
は
22
軒
か

ら
始
ま
っ
た
そ
う
で
す
」
と
言
う
の
は
、

廃
校
を
活
用
し
た
交
流
拠
点
「
岩
首
談

義
所
」
の
代
表
で
、
佐
渡
棚
田
協
議
会

の
会
長
も
務
め
る
大
石
惣
一
郎
さ
ん
だ
。

　

岩
首
集
落
は
56
戸
、
１
２
６
人
が
暮

ら
す
。
12
～
13

ha
ほ
ど
の
棚
田
は
海
抜

30
ｍ
か
ら
４
７
０
ｍ
と
標
高
差
が
大
き

く
、
佐
渡
で
も
っ
と
も
急
勾
配
と
い
わ

れ
る
。
上
か
ら
眺
め
る
と
棚
田
の
向
こ

う
に
青
い
海
が
広
が
っ
て
い
る
。

「
昇
竜
と
言
っ
た
の
は
最
近
こ
こ
に
遊

び
に
来
た
学
生
な
ん
だ
。
そ
れ
で『
岩
首

昇
竜
棚
田
』
と
呼
ぶ
よ
う
に
。
私
に
は

ど
う
っ
て
こ
と
な
い
景
色
だ
け
ど
ね
」

　

大
石
さ
ん
は
そ
う
う
そ
ぶ
い
た
。

集
落
の
総
意
で

植
え
な
か
っ
た
杉

　

岩
首
に
は
ダ
ム
も
溜
池
も
な
い
。
森

が
蓄
え
、
山
か
ら
し
み
出
て
く
る
沢
の

水
だ
け
で
米
を
育
て
て
い
る
。

「
上
の
田
ん
ぼ
に
水
を
入
れ
て
、
そ
こ

か
ら
下
の
田
ん
ぼ
に
落
と
す『
田た

ご越
し
』

で
す
。
昭
和
50
年
代
に
基
盤
整
備
を
す

る
前
は
す
べ
て
そ
の
や
り
方
で
し
た
」

　

今
も
部
分
部
分
で
田
越
し
は
残
る
。

し
み
出
る
水
は
冷
た
い
の
で
、
じ
か
に

田
へ
は
入
れ
な
い
。「
江
」
を
通
っ
た
水

を
「
そ
江
」（
注
）
で
巡
ら
せ
温
め
て
か

ら
入
れ
る
。
大
石
さ
ん
は
、「
水
を
融
通

し
合
う
田
越
し
は
人
間
関
係
を
密
に
す

江
戸
期
の
記
憶
留
め
る 

棚
田

江
戸
時
代
初
期
、
金
銀
山
の
発
見
で
人

口
が
急
増
す
る
と
米
が
足
り
ず
、
島
外

か
ら
も
運
ん
で
い
た
佐
渡
。
山
間
に
広

が
る
美
し
い
棚
田
の
多
く
は
、
こ
の
時

期
に
拓
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
急
斜
面
に

天
水
（
雨
の
水
）
を
巧
み
に
巡
ら
せ
る
工
夫

を
「
岩
い
わ
く
び
し
ょ
う
り
ゅ
う

首
昇
竜
棚
田
」
で
見
た
。

岩首昇竜棚田を案内してくれた
大石惣一郎さん。言葉の端々に
この土地への愛着が感じられる

上から見た岩首昇竜棚田。棚田の向こ
うには海が広がり、天候がよければ新潟
県の弥彦山や飯豊連峰も一望できる

18水の文化 61号　特集  水が語る佐渡

｜棚田｜



1落葉広葉樹の蓄えた水がほとばしるように
流れる岩首の沢 2「十杯田んぼ」を案内する
大石さん。その名の通り、ごくわずかな量の米
しかとれなくても大事に使われてきた古い田　 
3岩首集落には明治末期まで採掘されてい
た小規模な金山があった。川沿いの崖にぽっ
かりと空いた坑道がその名残 4冷たい山の
水が流れる「江」 5「江」を経た水は「そ江」で
温めて田に入れる

る
も
の
で
し
た
」
と
言
う
。

　

昔
も
今
も
岩
首
の
棚
田
の
水
を
支
え

て
い
る
の
は
落
葉
広
葉
樹
の
森
。
地
名

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
も
と
も
と
岩
だ
ら

け
の
土
地
に
広
葉
樹
の
葉
が
降
り
積
も

り
、
そ
こ
に
木
が
生
え
て
い
る
。
杉
な

ど
針
葉
樹
は
ほ
と
ん
ど
目
に
つ
か
な
い
。

「
岩
首
で
は
米
の
ほ
か
に
木
炭
と
竹
が

収
入
源
で
し
た
。
戦
後
、
杉
の
植
林
が

推
奨
さ
れ
ま
し
た
が
、
杉
か
ら
木
炭
は

つ
く
れ
な
い
。
集
落
で
話
し
合
っ
て
杉

を
植
え
る
の
は
や
め
た
の
で
す
」

　

そ
の
英
断
が
江
戸
時
代
か
ら
の
棚
田

中
心
の
暮
ら
し
を
維
持
さ
せ
た
。

「
で
も
、
８
月
に
な
る
と
カ
ラ
ッ
カ
ラ

に
乾
く
こ
と
も
あ
っ
て
ね
。
そ
の
と
き

は
雨
が
降
る
の
を
願
う
だ
け
で
す
」

ゆ
が
ん
だ
田
に
残
る

先
人
た
ち
の
心

　

見
事
な
棚
田
の
風
景
と
暮
ら
し
に
惹

か
れ
て
、
岩
首
を
繰
り
返
し
訪
ね
る
人

た
ち
が
い
る
。
首
都
圏
の
大
学
生
た
ち

も
毎
年
４
０
０
人
ほ
ど
や
っ
て
く
る
。

十
数
年
前
、
大
石
さ
ん
が
一
人
で
始
め

た
棚
田
散
策
ツ
ア
ー
が
き
っ
か
け
だ
。

「
最
初
は
『
こ
ん
な
田
舎
に
人
が
来
る

わ
け
が
な
い
！
』
と
変
人
扱
い
さ
れ
ま

し
た
ね
。
で
も
昔
の
人
が
つ
く
っ
た
棚

田
を
見
て
、
そ
の
価
値
を
わ
か
っ
て
く

れ
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
じ
ゃ
な

い
か
、
と
考
え
た
の
で
す
」

　

大
石
さ
ん
自
身
、「
こ
ん
な
暮
ら
し
は

嫌
だ
」
と
島
を
飛
び
出
し
、
15
年
ほ
ど

東
京
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

「
朝
か
ら
晩
ま
で
働
く
母
は
『
お
金
が

な
い
』
と
嘆
い
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
、

ホ
ン
ト
は
人
が
住
む
と
こ
ろ
じ
ゃ
な
い

ん
だ
よ
！
」
と
大
石
さ
ん
は
笑
う
が
、

そ
れ
が
本
心
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

　

岩
首
に
は
江
戸
時
代
の
ま
ま
の
形
の

田
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
、

「
十
杯
田
ん
ぼ
」
を
見
た
。
ゆ
が
ん
だ
形

を
し
た
、
小
さ
な
小
さ
な
田
ん
ぼ
だ
。

「
わ
ず
か
な
土
地
で
も
大
事
に
、
一
粒

で
も
多
く
米
を
と
ろ
う
と
し
た
先
人
の

心
が
残
っ
て
い
る
よ
う
だ
ね
」
と
大
石

さ
ん
。
鉱
山
の
水
利
技
術
と
の
つ
な
が

り
は
証
拠
が
な
く
判
然
と
し
な
い
も
の

の
、
古
の
工
夫
は
今
も
生
き
て
い
る
。

（
２
０
１
８
年
11
月
15
日
取
材
）

（注）そ江
田んぼのなかにまるで寄り添うよ
うにあるため、漢字をあてるとす
れば「添江」だが定かではない。

　

佐
渡
島
の
特
異
な
点
は
、
旧
小

木
町
以
外
の
す
べ
て
の
市
町
村
で
、

金
、
銀
、
銅
、
鉛
、
砂
鉄
な
ど
の

鉱
物
が
と
れ
た
こ
と
で
す
。
４
０

０
年
近
い
鉱
山
の
歴
史
が
あ
る
た

め
、
採
鉱
、
製
錬
、
排
水
の
新
技

術
が
次
々
に
入
っ
て
き
ま
す
。

　

排
水
は
、
当
初
は
釣つ
る
べ瓶
を
用
い

ま
し
た
。
そ
の
後
、
ス
ポ
イ
ト
の

原
理
を
用
い
た
「
寸す
ぽ
ん
ど
い

法
樋
」
が
導

入
さ
れ
ま
す
が
佐
渡
に
は
合
わ
ず
、

「
水
す
い
じ
ょ
う
り
ん

上
輪
」
が
登
場
し
ま
す
。

　

水
上
輪
は
１
０
０
年
ほ
ど
使
わ

れ
ま
す
が
、
そ
の
後
、
水
田
に
も

転
用
さ
れ
ま
す
。
鉱
山
で
水
上
輪

が
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
仕
事
が
減

っ
た
職
人
た
ち
が
農
業
用
に
つ
く

り
さ
ら
に
普
及
し
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
水
上
輪
は
国
中
平
野

を
流
れ
る
国こ
く

府ふ

川が
わ

で
も
多
く
用
い

ら
れ
ま
し
た
。
以
前
は
納
屋
の
軒

先
に
吊
る
さ
れ
た
古
い
水
上
輪
を

見
か
け
ま
し
た
し
、
平
成
10
年
ご

ろ
ま
で
は
水
上
輪
を
つ
く
っ
て
い

た
職
人
も
い
ま
し
た
。

　

一
方
、
江
戸
時
代
初
期
に
人
口

が
急
増
し
た
の
で
、
食
糧
の
増
産

が
課
題
で
し
た
。
大
久
保
長
安
は

石
見
国
か
ら
３
人
の
漁
師
を
呼
び

寄
せ
て
鑑
札
を
与
え
、
彼
ら
が
ど

の
浦
で
も
漁
を
す
る
こ
と
を
許
し

ま
す
。
漁
師
た
ち
が
移
り
住
ん
だ

漁
村
「
姫ひ
め

津づ

」
は
今
で
も
石
見
姓

の
方
が
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
米
も
重
要
で
す
の
で
、

新
田
開
発
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

く
わ
し
い
記
録
は
な
い
の
で
す
が
、

相
川
に
近
い
「
鹿か
ぶ
せ伏
」
と
「
小

川
」
は
相
川
金
銀
山
の
た
め
に
開

か
れ
た
棚
田
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
足
り
ず
、
米
や
そ
の
他

の
食
糧
は
島
外
か
ら
仕
入
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
当
時
の
佐
渡

は
栄
え
て
い
た
ん
で
す
ね
。

（
２
０
１
８
年
11
月
15
日
取
材
）

金
銀
山
を
支
え
た

鉱
山
水
利
と
食
糧
増
産

佐
渡
市
世
界
遺
産
推
進
課

係
長　

宇
佐
美 

亮
さ
ん

海沿いの段丘上につくられた小川の水田。
圃場整備を終え、方形状の田となった
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19 江戸期の記憶留める棚田

【棚田】
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