
２
０
２
３
年
に
滑
川
町
初
の
観
光
大

使
と
し
て
就
任
し
た
“
れ
き
し
ク
ン
〞

こ
と
長
谷
川
ヨ
シ
テ
ル
さ
ん
。

彼
が
思
う
滑
川
町
の
魅
力
や
、
就
任

後
に
発
見
し
て
驚
い
た
こ
と
、
観
光

大
使
と
し
て
今
後
発
信
し
て
い
き
た
い

こ
と
な
ど
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

観光大使“れきしクン”に聞く

滑川町の
ココ
4 4

がスゴイ！

旧
石
器
時
代
か
ら
悠ゆ

う

久き
ゅ
うの
時
を
刻
ん
で
き
た
滑
川
地
域
。

古
墳
時
代
に
は
、
渡
来
人
に
よ
っ
て
谷
津
沼
農
法
が
伝
え
ら
れ
、

長
い
年
月
、
連れ

ん

綿め
ん

と
暮
ら
し
が
営
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
地
で
花
開
い
た
高
い
文
化
と
と
も
に
、

根
付
い
て
き
た
物
語
を
紐
解
き
、

現
代
、
そ
し
て
未
来
へ
と
手
渡
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

―
―
滑
川
町
の
観
光
大
使
に
就
任
し
た
き
っ
か

け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
比
企
地
域
が
舞
台
の
一
つ
と
な
っ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ

大
河
ド
ラ
マ
『
鎌
倉
殿
の
13
人
』の
放
送
が
き
っ

か
け
で
す
。
ド
ラ
マ
の
中
で
武
蔵
武
士
の
活
躍

が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
講
演
会
や
イ
ベ
ン

ト
で
滑
川
町
の
歴
史
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
機

会
が
何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
ご
縁
で
声
を

か
け
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
経
緯
で
す
。

　
出
身
は
隣
の
熊
谷
市
な
の
で
す
が
、
幼
な
じ

み
が
滑
川
高
校
に
通
っ
て
い
た
こ
と
や
、
森
林

公
園
に
よ
く
遊
び
に
行
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

滑
川
町
に
は
以
前
か
ら
親
近
感
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。

―
―
れ
き
し
ク
ン
か
ら
見
た
滑
川
町
の
魅
力
は

ど
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
？

　
源
頼
朝
の
鎌
倉
幕
府
創
立
期
を
支
え
た
中
心

人
物
が
比
企
地
域
の
人
た
ち
だ
っ
た
と
い
う
の

は
、
と
て
も
誇
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
頼

朝
を
献
身
的
に
支
え
た
町
だ
と
考
え
る
と
、
こ

の
地
域
が
大
き
な
歴
史
に
も
繋
が
っ
て
い
る
気

が
し
て
、
そ
こ
は
魅
力
の
一
つ
で
す
ね
。

　
ま
た
、
森
林
公
園
の
中
に
鎌
倉
街
道
の
跡
が

残
る
よ
う
に
昔
か
ら
交
通
の
要よ
う

衝し
ょ
うで

し
た
し
、

武
士
た
ち
が
お
城
を
構
え
た
く
な
る
地
域
だ
っ

た
こ
と
が
、
城
跡
の
多
さ
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。

滑
川
町
は
住
み
や
す
い
町
だ
と
い
わ
れ
ま
す
が
、

住
み
た
く
な
る
の
は
必
然
だ
と
歴
史
が
証
明
し

て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
谷
津
田
米
や
栗
な
ど
の
お
い
し

い
特
産
物
や
豊
か
な
自
然
も
魅
力
で
す
ね
。

―
―
滑
川
町
の
歴
史
を
調
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

新
た
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

　
興
長
禅
寺
の
裏
山
に
東
日
本
最
古
と
い
わ
れ

る
寺て
ら
や
つ谷
廃
寺
と
い
う
寺
跡
が
あ
っ
た
こ
と
で
す
。

東
日
本
最
古
と
い
う
こ
と
も
驚
き
で
す
が
、
そ

の
寺
の
建
立
に
関
わ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の

が
聖
徳
太
子
と
繋
が
り
の
あ
っ
た
「
壬み

生ぶ
の
吉き

志し

」

氏
と
い
う
渡
来
系
の
豪
族
だ
っ
た
こ
と
。
奈
良

の
ヤ
マ
ト
政
権
か
ら
派
遣
さ
れ
移
住
し
た
こ
と

に
始
ま
り
、
平
安
時
代
に
は
東
京
の
国
分
寺
市

に
あ
っ
た
国
分
寺
の
七
重
塔
の
再
建
を
し
た
大

金
持
ち
の
豪
族
が
い
た
こ
と
に
興
味
を
そ
そ
ら

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
鎌
倉
時
代
ま
で
に
歴
史

上
か
ら
消
え
た
一
族
で
、
滑
川
村
史
で
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も
っ
と
調
べ
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
観
光
大
使
と
し
て
、
今
後
滑
川
町
を
ど
う

や
っ
て
発
信
し
て
い
き
た
い
で
す
か
？

　

滑
川
町
に
は
公
園
の
中
に
あ
る
城
跡
な

ど
、
ユ
ニ
ー
ク
で
面
白
い
お
城
が
あ
る
の
で
、

YouTube

で
発
信
し
て
い
き
た
い
で
す
。
知
り

合
い
の
城
好
き
有
名
人
に
も
Ｐ
Ｒ
し
て
、
滑
川

町
の
魅
力
を
も
っ
と
広
め
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま

す
。
お
城
巡
り
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
な
ど
も
企
画

し
た
い
。
せ
っ
か
く
大
河
ド
ラ
マ
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
た
の
で
、
比
企
地
域
全
体
で
町
を
盛
り

上
げ
て
い
け
る
と
い
い
で
す
ね
。
み
な
さ
ん
の

生
活
に
、
歴
史
を
通
し
て
彩
り
を
加
え
る
お
手

伝
い
が
で
き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

れきしクン（長谷川ヨシテル）
プロフィール

歴史ナビゲーター・歴史作家。埼玉県
熊谷市出身。YouTubeで「れきしクン
の城めぐりチャンネル！」「れきしクン
のゲームチャンネル！」を運営中。著
書には『キテレツ城めぐり』『ポンコツ
武将列伝』など。

「滑川まつり」でクイズを出題
するれきしクン
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谷津沼農法の

始まり

－古代－

大
き
な
河
川
の
な
い
土
地
で
稲
作
を

　
滑
川
町
に
は
大
小
２
０
０
近
く
の
沼
が
あ
り
、
そ
の
数
は
関
東
一
を

誇
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
丘
陵
の
地
形
を
生
か
し
て
造
ら
れ
た
稲
作
用
の

た
め
池
で
す
。

　
稲
作
は
、朝
鮮
半
島
か
ら
渡
っ
て
き
た
渡
来
人
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、

北
部
九
州
の
一
部
か
ら
始
ま
っ
て
数
百
年
を
か
け
て
東
へ
と
広
が
っ
た

と
さ
れ
ま
す
。
米
は
貯
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
食
糧
が
安
定
し
て

社
会
が
発
達
し
、
各
地
に
豪
族
が
生
ま
れ
、
や
が
て
有
力
者
の
古
墳
が

造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　
滑
川
町
一
帯
に
は
、
１
７
０
０
年
以
上
前
の
古
墳
時
代
ま
で
に
は
伝

わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。稲
作
に
は
た
く
さ
ん
の
水
が
必
要
で
す
が
、

こ
の
地
に
は
大
き
な
川
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
丘
と
丘
の
間
に
細

長
い
谷
津
が
い
く
つ
も
入
り
組
ん
で
い
る
独
特
の
地
形
を
生
か
し
、
谷

津
の
奥
に
築
堤
し
て
大
量
の
雨
水
を
貯
え
、
水
を
引
い
て
稲
作
を
始
め

る
こ
と
を
考
え
つ
い
た
の
で
す
。

　
平
地
の
た
め
池
と
違
っ
て
、
高
い
と
こ
ろ
に
堤
を
築
く
た
め
に
は
、

高
い
技
術
力
と
多
く
の
人
々
の
労
力
が
必
要
で
し
た
。谷
津
沼
農
法
は
、

先
人
た
ち
の
知
恵
の
結
晶
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

稲
作
が
盛
ん
に
な
り
中
央
と
も
つ
な
が
る

　
古
代
の
こ
の
地
は
高
度
な
技
術
を
持
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
稲
作
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
有
力
な
豪
族
も
現
れ
ま
し
た
。
５
世
紀
後
半
以
降

の
古
墳
が
約
３
０
０
基
も
あ
る
ほ
か
、
須
恵
器
を
焼
い
た
県
内
最
古
級

の
五
厘
沼
窯
跡
群
や
、
東
日
本
最
古
と
さ
れ
る
古
代
寺
院
で
あ
る
寺
谷

廃
寺
跡
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
伊
古
乃
速
御
玉
比
売
神
社
は
、
延
喜

式
に
記
載
さ
れ
た
比
企
郡
で
唯
一
の
古
い
神
社
で
二
ノ
宮
山
の
頂
上
に

創
建
し
た
と
も
伝
わ
り
ま
す
。

谷津の奥にため池を築いて米を作ろう！

丘と丘の間に細長い谷津が入り組む比企丘陵独特の地形

Ancient Times when the Yatsunuma Agricultural Method Began
About 200 marshes in Namegawa Town are irrigation ponds for rice cultivation. Rice cultivation was introduced here more 
than 1,700 years ago. As a way to secure the water necessary for rice cultivation, the Yatsunuma agricultural method 
was started by building a bank at the back of a yatsu to store a large amount of rainwater from which to draw. When rice 
cultivation became popular, powerful local clans appeared. Ancient tombs, ruins of ancient temples and kilns have been 
discovered. 朝廷にも名を知られていた旧比企郡の総社、伊古乃速御玉比売神社月輪古墳群から出土した家形埴輪 須恵器を焼いた五厘沼窯跡群（県指定史跡）

こ
こ
は
１
７
０
０
年
以
上
前
の
滑
川
地
域
。

小
高
い
丘
と
丘
が
い
く
つ
も
重
な
り
合
い
、

谷
津
が
入
り
組
ん
だ
こ
の
地
に
、
稲
の
種

を
持
っ
た
人
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

稲
の
作
り
方
を
教
え
に
来
た
よ
。

こ
こ
は
温
暖
で
稲
作
に
は

ち
ょ
う
ど
い
い
土
地
だ
。

田
ん
ぼ
を
作
る
た
め
の

水
源
は
あ
る
か
な
？

稲
作
に
は
た
く
さ
ん
の
水
が

必
要
な
ん
だ

あ
り
が
た
い

け
れ
ど
、

こ
こ
は

水
源
が
乏
し
い

場
所
だ
よ

谷
津
な
ら
た
く
さ
ん

あ
る
ん
だ
け
ど…

…

う
ー
ん…

そ
う
だ
！

入
り
組
ん
だ
谷
津
の
奥
に

堰
を
築
い
て
、
雨
水
を

貯
め
れ
ば
い
い
。
水
は

た
め
池
か
ら

引
け
ば
い
い

そ
う
か
！

よ
ー
し
、

み
ん
な
で
力
を

合
わ
せ
て
、

ま
ず
は
た
め
池
を

つ
く
ろ
う
！

梅
雨
が
来
る
前
に

造
る
ぞ
、
急
げ
！

梅
雨
の
大
雨
で

あ
っ
と
い
う
間
に

た
め
池
が

で
き
ま
し
た
。

わ
ー
い

こ
れ
だ
け

水
が

た
ま
れ
ば
、

稲
が
作
れ

る
ね

こ
う
や
っ
て

植
え
て
い
け
ば

い
い
ん
だ
ね

た
め
池
が

あ
れ
ば
、

水
も
安
心
だ

わ
ー
い
、

わ
ー
い
、

豊
作
だ
！

こ
う
し
て
、「
雨
水
を
利
用
し
た

谷
津
沼
農
業
」が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
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城館が築かれ、
武蔵武士が活躍

－中世－

武
蔵
武
士
が
闊か

っ

ぽ歩
し
た
時
代

　
平
安
時
代
半
ば
に
は
律
令
制
度
が
崩
壊

し
、
荘
園
制
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
月

輪
と
い
う
地
名
も
、
月
輪
殿
と
呼
ば
れ
た

関
白
・
九
条
兼
実
の
荘
園
に
由
来
す
る
と

い
わ
れ
ま
す
。
荘
園
を
警
備
す
る
必
要
性

か
ら
武
士
団
が
発
生
し
た
と
の
説
も
あ
り

ま
す
。
や
が
て
源
氏
と
平
氏
の
二
大
勢
力

が
台
頭
し
て
武
家
の
力
が
強
ま
っ
て
い
き

ま
し
た
。

　

武
蔵
武
士
の
多
く
は
源
頼
朝
を
支
え
、

鎌
倉
幕
府
の
創
設
に
大
き
く
貢
献
し
、
滑

川
町
域
を
含
む
比
企
地
域
で
も
、
一
部
は

地
域
的
、
血
縁
的
な
ま
と
ま
り
を
持
つ

「
党
」
と
呼
ば
れ
る
集
団
を
形
成
し
て
活

躍
し
ま
し
た
。
国
営
武
蔵
丘
陵
森
林
公
園

内
に
は
、
幕
府
の
あ
る
鎌
倉
と
各
地
を
結

ん
だ
鎌
倉
街
道
跡
と
伝
わ
る
道
が
残
り
、

そ
の
周
辺
に
は
戦
国
時
代
の
山
田
城
跡
、

山
崎
城
跡
、
谷
城
跡
な
ど
が
点
在
。
空
堀

な
ど
に
名
残
を
と
ど
め
ま
す
。

　
和
泉
地
区
の
三
門
館
に
は
、
頼
朝
の
乳

母
だ
っ
た
比
企
尼
が
暮
ら
し
て
い
た
と
い

う
説
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
戦
乱
の
世
を

逃
れ
た
木
曽
義
仲
の
子
孫
が
福
田
郷
で
農

民
と
な
り
、
そ
の
末
裔
が
長
く
庄
屋
を
務

め
た
と
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

戦
乱
の
世
、

平
安
を
願
う
仏
教
文
化

　
農
民
た
ち
も
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
時

代
に
な
る
と
、人
々
は
心
の
平
安
を
願
い
、

寺
社
へ
の
信
仰
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

信
仰
の
対
象
と
し
て
造
ら
れ
た
貴
重
な
文

化
財
も
数
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
造

ら
れ
た
泉
福
寺
の
木
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像

は
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
町
内
で
確
認
さ
れ
た
約
２
６
０
基

の
板
石
塔
婆
の
う
ち
、
町
内
最
古
の
建
長

の
板
碑
は
貴
重
で
町
指
定
文
化
財
。
ほ
か

に
も
、
寄
木
造
り
の
四
天
王
像
が
見
事
な

慶
徳
寺
や
、
福
田
馬
頭
観
音
、
福
正
寺
勢

至
堂
な
ど
、
由
緒
あ
る
寺
社
が
数
多
く
点

在
し
ま
す
。

鎌倉とこの地を結んだ古鎌倉街道

慶徳寺の山門に建つ寄木造りの四天王像

谷津田米で支えた頼朝が挙兵、戦乱の世に。

The Medieval Period when Castles were Built and the Musashi Samurai Flourished
In Japan’s medieval period, samurai groups emerged to guard land. In the whole area of Namegawa Town and elsewhere, a group 
of samurai known as the Musashi became active, leaving behind the remains of castles, residences, and roads of the Sengoku period 
(period of warring states).
On the other hand, peasants who were involved in the war began to worship at temples and shrines to pray for peace of mind. There 
are many precious cultural properties built as objects of worship, as well as historic temples and shrines scattered around the area.

今
年
も

頼
朝
様
の
と
こ
ろ
へ

新
米
を
届
け
る

の
だ
ね

平
安
時
代
末
期
の

和
泉
地
区

比
企
尼
が

支
え
続
け
た
頼
朝
が

鎌
倉
幕
府
を

開
き
ま
し
た
。

鎌
倉
時
代
以
降
の
山
田
地
区

農
民
た
ち
は

城
の
堀
や

土
塁
（
戦
国
時
代
）、

道
路
（
鎌
倉
街
道
）

造
り
に

か
り
出
さ
れ

ま
し
た
。

農
民
た
ち
は

城
の
堀
や

土
塁
（
戦
国
時
代
）、

道
路
（
鎌
倉
街
道
）

造
り
に

か
り
出
さ
れ

ま
し
た
。

い
ざ
と
い
う
と
き
、

こ
の
道
を
通
っ
て
武
家
の

方
々
が
鎌
倉
殿
の
元
ま
で

馳
せ
参
じ
る
ん
だ
っ
て

お
武
家
様
た
ち
も

大
変
だ
け
ど
、

お
れ
た
ち
も
、

い
つ
戦
に
巻
き
込
ま
れ
る
か

わ
か
ら
な
い
ね

来
世
は
極
楽
浄
土

に
行
け
る
よ
う
、

お
れ
た
ち
も

お
祈
り
に
行
こ
う

和
泉
の
泉
福
寺
に
は
、

現
世
の
苦
し
さ
を

救
っ
て
く
だ
さ
る

仏
さ
ま
が

い
ら
っ
し
ゃ
る

ら
し
い

こ
の
前
の
戦
で
は
、

隣
村
で
大
勢
亡
く
な
っ
た

ら
し
い
。

心
配
だ
な
ぁ

戦
が
続
き
、

人
々
は
平
安
の
世
を
求
め
て
、

寺
社
へ
の
信
仰
を

深
め
て
い
き
ま
し
た
。

立
派
な
仏
さ
ま
だ

ど
う
ぞ
お
救
い

く
だ
さ
い

あ
り
が
た
い
、

あ
り
が
た
い

こ
こ
は
比
企
遠
宗
の
館
。

遠
宗
の
妻
・
比
企
尼
は
、

源
頼
朝
が

伊
豆
に
流
さ
れ
て
か
ら

挙
兵
す
る
ま
で
約
20
年
間

支
援
を
続
け
た
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
つ
い
に…

比企尼が暮らしたと伝わる「三門館跡」 泉福寺の「木造阿弥陀如来坐像」（国指定重要文化財）
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花開く豊かな

農村文化

－近世～近代－

豊
か
な
農
村
に
息
づ
く

独
特
の
文
化

　

全
国
的
に
新
田
開
発
が
盛
ん
に
行
わ
れ

た
江
戸
時
代
の
初
頭
に
は
「
も
う
こ
れ
以

上
、
造
る
場
所
が
な
い
」
と
い
う
レ
ベ
ル

ま
で
た
め
池
が
普
及
し
て
い
ま
し
た
。
谷

津
の
奥
に
た
め
池
、
脇
を
水
路
が
走
り
、

眼
下
の
平
地
に
田
ん
ぼ
、
斜
面
に
は
林
と

畑
や
人
家
と
い
う
の
が
、
今
も
変
わ
ら
ぬ

特
徴
的
な
谷
津
の
風
景
で
す
。

　

農
業
の
機
械
化
が
進
む
昭
和
初
期
ま
で
、

農
耕
や
運
搬
な
ど
の
動
力
と
し
て
は
馬
が

重
宝
さ
れ
ま
し
た
。
馬
は
、
堆
肥
の
供
給

源
と
し
て
も
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
り
、

家
族
同
様
に
大
切
に
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

馬
の
守
護
仏
や
供
養
碑
と
し
て
建
て
ら
れ

た
馬
頭
観
音
は
、
今
も
町
内
に
1
0
0
基

以
上
残
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
江
戸
時
代
末
期
、
関
東
一
円
の
竹

が
枯
れ
て
竹
皮
が
不
足
し
た
と
き
、
代
わ
り

の
包
装
材
と
し
て
、
月
輪
に
住
む
宮
島
勘
左

衛
門
が
枇ひ

木ぎ

を
考
案
し
ま
し
た
。
枇
木
は
赤

松
を
薄
く
削
っ
た
も
の
で
、
通
気
性
に
富
み
、

抗
菌
作
用
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
食
品
を
包
む

の
に
最
適
で
し
た
。
昭
和
30
年
代
ま
で
、
月

輪
地
区
の
地
場
産
業
と
し
て
盛
ん
に
製
造
さ

れ
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
地
球
環
境
に
優
し

い
素
材
と
し
て
、改
め
て
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
代
人
も
手
本
に
し
た
い

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
な
暮
ら
し
方

　
谷
津
沼
農
法
の
た
め
池
は
、
平
地
の
た
め

池
と
違
っ
て
高
い
と
こ
ろ
に
堤
を
築
く
た

め
、
常
に
漏
水
の
心
配
が
あ
り
、
沼
の
水
を

利
用
す
る
家
々
が
共
同
で
沼
普
請
を
行
い

ま
し
た
。
沼
を
干
し
、
底
の
ヘ
ド
ロ
を
さ
ら

い
、樋
管
の
伏
せ
替
え
、土
盛
り
や
杭
打
ち
、

堤
の
補
修
な
ど
を
手
作
業
で
行
い
ま
し
た
。

堤
で
刈
っ
た
草
は
牛
馬
の
飼
料
や
畑
の
堆

肥
に
し
、
沼
干
し
の
際
に
魚
の
捕
り
会
を
催

し
て
、
捕
っ
た
魚
は
食
卓
に
上
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
大
型
魚
の
駆
逐
に
よ
り
生
態

系
の
維
持
に
も
役
立
ち
ま
し
た
。
国
の
天

然
記
念
物
で
あ
る
絶
滅
危
惧
種
の
ミ
ヤ
コ

タ
ナ
ゴ
が
町
内
の
沼
で
見
つ
か
っ
た
の
も
、

沼
の
補
修
を
怠
ら
ず
、
大
切
に
守
っ
て
き
た

証
で
す
。

　

現
在
で
は
最

先
端
と
も
い
え

る
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
な

暮
ら
し
が
、
は

る
か
昔
か
ら
営

ま
れ
て
い
た
の

で
す
。

伝統漁具での魚の捕り会

共同で沼普請を行い、谷津沼を守った。

Rich Rural Culture Flourished in the Early Modern and Modern Period
In the early modern period, the unique yatsu landscape of Namegawa Town spread and the Yatsunuma agricultural method 
flourished. Horses for farming were highly valued, and more than 100 Bato Kannon (the horse-headed form of the Buddhist 
goddess of mercy) remain. Higi, an environmentally friendly packaging material made of wood shavings, was also invented in 
Namegawa Town. In addition, fish-catching events held during numa-bushin (annual marsh bank reinforcement efforts) helped 
to maintain the ecosystem, allowing the endangered Miyako Tanago  (Japanese bitterling) to survive in the Town’s marshes.

魚の捕り会で使われる伝統漁具

江戸時代に枇木を考案した「宮島勘左衛門の碑」環境に配慮した包装材として見直されている枇木 農耕馬の大切さを伝える「愚禅の馬頭尊」

江
戸
時
代
、
戦
乱
で
荒
れ
果
て
た

田
ん
ぼ
も
よ
み
が
え
り
、

今
の
町
北
部
と
変
わ
ら
ぬ

谷
津
田
の
風
景
が
広
が
る

滑
川
の
地
。

今
日
は
沼
普
請
の
日
。

沼
干
し
も
終
わ
り
、

沼
の
水
を
利
用
す
る
人
々
が

堤
の
近
く
に
集
ま
っ
て

い
ま
し
た
。

今
年
も

後
は
稲
刈
り
を

待
つ
だ
け
だ
。

さ
ぁ
、
来
年
も

い
い
米
を
作
る
た
め
に

み
ん
な
で
力
を

合
わ
せ
よ
う

今
夜
は

ご
ち
そ
う
だ
！

土
盛
り
や
杭
打
ち
、

草
刈
り

た
く
さ
ん
草
が

刈
れ
た
か
ら
、

い
い
堆
肥
が

つ
く
れ
る
ね

堆
肥
づ
く
り
を

し
た
り
す
る

人
々
も
い
ま
す
。

堤
で
刈
っ
た
草
を

家
に
持
ち
帰
り

牛
馬
の
エ
サ
に
し
た
り

み
ん
な
で
や
れ
ば

は
か
ど
る
ね

樋
管
の
伏
せ
替
え

沼
の
底
の

ヘ
ド
ロ
さ
ら
い

大
き
な
ウ
ナ
ギ
や

コ
イ
も
捕
れ
た
ぞ

畑
の
作
物
も

良
く
育
ち
そ
う
だ

き
れ
い
に
な
っ
た
沼
に
湧
水
や

雨
水
が
た
ま
り
ま
す
。

大
き
な
魚
の
い
な
く
な
っ
た

沼
の
中
で
は
二
枚
貝
が
育
ち
、

ミ
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
が
産
卵
し
て
い
ま
す
。

き
れ
い
に
な
っ
た
沼
に
湧
水
や

雨
水
が
た
ま
り
ま
す
。

大
き
な
魚
の
い
な
く
な
っ
た

沼
の
中
で
は
二
枚
貝
が
育
ち
、

ミ
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
が
産
卵
し
て
い
ま
す
。

絶
滅
危
惧
種
で
あ
る

国
の
天
然
記
念
物
ミ
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
が

町
内
の
沼
に
生
息
し
て
い
た
の
は
、

定
期
的
に
沼
普
請
を
行
っ
て
い
た

お
か
げ
な
の
で
す
。

絶
滅
危
惧
種
で
あ
る

国
の
天
然
記
念
物
ミ
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
が

町
内
の
沼
に
生
息
し
て
い
た
の
は
、

定
期
的
に
沼
普
請
を
行
っ
て
い
た

お
か
げ
な
の
で
す
。
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日本農業遺産に認定！

－現代～未来へ－

小学校児童による谷津沼清掃

Project for Natural Restoration of Miyako Tanago  (Japanese bitterling)
Miyako Tanago  (Japanese bitterling) is a freshwater fish native to Japan and is a rare fish designated as a national 
natural monument.
It was discovered in a reservoir in the Town around 1985, and artificial breeding started in 1994. In 2000, the 
Namegawa Town Eco Museum Center became the center of breeding efforts, and in 2021, the Namegawa Town 
Satoyama Project began. It is expected that the project, which aims at the fish’s return to nature and is being 
carried out in cooperation with local communities, families, and schools, will also lead to the development of 
children’s human potential.

　
ミ
ヤ
コ
タ
ナ
ゴ
は
日
本
固
有
の
淡
水
魚
で
、

か
つ
て
は
関
東
一
円
の
水
辺
に
広
く
生
息
し

て
い
ま
し
た
。
都
市
化
の
進
展
で
絶
滅
の
危

機
に
瀕
し
て
お
り
、
国
の
天
然
記
念
物
に
指

定
さ
れ
て
い
る
希
少
な
魚
で
す
。

　

昭
和
60
年
頃
、
町
内
の
た
め
池
で
相
次

い
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
町
で
は
平

成
６
年
か
ら
役
場
庁
舎
内
で
人
工
繁
殖
を

開
始
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
平
成
12
年

か
ら
は
、
滑
川
町
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
セ

ン
タ
ー
を
拠
点
に
飼
育
し
、
人
工
繁
殖
や

そ
の
生
態
に
関
す
る
調
査
・
研
究
に
取
り

組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
令
和
３
年
度
か
ら
国
営
武
蔵
丘

陵
森
林
公
園
と
の
連
携
・
協
働
に
よ
る
「
地

域
の
自
然
環
境
保
全
滑
川
町
里
山
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」
を
ス
タ
ー
ト
。
森
林
公
園
内
に
位
置

す
る
沼
で
、定
期
的
な
イ
ベ
ン
ト
、生
き
物
・

水
質
調
査
、
環
境
整
備
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

自
然
復
帰
に
向
け
て
は
、
ミ
ヤ
コ
タ
ナ

ゴ
の
繁
殖
に
欠
か
せ
な
い
二
枚
貝
が
す
め

る
よ
う
に
、
沼
の
良
好
な
環
境
づ
く
り
を

行
う
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
す
。
そ
こ
で
、

地
域
や
学
校
と
も
連
携
・
協
働
し
て
、
生

存
条
件
の
調
査
と
整
備
、
放
流
試
験
の
方

法
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
の
調
査
・
研
究

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

滑
川
町
に
再
び
自
然
状
態
の
ミ
ヤ
コ
タ
ナ

ゴ
生
息
地
を
復
元
・
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
目

指
す
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
未
来
を
担
う
子
ど

も
た
ち
の
豊
か
な
人
間
力
の
育
成
に
も
つ
な

が
る
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

ミヤコタナゴの自然復帰を目指すプロジェクト

The Present, Being Recognized as One of Japan’s 
Globally Important Agricultural Heritage Systems, 
and into the Future
In 2023, the Yatsunuma Agricultural System Utilizing Rainwater from 
the Hiki Hills was recognized as one of Japan’s Globally Important 
Agricultural Heritage Systems. It took 1,000 years to complete the 
energy-saving water supply system, which utilizes the natural flow down 
of water, but the basic mechanism has not changed to this day.
This sustainable agricultural system is a world-class piece of agricultural 
heritage of which we can be proud.

千
年
の
伝
統
が
脈
々
と
続
く

谷
津
沼
農
業
シ
ス
テ
ム

　

令
和
５
年
１
月
17
日
、
滑
川
町
を
中

心
と
し
た
比
企
丘
陵
地
域
の
「
比
企
丘

陵
の
天
水
を
利
用
し
た
谷
津
沼
農
業
シ

ス
テ
ム
」
が
「
日
本
農
業
遺
産
」
と
し

て
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
た
め
池
か
ん
が
い
」
を
基
盤
と
す
る

こ
の
地
域
の
農
業
シ
ス
テ
ム
は
、
用
水

確
保
に
お
け
る
地
形
的
マ
イ
ナ
ス
を
プ

ラ
ス
に
転
じ
る
画
期
的
な
も
の
で
し
た
。

人
力
に
よ
る
開
発
の
た
め
、
地
域
を
網
羅

す
る
シ
ス
テ
ム
の
完
成
に
は
千
年
も
の

歳
月
を
要
し
ま
し
た
が
、
緩
や
か
な
丘

陵
地
の
「
標
高
差
」
と
、
高
所
か
ら
低

所
へ
と
流
れ
る
「
水
の
自
然
流
下
作
用
」

に
着
目
し
た
、
シ
ン
プ
ル
で
完
成
度
の

高
い
「
省
エ
ネ
水
供
給
シ
ス
テ
ム
」
は
、

そ
の
基
本
的
な
し
く
み
を
変
え
る
こ
と

な
く
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　

人
が
関
わ
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
で
荒

廃
す
る
里
山
が
多
い
中
、「
た
め
池
か
ん

が
い
」
を
農
業
の
基
盤
と
す
る
当
地
域

で
は
、
時
代
の
要
請
や
変
化
に
対
応
し

つ
つ
、
絶
え
ず
自
然
と
の
無
理
の
な
い

関
わ
り
方
を
模
索
し
て
き
ま
し
た
。
こ

の
持
続
可
能
な
農
業
シ
ス
テ
ム
こ
そ
が
、

世
界
に
誇
る
べ
き
農
業
遺
産
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ふるさと納税の返礼品としても人気の谷津田米

小学校で行われる稲刈りの体験学習

「日本農業遺産」に認定

エコミュージアムセンターに展示されている国の天然記念物「ミヤコタナゴ」

ミヤコタナゴの人工繁殖のようす

国営武蔵丘陵森林公園と連携した里山の保全活動
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滑川町の
シンボル

「ミヤコタナゴ」




