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日
本
雁
を
保
護
す
る
会 
冬
期
湛
水
水
田
に
よ
る
生
物
多
様
性
保
全 

日本有数の渡り鳥の越冬地として知られる蕪栗沼。周辺の水田を含めて
「ラムサール条約」湿地に登録されている

夏場の水田から土を取り出し、イトミミズを数える農家
の人々。1反（約1000㎡）に1000万匹以上が生息し
ているという

日本雁を保護する会の会長であり、「ふ
ゆみずたんぼ」を提唱する呉地正行氏。
手に持っているのは、イトミミズの糞が
つくり出した天然の堆肥“トロトロ層” 

宮城県大崎市にある蕪栗沼周辺の「ふゆみずたんぼ」。冬場の
田んぼに水を張ることで生きものの活動を促し、生物多様性を活
かした農業を可能にするとともに、水鳥の生息地も確保している

宮
城
県
栗
原
市

日
々
の
暮
ら
し
か
ら
考
え
る
生
物
多
様
性   

│
活
動
事
例
か
ら
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蕪栗沼周辺の田尻地域で
生産された無農薬の「ふゆ
みずたんぼ米」。弾力があり、
噛むほどに味わいが増す。
同地域における生産農家は
11戸、作付面積は21.6ha
（2008年実績）

ミズアオイの花。除草剤や農薬の散布
により田んぼから姿を消しつつある絶滅
危惧種の植物だが、「ふゆみずたんぼ」
では、いきいきと咲いている

乾田を湿地に復元した蕪栗沼に隣接する白鳥（しらとり）地区。
冬場にはマガンやオオヒシクイが多数飛来し、夕方のねぐら入
りと夜明けの飛び立ちが観察できるサンクチュアリとなっている

稲刈り後、水を張った「ふゆみずたんぼ」。水中では多様
な生きものがうごめき、稲株を餌とする水鳥が飛来する。
水鳥の糞はリン酸を多く含み、田んぼの肥料となる

「日本雁を保護する会」問い合わせ先

命
の
連
鎖
を
育
む
水
辺
環
境
の
再
生

　

ひ
た
ひ
た
と
水
を
張
っ
た
田
ん
ぼ
で
、
マ
ガ

ン
が
羽
を
休
め
、
ハ
ク
チ
ョ
ウ
が
餌
を
つ
い
ば

む
。
水
辺
に
渡
り
鳥
が
集
う
オ
ア
シ
ス
の
よ
う

な
風
景
が
、
身
を
切
る
真
冬
の
空
気
に
潤
い
を

与
え
て
い
る
。

　

こ
の「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」と
呼
ば
れ
る
冬
期

湛
水
水
田
は
、
宮
城
県
北
部
に
あ
る
伊
豆
沼
・

蕪
栗
沼
周
辺
で
見
ら
れ
る
。
稲
刈
り
後
の
乾
田

に
水
を
張
る
こ
と
で
生
き
も
の
の
活
動
を
促
し
、

そ
の
生
物
多
様
性
の
力
を
活
か
し
た
農
法
で
、

96
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。
同
地
で
の
取
り

組
み
は
、
一
時
は
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
マ
ガ

ン
の
保
護
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
と
い
う
。
宮

城
県
栗
原
市
に
本
拠
を
置
く〝
日
本
雁
を
保
護

す
る
会
〞の
会
長
で
あ
り
、「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」

を
提
唱
す
る
呉
地
正
行
氏
を
訪
ね
、
水
田
の
形

態
や
野
鳥
の
動
き
を
観
察
し
な
が
ら
、
そ
の
関

連
性
を
う
か
が
っ
た
。

　

冬
の
田
ん
ぼ
に
水
を
張
る
と
、
稲
株
や
ワ
ラ

が
水
中
で
分
解
さ
れ
て
微
生
物
や
藻
が
発
生
し
、

そ
れ
を
餌
と
す
る
様
々
な
生
き
も
の
が
集
ま
る
。

「
ハ
ク
チ
ョ
ウ
は
餌
場
に
、
マ
ガ
ン
は
休
息
地
と

し
て
利
用
す
る
」と
、
呉
地
会
長
。
ま
た
、
多
量

に
繁
殖
し
た
イ
ト
ミ
ミ
ズ
が
土
の
中
の
有
機
物

を
食
べ
、
排
出
し
た
糞
が〝
ト
ロ
ト
ロ
層
〞と
呼

ぶ
天
然
の
堆
肥
を
つ
く
る
。
抑
草
効
果
も
あ
る

こ
の
土
壌
で
は
、
農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
わ
ず

に
生
産
能
力
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
農
法
は
、実
は
江
戸
時
代
か
ら
行

わ
れ
て
お
り
、１
６
８
４（
貞
享
元
）年
の「
会
津

農
書
」に
も
記
さ
れ
て
い
る
。い
に
し
え
の
技
術
を

「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」と
名
付
け
、
現
代
に
蘇
ら
せ

た
理
由
を
呉
地
会
長
は
、「
冬
の
渡
り
鳥
で
あ
る

マ
ガ
ン
は
か
つ
て
日
本
全
土
で
見
ら
れ
た
が
、
環

境
の
悪
化
、
沼
や
湿
地
の
干
拓
に
よ
り
飛
来
数
と

生
息
地
が
減
少
。ガ
ン
類
の
保
護
を
目
的
に
活
動

す
る
当
会
が
先
頭
に
立
ち
、
安
全
な
越
冬
地
を

取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
」と
、
振
り
返
る
。

　
「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」は
渡
り
鳥
の
格
好
の
生
息

地
と
な
る
だ
け
で
な
く
、肥
沃
な
土
壌
を
形
成
し
、

無
農
薬
の
安
全
な
米
づ
く
り
も
実
現
す
る
。

　

農
業
へ
の
恩
恵
が
あ
る
こ
と
も
地
元
農
家
の

人
々
に
伝
え
る
た
め
、
呉
地
会
長
は
関
係
団
体
と

と
も
に
水
田
の
観
察
会
や
交
流
会
を
定
期
的
に

企
画
し
、
さ
ら
に
は
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
行
政
の
協
力

も
得
な
が
ら「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
」の
拡
大
に
努
め

る
。
現
在
は
全
国
各
地
で
講
演
活
動
を
行
い
、
他

地
域
で
の
面
積
も
徐
々
に
増
や
し
て
い
る
そ
う
だ
。

ま
た
、「
ふ
ゆ
み
ず
た
ん
ぼ
は
、
今
の
時
代
に
必
要

な
持
続
型
農
業
を
可
能
に
す
る
。
そ
の
た
め
、
全

国
に
定
着
さ
せ
た
い
」と
呉
地
会
長
は
望
ん
で
い
る
。

　

渡
り
鳥
を
頂
点
と
し
た
食
物
連
鎖
が
生
ま
れ
、

水
辺
の
生
き
も
の
で
に
ぎ
わ
う「
ふ
ゆ
み
ず
た

ん
ぼ
」で
は
、
命
の
循
環
が
絶
え
る
こ
と
は
な
い
。

多
様
な
生
き
も
の
が
農
業
を
支
え
、
人
と
つ
な

が
り
、
私
た
ち
が
健
全
な
暮
ら
し
を
続
け
る
た

め
に
欠
か
せ
な
い
生
命
の
源
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
豊
か
な
水
田
が
様
々
な
地
域
へ
発
展
す
る

こ
と
を
願
い
た
い
。

　
（
文
責
・Ｃ
Ｅ
Ｌ
編
集
室
）

　




