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当センターでは、「里川」というコンセプトについて研究活動をしています
このコーナーでは、活動動向を随時お知らせしてまいります

「里川とは何か」
ミツカン水の文化センターでは、2004年度より共同研究「里川」
を開始いたました。３年程度の期間を見据えて活動に取り組み
ますが、初年度はテーマを「里川とは何か」とし、里川につい
ての概念設計を行います。今回は、共同研究「里川」の趣旨と
今年度のテーマ群をご報告します。

I．

共
同
研
究
「
里
川
」
の
趣
旨

１．

里
川
を
研
究
す
る
理
由
と
思
い

本
研
究
の
目
的
は
「
里
川
」
と
い
う
言
葉
で
、

「
人
々
が
協
力
し
て
川
を
守
り
つ
づ
け
る
」
と
い

う
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
り

ま
す
（
こ
こ
で
い
う
「
川
」
は
、
自
然
の
川
だ

け
で
は
な
く
、
用
水
、
水
路
、
運
河
、
さ
ら
に

は
給
排
水
路
な
ど
の
人
工
の
流
れ
も
含
め
ま
す
）。

歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
川
は
常
に
人
々
の
協

力
の
下
に
守
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、「
人
々
」

の
意
味
す
る
も
の
が
、
比
較
的
狭
い
地
域
に
住

む
人
々
を
意
味
す
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
何
十

万
・
何
百
万
人
と
い
う
人
々
を
指
す
場
合
も
あ

り
ま
し
た
。
後
者
の
場
合
は
限
ら
れ
た
地
域
組

織
で
は
守
れ
な
い
と
思
わ
れ
た
た
め
に
、
国
や

自
治
体
等
が
川
を
公
共
財
と
し
て
管
理
し
守
っ

て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
高
度
成
長
期
を
へ

て
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
常
識
的
な
意
味
で
は

豊
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
高
度
成
長
の
時
代
が
終
わ
っ
た
現
在
、

当
セ
ン
タ
ー
で
は
「
人
々
が
協
力
し
て
川
を
守

り
続
け
る
」
上
で
、
２
つ
の
課
題
が
発
生
し
て

い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

第
１
は
、
守
る
こ
と
の
前
提
に
あ
っ
た
水
に

対
す
る
感
覚
が
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
で
す
。

現
代
の
日
本
人
は
、
一
見
、
豊
富
な
水
に
取

り
囲
ま
れ
、
水
か
ら
多
大
な
恩
恵
を
受
け
て
い

ま
す
。
水
を
供
給
す
る
堅
牢
な
技
術
の
上
に
私

た
ち
の
暮
ら
し
は
成
り
立
っ
て
お
り
、
私
た
ち

も
そ
の
よ
う
な
条
件
を
前
提
に
暮
ら
し
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
水
を
守
ろ
う
と
す
る
出
発
点

に
は
あ
っ
た
、
水
が
本
来
的
に
も
つ
怖
さ
・
危

う
さ
や
、
水
の
持
つ
恵
み
等
の
意
識
を
、
い
つ

の
間
に
か
感
じ
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。

第
２
は
、
水
と
暮
ら
し
の
間
に
社
会
的
ジ
レ

ン
マ
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

飲
み
水
の
量
や
質
、
不
安
定
な
食
糧
生
産
、

気
候
変
動
、
等
々
、
水
が
主
要
な
変
動
要
因
と

な
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
・
社
会
現
象
に

よ
り
、
暮
ら
し
そ
の
も
の
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
一
方
で
か
な
り
の
生
活
者
が
、

上
下
水
道
、
住
宅
、
土
木
技
術
な
ど
多
く
の
技

術
が
可
能
に
す
る
快
適
な
暮
ら
し
は
続
け
て
い

き
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
は
、
生
き
物
の
言
い
分
（
生
態
系
の
維
持
）

と
い
う
も
の
も
、
考
慮
に
入
れ
た
方
が
望
ま
し

い
と
も
思
っ
て
い
ま
す
。

快
適
な
暮
ら
し
を
享
受
し
な
が
ら
も
、
暮
ら

し
に
お
い
て
水
が
持
つ
「
危
う
さ
」
を
直
視
し

よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
快
適
な
暮
ら
し
が
脅
か

さ
れ
か
ね
な
い
わ
け
で
、
ま
さ
に
暮
ら
し
と
水

利
用
の
間
に
、「
あ
ち
ら
立
て
ば
、
こ
ち
ら
立
た

ず
」
と
い
う
社
会
的
な
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
わ
け

で
す
。

い
ま
必
要
な
の
は
、
暮
ら
し
の
現
場
に
立
ち
、

ジ
レ
ン
マ
を
生
む
構
造
そ
の
も
の
を
明
確
に
し

て
、
そ
の
検
討
を
踏
ま
え
「
水
を
協
力
し
て
守

り
続
け
る
」
方
法
を
開
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

２．

問
題
の
所
在

「
水
を
協
力
し
て
守
り
つ
づ
け
る
」
上
で
、
そ
の

道
筋
が
一
番
見
え
な
い
の
は
都
市
部
で
す
。
都

市
部
（
郊
外
も
含
む
）
は
、
水
感
覚
の
喪
失
と
、

「
水
利
用
と
暮
ら
し
の
ジ
レ
ン
マ
」
が
も
っ
と
も

先
鋭
的
に
現
れ
て
い
る
場
所
と
い
え
ま
す
。
水

を
協
力
し
て
守
り
つ
づ
け
る
と
い
う
目
的
に
、

高
度
成
長
期
に
造
成
さ
れ
た
都
市
と
い
う
仕
組

み
が
、
適
応
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

人
間
は
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
環
境
に
適
応

し
、
そ
れ
が
生
活
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
循

環
を
繰
り
返
す
わ
け
で
す
が
、「
里
山
」
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
生
活
と
自
然
環
境
の
調
和
が
見
ら

れ
た
昔
と
異
な
り
、
現
代
は
私
た
ち
の
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
も
変
化
し
て
い
ま
す
。
高
度
成
長
な

ら
ぬ
持
続
的
成
長
が
望
ま
れ
る
中
で
、
水
を
守

り
続
け
る
た
め
の
代
替
シ
ス
テ
ム
が
、
い
ま
だ

明
確
に
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
問
題
は
「
高
度
経
済
成
長
以

前
の
自
然
と
社
会
の
理
想
」
と
「
現
代
」
の
断

絶
、
あ
る
い
は
「
自
然
環
境
」
と
「
暮
ら
し
」

の
分
断
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で

は
な
く
、「
水
を
守
り
続
け
る
」
シ
ス
テ
ム
と
し

て
、
各
時
代
の
条
件
に
人
間
が
適
応
し
生
活
を

変
え
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
現
代
と
将
来

像
が
見
え
な
い
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
、
当
セ

ン
タ
ー
で
は
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
水
を
守
り
続
け
る
」

た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
、
図
で
表
す
と
次
ペ
ー
ジ

の
図
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

里川研究掲示板
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II.  共同研究「里川」
今年度のテーマ群

1. 阿久比川（愛知県）マップの作成

2. 神田川流域から見た都市における

住宅と集合住宅の水利用

3. 視点としての『暮らしの水利用』

20世紀東京における生活社会史から見る

水利用者の意思決定構造の変遷

4. なつかしい阿木川（岐阜県）

5. 知多半島阿久比川水系における生態学的

景観の変容と周辺住民の生活史との関わり

6. 自然再生推進法と近自然工法

そして里川に接点はあるか？

7. 心象風景『里川』を形作る

『華』と『器』についての現状認識

8. 工業用水の水利用

9. 都市の水辺空間活性化の方法

10. 半田運河（愛知県）の利用変遷と、

人が抱く水辺への魅力を探る

11. 都心のビルに勤務するOLの水意識を探る

12. 都市生活を維持する共有資源としての水

を管理するシステムとして上下水道技術は

適切か　東京都の上下水道史のケース

13.  「雨水利用」、「中水」から

現代「里川」の視点を探る

14. 実験的な水利用住宅から見る、

家の中、意識の中の里川

以上のようなテーマ群から、どのような里川像が生

まれてくるのでしょうか。今年度末の報告に向けて、

調査・研究を進めてまいります。

「あなたの里川」情報を
お寄せください。
お手数ですがファックス、

またはホームページのお問い合せ欄をご利用ください

FAX：03-5762-0246
http://www.mizu.gr.jp/

川
シ
ス
テ
ム
、
里
シ
ス

テ
ム
は
、
従
来
か
ら
そ
れ

ぞ
れ
単
独
で
論
議
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
２
つ
の
シ

ス
テ
ム
を
つ
な
ぎ
再
構
成

す
る
こ
と
が
「
現
代
に
適

合
し
た
里
川
」
づ
く
り
に

と
っ
て
重
要
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
し
た
。
個
別
研

究
で
は
、
川
シ
ス
テ
ム
と

里
シ
ス
テ
ム
を
統
合
さ
せ

る
具
体
的
な
提
案
を
目
指

し
て
、
川
に
か
か
わ
る
さ

ま
ざ
ま
な
価
値
意
識
や
社

会
関
係
を
調
査
し
て
い
き

ま
す
。

川
システム

里システム

里川システム

暮らし（衣・食・住・仕事）の場で、
人間らしく生きるための要因と

その関係構造

人々が協力して水を
守り続けるシステム

この二つはマッチするだろうか？
この二つがマッチして

「協力して守り続ける」という目的の下に
統合されたものが里川

それは持続可能な成長を可能にする
「暮らし」と「人間」と「流れ」の

関係となる。

暮らし
（衣・食・住・仕事）
を保障するために
さまざまな流れが
果たしている役割と
その関係構造

個  人

流  れ

社  会




