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里川研究掲示板
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。

第2回 里川対談
「里川の原体験は？」「これからの里川とは？」。こんな問いかけを

出発点に、多分野の方が抱く現代里川の特徴を探ろうと前回から

「里川対談」を開始しました。第二回のゲストは、社会情報学の立

場から都市を見続けてきた吉見俊哉さん。陣内秀信さんをホスト

に「都市における水辺空間の公共圏」というテーマで対談が行わ

れました。ここでは、そのさわりをご紹介します。

吉
見

現
在
の
里
山
の
よ
う
な
「
今
あ
る
自

然
」
が
壊
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず

と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
そ
れ
を
守
ろ
う
と
い
う

運
動
が
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
私
が
こ
こ
何
年

も
関
心
を
寄
せ
て
き
た
、
愛
知
県
の
「
海
上

の
森
」
を
守
る
運
動
も
そ
う
で
す
。

面
白
い
の
は
、
も
と
は
こ
の
地
に
名
前
は

な
く
、「
海
上
の
森
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
す
。
万
博
会
場

に
指
定
さ
れ
た
後
に
、
近
年
こ
の
地
域
に
移

り
住
ん
で
き
た
新
住
民
の
人
達
が
「
万
博
会

場
っ
て
ど
ん
な
所
だ
ろ
う
」
と
山
を
歩
き
始

め
た
。
す
る
と
「
こ
ん
な
に
自
然
が
残
っ
て

い
る
の
に
、
な
ぜ
開
発
を
す
る
の
か
」
と
い

う
疑
問
が
湧
き
運
動
が
起
こ
っ
た
経
過
で
、

「
海
上
の
森
」
と
い
う
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い

き
ま
し
た
。
名
づ
け
を
し
て
、
あ
る
イ
メ
ー

ジ
が
つ
く
ら
れ
、
地
域
の
自
然
や
歴
史
が
再

発
見
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
動
き
に
は
、

古
く
か
ら
そ
こ
に
住
ん
で
き
た
住
民
よ
り
も
、

比
較
的
最
近
移
り
住
ん
で
き
た
よ
う
な
人
た

ち
の
ほ
う
が
、
敏
感
に
反
応
す
る
傾
向
が
し

ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。

逆
に
難
し
い
の
は
、
開
発
が
終
わ
り
、
も

は
や
守
る
べ
き
自
然
が
見
え
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
す
。
そ
の
場
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合
に
は
、
別
の
集
団
的
想
像
力
を
働
か
さ
ざ

る
を
え
な
い
。
新
た
に
地
域
を
デ
ザ
イ
ン
す

る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
し
、
例
え
ば
、
今

は
暗
渠
化
さ
れ
緑
道
と
な
っ
て
い
る
川
を
め

ぐ
り
、
か
つ
て
ど
う
い
う
文
化
が
あ
っ
た
の

か
、
歴
史
軸
を
掘
り
起
こ
す
の
も
一
つ
の
方

法
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

陣
内

こ
れ
か
ら
の
日
本
で
は
、
そ
ち
ら
の

課
題
が
圧
倒
的
に
多
く
な
り
ま
す
ね
。
清
流

が
流
れ
、
そ
れ
が
生
き
て
利
用
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
場
所
は
残
る
け
れ
ど
、
都
市
の
川
の

多
く
は
暗
渠
化
さ
れ
た
り
、
三
面
貼
り
に
さ

れ
た
り
し
て
い
て
、
す
ぐ
に
は
手
の
つ
け
よ

う
が
な
い
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

そ
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
プ
ラ
ス
の
状
態
に

も
っ
て
い
く
か
と
い
う
戦
略
と
し
て
、「
里
川
」

と
い
う
言
葉
は
直
感
的
に
い
い
な
と
思
っ
て

い
ま
す
。
里
川
と
い
う
言
葉
に
は
、
あ
る
年

代
ま
で
に
は
、
み
ん
な
が
持
っ
て
い
る
自
分

が
か
か
わ
っ
た
川
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
力
が
あ
る
。
だ
か
ら
里
川
と
い
う
の

は
、「
だ
め
に
な
っ
た
川
を
な
ん
と
か
し
な
く

て
は
」
と
い
う
課
題
に
対
し
て
、
み
ん
な
が

由
っ
て
立
つ
共
通
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
に
な

る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
。

吉
見

川
や
水
辺
は
、
あ
る
種
の
公
共
的
な

空
間
で
す
ね
。
川
や
水
辺
が
う
ま
く
利
用
さ

れ
て
い
く
可
能
性
は
相
当
あ
る
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、
水
の
上
が
金
持
ち
だ
け
の
空
間
に

な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
公
園

で
も
起
き
た
こ
と
で
す
が
、
お
し
ゃ
れ
な
人

の
た
め
の
き
れ
い
な
親
水
ス
ペ
ー
ス
が
確
保

さ
れ
る
一
方
で
、
ホ
ー
ム
レ
ス
や
貧
し
い

人
々
が
排
除
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、

表
裏
で
起
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

弱
者
を
含
ん
で
こ
そ
文
化
が
生
ま
れ
る
わ

け
で
、
そ
れ
を
許
容
す
る
よ
う
な
水
辺
空
間

を
誰
が
ど
の
よ
う
に
つ
く
る
の
か
。
こ
れ
は
、

市
場
の
論
理
だ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
か
で
公

共
的
な
力
が
働
か
な
い
と
無
理
で
す
。
実
際
、

昔
の
川
は
、
そ
う
い
う
弱
者
救
済
機
能
を
持

っ
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
ね
。

陣
内

そ
こ
が
都
市
の
活
力
の
源
で
も
あ
っ

た
わ
け
で
す
よ
。
海
外
と
比
べ
る
と
、
東
京

に
は
外
で
お
金
を
払
わ
ず
に
、
ゆ
っ
た
り
と

何
時
間
も
い
ら
れ
る
公
共
空
間
が
本
当
に
少

な
い
で
す
ね
。
本
来
は
広
場
と
か
公
園
が
あ

れ
ば
い
い
の
だ
け
れ
ど
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

も
パ
リ
で
も
、
公
園
に
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い

ま
す
よ
ね
。
イ
タ
リ
ア
な
ら
噴
水
も
あ
っ
て
、

気
持
ち
が
い
い
。
川
沿
い
の
空
間
は
そ
う
し

た
可
能
性
が
あ
る
は
ず
な
ん
で
す
。
そ
う
い

う
場
所
が
現
代
の
人
間
の
居
場
所
に
な
る
し
、

里
川
に
加
え
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

（
２
０
０
５
年
９
月
20
日
）




