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13
年
間
の
﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
意
識
調
査
﹂
は

私
た
ち
に
新
た
な
テ
ー
マ
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。

普
段
、
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
水
に
対
し
て
も

時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
意
識
と
変
わ
ら
な
い
意
識
が
あ
る
こ
と
が

調
査
結
果
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。

そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
も
っ
と
掘
り
下
げ
る
た
め
に

気
に
な
っ
た
結
果
を

研
究
分
野
や
立
場
の
異
な
る
方
々
に
見
て
も
ら
い
、

お
話
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

調
査
結
果
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
、
掘
り
起
し
て
み
た
ら

自
分
と
違
う
視
点
や
価
値
観
に
触
発
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

先
入
観
か
ら
﹁
当
た
り
前
﹂
と
思
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け

見
え
な
か
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
向
け
て

﹁
こ
ん
な
見
方
を
し
た
ら
、
こ
ん
な
新
し
い
可
能
性
も
生
ま
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
﹂

と
提
案
で
き
る
存
在
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
触
発
が
、

人
か
ら
人
へ
と
連
鎖
反
応
を
起
こ
し
て
波
及
し
て
い
っ
た
ら
面
白
い
な
あ
、

と
考
え
て
い
ま
す
。
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１
９
９
５
年
︵
平
成
７
︶
に
、
ミ
ツ

カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
が
﹁
水
に
か

か
わ
る
生
活
意
識
調
査
﹂
を
始
め
て
13

年
が
経
っ
た
。
東
京
圏
︵
東
京
都
、
神

奈
川
、
千
葉
、
埼
玉
︶
、
大
阪
圏
︵
大

阪
府
　
京
都
府
　
兵
庫
県
︶
、
中
京
圏

︵
愛
知
　
三
重
　
岐
阜
︶
に
住
む
20
歳

か
ら
69
歳
ま
で
の
男
女
計
７
０
０
人
を

対
象
に
、
年
１
回
行
な
っ
て
い
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
だ
。
当
セ
ン
タ
ー
の
活
動

開
始
に
先
駆
け
て
、
今
ま
で
あ
ま
り
注

目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
﹁
日
常
生

活
に
お
け
る
水
と
の
か
か
わ
り
﹂
に
つ

い
て
、
改
め
て
調
べ
て
み
よ
う
と
考
え

た
の
が
き
っ
か
け
だ
。

実
態
を
尋
ね
る
項
目
も
あ
る
が
、
普

段
何
気
な
く
︵
無
意
識
に
︶
行
な
っ
て

い
る
行
為
を
思
い
起
こ
し
て
回
答
し
て

も
ら
う
﹁
意
識
調
査
﹂
が
主
な
目
的
で

あ
る
。

三
大
都
市
圏
の
居
住
者
を
対
象
と
し

て
い
る
が
、
日
本
全
国
ど
こ
に
行
っ
て

も
都
市
型
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
浸
透

し
、
上
下
水
道
の
普
及
率
も
上
が
っ
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
ア
ン
ケ

ー
ト
か
ら
得
ら
れ
る
回
答
は
、
ほ
ぼ

﹁
今
の
日
本
の
水
意
識
﹂
を
表
し
て
い

る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

こ
う
い
っ
た
調
査
が
継
続
し
て
行
な

わ
れ
て
い
る
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
も
公
開
さ
れ
て
い

る
デ
ー
タ
を
使
っ
て
、
解
説
記
事
に
引

用
さ
れ
る
例
も
増
え
て
い
る
。
こ
う
し

た
記
事
を
き
っ
か
け
に
、
水
に
対
す
る

関
心
が
高
ま
る
こ
と
は
、
当
セ
ン
タ
ー

と
し
て
も
大
変
う
れ
し
い
こ
と
だ
。

そ
の
13
年
間
の
デ
ー
タ
を
通
し
で
改

め
て
見
直
し
、
世
相
を
反
映
し
た
結
果

か
ら
当
時
の
出
来
事
を
思
い
返
し
て
み

た
り
、
13
年
間
不
動
の
地
位
に
あ
る
結

果
に
水
へ
の
深
層
心
理
を
見
出
し
た
り

で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。

質
問
項
目
の
中
に
も
、
変
わ
っ
た
も

の
と
変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ

は
世
相
と
連
動
さ
せ
て
旬
な
項
目
を
提

供
し
よ
う
考
え
て
き
た
こ
と
、
ま
た
当

セ
ン
タ
ー
が
新
し
い
視
点
を
見
つ
け
た

こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
。

今
号
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
変

化
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
さ

ま
ざ
ま
な
立
場
の
方
に
コ
メ
ン
ト
を
い

た
だ
こ
う
と
思
う
。
い
ろ
い
ろ
な
角
度

か
ら
物
事
を
見
る
こ
と
で
、
自
分
と
違

っ
た
視
点
が
発
見
で
き
た
ら
面
白
い
。

ま
ず
は
、
本
論
に
入
る
前
の
準
備
体

操
と
し
て
﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
意
識

調
査
﹂
13
年
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
か
ら
始
め

よ
う
。

水にかかわる

生活意識調査13年

暮らしの中の

水とのつきあい方と

心を探った

地
球
の
将
来
は

20
歳
代
男
性
が
握
っ
て
い
る

﹁
地
球
温
暖
化
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
た

め
に
、
い
く
ら
ま
で
な
ら
払
い
ま
す

か
？
﹂
と
い
う
の
は
、
２
０
０
７
年
か

ら
新
た
に
加
わ
っ
た
質
問
。
金
額
を
書

い
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
平
均
額

は
約
２
０
４
８
円
と
い
う
想
像
以
上
の

高
額
に
な
っ
た
。

さ
て
、
詳
細
な
集
計
デ
ー
タ
を
見
て

い
く
と
１
万
円
以
上
と
答
え
た
人
が

５
・
９
％
も
い
る
。
そ
の
多
く
は
、
20

歳
代
男
性
。
金
銭
感
覚
の
問
題
も
あ
る

だ
ろ
う
か
ら
、
手
放
し
で
喜
べ
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
地
球
温
暖
化
へ
の
関

心
が
高
い
こ
と
の
表
れ
と
読
む
こ
と
は

で
き
る
。

逆
に
０
円
と
答
え
た
人
の
割
合
も

５
・
９
％
で
、
こ
れ
も
20
歳
代
男
性
が

最
多
。
地
球
環
境
の
将
来
は
、
ど
う
や

ら
20
歳
代
男
性
の
肩
に
か
か
っ
て
い
る

よ
う
だ
。

http://www.mizu.gr.jp/kekka/index.html
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排
水
の
行
方
に
は
無
頓
着

節
水
に
対
す
る
意
識
は
、
調
査
を
始

め
た
当
初
か
ら
高
か
っ
た
が
、
近
年
の

環
境
意
識
の
高
ま
り
に
つ
れ
て
、
い
っ

そ
う
向
上
し
、
69
・
６
％
に
達
し
て
い

る
︵
２
０
０
７
年
︶
。
す
で
に
個
人
の

努
力
範
囲
を
越
え
、
洗
濯
機
な
ど
の
家

電
製
品
や
水
洗
ト
イ
レ
の
洗
浄
水
な
ど
、

家
庭
用
品
を
供
給
す
る
各
メ
ー
カ
ー
は

節
水
に
対
し
て
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
節
水
は
、
も
は
や
単
な
る
謳
い
文

句
の
域
を
越
え
、
日
常
的
で
当
た
り
前

の
行
為
に
達
し
た
感
が
あ
る
。

水
を
有
難
い
と
感
じ
、
大
切
に
使
う

気
持
ち
は
、
と
て
も
尊
い
も
の
だ
。

反
面
、
使
っ
た
水
が
ど
こ
に
行
く
の

か
﹁
排
水
先
を
知
っ
て
い
る
﹂
と
答
え

た
人
の
割
合
が
38
・
１
％
︵
１
９
９
５

年
︶
か
ら
23
・
９
％
と
︵
２
０
０
７
年
︶

大
き
く
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
の
は
気
が
か

り
な
数
字
で
あ
る
。

私
た
ち
は
つ
い
上
水
道
の
質
ば
か
り

を
気
に
し
が
ち
だ
が
、
健
全
な
水
循
環

に
と
っ
て
、
水
の
供
給
と
排
水
を
セ
ッ

ト
で
考
え
る
こ
と
は
欠
か
せ
な
い
視
点

で
あ
る
。

排
水
の
行
方
に
も
、
も
っ
と
関
心
を

持
っ
て
い
き
た
い
も
の
だ
。

﹁
お
い
し
く
な
い
﹂
は
減
っ
た

私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
で
、
大
切
な

存
在
で
あ
る
水
道
水
。
そ
の
水
道
水
に

関
す
る
質
問
は
、
１
９
９
５
年
開
始
当

初
か
ら
続
け
ら
れ
て
い
る
。

水
道
水
に
つ
け
ら
れ
た
10
点
満
点
の

点
数
は
、
５
・
７
点
か
ら
７
・
１
点
に

大
幅
ア
ッ
プ
。
開
始
当
初
は
５
・
０
点

と
い
う
最
低
得
点
だ
っ
た
大
阪
圏
は
、

２
０
０
７
年
に
は
７
・
１
点
を
マ
ー
ク

し
、
７
・
５
点
を
つ
け
た
中
京
圏
に
迫

る
勢
い
だ
。
同
時
に
、
水
道
水
へ
の
不

満
の
ト
ッ
プ
だ
っ
た
﹁
お
い
し
く
な
い
﹂

と
い
う
評
価
も
、
ぐ
っ
と
減
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
飲
料
水
に
ミ
ネ
ラ
ル
ウ

ォ
ー
タ
ー
を
選
ぶ
と
い
う
人
は
、
８
・

９
％
︵
２
０
０
２
年
︶
か
ら
13
・
８
％

︵
２
０
０
７
年
︶
と
わ
ず
か
な
が
ら
増

え
続
け
て
い
る
し
、
飲
用
に
使
う
水
は

浄
水
器
を
通
し
た
水
と
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ

ー
タ
ー
を
合
わ
せ
る
と
58
・
９
％
に
も

上
る
︵
２
０
０
７
年
︶。

﹁
お
い
し
く
な
い
、
と
い
う
不
満
は

減
っ
た
。
で
も
水
道
水
を
そ
の
ま
ま
で

は
飲
ま
な
い
﹂
と
い
う
理
由
は
、
な
ん

だ
ろ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
塩
素
投
入

が
増
え
た
こ
と
な
ど
、
安
全
面
へ
の
不

安
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
命
を
支
え
る
水
に

﹁
安
全
﹂
と
﹁
安
心
﹂
を
求
め
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
お
い
し
い
と
思
う
水
の

ト
ッ
プ
は
断
然
﹁
渓
流
の
水
﹂
で
、
ミ

ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
大
き
く
引
き
離

し
、
４
割
強
の
人
か
ら
常
に
支
持
を
受

け
て
い
る
。

渓
流
の
水
は
、
も
し
か
す
る
と
大
腸

菌
で
汚
染
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
上
流
に
ゴ
ル
フ
場
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
﹁
安
全
﹂
と
﹁
安
心
﹂
か
ら

い
っ
た
ら
、
生
産
管
理
の
態
勢
が
整
っ

て
い
て
ボ
ト
ル
詰
め
さ
れ
た
ミ
ネ
ラ
ル

ウ
ォ
ー
タ
ー
の
ほ
う
が
ポ
イ
ン
ト
が
高

い
は
ず
な
の
に
、
実
際
に
は
渓
流
に
軍

配
が
上
が
る
。
人
が
水
に
求
め
る
も
の

は
、
奥
深
く
て
見
え
に
く
い
。
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ビ
ー
ル
党
の
日
本
酒
び
い
き

﹁
水
と
か
か
わ
り
の
深
い
日
本
文
化
と

い
え
ば
？
﹂
と
い
う
問
い
に
、
56
・

９
％
の
人
が
﹁
酒
造
り
﹂
と
答
え
て
い

る
。
酒
場
で
銘
酒
を
楽
し
む
の
は
飲
ん

べ
え
に
は
堪
ら
ぬ
ひ
と
と
き
だ
が
、
実

は
三
大
都
市
圏
で
は
日
本
酒
党
よ
り
ビ

ー
ル
・
発
泡
酒
党
の
ほ
う
が
多
い
。

日
本
酒
の
製
成
量
は
１
９
９
５
年

︵
平
成
７
︶
の
98
万
s
か
ら
２
０
０
５

年
︵
平
成
17
︶
に
は
49
万
９
０
０
０
s

と
ほ
ぼ
半
減
し
て
い
る
。

一
方
ビ
ー
ル
も
６
７
９
万
７
０
０
０

s
か
ら
３
６
５
万
s
で
や
は
り
ほ
ぼ
半

減
。
と
こ
ろ
が
発
泡
酒
と
ビ
ー
ル
風
味

の
第
３
の
ビ
ー
ル
︵
統
計
で
は
雑
酒
に

分
類
︶
は
、
21
万
１
４
６
２
s
か
ら
２

７
３
万
６
９
６
９
s
へ
と
大
幅
な
伸
び

を
見
せ
て
い
る
︵
国
税
庁
﹃
酒
の
し
お

り
﹄
２
０
０
７
︶
。
味
よ
り
価
格
、
と

い
う
の
が
最
近
の
飲
ん
べ
え
の
フ
ト
コ

ロ
事
情
な
の
だ
。
日
本
酒
の
１
人
あ
た

り
年
間
消
費
量
第
２
位
の
秋
田
県
で
さ

え
、
若
者
の
日
本
酒
離
れ
が
進
ん
で
い

る
と
い
う
調
査
結
果
も
あ
る
︵
秋
田
銀

行
秋
田
経
済
研
究
所
︶。

日
本
酒
や
焼
酎
に
は
土
地
に
縁
の
あ

る
地
域
密
着
型
の
酒
蔵
が
、
そ
れ
こ
そ

無
数
に
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
味
の

差
を
楽
し
む
こ
と
が
、
日
本
酒
文
化
を

愛
で
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

一
方
ビ
ー
ル
の
場
合
は
、
大
手
４
社

体
制
の
ま
ま
推
移
し
、
地
ビ
ー
ル
が
解

禁
さ
れ
た
１
９
９
４
年
︵
平
成
６
︶
以

降
は
、
地
ビ
ー
ル
工
場
が
各
地
に
こ
ぞ

っ
て
設
立
さ
れ
た
。
一
時
の
ブ
ー
ム
は

沈
静
化
し
た
と
は
い
え
、
現
在
、
日
本

地
ビ
ー
ル
協
会
に
登
録
さ
れ
て
い
る
銘

柄
は
全
国
で
２
６
２
に
達
し
て
い
る
。

ま
た
﹁
水
と
か
か
わ
り
の
深
い
日
本

文
化
と
い
え
ば
？
﹂
の
次
点
に
は
、

﹁
稲
作
﹂
と
回
答
し
た
人
が
48
・
８
％

に
上
る
。
こ
れ
も
２
０
０
７
年
現
在
、

日
本
の
農
業
従
事
者
は
１
０
０
人
に
５

人
と
低
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
い
支

持
を
集
め
て
い
る
。
た
と
え
日
頃
の
生

活
か
ら
遠
く
な
っ
て
も
、
﹁
酒
造
り
﹂

と
﹁
稲
作
﹂
に
は
、
日
本
の
水
文
化
を

感
じ
さ
せ
る
何
か
が
あ
る
よ
う
だ
。

よ
い
子
は
川
で
遊
ば
な
い
？

水
と
親
し
ん
だ
経
験
の
有
無
は
ど
う

変
化
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

﹁
プ
ー
ル
以
外
で
泳
い
だ
こ
と
が
あ
る
﹂

と
答
え
た
人
の
合
計
は
76
・
１
％
︵
２

０
０
７
年
︶。

﹁
思
い
出
の
水
辺
の
遊
び
を
ど
こ
で
し

た
か
﹂
と
い
う
質
問
に
は
、
20
歳
代
、

30
歳
代
で
は
海
の
ほ
う
が
川
よ
り
も
多

い
の
に
対
し
、
50
歳
以
上
で
は
そ
れ
が

逆
転
す
る
。
つ
ま
り
、
50
歳
以
上
は
海

水
浴
よ
り
川
遊
び
の
ほ
う
が
多
か
っ
た

世
代
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
た
50
歳
以
上
の
人
に
、
﹁
そ
の
遊

び
を
い
つ
ご
ろ
し
ま
し
た
か
？
﹂
と
聞

い
た
と
こ
ろ
、
10
〜
11
歳
と
い
う
答
え

が
男
女
と
も
に
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。

10
歳
だ
っ
た
時
点
を
考
え
る
と
、
50

歳
の
人
で
１
９
６
７
年
、
70
歳
の
人
で

１
９
４
８
年
だ
。
四
大
公
害
病
で
あ
る

イ
タ
イ
イ
タ
イ
病
が
１
９
５
５
年
、
水

俣
病
が
１
９
５
６
年
、
第
二
水
俣
病
が

１
９
６
５
年
、
四
日
市
ぜ
ん
そ
く
が
１

９
６
０
年
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
敗
戦
の
年
に
生
ま
れ
た
今
年
62

歳
の
人
た
ち
が
、
川
で
泳
い
だ
最
後
の

世
代
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

﹁
よ
い
子
は
川
で
遊
ば
な
い
﹂
と
い
う

看
板
が
立
て
ら
れ
た
川
を
見
か
け
る
こ

と
す
ら
あ
る
現
在
、
そ
の
世
代
の
人
た

ち
が
経
験
し
た
楽
し
い
川
遊
び
は
、
は

る
か
遠
い
昔
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

き
れ
い
な
川
が
復
活
し
た
ら
、
子
供

た
ち
は
川
に
返
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
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身
近
な
川
よ
り
生
物
多
様
性
が

里
川
の
条
件

当
セ
ン
タ
ー
が
、
２
０
０
３
年
10
月

発
行
の
﹃
水
の
文
化
15
号
　
里
川
の
構

想
﹄
で
、
﹁
里
川
﹂
と
い
う
言
葉
と
概

念
を
提
唱
し
て
か
ら
丸
４
年
。
２
０
０

６
年
に
は
﹃
里
川
の
可
能
性
　
利
水
・

治
水
・
守
水
を
共
有
す
る
﹄︵
新
曜
社
︶

を
出
版
し
た
。

里
川
の
イ
メ
ー
ジ
で
一
番
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
清
ら
か
な
水
が
流
れ

る
川
で
57
・
８
％
。
２
位
も
、
生
き
物

が
た
く
さ
ん
棲
ん
で
い
る
川
で
53
・

３
％
。
３
位
に
や
っ
と
、
身
近
に
感
じ

ら
れ
る
川
36
・
１
％
が
登
場
す
る
。

我
々
が
提
言
し
て
い
る
里
川
は
、
地
域

密
着
型
の
身
近
な
川
な
の
だ
が
、
残
念

な
が
ら
ま
だ
そ
の
概
念
は
一
般
に
は
浸

透
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。

実
際
に
里
川
と
思
う
川
の
名
前
を
書

い
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
四
万
十
川
が

断
然
ト
ッ
プ
で
10
・
４
％
、
木
曽
川

５
・
９
％
、
多
摩
川
５
・
０
％
と
続
く

こ
と
か
ら
も
身
近
な
川
と
い
う
概
念
と

は
遠
い
。
﹁
プ
ー
ル
以
外
で
泳
い
だ
こ

と
が
あ
る
﹂
と
答
え
た
人
の
合
計
は

76
・
１
％
だ
が
、
自
分
の
子
供
や
孫
の

代
に
な
る
と
28
・
４
％
︵
す
べ
て
２
０

０
７
年
︶
と
激
減
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、

今
の
日
本
の
川
は
ど
う
や
ら
身
近
に
親

し
む
存
在
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
清
流
で
あ
る
こ
と
も
、

生
物
多
様
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
大
切
だ
が
、
水
辺
で
夕
暮
れ
を
楽
し

む
た
め
に
も
、
川
が
も
っ
と
身
近
な
存

在
に
な
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
。

し
か
し
そ
ん
な
思
い
に
反
し
て
、

﹁
水
辺
で
は
夕
陽
が
沈
む
様
子
を
眺
め

た
い
﹂
と
い
う
人
が
57
・
０
％
︵
１
９

９
５
年
︶
か
ら
42
・
４
％
︵
２
０
０
７

年
︶
に
減
り
、﹁
景
観
を
楽
し
み
た
い
﹂、

﹁
散
歩
を
楽
し
み
た
い
﹂
と
い
う
人
も

軒
並
み
16
％
以
上
減
少
し
て
い
る
結
果

に
は
寂
し
い
も
の
を
感
じ
る
。

忙
し
い
の
が
原
因
な
の
だ
ろ
う
か
。

ち
ょ
っ
と
心
配
な
状
態
で
あ
る
。

台
風
、
水
不
足
、
雨
に
よ
る
浸

水
が
不
安
に
感
じ
る

水
の
災
害
の
ワ
ー
ス
ト
３

水
に
は
暮
ら
し
や
命
を
支
え
、
作
物

を
育
て
て
く
れ
る
正
の
側
面
と
、
災
害

と
い
う
負
の
側
面
が
あ
る
。

水
を
効
率
よ
く
利
用
す
る
と
い
う
正

の
側
面
が
、
上
下
水
道
な
ど
の
イ
ン
フ

ラ
整
備
で
進
め
ら
れ
て
き
た
の
と
同
様

に
、
人
の
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に
災

害
へ
の
対
策
も
積
極
的
に
行
な
わ
れ
て

き
た
。

そ
の
結
果
、
自
分
の
身
に
水
の
災
害

が
降
り
か
か
る
可
能
性
は
低
く
な
っ
た
、

と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
の
安
全
神
話
を
崩
し
た
の
が
１
９
９

５
年
︵
平
成
７
︶
１
月
17
日
午
前
５
時

46
分
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
あ
る
。

不
安
に
感
じ
る
水
の
災
害
は
台
風
が

67
・
８
％
、
水
不
足
57
・
８
％
、
雨
に

よ
る
浸
水
47
・
４
％
︵
す
べ
て
２
０
０

７
年
︶
の
順
だ
が
、
地
震
は
上
下
水
道

の
断
絶
と
い
う
思
わ
ぬ
形
で
、
被
災
者

に
深
刻
な
水
不
足
を
も
た
ら
し
た
。

電
動
ポ
ン
プ
と
給
配
水
管
に
頼
る
上

下
水
道
の
脆
弱
さ
が
、
﹁
渇
水
で
な
い

の
に
水
不
足
﹂
と
い
う
想
定
外
の
結
果

を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

﹁
水
不
足
の
不
安
を
感
じ
て
い
る
﹂

と
い
う
回
答
は
、
63
・
４
％
︵
２
０
０

４
年
︶
か
ら
57
・
８
％
︵
２
０
０
７
年
︶

へ
と
わ
ず
か
な
が
ら
減
少
し
て
い
る
。

同
じ
失
敗
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に

も
、
災
害
に
強
い
都
市
を
つ
く
る
た
め

の
対
策
を
、
今
、
講
じ
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
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世帯

企業
（300 人以上）

3.3% / 96 年

11.7%

97.6%

11.0%
世帯

80.0%

※

1995
（平成 7）

1996
（平成 8）

1997
（平成 9）

1998
（平成 10）

1999
（平成 11）

2000
（平成 12）

2001
（平成 13）

地
震
・
噴
火

事
件
・
事
故

気
象

そ
の
他

水
・
環
境

国
際
会
議

兵
庫
県
南
部
地
震

（
阪
神
・
淡
路
大
震
災
）

死
者
６
４
３
４
名
に
の
ぼ
る
。

こ
れ
を
機
に
水
道
の
脆
さ
が
認
識
さ

れ
、雨
水
利
用
の
動
き
も
広
が
っ
た
。

1
月
17
日

長
良
川
河
口
堰
本
格
運
用
開
始

＝
三
重
県
桑
名
市

治
水
や
環
境
影
響
を
巡
り
大
き
な
論
争
を
生
み
、各

メ
デ
ィ
ア
で
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

5
月
23
日

O
1
5
7
に
よ
る
食
中
毒
発
生

＝
大
阪
府
堺
市

学
校
給
食
に
よ
る
学
童
の
集
団
感
染
。

こ
の
年
の
患
者
数
９
３
４
６
名
、死
者
11
名
。 7

月
13
日

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
成
立（
N
P
O
法
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
民
間
の
非
営
利
団
体
に
法

人
格
取
得
を
容
易
に
す
る
た
め
の
法
律
。

3
月
19
日

諫
早
湾
干
拓
事
業
で
潮
受
堤
防
閉
鎖

＝
長
崎
県

長
良
川
河
口
堰
問
題
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
り
有
明

海
全
体
に
及
ぶ
環
境
保
全
上
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
。

4
月
14
日

水
俣
湾
安
全
宣
言
＝
熊
本
県

熊
本
県
の
水
銀
ヘ
ド
ロ
除
去
事
業
に
よ
り
、国
の
定

め
た
魚
介
類
の
水
銀
濃
度
が
低
下
し
た
の
を
う
け
、

漁
協
も
湾
内
の
操
業
自
主
規
制
を
解
除
し
た
。

7
月
29
日

「
京
都
議
定
書
」採
択

＝
京
都
府

温
室
効
果
ガ
ス
の
各
国
に
対
す
る

排
出
削
減
義
務
な
ど
を
定
め
た
議

定
書
。 

第
３
気
候
変
動
枠
組
条
約

締
約
国
会
議
に
お
い
て
。

12
月
11
日

米
国

「
京
都
議
定
書
」離
脱

自
国
経
済
に
悪
影
響
を

与
え
る
と
の
理
由
。

3
月
28
日

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
本
格
施
行

小
売
店
に
収
集
・
運
搬
を
、家
電
メ
ー
カ
ー
に
リ
サ

イ
ク
ル
を
、消
費
者
に
は
費
用
負
担
を
義
務
付
け
。

4
月
1
日

森
林
林
業
基
本
法
成
立

水
源
涵
養
等「
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
」等
が

目
的
に
加
え
ら
れ
た
。

6
月
29
日

ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
拡
大

東
京
や
名
古
屋
な
ど
大
都
市
部
で
。環
境
省
8
月
9
日

矢
作
川
河
口
堰
計
画
休
止
＝
環
境
庁

平
成
12
年
11
月
に
事
業
中
止
が
決
定
さ
れ
、平
成
17
年

5
月
に
基
本
計
画
は
廃
止
さ
れ
た
。

8
月
14
日

藤
前
干
潟
の
埋
め
立
て
を
断
念

＝
愛
知
県
名
古
屋
市

日
本
最
大
級
の
シ
ギ
、チ
ド
リ
類
の
飛
来
地
と
し
て

国
際
的
に
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
干
潟
。

1
月
25
日

大
規
模
な
苑
池
遺
構
を
発
掘

＝
奈
良
県
飛
鳥
京
跡

池
の
中
に
は
噴
水
施
設
や
中
島
が
築
か
れ
、水
位
を

調
節
す
る
た
め
の
木
樋
や
水
路
が
付
い
た
流
水
施
設
。

6
月
14
日

玄
倉
川
水
難
事
故

＝
神
奈
川
県
山
北
町

中
洲
で
キ
ャ
ン
プ
し
て
い
た
18
名
が
濁
流
に

の
み
こ
ま
れ
、う
ち
13
名
が
亡
く
な
っ
た
。

8
月
14
日

中
海
干
拓
事
業
中
止
を
決
定
＝
島
根
県

国
の
公
共
事
業
見
直
し
で
淡
水
化
事
業
は「
無
駄
な

公
共
事
業
」の
象
徴
と
な
っ
て
い
た
。

8
月
17
日

三
宅
島
大
噴
火

鳥
取
県
西
部
地
震

有
珠
山
噴
火

島
民
全
島
避
難
。

8
月
18
日

3
月
24
日

3
月
24
日

10
月
6
日

停
滞
前
線

台
風
14
・
15
・
17
号

東
海
地
方
で
記
録
的
な
大
雨
、約
７
万
棟
が
浸
水
。

名
古
屋
市
で
は
約
３
万
棟
が
浸
水
し
、

都
市
水
害
対
策
の
緊
急
性
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。

第
8
回
世
界
湖
沼
会
議

＝
デ
ン
マ
ー
ク
・

　
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン

第
7
回
世
界
湖
沼
会
議

＝
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・

　
ラ
カ
ー
ル
湖
畔

第
２
回

世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム

＝
オ
ラ
ン
ダ
・
ハ
ー
グ

第
１
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム

＝
モ
ロ
ッ
コ
・
マ
ラ
ケ
シ
ュ

東
京
の
熱
帯
夜
日
数
46
日

平
成
６
年
の
列
島
渇
水
時
に
次
ぐ
２
番
目
の
記
録
。

I
P
C
C

第
二
次
評
価
報
告
書

I
P
C
C

第
三
次
評
価
報
告
書

住
家
全
壊 435

、半
壊 3,101

な
ど

狂
牛
病
発
生
＝
千
葉
県

消
費
者
不
安
が
広
が
る
。

9
月
10
日

多
数
の
河
川
で
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

を
検
出
＝
環
境
省

環
境
省
が
10
地
域
の
河
川
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

４
地
域
で
環
境
基
準
レ
ベ
ル
を
超
え
て
い
た
。

8
月
25
日

電
力
自
由
化

カ
メ
ラ
付
き
携
帯
電
話
が
発
売

既
存
電
力
会
社
以
外
で
も
自
由
に
売
買
で
き
る
よ
う
に
。

食
器
洗
い
乾
燥
機
、生
ゴ
ミ
処
理
機
、I
H
調
理
器

3
月
21
日

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
制
定

携
帯
電
話
か
ら
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
開
始

阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

掲
示
板
が
、被
災
者
の
情
報
交
換
に
役
立
つ

そ
れ
ま
で
の
生
産
者
中
心
の
内
容
に
、国
民
へ
の
食

料
供
給
と
い
う
新
た
な
視
点
が
加
わ
っ
た
。

7
月
16
日

台
風
４
号
　
記
録
的
な
豪
雨

＝
栃
木
県
・
福
島
県

三
重
県
上
野
で
最
大
瞬
間
風
速56.4m

/s

。

住
家
全
壊
・
半
壊
１
２
０
８
棟
、

一
部
損
壊
約
４
万
９
千
棟
。

広
島
県
で
は
土
石
流
、が
け
崩
れ
な
ど
に
よ
り

31
名
が
死
亡
し
た
ほ
か
、Ｊ
Ｒ
博
多
駅
近
く
で
は

地
下
街
に
濁
流
が
流
れ
込
み
１
名
が
死
亡
し
た
。

南
西
諸
島
・
九
州
・
中
国
・
中
部
地
方
で
被
害
報
告
。

死
者
31
名
、負
傷
者
１
２
１
１
名
、

住
家
全
壊
３
４
３
棟
、半
壊
３
６
２
９
棟
、

一
部
損
壊
約
10
万
７
千
棟
、浸
水
約
２
万
棟

鹿
児
島
県
出
水
市
で
は
大
規
模
な
土
石
流
が

発
生
し
21
人
が
死
亡
し
た
。

8
月
26
日
〜
31
日

9
月
20
日
〜
23
日

9
月
21
日
〜
25
日

9
月
8
日
〜
17
日

6
月
23
日
〜
7
月
3
日

7
月
1
日
〜
17
日

環
境
ホ
ル
モ
ン
に
関
す
る
汚
染

全
国
実
態
調
査
＝
環
境
庁

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
、環
境
ホ
ル
モ
ン
汚
染
が
問
題
に
。

5
月
7
日

長
野
冬
季
五
輪

開
催
決
定
に
伴
い
、長
野
新
幹
線
は
在
来
線
を
活
用

す
る
計
画
か
ら
専
用
路
線
を
建
設
す
る
計
画
に
変
更
。

2
月
7
日
〜
22
日

改
正
河
川
法
成
立

河
川
管
理
の
目
的
で
あ
る「
治
水
」と「
利
水
」に
、「
河
川
環
境
」

（
水
質
、景
観
、生
態
系
等
）の
整
備
保
全
が
加
え
ら
れ
た
。

5
月
28
日

ナ
ホ
ト
カ
号
重
油
流
出
事
故

＝
島
根
県
隠
岐
島
沖

日
本
海
沿
岸
の
10
府
県
に
お
よ
ぶ

海
岸
に
漂
着
し
、環
境
お
よ
び

人
間
活
動
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
。

1
月
2
日

2
4
時
間
風
呂
メ
ー
カ
ー
に

対
し
安
全
対
策
を
指
示
＝
通
産
省

レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
に
対
す
る
関
心
が

急
激
に
高
ま
っ
た
。

12
月
18
日

第
６
回
世
界
湖
沼

会
議
＝
茨
城
県

「
人
と
湖
沼
の
調
和
」―

持
続
可
能
な

湖
沼
と
貯
水
池
の
利
用
を
め
ざ
し
て

10
月
23
日

食
糧
法
の
施
行

食
管
制
度
が
廃
止
さ
れ
米
販
売
が
自
由
化
さ
れ
た
。

11
月
1
日

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
成
立

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど
の
再
利
用
化
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。 6
月
16
日

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
施
行

コ
ン
ビ
ニ
で
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
回
収
箱
が
義
務
化
。

4
月
1
日

「
水
の
郷
百
選
」＝
国
土
交
通
省

水
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
優
れ
た
成
果
を
上
げ

て
い
る
１
０
７
地
域
を
認
定
。

3
月
22
日

芸
予
地
震

台
風
８
・
７
号

梅
雨
前
線
、低
気
圧

台
風
18
号

梅
雨
前
線
、低
気
圧

家
電
新
御
三
家

こ
の
こ
ろ
埼
玉
県
越
生
町
の
浄
水
場
で
病
原

性
原
虫
ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
が
混
入
し

８
７
０
５
名
が
集
団
感
染
。

こ
の
こ
ろ
抗
菌
剤
の
売
れ
行
き
が
増
加
、

緑
茶
が
抗
菌
作
用
が
あ
る
と
人
気
に
。

那
珂
川
流
域
お
よ
び
阿
武
隈
川
流
域
に
大
き
な

洪
水
災
害
が
発
生
。死
者
・
行
方
不
明
者
22 

人
。

13
年
間
の
水
に
か
か
わ
る
　
主
な
出
来
事
　
１
９
９
５ 

〜 

２
０
０
７
　
　
編
集
部
調
べ
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86.8%

98.3%

2002
（平成 14）

2003
（平成 15）

2004
（平成 16）

2005
（平成 17）

2006
（平成 18）

2007
（平成 19）

高
速
通
信
網
が
整
備
さ
れ
る
。

米
同
時
多
発
テ
ロ

事
件
後
、米
国
は
対
テ
ロ

戦
争
に
突
入
す
る
。

9
月
11
日

三
番
瀬
埋
め
立
て
計
画
を
撤
回

＝
千
葉
県

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
湾
の
保
全
方
法
な
ど
を
参
考
に

再
生
計
画
を
策
定
す
る
方
針
を
打
ち
出
す
。

9
月
26
日

第
9
回
世
界
湖
沼

会
議
＝
滋
賀
県

第
11
回
世
界
湖
沼
会
議

＝
ケ
ニ
ア
・
ナ
イ
ロ
ビ

第
10
回
世
界
湖
沼
会
議

＝
米
国
・
シ
カ
ゴ

「
沼
を
め
ぐ
る
命
と
い
と
な
み
へ
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」―

地
球
淡
水

資
源
の
保
全
と
回
復
の
実
現
に
向
け
て

11
月
11
日

貴
船
神
社
で
降
雨
の
祈
願
神
事

＝
京
都
府

「
貴
船
プ
レ
・
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
」で
約
千
年
ぶ
り
に
再
現
。

4
月
29
日

エ
ル
ベ
川
・

ド
ナ
ウ
川
な
ど
で

洪
水
被
害
＝
中
東
欧

従
来
の
治
水
計
画
の
規
模
を
超
え
る

歴
史
的
な
大
災
害
と
な
っ
た
。

欧
州
各
地
で
水
害
が
発
生
。

8
月
1
日
〜
13
日

7
月
12
日
〜
14
日

10
月
18
日
〜
21
日

7
月
17
日
〜
18
日

ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
グ
・

サ
ミ
ッ
ト
＝
南
ア
フ
リ
カ

持
続
可
能
な
開
発
に
関
す
る

世
界
首
脳
会
議
。

8
月
26
日

琵
琶
湖
の
レ
ジ
ャ
ー
利
用
適
正
化
条
例

可
決
＝
滋
賀
県

外
来
魚
を
琵
琶
湖
に
再
放
流
す
る
こ
と
を
禁
止
。

10
月
16
日

「
コ
メ
政
策
大
綱
」を
発
表
＝
農
水
省

30
年
以
上
続
い
た
減
反
政
策
の
縮
小
を
打
ち
出
し
た
。
12
月
3
日

荒
瀬
ダ
ム
の
撤
去
を
表
明
＝
熊
本
県

球
磨
川
最
下
流
の
ダ
ム
。

12
月
10
日

自
然
再
生
推
進
法
施
行
＝
熊
本
県

開
発
で
損
な
わ
れ
た
河
川
、湿
原
、干
潟
、里
山
な

ど
の
自
然
環
境
復
元
を
目
的
と
し
た
法
律
。

1
月
1
日

第
１
回
目
の
打
ち
水
大
作
戦

翌
年
か
ら
規
模
を
全
国
に
拡
大
し
、毎
年
開
催
。

8
月
25
日

第
3
回

世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム

＝
京
都
府

第
４
回

世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム

＝
メ
キ
シ
コ

世
界
の
重
大
な
水
問
題
を
討
議
す
る

た
め
に
、Ｗ
Ｗ
Ｃ（
世
界
水
会
議
）が

主
催
す
る
会
議
。

3
月
16
日
〜
23
日

3
月
16
日
〜
23
日

7
月
15
日
〜
24
日

9
月
15
日
〜
20
日

10
月
4
日
〜
9
日

全
国
初
の
森
林
環
境
税
が
議
決
＝
高
知
県

水
源
と
し
て
の
森
林
維
持
や
災
害
防
止
を
目
的
と
し
て
。 3
月
17
日

環
境
教
育
推
進
法
が
成
立

学
校
、企
業
、N
G
O
な
ど
の
取
り
組
み
を
国
が
支
援
。

7
月
18
日

台
風
23
号

徳
島
県
で
日
降
水
量
１
３
１
７
㎜
。

東
京
の
真
夏
日
が
過
去
最
多
70
日

7
月
新
潟
・
福
島
豪
雨

7
月
福
井
豪
雨

死
者
、行
方
不
明
者
98
名
に
達
す
る
甚
大
な
被
害
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
記
録
を
上
回
る
。（
四
国
電
力
）

新
潟
県
中
越
地
方
や
福
島
県
会
津
地
方
で
記
録
的
な

大
雨
。五
十
嵐
川
や
刈
谷
田
川
で
は
、相
次
い
で
堤
防

が
決
壊
し
、多
数
の
浸
水
害
が
発
生
し
た
。

4
月
〜
9
月

夏
の
低
温
と
日
照
不
足

4
月
か
ら
8
月
に
か
け
て
九
州
地
方
〜
関
東
甲
信

地
方
を
中
心
に
寡
照
傾
向
が
続
い
た
。

北
日
本
の
寡
照
傾
向
は
9
月
も
続
い
た
。

農
作
物
被
害
３
９
３
８
億
円

被
害
地
域
：
北
海
道
〜
九
州
地
方

（
農
林
水
産
省
統
計
部
資
料
）

福
井
県
美
山
で
は
１
日
で
平
年
の
月
降
水
量
を

上
回
る
降
水
量
。

ス
マ
ト
ラ
沖
地
震

＝
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

大
津
波
が
発
生
。死
者
12
万
超
。

12
月
26
日

福
岡
県
西
方
沖
地
震

＝
福
岡
県

比
較
的
地
震
の
少
な
い
地
域
で
の

大
き
な
地
震
。

3
月
20
日

愛
・
地
球
博
開
幕
＝
愛
知
県

閉
幕
ま
で
に
約
２
２
０
０
万
人
が
入
場
。

3
月
25
日

5
月
24
日

7
月
31
日

ク
ー
ル
・
ビ
ズ
始
ま
る
＝
中
央
省
庁

夏
場
の
軽
装
に
よ
る
冷
房
の
節
約
が
目
的
。

6
月
1
日

特
定
外
来
生
物
被
害
防
止
法
が
施
行

生
態
系
、人
命
や
健
康
、農
林
水
産
業
に
対
す
る

被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
法
律
。

6
月
1
日

景
観
法
が
施
行

全
国
で
景
観
保
全
の
動
き
が
活
発
に
。

6
月
1
日

知
床
の
世
界
自
然
遺
産
登
録
＝
北
海
道

日
本
で
３
番
目
の
自
然
遺
産
。

7
月
14
日

諫
早
湾
干
拓
事
業
工
事
差
し
止
め

取
り
消
し

佐
賀
地
裁
の
差
し
止
め
決
定
を
め
ぐ
り
国
側
の
不
服

申
し
立
て
を
認
め
る
。福
岡
高
裁

宮
城
県
沖
地
震

30
年
前
後
で
同
程
度
の
地
震
が

発
生
す
る
多
発
地
帯
。

8
月
16
日

ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ

＝
米
国

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
に
上
陸
し
、ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の

８
割
が
浸
水
。

8
月
29
日

8
月
1
日

8
月
16
日

台
風
14
号
、前
線

死
者
26
名
。こ
の
影
響
で
関
東
地
方
も
豪
雨
。

約
３
０
０
０
軒
が
浸
水
す
る
。

9
月
3
日
〜
8
日

7
月
豪
雨

梅
雨
前
線
に
伴
う
記
録
的
な
豪
雨
。死
者
27
名
。

台
風
13
号

低
気
圧
に
よ
る
暴
風
と
大
雨

埼
玉
県
熊
谷
、岐
阜
県
多
治
見
で

観
測
史
上
最
高
気
温
を
更
新

40
・
9
℃

宮
崎
県
で
は
竜
巻
に
よ
り
死
者
が
発
生
。

全
国
で
死
者
・
行
方
不
明
者
が
50
名

63
の
気
象
官
署
で
、冬
の
平
均
気
温
の
高
い
記
録
を
更
新

4
月
13
日

運
河
の
魅
力
再
発
見
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

８
件
を
国
土
交
通
省
が
認
定
。

I
P
C
C

第
四
次
評
価
報
告
書

I
P
C
C
＝
気
候
変
動
に
関
す
る

政
府
間
パ
ネ
ル

20
湿
地
が
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
に
登
録

国
内
登
録
湿
地
は
33
ヶ
所
と
な
っ
た
。

11
月
8
日

暴
風
雪
に
よ
り
大
停
電
＝
新
潟
県

記
録
的
な
暖
冬

下
越
地
方
を
中
心
に
65
万
世
帯
が
停
電
。

12
月
22
日

新
潟
県
中
越
沖
地
震

能
登
半
島
地
震

柏
崎
刈
羽
原
発
の
変
圧
器
か
ら

火
災
発
生
。

I
A
E
A
の
調
査
を
受
け
入
れ
る
。

住
家
全
壊
６
３
８
、半
壊
１
５
６
３
棟

7
月
16
日

５
５
０
を
超
え
る
合
併
市
町
村
が
誕
生

３
２
０
０
あ
っ
た
市
町
村
は
約
１
８
０
０
に
減
少
。

4
月
1
日

「
防
災
基
本
計
画
」改
訂

震
災
・
風
水
害
の
部
分
に
関
し
て
人
的
・
経
済
的
被

害
を
軽
減
す
る「
減
災
」の
視
点
を
盛
り
込
む
。

7
月
26
日

5
月
16
日

「
京
都
議
定
書
」発
効

ロ
シ
ア
が
批
准
し
た
こ
と
で

発
効
条
件
を
満
た
し
た
。

2
月
16
日

新
潟
県
中
越
地
震

交
通
網
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
分
断
。

死
者
68
名
。

10
月
23
日

9
月
26
日

3
月
25
日

2
月

宍
道
湖
・
中
海
の
淡
水
化
事
業
中
止

＝
島
根
県

１
９
６
３
年
に
着
手
さ
れ
た
が
１
９
８
８
年
か
ら
は
凍
結
。

12
月
2
日

レ
ジ
オ
ネ
ラ
菌
集
団
感
染

＝
宮
崎
県
日
向
市

温
泉
施
設
で
風
呂
の
湯
を
循
環
さ
せ

る
濾
過
器
な
ど
で
菌
が
繁
殖
し
た
の

が
原
因
。

7
月

都
市
再
生
特
別
措
置
法

容
積
率
緩
和
な
ど
市
街
地
開
発
規
制
を
緩
和
し
た
。

4
月
5
日

学
校
完
全
週
５
日
制
開
始

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」本
格
導
入
。

＝
公
立
小
中
高
校

4
月
1
日

長
江
で
禁
漁
開
始
＝
中
国

乱
獲
、水
質
汚
染
、ダ
ム
建
設
に
よ
り
魚
が
激
減
。

4
月
1
日

I
T
国
家
戦
略
と
し
て

「
e-

J
a
p
a
n
戦
略
」を
策
定

十
勝
沖
地
震

ア
ル
・
ゴ
ア
米
国
元
副
大
統
領

に
よ
る「
不
都
合
な
真
実
」

米
国
で
映
画
公
開
。

こ
の
こ
ろ
ト
イ
レ
の
節
水
機
能
に
注
目
し
た

市
場
拡
大
が
始
ま
る
。

夏
、
産
地
で
は
約
４
万
ト
ン
の

野
菜
が
破
棄
さ
れ
た
。

野
菜
価
格
が
暴
落

米
価
格
が
高
騰

プ
ー
ル
排
水
口
に
吸
い
込
ま
れ

女
児
死
亡
＝
埼
玉
県

こ
の
こ
ろ
各
社
緑
茶
飲
料
に
参
入
し
、

市
場
規
模
が
拡
大
。

こ
の
こ
ろ
日
本
山
岳
ガ
イ
ド
協
会
は
里
山
ガ
イ
ド

を
含
む
山
岳
ガ
イ
ド
資
格
認
定
制
を
開
始
。

温
泉
不
祥
事
発
覚

東
京
都
三
宅
村

避
難
指
示
解
除
。

9 水にかかわる生活意識調査 13年
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温
暖
化
防
止
策
は
、
投
資
指
標

地
球
温
暖
化
に
関
す
る
報
道
は
、
今

年
の
初
め
か
ら
急
に
増
え
て
き
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。
そ
ん
な
状
況
下
で
の

調
査
結
果
は
、
興
味
深
い
で
す
ね
。

ま
ず
﹁
温
暖
化
に
対
す
る
意
識
﹂
で

す
が
、
20
代
が
一
番
低
い
の
は
意
外
で

し
た
。
今
の
20
代
は
、
学
校
教
育
の
中

で
、
初
め
て
環
境
問
題
を
体
系
的
に
学

習
し
た
世
代
な
の
で
、
地
球
温
暖
化
へ

の
関
心
も
、
も
っ
と
高
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。

た
だ
、
温
暖
化
の
影
響
は
、
今
す
ぐ

目
に
見
え
る
形
で
や
っ
て
く
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
長
い
ス
パ

ン
で
発
想
し
な
い
と
、
危
機
を
感
じ
に

く
い
問
題
で
す
。
若
い
と
き
は
近
い
将

来
だ
け
に
目
が
向
き
が
ち
な
の
で
、
ま

だ
温
暖
化
に
対
す
る
危
機
意
識
が
薄
い

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
考
え
る
と
、
50
代
の
意
識
が
も

っ
と
も
高
く
、
次
が
40
代
と
い
う
結
果

も
納
得
で
き
ま
す
。
こ
の
年
代
は
子
供

が
い
る
人
も
多
い
の
で
、
子
供
の
未
来

ま
で
考
え
て
、
温
暖
化
を
危
惧
し
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
、
40
代
、
50
代
で
企
業
に

属
し
て
い
る
人
は
、
男
女
を
問
わ
ず
企

業
内
で
も
危
機
意
識
を
感
じ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
企
業
で
は
、
投
資
家
か

ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
非
常
に
強
く
な

温暖化と生活意識

危機感の値段

諸富徹
もろとみとおる

京都大学大学院経済研究科准教授

1968年生まれ。京都大学大学院経済研究科修了。
専攻は財政学、環境経済。2004年から1年間、
ミシガン大学客員研究員。

主な著書に『環境』（岩波書店 2003）、『環境税
の理論と実際』（有斐閣 2000）、『環境税の理論
と実際』（共著日本評論社 1997）他。

「温暖化防止に支払ってもいい金額」を、

環境経済学の視点から

諸富徹さんに読み解いていただいた。

環境税と比べても格段に高額な金額が出た、

その調査結果の背景には、

いったい何があるのだろうか。
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っ
て
き
て
い
ま
す
。
温
暖
化
防
止
策
を

積
極
的
に
講
じ
て
い
る
こ
と
が
、
投
資

の
重
要
な
指
標
に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

こ
の
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
た
の
は
２

０
０
５
年
。
巨
大
な
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ

ト
リ
ー
ナ
が
ア
メ
リ
カ
本
土
を
直
撃
し

た
こ
と
で
﹁
ア
メ
リ
カ
人
の
温
暖
化
危

機
意
識
が
急
に
高
ま
っ
た
﹂
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

ハ
リ
ケ
ー
ン
の
巨
大
化
が
本
当
に
温

暖
化
の
影
響
な
の
か
、
因
果
関
係
の
解

明
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
少
な
く

と
も
温
暖
化
を
楽
観
視
し
て
い
た
人
た

ち
が
﹁
や
っ
ぱ
り
危
な
い
﹂
と
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

保
険
会
社
な
ど
は
昔
か
ら
気
候
変
動

に
敏
感
で
し
た
が
、
カ
ト
リ
ー
ナ
以
降
、

他
業
種
の
企
業
も
温
暖
化
が
も
た
ら
す

損
失
額
を
、
よ
り
深
刻
に
考
え
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
ア
メ
リ
カ
の
流
れ
が
、
日
本
に

も
波
及
し
て
い
る
の
で
す
。
日
本
で
は

銀
行
か
ら
の
借
り
入
れ
で
運
営
し
て
い

る
企
業
が
多
い
の
で
、
ア
メ
リ
カ
ほ
ど

投
資
家
か
ら
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
き
つ

く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も

こ
こ
２
、
３
年
、
日
本
企
業
に
投
資
し

て
い
る
欧
米
の
投
資
家
か
ら
、
温
暖
化

対
策
へ
の
質
問
状
が
矢
の
よ
う
に
寄
せ

ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

実
際
、
日
本
で
も
﹁
温
暖
化
対
策
は

コ
ス
ト
が
か
か
る
が
、
長
期
的
に
は
充

分
リ
タ
ー
ン
す
る
﹂
と
考
え
る
企
業
が

増
え
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
単
に
高
邁
な
精
神
で
﹁
地
球

環
境
を
守
ら
な
け
れ
ば
﹂
と
考
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
温
暖
化
対
策
は
も

は
や
企
業
経
営
の
意
味
か
ら
も
、
意
識

せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
ら
に
、
40
代
、
50
代
の
人
々
は
、

身
近
な
環
境
変
化
も
体
感
し
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
地
元
の
降

雪
量
が
少
な
く
な
っ
た
と
か
、
ヒ
ー
ト

ア
イ
ラ
ン
ド
現
象
が
強
ま
っ
た
と
か
。

こ
れ
ら
は
一
概
に
温
暖
化
の
影
響
だ
け

で
な
く
、
都
市
化
問
題
な
ど
も
含
ん
で

い
る
と
思
い
ま
す
が
、
総
合
的
に
温
暖

化
に
よ
る
変
化
が
顕
在
化
し
て
き
た
と

感
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
ね
。

温
暖
化
防
止
コ
ス
ト

続
い
て
﹁
温
暖
化
防
止
に
払
っ
て
も

い
い
金
額
﹂
で
す
が
、
こ
れ
は
20
代
が

も
っ
と
も
高
く
、
30
代
、
50
代
は
少
な

い
。
危
機
意
識
の
調
査
と
、
矛
盾
し
ま

す
。本

来
こ
の
設
問
は
、
危
機
感
が
ダ
イ

レ
ク
ト
に
表
れ
る
は
ず
の
も
の
で
す
が
、

金
額
で
答
え
る
た
め
、
可
処
分
所
得
を

反
映
す
る
数
字
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
結
果
か
ら
推
測
さ
れ

る
の
は
、
30
代
は
ロ
ー
ン
が
い
ち
ば
ん

き
つ
い
年
代
な
の
か
な
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
環
境
評
価
を
所
得
単
位
で
表
わ

す
と
、
ど
う
し
て
も
背
後
の
個
人
所
得

が
出
て
き
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
、
こ

の
結
果
を
体
系
的
に
解
い
て
い
く
の
は
、

ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
ね
。

た
だ
、
月
額
の
平
均
が
２
０
０
０
円

を
越
し
て
い
る
の
は
、
か
な
り
高
い
と

思
い
ま
す
。
環
境
省
が
２
０
０
５
年
に

提
案
し
た
環
境
税
は
、
ｔ
ー
Ｃ
︵
ト
ン

カ
ー
ボ
ン
︶
当
た
り
２
４
０
０
円
。
こ

れ
を
世
帯
単
位
で
計
算
し
て
み
る
と
月

額
１
８
０
円
前
後
で
す
か
ら
、
比
較
す

る
と
非
常
に
高
い
。

20
以
上
の
県
で
す
で
に
導
入
さ
れ
て

い
る
森
林
税
と
比
べ
て
も
、
か
な
り
高

額
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
高
知
県

の
森
林
税
は
、
企
業
も
個
人
も
均
等
割

り
で
年
間
５
０
０
円
で
す
か
ら
。

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
始
ま
っ

た
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
に
対
す
る
税
と
比
較

し
て
も
、
非
常
に
高
い
数
字
で
す
。

た
だ
し
こ
れ
は
、
﹁
自
発
的
に
払
う

金
額
﹂
で
あ
っ
て
、
﹁
税
金
﹂
で
は
な

い
点
が
ポ
イ
ン
ト
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

﹁
温
暖
化
防
止
税
﹂
と
し
て
支
払
っ
て

も
い
い
額
を
問
え
ば
、
も
っ
と
低
い
数

字
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

神
奈
川
県
に
水
源
環
境
税
が
導
入
さ

れ
た
と
き
、
私
も
少
し
か
か
わ
っ
た
の

で
す
が
、
そ
の
際
、
地
元
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

人
か
ら
こ
ん
な
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

﹁
県
が
水
質
を
改
善
し
て
く
れ
る
な
ら
、

積
極
的
に
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
用
意
が

あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
税
収
を
特
別
会

計
に
入
れ
て
、
使
い
道
が
県
民
に
わ
か

ら
な
い
よ
う
で
は
困
る
﹂

つ
ま
り
、
﹁
税
﹂
と
し
て
納
め
る
と

不
透
明
な
使
い
方
を
さ
れ
る
、
と
い
う

懸
念
が
根
強
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
神

奈
川
県
だ
け
の
傾
向
で
は
な
く
、
日
本

国
民
全
般
に
い
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。で

は
、
も
し
私
が
温
暖
化
防
止
に
個

人
で
お
金
を
払
う
と
し
た
ら
、
い
く
ら

を
想
定
す
る
か
。
ぱ
っ
と
頭
に
浮
か
ん

だ
額
は
１
０
０
０
円
。
特
に
根
拠
は
な

く
、
直
感
的
な
数
字
で
す
。
家
計
を
圧

迫
せ
ず
、
自
分
の
昼
食
代
か
ら
出
そ
う

と
か
、
そ
の
ぐ
ら
い
の
感
覚
。

も
し
、
﹁
温
暖
化
対
策
に
は
こ
の
ぐ

ら
い
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
で
、
個
人
レ

ベ
ル
で
こ
の
ぐ
ら
い
出
せ
ば
可
能
﹂
と

い
う
指
針
が
示
さ
れ
た
上
で
の
回
答
な

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代以上

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代以上

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性
女性

男性
女性

男性
女性

男性
女性

2,048円／月

2,897

2,204

2,292

1,564

2,987

1,505

1,587

1,619

0 20 40 60 80 100%

全体

全体

温暖化に対する意識が 非常にある 少しある どちらとも
いえない

あまり
ない

温暖化意識
温暖化対策に支払っていい金額

「温暖化に対する意識が非常にある」
という人を年代別に見ると、年代が
高いほど意識が高いが、支払っても
よい金額は逆に低くなっている。
回答方式は、金額を自由に書き込む
ようになっているが、なんと10,000
円以上と書いた人が5.9％もいる。
http://www.mizu.gr.jp/kekka/200
7/01_q03.html
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ら
、
別
の
数
字
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
設
問
も
、
そ
ん
な
情
報

が
提
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
違
う
結
果
が

得
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

私
は
、
環
境
を
保
護
す
る
に
は
社
会

の
仕
組
み
を
変
え
な
い
と
い
け
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
考
え
方
の
問
題
と
し

て
、
個
人
の
努
力
を
強
調
す
る
政
策
は

長
続
き
し
な
い
と
思
う
の
で
、
企
業
の

Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
を
減
ら
す
と
か
、
社
会

全
体
の
仕
組
み
を
改
善
し
て
、
そ
こ
に

個
人
の
努
力
を
組
み
合
わ
せ
る
ほ
う
が

効
果
的
だ
と
思
う
の
で
す
。

﹁
環
境
に
は
最
悪
﹂
の
快
適
さ

最
後
に
﹁
１
０
０
年
後
の
水
を
と
り

ま
く
環
境
﹂
で
す
が
、﹁
環
境
税
が
導

入
さ
れ
て
い
る
﹂
が
１
位
に
な
っ
て
い

ま
す
ね
。
そ
れ
を
﹁
望
ま
し
い
﹂
と
思

っ
て
い
る
の
か
、
﹁
や
む
を
得
な
い
﹂

と
思
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
で
す
が
、

多
分
多
く
の
方
は
、
客
観
的
な
情
勢
か

ら
﹁
導
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
考
え

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

水
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
汚
染
が
進

ん
で
い
る
、
と
予
想
し
て
い
る
人
が
多

い
。
そ
れ
は
飲
み
水
に
す
る
際
の
高
度

処
理
に
お
金
が
か
か
り
、
そ
れ
に
伴
っ

て
水
道
料
金
が
高
騰
す
る
だ
ろ
う
、
と

の
判
断
で
し
ょ
う
ね
。

た
だ
し
、
水
に
ま
つ
わ
る
技
術
開
発

に
関
し
て
は
、
皆
さ
ん
楽
観
的
。
確
か

に
海
水
を
飲
め
る
よ
う
に
す
る
技
術
は

日
本
が
す
で
に
実
現
し
て
い
ま
す
し
、

人
工
雨
も
降
ら
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
考

え
て
い
る
。
そ
う
し
た
技
術
が
あ
り
な

が
ら
、
や
は
り
水
汚
染
は
進
み
、
そ
の

処
理
に
対
す
る
市
民
の
負
担
額
は
増
え

る
だ
ろ
う
、
と
い
う
予
想
で
す
ね
。

全
体
的
に
見
る
と
、
私
が
思
っ
て
い

た
よ
り
、
ど
の
年
代
の
人
も
温
暖
化
が

進
む
未
来
を
深
刻
に
認
識
し
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
認
識
が
あ
れ
ば
、

環
境
に
関
す
る
政
策
が
示
さ
れ
た
と
き
、

冷
静
に
判
断
し
て
受
容
し
や
す
く
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

私
自
身
が
考
え
る
１
０
０
年
後
で
す

か
？
　
詳
し
い
分
析
を
し
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
理
想
通
り
の
社

会
を
実
現
す
る
の
は
難
し
い
か
な
、
と

思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
快
適
な
生

活
に
馴
染
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
の
習
慣

を
変
え
る
の
は
容
易
で
な
い
か
ら
で
す
。

私
は
一
昨
年
、
ア
メ
リ
カ
・
ミ
シ
ガ

ン
州
の
デ
ト
ロ
イ
ト
近
郊
で
１
年
間
暮

ら
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
広
い
家
は
、

使
わ
な
い
部
屋
に
も
冷
暖
房
が
効
い
て

い
て
、
移
動
は
す
べ
て
車
。
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
モ
ー
ル
も
役
所
も
郊
外
で
す
し
、

鉄
道
や
バ
ス
は
発
達
し
て
い
な
い
の
で
、

移
動
手
段
は
車
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
当

然
Ｃ
Ｏ
２
排
出
が
非
常
に
多
く
、
﹁
環

境
に
は
最
悪
﹂
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で

す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
思
い
つ
つ
も
、

こ
れ
が
か
な
り
快
適
だ
っ
た
。
時
刻
表

に
と
ら
わ
れ
ず
、
好
き
な
と
き
に
好
き

な
場
所
に
ハ
イ
ス
ピ
ー
ド
で
走
っ
て
行

け
る
自
由
さ
。
こ
れ
に
慣
れ
た
ら
、
燃

費
の
問
題
も
温
暖
化
の
危
機
意
識
も
、

い
つ
の
間
に
か
薄
れ
て
し
ま
っ
た
ん
で

す
。デ

ト
ロ
イ
ト
に
は
か
つ
て
黒
人
暴
動

が
あ
っ
て
、
郊
外
に
住
人
が
移
住
し
た

か
ら
中
心
地
が
空
洞
化
し
た
、
と
い
う

成
り
立
ち
が
あ
り
ま
す
。
長
い
自
動
車

通
勤
を
強
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の

た
め
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
町
に
戻
す
の
に

大
変
な
労
力
が
か
か
る
。
こ
こ
で
は
、

私
も
、
温
暖
化
の
た
め
に
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
変
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
で

す
ね
。

た
だ
、
そ
ん
な
生
活
を
体
験
し
た
こ

と
で
、
ア
メ
リ
カ
人
よ
り
日
本
人
の
ほ

う
が
、
は
る
か
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
を

考
え
た
暮
ら
し
を
し
て
い
る
と
感
じ
ま

し
た
。
現
在
で
も
、
温
暖
化
問
題
に
対

す
る
情
報
量
は
日
本
の
ほ
う
が
多
い
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。
今
後
、
決
定
的
に

町
の
構
造
や
生
活
を
変
え
る
の
は
無
理

だ
と
し
て
も
、
﹁
１
０
０
年
あ
れ
ば
何

と
か
改
善
で
き
る
は
ず
﹂
と
考
え
た
い

で
す
ね
。

0

10

20

30

40

50

60％

環
境
税
が
導
入
さ
れ
て
い
る

海
や
川
が
汚
染
さ
れ
て
い
る

水
道
料
金
が
高
騰
し
て
い
る

都
市
周
辺
の
海
や
川
で
泳
げ
な
く
な
っ
て
い
る

水
処
理
技
術
の
進
歩
で
海
水
が
飲
め
る

一
人
当
た
り
の
水
道
使
用
量
が
制
限
さ
れ
て
い
る

水
道
水
を
飲
ま
な
く
な
っ
て
い
る

河
川
の
全
て
が
護
岸
工
事
さ
れ
自
然
が
残
っ
て
い
な
い

人
工
的
に
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る

100年後の　
水をとりまく環境は？

http://www.mizu.gr.jp/kekka/2007/01_q02.html
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風
熱
で
風
化
す
る
ア
ラ
ブ
の
町

日
本
に
生
ま
れ
た
我
々
は
、
水
と
緑

は
自
然
の
恵
み
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

日
本
の
文
化
は
、
水
と
緑
が
生
ん
だ
文

化
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
と
非
常
に
対
照
的
な
の
が
、
ア

ラ
ブ
諸
国
で
す
。
ア
ラ
ブ
諸
国
の
中
に

も
日
本
と
近
い
風
土
を
持
つ
場
所
が
一

部
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
エ
ジ
プ
ト

や
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
イ
ラ
ク
な
ど
を

中
心
に
お
話
し
ま
す
。

ア
ラ
ブ
の
土
地
を
初
め
て
訪
れ
た
と

き
、
ま
ず
驚
い
た
の
は
乾
き
き
っ
た
灰

褐
色
の
大
地
で
し
た
。
砂
漠
と
い
え
ば
、

我
々
は
神
秘
的
で
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
を

抱
き
ま
す
が
、
ア
ラ
ブ
の
多
く
の
土
地

は
﹁
土
漠
﹂
で
す
。

ナ
イ
ル
川
、
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ

テ
ス
川
の
三
角
州
地
帯
に
は
、
辛
う
じ

て
緑
が
あ
り
、
都
市
が
形
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
も
ス
ラ
ム
化
し

て
い
る
状
態
で
す
。

建
物
は
、
白
い
漆
喰
壁
が
目
立
つ
地

中
海
沿
岸
地
帯
を
除
い
て
、
大
部
分
は

レ
ン
ガ
造
り
。
そ
れ
が
強
烈
な
日
差
し

と
強
風
で
す
ぐ
に
劣
化
し
、
朽
ち
て
い

き
ま
す
。
日
本
の
よ
う
に
水
が
関
与
し

て
腐
食
す
る
の
で
は
な
く
、
水
が
乏
し

い
た
め
乾
燥
し
た
ま
ま
土
に
還
る
の
で

す
。こ

れ
ほ
ど
水
が
希
少
な
ア
ラ
ブ
諸
国

で
は
、
太
古
か
ら
水
の
管
理
が
大
変
重

要
な
問
題
で
し
た
。
前
近
代
ま
で
、
水

を
制
す
る
者
が
国
を
制
し
て
い
た
の
で

す
。現

代
で
も
、
市
民
に
水
を
供
給
す
る

こ
と
が
、
政
治
支
配
者
の
必
須
条
件
。

極
端
な
こ
と
を
い
え
ば
、﹁
水
﹂﹁
パ
ン
﹂

﹁
ガ
ソ
リ
ン
﹂
さ
え
あ
れ
ば
、
ア
ラ
ブ

の
土
地
で
何
と
か
生
き
抜
い
て
い
け
る
。

そ
れ
プ
ラ
ス
最
低
限
の
薬
品
と
紅
茶
に

入
れ
る
砂
糖
が
あ
る
と
、
人
間
と
し
て

最
低
限
の
生
活
が
営
め
ま
す
。

ア
ラ
ブ
諸
国
の
人
々
に
と
っ
て
、

﹁
自
然
﹂
は
愛
で
る
も
の
で
も
、
守
る

べ
き
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
乾
い
て

沈
黙
す
る
だ
け
の
自
然
に
立
ち
向
か
い
、

生
き
延
び
て
き
た
の
が
ア
ラ
ブ
諸
国
の

歴
史
な
の
で
す
。

大
河
を
巡
る
争
い

ナ
イ
ル
川
や
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ

テ
ス
川
の
名
を
聞
く
と
、
雄
大
な
流
れ

や
豊
か
な
古
代
文
化
を
連
想
す
る
人
も

い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
流
域
で
は
、
現
在
も
稲
作
が
行

な
わ
れ
る
な
ど
、
水
に
関
係
す
る
文
化

が
多
少
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
、
稲
作
が
も
っ
と
も
盛
ん
な
の
は

エ
ジ
プ
ト
で
、
普
及
し
て
い
る
の
は
日

本
と
同
じ
ジ
ャ
ポ
ニ
カ
米
で
す
。
エ
ジ

プ
ト
の
陽
射
し
の
下
で
作
物
を
植
え
る

と
、
手
を
か
け
な
い
で
も
ぐ
ん
ぐ
ん
伸

び
る
。
二
毛
作
、
三
毛
作
も
行
な
わ
れ

て
い
ま
す
。

アラブと日本で「水の文化」はどう違うのか

生活文化に根差した水意識

池内恵
いけうちさとし

国際日本文化研究センター准教授

1973年生まれ。1996年東京大学文学部思想文
化学科イスラム学専修課程卒業、2001年東京
大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻
博士課程単位取得退学。専門はイスラーム政
治思想史、中東地域研究。日本貿易振興会ア
ジア経済研究所研究員を経て、 2007年より現
職。主な著書に『現代アラブの社会思想-終末
論とイスラーム主義』（講談社 2002）、『アラ
ブ政治の今を読む』（中央公論新社 2004年）、
『書物の運命』（文藝春秋 2006年）他。

「水とかかわりの深い日本の文化」の調査項目には、

酒造り、入浴習慣、稲作など、

バラエティに富んだ回答が寄せられている。

その元になった豊かな自然を、

私たちは大事に守り、育んできただろうか。

池内恵さんからアラブ諸国の水事情をうかがうと、

忘れかけていたことが浮かび上ってくる。



節水や水の再利用方法
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料
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飲み水を皆で融通しあう心

2004 データなし農業や漁業の技術
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水にかかわることで子供に伝えたいこと
トップは『生き物が豊かな水辺の大切さ』で8割強。
http://www.mizu.gr.jp/kekka/2007/03_q06.html

そ
の
意
味
で
は
、
中
東
の
太
陽
と
大

河
の
パ
ワ
ー
は
す
ご
い
。
で
も
、
そ
の

水
を
巡
る
争
い
も
ま
た
、
凄
ま
じ
い
も

の
が
あ
る
の
で
す
。

１
９
６
７
年
に
起
き
た
第
三
次
中
東

戦
争
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
水
問
題
が
大

き
な
要
因
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
ヨ
ル
ダ
ン
川
は
、
ヨ
ル
ダ
ン
と
イ

ス
ラ
エ
ル
の
領
土
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
間

を
流
れ
、
死
海
へ
と
注
い
で
い
ま
す
が
、

そ
の
水
の
使
用
に
つ
い
て
、
ヨ
ル
ダ
ン
、

パ
レ
ス
チ
ナ
人
と
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
対

朽ちかけた砂色の町が並ぶ地域。ここにも多くの人が住む。上は「死者の町」
と呼ばれる、レンガづくりの墓の上につくられた住宅。
下：カイロ郊外のナイル河。ボートの上から撮影した高級住宅街の様子。大
河沿いは植物も繁茂しており、灰褐色の町と比べて、豊かさが感じられる。

（13、14ページ写真提供：池内恵）

水とかかわりの深い日本の文化
http://www.mizu.gr.jp/kekka/2007/03_q09.html

れ
ま
す
が
、
ア
ラ
ブ
地
域
に
お
い
て
は
、

﹁
水
﹂
に
こ
そ
、
そ
の
希
少
価
値
が
あ

る
の
で
す
。

コ
ー
ラ
ン
に
見
る
水
イ
メ
ー
ジ

ご
存
知
の
よ
う
に
、
ア
ラ
ブ
諸
国
の

主
な
宗
教
は
イ
ス
ラ
ム
教
で
す
が
、
こ

れ
も
ア
ラ
ブ
の
厳
し
い
自
然
環
境
と
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
経
典

で
あ
る
コ
ー
ラ
ン
で
も
、
水
は
非
常
に

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
す
。

ま
ず
、
水
は
ア
ラ
ブ
諸
国
に
と
っ
て

貴
重
な
も
の
だ
け
に
、
天
国
の
楽
園
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
典
型
的

な
フ
レ
ー
ズ
が
こ
れ
で
す
。

﹁
⋯
信
仰
に
入
り
、
義
し
い
行
い
に

い
そ
し
む
人
々
、
そ
う
い
う
人
々
に
は

潺
々

せ
ん
せ
ん

と
河
川
流
れ
る
楽
園
が
用
意
し
て

あ
る
⋯
﹂
︵
コ
ー
ラ
ン
第
85
章
節
11
節

井
筒
俊
彦
訳
　
岩
波
文
庫
　
以
下
同

様
︶47

章
の
15
〜
17
節
の
描
写
は
、
よ
り

具
体
的
。
﹁
絶
対
に
腐
る
こ
と
の
な
い

水
を
た
た
え
た
川
﹂、﹁
味
の
変
わ
ら
ぬ

乳
の
河
﹂、﹁
え
も
言
わ
れ
ぬ
美
酒
の
河
﹂、

﹁
澄
み
き
っ
た
蜜
の
河
﹂
が
、﹁
約
束
さ

れ
た
楽
園
﹂
の
情
景
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
の
で
す
。

モ
ス
ク
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
水
盤

も
、
楽
園
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
も
の
。

お
祈
り
前
の
﹁
清
め
﹂
に
も
水
を
使
う

た
め
、
モ
ス
ク
に
は
手
洗
場
、
足
洗
い

場
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

立
し
た
の
で
す
。

﹁
イ
ス
ラ
エ
ル
は
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
水

源
を
支
配
し
、
川
の
水
を
取
り
過
ぎ
て

い
る
﹂

と
い
う
の
が
、
ヨ
ル
ダ
ン
と
パ
レ
ス

チ
ナ
側
の
主
張
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ

ス
ラ
エ
ル
は
こ
う
訴
え
た
。

﹁
ヨ
ル
ダ
ン
や
シ
リ
ア
は
、
ヨ
ル
ダ

ン
川
支
流
の
向
き
を
人
為
的
に
変
え
て
、

イ
ス
ラ
エ
ル
を
干
上
が
ら
せ
よ
う
と
し

て
い
る
﹂

ア
ラ
ブ
諸
国
を
ま
た
い
で
流
れ
る
河

川
に
は
、
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
問
題
が

持
ち
上
が
り
ま
す
。
雨
量
が
非
常
に
少

な
く
、
山
地
も
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、

川
の
水
は
使
え
ば
無
く
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
す
。

ナ
イ
ル
川
は
上
流
の
ス
ー
ダ
ン
が
水

源
を
開
発
す
る
と
、
エ
ジ
プ
ト
に
流
れ

る
水
量
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ユ

ー
フ
ラ
テ
ス
川
の
場
合
も
、
上
流
の
ト

ル
コ
が
ダ
ム
を
建
設
し
て
い
る
の
で
、

シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
に
流
れ
る
水
が
乏
し

く
な
る
。

こ
の
辺
り
の
感
覚
は
、
国
際
河
川
を

持
た
ず
、
雨
水
や
雪
解
け
水
が
森
林
か

ら
河
川
へ
と
循
環
し
て
い
く
川
し
か
知

ら
な
い
日
本
人
に
は
、
想
像
し
に
く
い

と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
ア
ラ
ブ
諸
国

の
人
々
に
と
っ
て
、
国
際
河
川
の
利
用

法
は
、
ま
さ
に
死
活
問
題
。

国
際
河
川
の
水
使
用
に
関
し
て
は
、

﹁
公
正
・
適
切
な
利
用
﹂
や
﹁
明
白
な

損
失
を
い
ず
れ
か
の
国
に
及
ぼ
さ
な
い

と
い
う
原
則
﹂
は
あ
り
ま
す
が
、
決
め

手
に
欠
き
ま
す
。

﹁
今
世
紀
、
水
を
巡
っ
て
新
た
な
中

東
戦
争
が
起
き
る
の
で
は
な
い
か
﹂

と
の
説
も
出
て
い
る
ほ
ど
で
す
。
政

治
は
希
少
価
値
の
分
配
、
と
よ
く
い
わ



の
人
で
し
ょ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、

体
を
洗
う
水
が
出
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
い

い
の
で
す
。

カ
イ
ロ
の
一
般
庶
民
向
け
ア
パ
ー
ト

に
は
、
バ
ス
タ
ブ
つ
き
の
バ
ス
ル
ー
ム

が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
家
の
息

子
さ
ん
に
﹁
シ
ャ
ワ
ー
カ
ー
テ
ン
を
つ

け
て
ほ
し
い
﹂
と
頼
ん
だ
ら
、
﹁
何
故

そ
れ
が
必
要
な
ん
だ
？
　
水
は
放
っ
て

お
け
ば
乾
く
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
言
わ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
バ
ス
タ
ブ
に
湯
を

入
れ
て
使
う
こ
と
は
な
く
、
バ
ス
ル
ー

ム
の
床
は
汚
れ
て
い
る
の
が
当
た
り
前
、

と
い
う
の
が
ア
ラ
ブ
の
人
た
ち
の
感
覚

で
す
。

人
間
環
境
は
、
自
然
環
境
に
規
定
さ

れ
て
生
ま
れ
ま
す
。
頭
の
中
で
は
わ
か

っ
て
い
て
も
、
ア
ラ
ブ
の
厳
し
い
自
然

環
境
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
で
、

改
め
て
そ
れ
を
実
感
し
ま
し
た
。

日
本
人
の
細
や
か
さ
は
、
豊
か
な
自

然
環
境
の
中
で
育
ま
れ
た
も
の
な
の
で

す
。
厳
し
い
自
然
に
手
を
加
え
て
生
活

圏
を
確
保
し
て
き
た
ア
ラ
ブ
の
人
た
ち

に
、
日
本
的
な
感
性
を
説
明
し
て
も
、

う
ま
く
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
ア
ラ

ブ
人
の
細
胞
は
、
日
本
人
の
１
０
０
倍

ぐ
ら
い
大
き
い
の
で
な
い
か
、
と
よ
く

感
じ
た
も
の
で
す
。

我
々
が
水
を
巡
る
文
化
や
環
境
問
題

を
考
え
る
と
き
、
も
と
も
と
存
在
し
て

い
た
自
然
環
境
の
素
晴
ら
し
さ
、
自
然

が
循
環
し
て
い
る
有
り
難
さ
を
、
今
一

度
思
い
だ
す
こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

15 生活文化に根差した水意識

スペイン・グラナダの丘に建つアルハンブラ宮殿。上が、アラヤネス
の中庭、中がライオンの中庭、下がヘネラリーフェ（天の楽園）。アル
ハンブラとは赤い城塞という意味で、水利システムの知恵と技術が巧
みに盛り込まれ、現存するイスラム建築の最高峰。水を巧みに取り込
むことで天国にあるという水の庭園のイメージを表現するのは、砂漠
の多い地域で生まれたイスラムの水への憧れの表出でもある。（写真提
供：愛知産業大学造形学部建築学科准教授 新井勇治）

コ
ー
ラ
ン
に
戻
る
と
、
地
獄
の
描
写

で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
﹁
渇
き
﹂
の
苦

し
み
で
す
。
た
と
え
ば
、
罪
人
に
与
え

ら
れ
る
﹁
ザ
ッ
ク
ー
ム
﹂
と
い
う
架
空

の
木
の
実
。
こ
れ
を
食
べ
る
と
﹁
溶
か

し
た
銅
の
よ
う
に
腹
の
中
で
煮
え
返
り
、

熱
湯
の
よ
う
に
ぐ
つ
ぐ
つ
煮
え
立
つ
﹂

︵
第
44
章
43
〜
46
節
︶。
そ
こ
へ
さ
ら
に
、

﹁
ぐ
ら
ぐ
ら
煮
え
た
熱
湯
を
飲
ま
さ
れ

る
﹂︵
第
56
章
52
〜
56
節
︶。

ア
ッ
ラ
ー
を
敬
う
善
人
に
は
、
教
義

で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
酒
ま
で
そ
ろ
っ
た

楽
園
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

悪
人
が
行
く
地
獄
に
あ
る
の
は
、
食
べ

る
と
喉
が
よ
け
い
渇
く
果
実
や
、
腐
っ

た
水
。
貴
重
な
お
い
し
い
水
を
得
ら
れ

る
か
ど
う
か
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
神
へ
の

信
仰
次
第
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

耐
性
が
で
き
る
と
﹁
水
が
合
う
﹂

現
在
、
ア
ラ
ブ
諸
国
の
都
市
で
は
、

ほ
と
ん
ど
水
道
が
完
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
飲
め
る
水
で
す
。
と
は
い
っ

て
も
、
こ
れ
は
現
地
の
人
に
限
っ
た
話
。

そ
も
そ
も
水
に
は
、
そ
の
地
域
特
有

の
成
分
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
生
ま

れ
た
と
き
か
ら
そ
れ
を
飲
ん
で
い
れ
ば
、

自
ず
と
耐
性
が
で
き
て
き
ま
す
。
そ
れ

を
現
地
の
基
準
で
浄
化
し
た
の
が
水
道

水
で
す
か
ら
、
元
の
水
や
浄
化
基
準
、

給
水
設
備
が
悪
け
れ
ば
、
現
地
の
人
し

か
飲
め
ま
せ
ん
。
﹁
水
が
合
う
﹂
と
昔

か
ら
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
。

私
が
住
ん
で
い
た
エ
ジ
プ
ト
の
人
々

は
、
﹁
ナ
イ
ル
の
水
﹂
に
誇
り
を
も
っ

て
い
る
た
め
、
水
道
水
を
が
ぶ
が
ぶ
飲

み
、
客
に
も
勧
め
ま
す
。
私
な
ど
は
、

友
人
の
家
で
出
さ
れ
る
水
道
水
を
飲
ん

で
た
び
た
び
お
腹
を
壊
し
、
苦
し
い
思

い
を
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
人
は
、
ア

ラ
ブ
諸
国
で
は
水
道
水
に
手
を
出
さ
な

い
ほ
う
が
無
難
で
す
。

エ
ジ
プ
ト
で
私
が
日
常
飲
ん
で
い
た

の
は
現
地
生
産
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ

ー
で
す
が
、
実
は
こ
れ
も
危
な
い
、
と

言
う
人
も
い
ま
す
。
産
業
化
で
水
源
が

汚
染
さ
れ
て
き
て
い
る
上
、
検
査
体
制

も
不
明
で
す
。

お
風
呂
事
情
も
、
日
本
と
は
ま
っ
た

く
か
け
離
れ
て
い
ま
す
。
極
端
に
清
潔

好
き
で
入
浴
を
楽
し
む
日
本
人
の
対
極

に
位
置
し
て
い
る
の
が
、
ア
ラ
ブ
諸
国
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急
速
に
進
ん
だ
節
水
開
発

従
来
の
和
式
ト
イ
レ
に
代
わ
り
、
洋

式
ト
イ
レ
が
急
速
に
普
及
し
て
き
た
の

は
１
９
７
０
年
代
。
和
式
便
器
と
洋
式

便
器
の
出
荷
比
率
が
ほ
ぼ
半
々
に
な
っ

た
の
は
76
年
の
こ
と
で
す
。

当
時
、
水
洗
便
器
の
洗
浄
に
要
し
た

水
量
は
、
１
回
に
つ
き
20
r
。
現
在
の

機
種
の
４
倍
も
の
水
を
使
っ
て
い
ま
し

た
。
76
年
に
は
、
ト
イ
レ
洗
浄
に
使
う

水
量
を
、
20
r
か
ら
13
r
に
減
ら
す
こ

と
に
成
功
し
ま
し
た
が
、
開
発
の
き
っ

か
け
に
な
っ
た
の
は
、
前
年
に
起
き
た

﹁
水
不
足
﹂
で
し
た
。

洗
浄
13
r
時
代
は
、
20
年
近
く
続
き

ま
し
た
。
開
発
の
テ
ン
ポ
が
速
ま
っ
た

の
は
、
94
年
か
ら
。
大
10
r
・
小
８
r

時
代
か
ら
、
お
よ
そ
10
年
の
間
に
大
８

r
・
小
６
r
、
大
６
r
・
小
５
r
へ
と

進
み
、
最
新
機
種
で
は
大
5.5
r
・
小
4.5

r
を
実
現
し
て
い
ま
す
。

節
水
機
種
が
進
化
し
た
90
年
代
の
半

ば
か
ら
、
お
客
様
の
﹁
節
水
意
識
﹂
も

高
ま
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば

最
新
機
種
は
、
従
来
の
も
の
か
ら
大
小

洗
浄
を
そ
れ
ぞ
れ
0.5
r
減
ら
し
た
も
の

で
す
が
、
﹁
た
っ
た
0.5
r
で
も
、
毎
日

何
回
も
使
う
も
の
だ
か
ら
﹂
と
お
っ
し

ゃ
る
方
が
予
想
以
上
に
多
く
い
ま
し
た
。

究
極
は
、
掃
除
の
水
も
節
約

洗
浄
の
さ
ら
な
る
節
水
に
つ
い
て
は
、

水
を
流
す
速
度
と
洗
浄
の
ク
オ
リ
テ
ィ

と
の
兼
ね
合
い
で
、
難
し
く
な
っ
て
い

く
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
当
社
で
は
、
視
点
を
変
え
て

節
水
を
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
汚

れ
が
つ
き
に
く
く
、
洗
浄
し
や
す
い
タ

イ
プ
の
便
器
を
開
発
す
れ
ば
、
ト
イ
レ

掃
除
に
使
う
水
量
が
減
る
。
そ
う
考
え

て
完
成
さ
せ
た
の
が
、
フ
チ
な
し
便
器

と
ト
ル
ネ
ー
ド
洗
浄
の
組
み
合
わ
せ
で

す
。

﹁
汚
れ
や
す
い
﹂﹁
掃
除
が
し
に
く
い
﹂

の
２
つ
は
、
い
つ
も
﹁
ト
イ
レ
に
対
す

る
不
満
﹂
の
上
位
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

中
で
も
フ
チ
の
裏
の
汚
れ
は
悪
臭
の
元

上：あとから出てきた水玉が８b

先の地点（お湯の発射口からお尻
までの距離）で前の水玉に追いつ
くことで、大きな固まりになる仕
組み。下：高速で円を描きながら
お湯を噴出。どちらも従来の２分
の１の水量で、満足感と洗浄効果
をかなえることができる。水量の
如何にかかわらず、たっぷり感を
感じさせるのは、実際の洗浄効果
だけでなく、満足感にも大きな影
響を与えるという。

40

20%

70%

60

50

40

不明

気にせず
使う

気になるが
特にしない

多少
している

節水していない

節水している

節水意識

かなり
している

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 20072006

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007

50

60

70

80%

男女比

男性

女性

年代比

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代以上

川路直彦
かわじなおひこ

TOTO株式会社

レストルーム事業統括部

ウォシュレット

販売推進グループ

節水意識を

実現した
水研究

エコと快適を満たす

水洗トイレ最新事情

家電や日用品の世界では、もはやエコは当たり前。

実は水洗トイレも

30年間で４分の１の洗浄水量を実現してきた。

「お尻だって、洗ってほしい」

というCMコピーがお茶の間を驚かせて25年。

水洗トイレのオピニオンリーダー役を担うTOTO株式会社に、

ウォシュレットと水回り製品の進化史をうかがった。

http://www.mizu.gr.jp/
kekka/2007/05_q05.html
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に
も
な
り
や
す
い
の
で
、
そ
の
意
味
で

も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

し
か
も
最
近
の
便
器
は
、
独
自
の
防

汚
技
術
で
便
器
表
面
の
凹
凸
を
ナ
ノ
レ

ベ
ル
︵
１
０
０
万
分
の
１
a
︶
ま
で
減

ら
し
、
滑
ら
か
に
す
る
こ
と
で
汚
れ
を

付
き
に
く
く
し
て
い
ま
す
。

フ
チ
な
し
タ
イ
プ
の
便
器
が
実
現
し

た
の
は
、
徹
底
し
た
水
流
研
究
の
成
果

で
す
。
少
な
い
水
で
完
璧
に
流
す
、
汚

れ
が
つ
き
に
く
い
、
掃
除
が
し
や
す
い

と
い
う
工
夫
が
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
に
も
つ

な
が
っ
た
、
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

エ
コ
で
い
え
ば
、
使
用
す
る
た
び
に

内
蔵
し
た
羽
根
車
が
回
転
し
て
発
電
す

る
便
器
も
開
発
し
ま
し
た
。
発
電
タ
イ

プ
の
便
器
は
、
今
の
と
こ
ろ
公
共
ス
ペ

ー
ス
だ
け
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
バ
ス
ル
ー
ム
空
間
の
節
水
研

究
・
開
発
も
進
行
中
で
す
。
最
近
の
例

で
は
、
オ
ン
・
オ
フ
を
手
元
で
切
り
替

え
ら
れ
る
シ
ャ
ワ
ー
を
開
発
し
ま
し
た
。

ま
た
、
シ
ャ
ワ
ー
の
穴
の
大
き
さ
自
体

を
替
え
て
節
水
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
、

シ
ャ
ワ
ー
か
ら
出
る
水
に
空
気
を
含
ま

せ
て
、
同
じ
洗
浄
感
を
得
な
が
ら
自
然

と
節
水
で
き
る
タ
イ
プ
も
あ
り
ま
す
。

浴
槽
も
、
形
状
を
工
夫
し
て
節
水
を

図
る
タ
イ
プ
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。

機
能
Ｖ
Ｓ
美
し
さ

当
社
は
70
年
代
か
ら
海
外
に
も
進
出

し
て
い
ま
す
が
、
ト
イ
レ
や
お
風
呂
に

対
す
る
意
識
や
要
望
に
は
、
お
国
柄
が

表
れ
ま
す
。

90
年
に
進
出
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
州

ご
と
に
水
量
制
限
が
規
定
さ
れ
て
い
て
、

た
と
え
ば
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は

﹁
６
r
以
下
﹂
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
当
時
、
私
た
ち
が
日
本
で
製
造
し

て
い
た
便
器
は
、
10
r
タ
イ
プ
。
実
は

ア
メ
リ
カ
市
場
で
生
き
残
っ
て
い
く
た

め
に
、
節
水
型
便
器
の
研
究
・
開
発
に

拍
車
が
か
か
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
に
は
水
洗
ト
イ
レ

で
流
す
水
量
の
規
制
は
あ
り
ま
せ
ん
。

下
水
道
の
合
流
地
点
ま
で
し
っ
か
り
流

れ
る
か
ど
う
か
が
重
視
さ
れ
る
の
で
、

メ
ー
カ
ー
に
は
洗
浄
の
﹁
水
量
﹂
で
は

な
く
﹁
性
能
﹂
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
一
つ
を
と
っ
て

も
、
国
に
よ
っ
て
か
な
り
違
い
が
あ
り

ま
す
ね
。

欧
米
の
便
器
は
、
デ
ザ
イ
ン
の
美
し

さ
が
特
徴
。
特
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
便

器
に
は
美
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

欧
米
で
は
、
バ
ス
タ
ブ
と
ト
イ
レ
が

一
緒
の
空
間
に
あ
る
の
で
、
バ
ス
タ
ブ

に
浸
か
っ
て
い
る
と
き
に
便
器
も
視
野

に
入
る
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
デ
ザ
イ

ン
を
美
し
く
し
て
、
オ
ブ
ジ
ェ
感
覚
で

眺
め
ら
れ
る
も
の
へ
と
発
展
し
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

一
方
日
本
で
は
ト
イ
レ
空
間
に
欲
し

い
も
の
と
し
て
、
﹁
テ
レ
ビ
﹂
や
﹁
冷

房
装
置
﹂
を
挙
げ
る
人
が
い
る
ほ
ど
で
、

あ
く
ま
で
も
﹁
個
室
﹂
で
す
。
そ
の
た

め
、
美
し
さ
は
さ
て
お
き
機
能
性
や
清

潔
さ
を
求
め
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト
の
登
場

﹁
お
尻
だ
っ
て
、
洗
っ
て
ほ
し
い
﹂

と
い
う
Ｃ
Ｍ
コ
ピ
ー
を
覚
え
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
？
　
82
年
の
テ

レ
ビ
Ｃ
Ｍ
で
使
っ
た
コ
ピ
ー
で
す
が
、

こ
れ
が
知
名
度
と
普
及
率
を
高
め
ま
し

た
。こ

の
商
品
が
誕
生
し
た
の
は
そ
の
２

年
前
、
80
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
原
型

と
な
っ
た
の
は
、
米
国
の
ア
メ
リ
カ

ン
・
ビ
デ
社
が
開
発
し
福
祉
用
品
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
た
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
・
エ

ア
・
シ
ー
ト
で
す
。

当
社
で
は
一
般
用
と
し
て
輸
入
販
売

し
て
い
た
の
で
す
が
、
お
湯
の
温
度
調

節
が
不
安
定
だ
っ
た
り
、
い
く
つ
か
問

題
点
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
自

社
開
発
に
踏
み
切
り
、
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ

ト
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

開
発
に
は
当
社
の
社
員
が
大
勢
か
か

わ
り
、
ノ
ズ
ル
の
位
置
や
、
快
適
な
お

湯
の
温
度
を
決
め
て
い
き
ま
し
た
。
そ

の
過
程
で
の
苦
労
話
が
た
く
さ
ん
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
特
に
ア
メ
リ
カ
と
中
国
で
の

普
及
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
今
後
の
戦
略
と
し
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
視
野
に
入
れ
て
い
ま
す
。
や
は

り
、
一
度
試
し
て
み
な
い
と
良
さ
が
わ

か
ら
な
い
商
品
な
の
で
難
し
い
の
で
す

が
、
経
験
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
そ
の
良

さ
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

数
字
に
は
表
れ
ま
せ
ん
が
、
便
座
を

温
め
る
機
能
が
脳
梗
塞
な
ど
の
危
険
を

回
避
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。
妊
婦
さ
ん
や
痔
で
苦
し
ん

で
い
る
方
に
も
大
変
喜
ば
れ
て
き
ま
し

た
。日

本
に
お
け
る
普
及
率
は
６
割
。

﹁
日
本
人
の
清
潔
志
向
は
度
を
越
し
て

い
る
﹂
と
受
け
取
ら
れ
た
時
期
も
あ
り

ま
し
た
が
、
あ
っ
て
当
た
り
前
の
日
常

品
と
し
て
、
市
民
権
を
獲
得
し
て
き
た

よ
う
に
思
い
ま
す
。

水
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

洗
浄
水
を
常
に
適
温
で
タ
ン
ク
に
貯

め
て
お
く
タ
イ
プ
を
貯
湯
式
、
タ
ン
ク

の
な
い
タ
イ
プ
を
瞬
間
式
と
い
い
ま
す
。

瞬
間
式
に
は
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。

冬
場
の
寒
い
時
期
に
は
、
低
温
の
水
を

す
ぐ
38
度
に
す
る
に
は
、
ヒ
ー
タ
ー
の

容
量
が
小
さ
す
ぎ
た
の
で
す
。
ヒ
ー
タ

ー
の
容
量
に
合
わ
せ
て
水
量
を
減
ら
す

と
、
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
と
し
か
噴
出
さ
れ

ま
せ
ん
。
洗
浄
に
は
﹁
節
水
﹂
を
望
む

お
客
様
も
、
﹁
た
っ
ぷ
り
の
湯
量
が
欲

し
い
﹂
と
望
ま
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
声

に
応
え
た
の
が
99
年
に
発
表
し
た
新
機

種
で
す
。

水
の
噴
出
方
式
を
変
え
る
こ
と
で
、

従
来
の
２
分
の
１
の
お
湯
量
で
も
﹁
た

っ
ぷ
り
感
﹂
が
味
わ
え
る
よ
う
に
改
良

を
加
え
た
も
の
で
す
。

水
の
噴
出
方
式
の
改
良
に
は
、
あ
と

か
ら
出
て
き
た
水
玉
が
８
b
先
の
地
点

で
前
の
水
玉
に
追
い
つ
く
こ
と
で
、
大

き
な
固
ま
り
に
な
っ
て
お
尻
に
当
た
る

仕
組
み
と
、
高
速
で
円
を
描
き
な
が
ら

お
湯
を
噴
出
す
る
仕
組
み
が
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
お
湯
の
噴
出
口
か
ら
お
尻
ま

で
の
距
離
は
８
b
ほ
ど
。
強
弱
を
つ
け

た
吐
水
は
、
１
秒
間
に
70
回
以
上
も
噴

射
さ
れ
ま
す
。

実
際
に
は
充
分
洗
え
て
い
る
と
し
て

も
、
満
足
感
が
感
じ
ら
れ
な
い
と
お
客

さ
ま
に
納
得
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
噴

出
方
式
の
改
良
は
、
洗
浄
と
い
う
機
能

と
満
足
感
の
両
方
を
満
た
す
こ
と
を
目

標
に
し
た
わ
け
で
す
。

水
は
こ
の
よ
う
に
工
夫
次
第
で
大
き

な
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
当
社
は

そ
の
開
発
に
日
々
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い

ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
ト
イ
レ
は
、
空

間
と
し
て
の
美
し
さ
の
追
及
に
向
か
う

気
が
し
ま
す
。
音
楽
を
流
す
、
あ
る
い

は
香
り
を
漂
わ
せ
る
と
い
っ
た
、
空
間

全
体
を
よ
り
快
適
に
す
る
機
能
も
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
ご
不

浄
と
呼
ば
れ
て
い
た
ト
イ
レ
と
は
、
隔

世
の
感
が
あ
り
ま
す
ね
。



有
名
人
ラ
ン
キ
ン
グ
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま

す
ね
。
で
も
、﹃
み
ず
み
ず
し
い
と
感
じ
る
有
名
人
﹄
の
ア

ン
ケ
ー
ト
は
初
め
て
見
ま
し
た
。
僕
自
身
も
、
こ
れ
ま
で

﹁
み
ず
み
ず
し
い
﹂
と
い
う
切
り
口
で
考
え
た
こ
と
が
な
か

っ
た
で
す
し
ね
。

み
ず
み
ず
し
さ
の
基
準
て
、
何
だ
ろ
う
？

﹁
新
鮮
﹂
と
か
﹁
旬
﹂
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
か
ね
。
ア
イ
ド
ル

で
言
え
ば
、﹁
清
純
﹂
も
キ
ー
ワ
ー
ド
か
も
し
れ
な
い
。
健

康
的
な
輝
き
も
、
み
ず
み
ず
し
さ
の
要
素
で
し
ょ
う
ね
。

ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ら
、﹁
さ
わ
や
か
﹂
な
感
じ
が
決
め
手

か
な
。
泥
臭
か
っ
た
り
、
暑
苦
し
い
印
象
じ
ゃ
な
く
、
汗
が

き
ら
っ
と
光
っ
て
み
え
る
タ
イ
プ
。

そ
う
考
え
て
07
年
の
ラ
ン
キ
ン
グ
を
見
る
と
、
ほ
ぼ
順
当

な
感
じ
で
す
ね
。
１
位
の
長
澤
ま
さ
み
は
﹁
ス
タ
ー
﹂
と
い

う
言
葉
が
似
合
う
し
、
妥
当
だ
と
思
い
ま
す
。

一
つ
だ
け
意
外
だ
っ
た
の
が
、
藤
原
紀
香
の
３
位
。
彼
女

は
セ
ク
シ
ー
系
で
す
け
ど
、﹁
セ
ク
シ
ー
﹂
と
﹁
清
純
﹂
て

正
反
対
で
す
よ
ね
。
た
だ
彼
女
の
場
合
、
均
整
の
と
れ
た
体

育
会
系
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
だ
し
、
結
婚
式
が
さ
わ
や
か
な

イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
か
ら
３
位
に
入
っ
た
の
か
な
。

96
年
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
、
西
田
ひ
か
る
が
１
位
、
山
口

智
子
が
２
位
だ
っ
た
の
が
意
外
で
す
。
ど
ち
ら
も
デ
ビ
ュ
ー

は
88
年
で
す
け
ど
、
96
年
は
山
口
智
子
が
理
想
の
女
性
の
筆

頭
だ
っ
た
こ
ろ
で
し
ょ
。
西
田
ひ
か
る
は
確
か
に
爽
や
か
な

イ
メ
ー
ジ
で
は
あ
っ
た
け
ど
。

松
嶋
菜
々
子
は
、
両
方
の
年
に
７
位
ラ
ン
キ
ン
グ
し
て
ま

す
ね
。
み
ず
み
ず
し
さ
っ
て
そ
う
長
年
は
続
か
な
い
は
ず
だ

け
ど
、
清
涼
飲
料
水
の
Ｃ
Ｍ
に
継
続
し
て
出
て
い
る
と
、
フ

レ
ッ
シ
ュ
な
イ
メ
ー
ジ
が
崩
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
で
す

ね
。07

年
の
ベ
ス
ト
10
で
特
徴
的
な
の
は
、
96
年
に
イ
チ
ロ
ー

１
人
だ
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
３
人
も
入
っ
て
い
る
こ
と
。

９
年
前
に
比
べ
る
と
、
ス
ポ
ー
ツ
が
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
の
で
、
そ
の
表
れ
で

し
ょ
う
ね
。
全
般
的
に
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
タ
レ
ン
ト
化
し
て

い
る
し
、
ス
タ
ー
も
生
ま
れ
や
す
い
。

ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
で
は
、
や
っ
ぱ
り
浅
田
真
央
。

﹁
ハ
ン
カ
チ
王
子
﹂
の
斎
藤
佑
樹
と
﹁
ハ
ニ
カ
ミ
王
子
﹂
の

石
川
遼
は
、
ど
ち
ら
も
王
道
の
さ
わ
や
か
系
。
無
垢
な
感
じ

で
、
60
年
代
ぐ
ら
い
の
古
風
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
ね
。

で
も
、
マ
ス
コ
ミ
へ
の
受
け
答
え
な
ん
か
は
そ
つ
な
く
上
手

に
こ
な
す
し
、
昔
の
純
朴
な
ス
ポ
ー
ツ
青
年
と
は
一
味
違
う
。

古
風
と
言
え
ば
、
長
澤
ま
さ
み
も
け
っ
こ
う
古
風
な
感
じ

が
し
ま
す
。
デ
ビ
ュ
ー
し
た
こ
ろ
の
吉
永
小
百
合
を
思
わ
せ

る
、
正
統
派
ス
タ
ー
的
な
雰
囲
気
が
漂
う
人
で
す
。

吉
永
小
百
合
は
今
年
９
位
に
選
ば
れ
て
い
ま
し
た
ね
。
こ

れ
は
ち
ょ
っ
と
驚
き
で
し
た
。
60
年
代
に
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

が
あ
れ
ば
、
絶
対
１
度
は
ト
ッ
プ
に
選
ば
れ
た
だ
ろ
う
け
ど
、

07
年
に
も
ラ
ン
キ
ン
グ
さ
れ
る
な
ん
て
す
ご
い
。

時
代
は
螺
旋
状
に
巡
っ
て
ま
す
か
ら
、
今
は
60
年
代
の
空

気
を
感
じ
さ
せ
る
人
が
新
鮮
に
見
え
る
時
期
な
の
か
も
し
れ

な
い
で
す
ね
。

も
し
70
年
代
、
80
年
代
に
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
っ
た
ら
、

ア
イ
ド
ル
で
は
ど
ん
な
人
が
選
ば
れ
て
い
た
か
な
。
70
年
代

の
前
半
な
ら
、
南
沙
織
、
麻
丘
め
ぐ
み
で
す
か
ね
。
男
性
な

ら
、
郷
ひ
ろ
み
、
西
城
秀
樹
、
野
口
五
郎
。
ス
ポ
ー
ツ
選
手

み
ず
だ
よ
り

み
ず
み
ず
し
い
と
感
じ
る
有
名
人

泉麻人
いずみあさと

コラムニスト、作家。1956年東京都新宿区生まれ。慶
応大学商学部卒。1979年に東京ニュース通信社に入社。
『週刊テレビガイド』などの編集に携わった後、1984
年からフリーのコラムニストに。コラム・小説を発表
するほか、「テレビ探偵団」「出没！アド街ック天国」
などのテレビ出演・司会を手がけ、若者文化、レトロ
カルチャーや東京風俗のオーソリティとして活躍中。
主な著書に、『ナウのしくみ』（文藝春秋 1987～）、
『「お天気おじさん」への道』（講談社 2005）、『青春の
東京地図』（筑摩書店2007）など。
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で
は
、
野
球
の
太
田
幸
司
や
原
辰
徳
が
み
ず
み
ず
し
か
っ
た

で
す
ね
。

70
年
代
後
半
は
ピ
ン
ク
・
レ
デ
ィ
ー
も
い
た
け
れ
ど
、
み

ず
み
ず
し
さ
な
ら
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
ズ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
ア

グ
ネ
ス
・
ラ
ム
。
彼
女
は
今
で
い
う
グ
ラ
ビ
ア
ア
イ
ド
ル
で

す
が
、
当
時
は
そ
ん
な
ジ
ャ
ン
ル
が
な
か
っ
た
し
、
ピ
ン
ナ

ッ
プ
撮
影
が
主
な
仕
事
。
今
の
人
気
グ
ラ
ビ
ア
ア
イ
ド
ル
は

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
で
ボ
ケ
役
な
ん
か
も
や
る
の
で
、
ラ
ム

の
こ
ろ
と
は
イ
メ
ー
ジ
が
違
う
。

80
年
代
は
松
田
聖
子
、
中
森
明
菜
、
早
見
優
が
上
位
に
入

っ
た
と
思
い
ま
す
。
男
で
は
田
原
俊
彦
、
野
村
義
男
、
近
藤

真
彦
の
タ
ノ
キ
ン
ト
リ
オ
。
こ
れ
以
降
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ

ン
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
時
代
に
な
っ
て
、
ア
イ
ド
ル
は
小
粒

に
な
り
ま
し
た
ね
。

最
後
に
、
来
年
、
調
査
を
し
た
ら
選
ば
れ
そ
う
な
人
を
予

想
し
て
み
る
と
、
長
澤
ま
さ
み
は
、
ま
た
上
位
に
入
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
。
そ
れ
と
、
蒼
井
優
が
上
位
に
く
る
気
が
し
ま

す
。
蒼
井
優
は
長
澤
ま
さ
み
よ
り
少
し
影
が
あ
る
タ
イ
プ
。

長
澤
が
大
河
だ
と
す
る
と
、
蒼
井
は
谷
川
を
思
わ
せ
る
み
ず

み
ず
し
さ
な
ん
で
す
。
今
﹃
ど
ん
ど
晴
れ
﹄
に
出
演
し
て
る

比
嘉

ひ

が

愛
未

ま

な

み

や
、﹃
の
だ
め
カ
ン
タ
ー
ビ
レ
﹄
の
上
野
樹
里
も

入
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

長
澤
、
蒼
井
、
比
嘉
、
上
野
、
そ
れ
に
今
年
４
位
だ
っ
た

上
戸
彩
も
含
め
て
、
コ
メ
デ
ィ
ー
が
う
ま
い
の
が
共
通
点
で

す
。
コ
メ
デ
ィ
ー
セ
ン
ス
の
あ
る
若
手
女
優
が
み
ず
み
ず
し

く
見
え
る
っ
て
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
特
徴
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。︵
談
︶

19 みずみずしいと感じる有名人

1996 2007

1 8.1% 15.8%

2 6.8% 7.8%

3
3

4.8% 7.3%

4.8% 4 5.7%

5 4.2% 4.2%

6 2.9% 3.4%

7 2.6% 2.6%

8

8

2.4% 2.3%

2.4% 1.8%

10

10

1
2
3

5

6

7

8

9

9

9

2.0% 1.8%

2.0% 1.8%

西田ひかる 長澤まさみ
山口智子 斎藤佑樹
イチロー 藤原紀香
安室奈美恵 上戸彩

観月ありさ 石川遼

鶴田真由 浅田真央

松嶋菜々子 松嶋菜々子

内田有紀 成海璃子

木村拓哉 吉永小百合

ともさかりえ 仲間由紀恵

瀬戸朝香 蛯原友里

今、最もみずみずしいと感じる有名人は

http://www.mizu.gr.jp/kekka/2007/03_q01.html



利
き
水
会
を
開
催

水
の
生
活
意
識
調
査
で
13
年
間
続
い

て
い
る
﹁
水
道
水
の
10
点
満
点
評
価
﹂

で
は
、
東
京
圏
、
大
阪
圏
に
比
べ
て
、

中
京
圏
は
一
貫
し
て
点
数
が
高
い
。
タ

イ
ト
ル
で
は
名
古
屋
と
し
た
が
、
実
際

に
は
岐
阜
県
、
愛
知
県
、
三
重
県
が
対

象
。水

道
水
は
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
地

域
の
も
の
し
か
知
ら
な
い
こ
と
が
普
通
。

他
地
域
と
比
べ
て
み
る
わ
け
で
も
な
い

の
に
、
10
点
満
点
の
評
価
で
中
京
圏
の

点
数
が
い
つ
も
高
い
、
と
い
う
の
も
不

思
議
な
気
が
す
る
。

そ
こ
で
、
東
京
圏
、
大
阪
圏
、
中
京

圏
が
そ
れ
ぞ
れ
タ
ッ
プ
ウ
ォ
ー
タ
ー
を

市
販
し
て
い
る
の
で
、
編
集
部
で
利
き

水
会
を
開
き
、
味
わ
っ
て
み
る
こ
と
に

し
た
。

東
京
は
﹁
東
京
水
﹂
、
大
阪
は
﹁
ほ

ん
ま
や
﹂
、
名
古
屋
は
﹁
名
水
﹂
で
、

ボ
ト
ル
の
デ
ザ
イ
ン
も
県
民
性
を
反
映

し
て
い
る
よ
う
だ
。
﹁
名
水
﹂
は
名
古

屋
の
水
と
名
水
を
か
け
て
シ
ャ
レ
て
い

る
の
で
あ
る
。
以
前
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

も
販
売
し
て
い
た
が
、
災
害
用
備
蓄
飲

料
水
と
し
て
保
存
期
間
を
長
く
す
る
た

め
に
ボ
ト
ル
缶
と
な
っ
て
い
る
。

利
き
水
を
行
な
う
前
に
、
後
ほ
ど
ご

登
場
い
た
だ
く
サ
ン
ト
リ
ー
︵
株
︶
健

康
科
学
セ
ン
タ
ー
所
長
の
平
島
隆
行
さ

ん
に
、
正
し
い
や
り
方
に
つ
い
て
指
導

を
仰
い
だ
。
平
島
さ
ん
は
世
界
各
地
の

水
を
飲
み
歩
い
た
人
。
い
わ
ば
水
の
味

の
違
い
が
わ
か
る
男
だ
。

ま
ず
官
能
検
査
に
は
種
類
が
あ
っ
て
、

︻
識
別
型
官
能
検
査
︼

・
工
場
で
毎
日
つ
く
っ
て
い
る
製
品
が

問
題
な
く
で
き
て
い
る
か

・
お
客
様
か
ら
何
か
い
つ
も
と
違
う
味

だ
と
か
ご
指
摘
が
あ
っ
た
場
合
に
確
認

の
た
め
実
施

︻
嗜
好
型
官
能
検
査
︼

・
新
規
の
水
源
を
調
査
し
、
商
品
に
向

い
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
場
合

・
他
社
の
製
品
と
自
社
製
品
と
の
味
の

違
い
を
表
現
す
る
場
合

の
２
つ
に
大
別
で
き
る
と
い
う
。

特
に
識
別
型
官
能
検
査
の
場
合
は
、

特
別
な
味
、
匂
い
が
わ
か
る
能
力
保
持

者
が
あ
た
る
と
い
う
。

他
の
匂
い
に
影
響
さ
れ
な
い
部
屋
や

空
気
の
流
れ
、
と
い
っ
た
細
か
い
環
境

設
定
が
求
め
ら
れ
る
と
知
り
、
我
々
に

は
荷
が
重
い
と
緊
張
し
た
が
、
今
回
は

ま
っ
た
く
の
素
人
集
団
に
よ
る
水
道
水

の
飲
み
比
べ
な
の
で
、
緩
い
基
準
の
下
、

試
し
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

も
し
、
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
な
ど

と
比
べ
て
し
ま
う
と
、
塩
素
臭
の
有
無

で
水
道
水
が
か
な
り
不
利
に
な
る
の
で
、

比
較
対
象
は
設
け
な
い
こ
と
、
水
温
は

普
通
飲
む
と
き
の
温
度
＝
蛇
口
か
ら
出

て
き
た
温
度
に
そ
ろ
え
る
こ
と
、
と
い

っ
た
程
度
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
反
映
さ
せ

て
実
施
す
る
こ
と
に
。
紙
コ
ッ
プ
だ
と

20

なぜ名古屋の水は

おいしいのか
ご当地水道水、飲み比べ

水の生活意識調査で13年間続いている

「水道水の10点満点評価」では、常に

点数が高い中京圏。その真相を探って

みた。また、東京圏、大阪圏でも徐々

に評価が上がりつつある水道水だが、

その背景に何があるのだろうか？
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21 なぜ名古屋の水はおいしいのか

そ
れ
自
体
の
臭
い
に
左
右
さ
れ
る
の
で
、

せ
め
て
ガ
ラ
ス
コ
ッ
プ
を
用
意
す
る
こ

と
に
す
る
。

官
能
コ
メ
ン
ト
に
関
し
て
は
、

・
臭
い
の
コ
メ
ン
ト
︵
カ
ビ
臭
、
鉱
物

臭
な
ど
︶

・
ミ
ネ
ラ
ル
感
︵
硬
い
か
軟
ら
か
い
か
、

塩
味
の
有
無

・
苦
味
、
渋
み
、
酸
味
の
バ
ラ
ン
ス

を
そ
れ
ぞ
れ
で
比
較
し
、
総
合
判
断
で

お
い
し
さ
の
点
数
を
つ
け
る
と
い
う
が
、

果
た
し
て
そ
こ
ま
で
わ
か
る
の
か
ど
う

か
。
は
な
は
だ
、
心
も
と
な
い
。

と
り
あ
え
ず
、
結
果
発
表

ガ
ラ
ス
コ
ッ
プ
を
用
意
し
、
常
温
の

﹁
東
京
水
﹂
、
﹁
ほ
ん
ま
や
﹂
、
﹁
名
水
﹂

を
注
ぐ
。
一
同
、
神
妙
な
面
持
ち
で
水

を
口
に
含
む
の
だ
が
。

﹁
臭
い
が
き
つ
い
﹂

﹁
塩
素
臭
い
な
﹂

﹁
こ
れ
は
、
後
味
が
悪
い
な
﹂

と
そ
れ
ぞ
れ
が
感
想
を
洩
ら
す
。
結

局
、
細
や
か
な
官
能
コ
メ
ン
ト
は
無
理
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
﹁
硬
い
か
軟
ら

か
い
か
﹂
﹁
臭
い
︵
塩
素
臭
？
︶
の
強

さ
﹂
を
各
自
が
感
じ
た
ま
ま
に
述
べ
、

お
い
し
い
順
に
評
価
を
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
あ
と
で
、
ど
れ
が
ど
こ
の

水
道
水
か
を
当
て
る
こ
と
に
。

８
人
が
挑
戦
し
、
正
解
者
は
２
人
。

一
番
臭
い
が
き
つ
く
、
硬
く
感
じ
ら
れ

た
水
が
﹁
ほ
ん
ま
や
﹂
。
臭
い
は
薄
い

が
後
味
に
嫌
な
雑
味
が
残
る
の
が
﹁
名

水
﹂
で
、
名
古
屋
の
水
は
お
い
し
い
と

い
う
先
入
観
が
打
ち
破
ら
れ
る
結
果
に

な
っ
た
。

こ
の
時
点
で
は
、
一
番
評
価
が
高
か

っ
た
の
は
﹁
東
京
水
﹂
で
、
﹁
名
水
﹂

が
ま
ず
く
感
じ
た
の
は
ボ
ト
ル
缶
臭
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
落
ち
着
い
た
。

こ
の
判
定
結
果
は
、
後
ほ
ど
平
島
さ

ん
の
と
こ
ろ
で
ま
っ
た
く
覆
っ
て
し
ま

う
の
だ
が
、
こ
の
時
点
で
は
、
利
き
水

会
を
実
施
し
た
と
い
う
達
成
感
で
満
た

さ
れ
て
い
る
編
集
部
で
あ
っ
た
。

水道水の評価が高くなっているとともに、不満点が減少している。
おいしい水は、『湧き水』『渓流の水』『井戸の水』などの自然の水の合計が、
６割を超えているが、『市販のミネラルウォーター』が徐々に増えている。牽
引者は、20、30代。
http://www.mizu.gr.jp/kekka/2007/02_q01.html



け
て
も
お
か
し
く
な
い
﹂
そ
う
言
う
岩

中
さ
ん
の
説
は
、
な
か
な
か
面
白
い
。

塩
素
臭
？
　
実
は

サ
ン
ト
リ
ー
︵
株
︶
健
康
科
学
セ
ン

タ
ー
に
平
島
さ
ん
を
訪
ね
た
。
こ
こ
は

サ
ン
ト
リ
ー
が
国
産
初
の
ウ
ィ
ス
キ
ー

蒸
溜
所
を
つ
く
っ
た
山
崎
の
す
ぐ
そ
ば

に
あ
る
。
敏
感
な
舌
の
持
ち
主
で
あ
る

平
島
さ
ん
に
﹁
東
京
水
﹂、﹁
ほ
ん
ま
や
﹂、

﹁
名
水
﹂
を
手
土
産
に
持
参
し
、
味
わ

県
民
性
と
い
う
可
能
性

と
こ
ろ
で
名
古
屋
の
人
は
、
各
地
の

水
道
水
を
飲
み
比
べ
た
わ
け
で
も
な
い

は
ず
な
の
に
、
10
点
満
点
の
評
価
で
常

に
高
得
点
を
つ
け
る
の
は
、
な
ぜ
な
の

か
。そ

の
理
由
を
、
︿
県
民
性
評
論
家
﹀

と
し
て
﹃
名
古
屋
学
﹄︵
新
潮
社

２
０

０
０
︶
な
ど
を
著
す
、
︵
株
︶
エ
デ
ィ

ッ
ト
ハ
ウ
ス
代
表
の
岩
中
祥
史
さ
ん
に
、

掘
り
起
こ
し
て
い
た
だ
い
た
。

ご
本
人
は
人
生
で
も
っ
と
も
多
感
な

時
期
を
名
古
屋
で
過
ご
し
て
い
る
。
名

古
屋
を
離
れ
た
こ
と
で
気
づ
い
た
、
名

古
屋
︵
人
︶
の
長
所
・
欠
点
を
独
特
の

視
点
で
論
じ
、
と
き
に
は
辛
口
の
コ
メ

ン
ト
を
口
に
し
な
が
ら
も
、
名
古
屋
と

名
古
屋
人
に
対
し
て
は
深
い
愛
情
を
持

っ
て
い
る
人
だ
。

岩
中
さ
ん
に
、
水
の
生
活
意
識
調
査

の
結
果
を
見
て
い
た
だ
い
た
。

﹁
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
触
れ
る
前
に
、

県
民
性
か
ら
性
格
判
断
を
す
る
と
い
う

こ
と
に
拒
否
反
応
を
抱
く
人
も
い
る
で

し
ょ
う
か
ら
、
私
が
県
民
性
の
違
い
を

論
じ
る
理
由
を
ご
説
明
し
ま
す
﹂

と
岩
中
さ
ん
。
ま
ず
は
、
生
ま
れ
育

っ
た
場
所
の
自
然
環
境
か
ら
受
け
る
影

響
を
語
っ
た
。

﹁
大
海
原
に
開
け
て
、
太
陽
が
さ
ん
さ

ん
と
照
る
場
所
と
、
日
も
差
さ
ず
交
通

の
便
が
悪
い
山
あ
い
と
で
は
、
人
間
に

与
え
る
影
響
は
違
う
は
ず
で
す
﹂

次
に
、
後
天
的
な
社
会
環
境
。

﹁
徳
島
の
の
ん
び
り
し
た
田
舎
に
蜂
須

賀
小
六
が
名
古
屋
か
ら
や
っ
て
来
た
せ

い
で
、
人
々
は
今
ま
で
の
生
き
方
を
変

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し

か
し
、
名
古
屋
流
の
勤
勉
さ
を
身
に
つ

け
た
お
蔭
で
、
今
で
は
四
国
の
中
で
も

一
番
貯
蓄
高
が
多
い
県
で
す
﹂

最
後
に
食
に
代
表
さ
れ
る
生
活
環
境
。

﹁
沖
縄
は
男
女
と
も
に
長
寿
県
で
し
た

が
、
ア
メ
リ
カ
式
の
食
生
活
が
浸
透
し

た
せ
い
で
、
一
気
に
平
均
寿
命
が
短
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
年
寄
り
が

減
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
維
持
さ
れ
て
き
た

敬
老
精
神
が
途
絶
え
る
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
﹂

と
、
こ
の
よ
う
に
自
然
・
社
会
・
生

活
と
い
っ
た
環
境
は
、
人
間
の
性
格
や

気
質
の
形
成
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い

る
は
ず
、
と
言
う
の
だ
。

﹁
そ
こ
で
い
よ
い
よ
名
古
屋
の
話
で
す
。

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
、

織
田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
と

い
う
天
下
取
り
を
目
指
し
た
殿
様
は
、

す
べ
て
愛
知
県
か
ら
出
て
い
ま
す
。
そ

し
て
蜂
須
賀
小
六
に
限
ら
ず
、
日
本
の

22

少
な
く
と
も
６
割
は
尾
張
、
三
河
出
身

の
殿
様
が
支
配
す
る
こ
と
に
に
な
っ
た

の
で
す
。
昔
か
ら
名
古
屋
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
さ
れ
て
い
る
堅
実
さ
は
、
実
を
言

う
と
、
こ
う
し
た
尾
張
、
三
河
出
身
の

殿
様
を
通
じ
て
全
国
に
広
ま
っ
て
い
っ

た
ん
で
す
﹂

岩
中
さ
ん
は
、
そ
れ
が
今
に
至
っ
て
、

銀
行
や
国
を
頼
ら
な
い
堅
実
さ
に
も
結

び
つ
い
て
い
る
、
と
言
う
。

で
し
ゃ
ば
り
が
嫌
で
７
点

ま
た
、
戦
国
時
代
の
下
剋
上
を
目
の

当
た
り
に
し
、
庶
民
は
﹁
今
が
ど
ん
な

に
良
く
て
も
、
明
日
は
ど
う
な
る
か
わ

か
ら
な
い
﹂
と
肝
に
銘
じ
る
よ
う
に
な

る
。
そ
こ
で
、
自
衛
手
段
と
し
て
﹁
目

立
っ
て
は
い
け
な
い
﹂
と
い
う
価
値
観

が
浸
透
し
た
。

﹁
名
古
屋
の
人
は
水
道
水
だ
っ
て
、
心

の
底
で
は
９
点
と
か
10
点
と
か
つ
け
た

い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
単

な
る
郷
土
愛
で
は
な
く
、
本
当
に
お
い

し
い
と
思
っ
て
飲
ん
で
い
る
と
思
い
ま

す
。
で
も
、
そ
ん
な
高
得
点
を
つ
け
た

ら
目
立
っ
て
し
ま
う
。
８
点
で
も
ま
だ

﹃
で
し
ゃ
ば
り
か
な
﹄
と
思
う
の
が
名

古
屋
人
。
だ
か
ら
７
点
、
と
い
う
の
は

私
に
は
痛
い
ほ
ど
理
解
で
き
ま
す
﹂

大
阪
に
関
し
て
は
、
同
じ
論
理
で
逆

な
評
価
が
表
れ
た
の
で
は
、
と
言
う
。

﹁
大
阪
の
水
は
水
源
が
悪
い
た
め
に
、

本
当
に
ま
ず
か
っ
た
。
今
は
良
く
な
っ

た
け
れ
ど
、
平
成
ヒ
ト
ケ
タ
時
代
は
特

に
ま
ず
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
10
点
満

点
で
い
っ
た
ら
３
点
が
い
い
と
こ
ろ
。

で
も
、
東
京
に
負
け
た
く
な
い
か
ら
５

点
か
な
、
と
い
う
感
じ
じ
ゃ
な
い
で
し

ょ
う
か
。
さ
す
が
に
７
点
で
は
図
々
し

す
ぎ
る
で
し
ょ
う
﹂

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
東
京
が
一
番

正
直
な
の
か
も
、
と
岩
中
さ
ん
。

﹁
東
京
の
人
は
、
東
京=

日
本
だ
と
思

っ
て
い
る
か
ら
、
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
が

稀
薄
な
ん
で
す
。
他
の
地
域
の
こ
と
な

ん
か
、
ま
っ
た
く
気
に
し
て
い
な
い
と

思
い
ま
す
よ
﹂

大
阪
は
目
立
ち
た
が
り
で
サ
ー
ビ
ス

精
神
が
旺
盛
、
名
古
屋
は
他
所
か
ら
ど

う
見
ら
れ
る
か
を
気
に
す
る
、
東
京
は

ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
が
稀
薄
。
そ
ん
な
県

民
性
の
評
価
も
、
あ
な
が
ち
間
違
っ
て

は
い
な
い
気
が
す
る
。
そ
し
て
、
水
道

水
の
評
価
結
果
も
、
岩
中
さ
ん
の
説
を

反
映
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

﹁
実
際
に
名
古
屋
の
水
道
局
は
頑
張
っ

て
い
ま
す
よ
。
江
戸
時
代
の
初
め
ま
で

は
水
害
も
多
く
苦
労
し
ま
し
た
が
、
そ

の
分
土
地
は
肥
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

基
本
的
に
豊
か
な
土
地
柄
な
ん
で
す
ね
。

尾
張
の
殿
様
は
、
年
貢
も
厳
し
く
取
り

立
て
な
か
っ
た
し
。
慎
ま
し
や
か
で
自

慢
し
な
い
と
こ
ろ
は
、
そ
ん
な
背
景
が

あ
っ
て
育
っ
て
き
た
ん
で
し
ょ
う
ね
﹂

名
古
屋
の
人
の
控
え
め
な
県
民
性
を

語
り
つ
つ
、
﹁
で
も
名
古
屋
の
水
が
お

い
し
い
の
は
本
当
だ
、
10
点
満
点
を
つ

平島隆行さん河野浩さん 樋口直樹さん

岩中祥史さん
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っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

サ
ン
ト
リ
ー
︵
株
︶
水
科
学
研
究
所

所
長

兼

Ｒ
＆
Ｄ
推
進
部
部
長
で
理
学

博
士
の
樋
口
直
樹
さ
ん
と
サ
ン
ト
リ
ー

︵
株
︶
水
科
学
研
究
所

主
任
研
究
員
の

河
野
浩
さ
ん
も
同
席
し
て
く
れ
た
。

試
飲
後
の
開
口
一
番
、

﹁
容
器
由
来
の
臭
い
や
味
が
き
て
ま
す

ね
﹂

﹁
容
器
の
材
質
選
択
や
充
填
時
の
温
度

管
理
に
問
題
が
あ
る
よ
う
で
す
﹂

と
の
こ
と
。
こ
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
や

ボ
ト
ル
缶
で
水
道
水
を
評
価
し
た
ら
、

水
道
局
の
努
力
が
無
駄
に
な
っ
て
気
の

毒
だ
、
と
い
う
。

﹁
水
道
局
も
こ
う
し
た
製
品
で
ウ
ォ
ー

タ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
に
進
出
さ
れ
た

つ
も
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
味
の
評

価
で
か
え
っ
て
逆
効
果
に
な
っ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
﹂

つ
ま
り
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
材
質
の
選

定
や
、
充
填
方
法
な
ど
に
課
題
が
残
り
、

記
載
し
て
は
い
け
な
い
採
水
地
が
明
記

さ
れ
て
い
た
り
、
商
い
と
し
て
は
ま
だ

ま
だ
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
そ

う
だ
。

し
か
し
、
驚
い
た
の
は
こ
の
あ
と
の

評
価
で
、
こ
れ
ほ
ど
き
つ
い
臭
い
を
差

し
引
い
て
、
水
と
し
て
の
本
質
を
判
定

し
て
い
る
。

さ
す
が
は
プ
ロ
。

﹁
軟
ら
か
く
て
、
悪
く
な
い
水
で
す
よ
﹂

と
い
う
言
葉
に
、
思
わ
ず

﹁
こ
ん
な
に
塩
素
が
入
っ
て
い
る
の
に
、

水
の
味
が
わ
か
る
ん
で
す
か
﹂

と
聞
く
と
、

﹁
塩
素
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
﹂

と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
は
あ
の
利
き
水
会
の
と
き
の

会
話
は
、
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、

編
集
部
一
同
、
大
変
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
る
。

﹁
ペ
ッ
ト
詰
め
飲
料
で
残
留
塩
素
は
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
化
学

的
な
臭
い
は
容
器
か
ら
出
て
い
る
も
の

で
す
。
こ
れ
ら
を
改
良
す
れ
ば
、
も
っ

と
お
い
し
く
飲
め
る
水
道
水
を
売
り
出

せ
る
は
ず
で
す
﹂

と
平
島
さ
ん
。

水
道
局
が
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
の

ビ
ジ
ネ
ス
上
の
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
に
は
、

も
う
少
し
時
間
が
か
か
り
そ
う
で
あ
る
。

衛
生
や
安
全
か
ら
お
い
し
さ
へ

１
９
５
７
年
︵
昭
和
32
︶
に
制
定
さ

れ
た
水
道
法
は
、
衛
生
や
安
全
を
第
一

と
し
た
水
質
基
準
を
定
め
た
た
め
に
、

水
の
お
い
し
さ
に
つ
い
て
は
言
及
し
て

こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
近
年
は
、
消
費
者
が
質
の
高

い
水
道
水
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
た

め
、
水
質
基
準
を
補
完
す
る
も
の
と
し

て
、
当
時
の
厚
生
省
は
ま
ず
、
色
や
臭

い
、
濁
り
、
味
覚
な
ど
に
関
す
る
﹁
快

適
水
質
項
目
﹂
と
将
来
的
な
懸
念
を
監

視
し
て
い
く
﹁
監
視
項
目
﹂
を
設
け
、

そ
れ
ぞ
れ
に
目
標
値
を
定
め
た
。
水
の

味
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
厚
生
省
の
﹁
お
い
し
い
水
研

究
会
﹂
は
︿
お
い
し
い
水
の
要
件
﹀
を

発
表
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
水
道
水
の

指
針
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た



高度浄水処理

大きな砂な
どを沈める 

 

取水塔

水位や
水量を
調整

水に混ざっている
細かい砂や土などを
沈めるため、
凝集剤

（ポリ塩化アルミニウム等）
を入れる

凝集剤注入

消毒、藻類のコントロール
アンモニア性窒素や
鉄、マンガンなどの除去
のため塩素を注入

塩素注入

消毒のため
塩素を注入

塩素注入

着水井に
原水をくみ
上げる

原水と
凝集剤
とを混ぜる

砂や砂利
の層で
水をこす

貯水槽 給水所に
送り出す

フロックを
沈める

砂や土などを
沈みやすい
フロックにする

（細かい砂や土などと
凝集剤がくっついた
大きなかたまりにする）

急速濾過の流れ

沈砂池 着水井取水ポンプ 混和池 急速濾過池 配水池 配水ポンプ

活性炭の吸着作用と
繁殖する微生物の
分解作用で
汚濁物質を処理

生物活性炭吸着池

かび臭原因物質や
トリハロメタンの
もととなる物質
などを オゾンの
酸化力で分解

オゾン接触池

沈澱池フロック形成池

大きな砂な
どを沈める 

取水塔

水位や
水量を
調整

消毒のため
塩素を注入

塩素注入

着水井に
原水をくみ
上げる

砂や砂利
の層で
水をこす

原水（処理される元の水）が
細かい径の砂層（濾層）を
１日に３～６メートルと
ごく遅い速度で濾過される
濾過速度は　0.125～0.25m/h

急速濾過池に比べて
20～30倍の面積が必要

上水道で採用されている
濾過速度は、約５m/h
１日に120メートル
工業用水の濾過速度は

10～15m/h
１日に240～360メートル

貯水槽 給水所に
送り出す

緩速濾過の流れ

沈砂池 着水井取水ポンプ 緩速濾過池 配水池 配水ポンプ
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の
で
あ
る
。

２
０
０
４
年
︵
平
成
16
︶
の
改
正
で

は
、
こ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
27
項
目
の

﹁
水
質
管
理
目
標
設
定
項
目
﹂
と
40
項

目
の
﹁
要
検
討
項
目
﹂
が
導
入
さ
れ
、

水
道
水
の
味
へ
の
追
及
は
い
っ
そ
う
深

ま
っ
て
い
る
。

﹁
東
京
圏
の
水
道
水
と
い
っ
て
も
水
源

は
さ
ま
ざ
ま
で
利
根
川
水
系
、
荒
川
水

系
、
多
摩
川
水
系
の
ほ
か
、
杉
並
区
な

ど
で
は
井
戸
水
も
利
用
し
て
い
ま
す
か

ら
、
一
言
で
東
京
圏
の
水
道
水
う
ん
ぬ

ん
と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
﹂

と
河
野
さ
ん
。
要
は
﹁
原
水
が
良
け

れ
ば
塩
素
も
低
く
抑
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
、
お
い
し
い
水
道
水
も
あ
る
﹂

と
い
う
の
は
意
外
な
話
だ
っ
た
。

し
か
し
、
汚
染
が
進
ん
だ
多
く
の
原

水
に
対
処
す
る
た
め
、
厚
生
省
で
は
１

９
８
８
年
︵
昭
和
63
︶
に
﹁
高
度
浄
水

施
設
導
入
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
を
作
成
。

高
度
処
理
施
設
に
対
し
て
国
庫
補
助
制

度
を
発
足
さ
せ
た
。

高
度
浄
水
を
行
な
う
こ
と
で
、
通
常

の
急
速
濾
過
︵
沈
澱
や
濾
過
、
消
毒
︶

で
は
充
分
に
対
応
で
き
な
い
カ
ビ
臭
や

カ
ル
キ
臭
の
原
因
を
取
り
除
き
、
ト
リ

ハ
ロ
メ
タ
ン
の
も
と
と
な
る
物
質
な
ど

を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
の
金
町
浄
水
場
で
は
１
９
９

おいしい水道水の要件
水質項目 数値

蒸発残留物 30～200mg／lR
硬度 10～100mg／lR

遊離炭酸 3～30mg／lR
過マンガン酸カリウム消費量 3mg／lR以下

臭気度 3 以下
残留塩素 0.4mg／lR以下
水温 最高20℃以下

（1985年に当時の厚生省「おいしい水研究会」によって発表）

東京都水道局と広島県三原市のホームページを参考に作図
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/pp/hakken/h06.htm
https://www.mihara-waterworks.jp/topics/kansokuroka.htm
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先
行
し
て
い
た
が
、
専
門
テ
イ
ス
タ
ー

に
よ
る
テ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
と
味
覚
セ
ン

サ
ー
に
よ
る
分
析
も
合
わ
せ
て
総
合
評

価
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
。

﹁
天
然
水
醸
造
を
や
っ
て
か
ら
、
小
売

店
さ
ん
や
消
費
者
の
方
々
に
、
天
然
水

と
は
何
か
、
を
説
明
す
る
機
会
が
多
く

な
り
ま
し
た
﹂

サ
ン
ト
リ
ー
で
は
２
０
０
５
年
か
ら

﹁
水
と
生
き
る
﹂
を
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
メ

ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
掲
げ
、
そ
れ
と
連
動

し
て
す
べ
て
の
ビ
ー
ル
を
天
然
水
醸
造

に
切
り
替
え
た
。
そ
の
た
め
、
今
ま
で

以
上
に
水
に
対
す
る
説
明
が
求
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
の
だ
。
水
へ
の
意
識
が

か
つ
て
な
い
ほ
ど
高
ま
っ
て
い
る
こ
と

の
表
れ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

工
場
で
行
な
わ
れ
る
従
来
の
官
能
検

査
は
識
別
型
で
、
異
味
、
異
臭
が
な
い

か
ど
う
か
、
加
温
し
て
確
認
す
る
。
し

か
し
水
科
学
研
究
所
で
は
﹁
お
い
し
い

水
と
は
何
か
﹂
と
い
う
問
い
に
答
え
る

た
め
に
も
、
識
別
型
、
嗜
好
型
に
加
え
、

新
た
に
評
価
型
の
尺
度
づ
く
り
を
作
成

中
で
あ
る
。
専
門
テ
イ
ス
タ
ー
に
よ
る

テ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
際
に
用
い
ら
れ
る

官
能
コ
メ
ン
ト
を
整
理
統
合
し
、
水
の

味
を
表
現
す
る
共
通
言
語
づ
く
り
を
進

め
て
い
る
そ
う
だ
。

塩
素
の
臭
い
に
ホ
ッ
と
す
る

最
後
に
世
界
の
水
を
飲
ん
で
き
た
平

島
さ
ん
か
ら
、
驚
か
さ
れ
る
発
言
が
あ

２
年
度
︵
平
成
４
︶
か
ら
、
朝
霞
浄
水

場
で
は
２
０
０
４
年
度
︵
平
成
16
︶
か

ら
、
大
阪
市
の

柴
島
浄
水
場
下
系
で

は
１
９
９
８
年
︵
平
成
10
︶
か
ら
、
庭

窪
浄
水
場
系
で
は
１
９
９
９
年
︵
平
成

11
︶
か
ら
、
柴
島
浄
水
場
上
系
と
豊
野

浄
水
場
系
で
は
２
０
０
０
年
︵
平
成
12
︶

か
ら
高
度
浄
水
処
理
を
開
始
し
て
い
る
。

水
の
生
活
意
識
調
査
の
評
価
が
上
が
り

始
め
た
の
も
、
高
度
浄
水
処
理
の
開
始

と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

お
墨
付
　

名
古
屋
の
水
は
お
い
し
い

で
は
高
度
浄
水
処
理
は
万
能
な
の
だ

ろ
う
か
。

﹁
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
﹂
と
河
野
さ

ん
は
言
う
。

実
は
名
古
屋
の
水
道
水
に
は
、
お
い

し
い
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
。

﹁
名
古
屋
の
水
道
水
は
、
実
際
に
高
い

評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
の

第
一
は
、
主
な
水
源
で
あ
る
木
曽
川
が

き
れ
い
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
名
古
屋
市
水
道
局
は
良
質
な

原
水
確
保
の
た
め
に
下
水
道
の
整
備
や

水
源
地
の
環
境
保
全
に
も
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

そ
し
て
、
今
で
も
緩
速
濾
過
設
備
が

活
躍
し
て
い
ま
す
﹂

砂
を
使
っ
た
緩
速
濾
過
は
、
微
生
物

が
汚
染
原
因
を
分
解
す
る
の
で
、
薬
剤

を
使
う
必
要
が
な
い
。
つ
ま
り
、
ま
ず

く
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
。

﹁
原
水
が
良
け
れ
ば
緩
速
濾
過
で
や
り

た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
は
大
変
時

間
が
か
か
り
、
広
大
な
敷
地
を
必
要
と

し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
東
京
や
大
阪
の

よ
う
に
人
口
が
多
い
地
域
、
ま
た
取
水

す
る
原
水
が
悪
い
と
こ
ろ
で
は
緩
速
濾

過
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
﹂

お
い
し
い
水
と
は
何
ぞ
や

水
道
水
を
対
象
に
考
え
ら
れ
た
︿
お

い
し
い
水
の
要
件
﹀
は
天
然
水
に
は
当

て
は
ま
ら
な
い
、
と
言
う
河
野
さ
ん
。

﹁
例
え
ば
硬
度
に
関
し
て
い
え
ば
、
嗜

好
に
変
化
が
見
ら
れ
、
日
本
人
も
硬
度

の
高
い
水
を
好
ん
で
飲
む
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
、
一
概
に
軟
水
が
い
い
と
は
言

え
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
﹂

ま
た
︿
お
い
し
い
水
の
要
件
﹀
に
よ

れ
ば
、
冷
や
し
て
飲
め
ば
お
い
し
く
感

じ
る
わ
け
だ
か
ら
、
集
合
住
宅
の
貯
水

タ
ン
ク
に
溜
ま
っ
て
ぬ
る
く
な
っ
た
水

な
ど
は
、
別
の
意
味
で
の
問
題
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ま
で
を
水
道
水
の
責
任
と
見

て
し
ま
う
の
も
誤
り
だ
。

ち
な
み
に
サ
ン
ト
リ
ー
で
は
硬
度
１

０
０
ま
で
を
軟
水
、
１
０
０
か
ら
３
０

０
を
中
硬
水
、
３
０
０
以
上
を
硬
水
と

定
め
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
軟
水
と

思
わ
れ
て
い
る
水
道
水
の
硬
度
も
、
例

え
ば
沖
縄
県
の
よ
う
に
、
所
に
よ
っ
て

は
２
０
０
、
３
０
０
を
越
え
る
地
域
も

あ
る
。

っ
た
。
海
外
で
塩
素
臭
が
す
る
と
、
あ

る
意
味
ホ
ッ
と
す
る
と
い
う
の
だ
。

﹁
衛
生
状
態
の
良
い
地
域
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
か
ら
、
水
を
飲
む
と
い
う
の

は
ど
こ
か
で
危
険
と
背
中
合
わ
せ
な
の

で
す
。
そ
う
い
う
地
域
に
行
っ
て
飲
も

う
か
飲
む
ま
い
か
迷
っ
て
鼻
を
近
づ
け

た
と
き
、
塩
素
臭
が
す
る
と
ホ
ッ
と
し

ま
す
﹂

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
蛇
口
か
ら
出
る
段

階
で
塩
素
が
残
ら
な
い
程
度
に
量
を
抑

え
て
あ
る
国
も
あ
り
、
そ
れ
は
国
ご
と

の
考
え
方
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

発
展
途
上
国
な
ど
で
は
危
険
を
伴
う
こ

と
も
あ
り
、
水
と
接
す
る
と
き
に
は
ボ

ト
ル
ド
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
選
ぶ
よ
う
に
し

て
ほ
し
い
、
と
言
う
。

﹁
重
金
属
な
ど
は
続
け
て
飲
ま
な
け
れ

ば
、
た
い
が
い
平
気
。
で
も
大
腸
菌
や

ア
メ
ー
バ
に
よ
る
下
痢
な
ど
は
命
に
か

か
わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
生
水
に
は

注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
﹂

安
全
な
水
を
豊
富
に
使
う
こ
と
が
許

さ
れ
る
日
本
。
そ
の
上
、
味
に
こ
だ
わ

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
と
て
も
幸
せ

な
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
の
味
も
安
全

性
も
、
良
質
な
原
水
が
手
に
入
っ
て
か

な
え
ら
れ
る
こ
と
だ
。
名
古
屋
の
水
道

水
が
実
際
に
お
い
し
い
と
い
う
理
由
を

忘
れ
ず
に
、
こ
れ
か
ら
水
の
生
活
意
識

調
査
の
10
点
満
点
評
価
で
高
得
点
記
録

を
伸
ば
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。

﹁
要
は
慣
れ
る
と
お
い
し
い
と
感
じ
て

く
る
ん
で
す
。
ブ
ラ
イ
ン
ド
テ
ス
ト
で

水
道
水
を
飲
ん
で
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、

日
頃
飲
ん
で
い
る
水
道
水
の
評
価
が
高

か
っ
た
と
い
う
結
果
も
あ
り
ま
す
﹂

こ
う
し
た
数
値
に
表
し
に
く
い
水
の

本
当
の
お
い
し
さ
は
、
ど
う
定
義
し
た

ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
河
野
さ
ん
も
、
今

ま
で
は
数
値
化
し
や
す
い
物
性
分
析
が
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﹁
川
に
自
由
を
！
﹂

こ
れ
が
今
の
私
の
テ
ー
マ
で
す
。
４

年
前
ま
で
、
私
は
国
土
交
通
省
で
﹁
多

自
然
型
川
づ
く
り
﹂
に
携
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
河
川
が
持
っ
て
い
る
自
然
の
営

み
や
、
流
域
に
暮
ら
す
人
の
歴
史
や
文

化
に
配
慮
し
な
が
ら
河
川
環
境
を
つ
く

る
、
あ
る
い
は
保
全
す
る
活
動
で
す
。

変化する川

自由な川が美しい
真の清流は、地域の文化や風景があってこそ

川が本来有している自然の営みや、

地域住民の生活、歴史、文化にも配慮した

「多自然川づくり」が、少しずつ進んでいる。

「20年以上この活動をしてきて、いい事例も増えてきた。

農村部だけじゃなく、都会でも里川づくりが可能なんです」

国土交通省の技官時代から多自然川づくりに携わっている島谷さんが、

多自然川づくりの課題と希望を語ってくれた。

今
は
、
九
州
大
学
で
学
生
た
ち
と
一

緒
に
自
然
の
川
に
再
生
し
た
り
、
よ
り

よ
い
河
川
環
境
や
社
会
環
境
を
考
え
た

り
し
て
い
ま
す
。

つ
い
先
日
、
大
学
院
１
年
の
学
生
た

ち
に
、
こ
ん
な
質
問
を
し
て
み
ま
し
た
。

﹁
ア
ト
ム
の
町
と
ト
ト
ロ
の
町
、
ど
っ

ち
が
い
い
と
思
う
？
﹂

大
半
の
学
生
が
選
ん
だ
の
は
、
﹁
ア

ト
ム
の
町
﹂
と
﹁
ト
ト
ロ
の
町
﹂
が
共

生
す
る
町
で
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ

ん
な
声
に
代
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

﹁
両
方
好
き
だ
け
ど
、
ト
ト
ロ
の
町
で

は
ア
ト
ム
の
町
を
つ
く
れ
な
い
。
で
も
、

ア
ト
ム
の
町
な
ら
ト
ト
ロ
の
森
も
つ
く

れ
る
か
ら
﹂

要
す
る
に
、
文
明
が
進
ん
だ
ア
ト
ム

の
町
に
ト
ト
ロ
の
町
を
内
包
す
る
の
が

い
い
、
と
い
う
意
見
。

面
白
い
で
し
ょ
う
？
　

今
の
大
学
生
は
、
小
学
校
時
代
に

﹁
ト
ト
ロ
の
森
﹂
を
映
画
﹃
と
な
り
の

ト
ト
ロ
﹄
で
見
た
世
代
な
ん
で
す
。
ト

ト
ロ
が
住
む
自
然
が
大
好
き
だ
け
ど
、

ア
ト
ム
が
い
る
文
明
社
会
も
捨
て
き
れ

な
い
。
だ
か
ら
﹁
ア
ト
ム
と
ト
ト
ロ
を

共
存
さ
せ
る
﹂
と
い
う
考
え
、
な
か
な

か
い
い
よ
ね
。

私
と
同
世
代
の
人
た
ち
は
、
子
供
の

こ
ろ
﹁
ア
ト
ム
の
町
﹂
に
憧
れ
て
い
た

と
思
う
ん
で
す
。
そ
し
て
実
際
、
そ
の

通
り
の
工
業
社
会
に
な
っ
て
い
っ
た
。

町
っ
て
、
そ
の
時
代
の
若
者
が
目
指

す
姿
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。
だ
か
ら
、

﹁
多
様
な
生
物
や
植
物
が
共
存
す
る
自

然
環
境
が
い
い
﹂
﹁
川
も
自
然
の
形
に

戻
っ
た
ほ
う
が
い
い
﹂
と
思
う
若
者
が

増
え
れ
ば
、
き
っ
と
そ
う
い
う
姿
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

現
に
、
川
の
再
生
も
少
し
ず
つ
進
ん

で
き
ま
し
た
。
そ
の
経
緯
や
方
法
、
具

体
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
日
本
の
川
の

未
来
に
つ
い
て
話
を
進
め
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

型
を
取
っ
て
多
自
然
川
づ
く
り

国
土
交
通
省
の
モ
デ
ル
事
業
と
し
て

﹁
多
自
然
型
川
づ
く
り
﹂
が
始
ま
っ
た

の
は
、
１
９
９
０
年
の
こ
と
で
し
た
。

戦
後
か
ら
こ
こ
に
至
る
ま
で
、
川
づ

く
り
で
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
は
、
工
業

化
に
よ
る
公
害
で
汚
れ
た
川
の
﹁
水
質

改
善
﹂
で
す
。
１
９
７
０
年
ご
ろ
に
な

る
と
﹁
親
水
﹂
と
い
う
考
え
が
登
場
し
、

次
い
で
﹁
景
観
﹂、﹁
自
然
﹂
と
キ
ー
ワ

ー
ド
が
移
っ
て
き
ま
し
た
。

水
害
を
防
止
す
る
対
策
を
講
じ
な
が

ら
、
川
を
自
然
な
形
に
戻
そ
う
と
い
う

動
き
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
中
心
に

な
っ
て
活
動
し
た
の
は
、
技
術
者
で
も

あ
っ
た
関
正
和
さ
ん
で
す
。
関
さ
ん
は

１
９
９
４
年
に
他
界
さ
れ
た
ん
で
す
が
、

生
前
こ
う
言
っ
て
い
ら
し
た
。

﹁
日
本
に
は
多
様
な
川
が
あ
る
か
ら
、

そ
の
川
の
個
性
を
生
か
し
た
川
づ
く
り

を
し
た
い
。
多
様
な
自
然
、
多
様
な
生

物
が
い
る
か
ら
﹃
多
自
然
川
﹄
な
ん
だ
﹂
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ピ
ー
ド
も
速
い
の
で
、
自
然
の
川
づ
く

り
な
ど
し
た
ら
、
薮
だ
ら
け
に
な
っ
て

し
ま
う
﹂

当
時
は
そ
ん
な
意
見
が
大
勢
を
占
め

て
い
た
ん
で
す
。
﹁
多
自
然
型
川
づ
く

り
﹂
の
中
心
的
な
人
た
ち
も
、
本
当
に

実
現
で
き
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
ず
、
そ

の
分
野
の
先
進
国
ス
イ
ス
へ
勉
強
に
行

く
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
17
年
経
っ
た
今
、
﹁
多
自

然
型
川
づ
く
り
﹂
は
名
称
か
ら
﹁
型
﹂

の
文
字
を
削
り
、﹁
多
自
然
川
づ
く
り
﹂

と
な
っ
て
続
い
て
い
ま
す
。
﹁
型
﹂
が

つ
い
て
い
る
と
、
日
本
人
は
つ
い
モ
デ

ル
ケ
ー
ス
通
り
に
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
が

ち
な
の
で
取
り
外
し
た
の
で
す
。

多
自
然
川
づ
く
り
の
ス
タ
ー
ト
時
に

若
者
だ
っ
た
人
々
は
、
今
50
代
に
な
っ

て
次
世
代
に
発
破
を
か
け
て
ま
す
。
こ

の
前
、
岩
手
県
の
技
術
者
の
方
が
部
下

を
連
れ
て
私
を
訪
ね
て
き
た
ん
で
す
が
、

そ
の
場
で
部
下
た
ち
に
こ
う
言
う
ん
で

す
。

﹁
お
前
た
ち
、
も
う
ち
ょ
っ
と
頑
張
れ
。

土
木
屋
は
も
の
を
残
し
て
な
ん
ぼ
や
。

お
前
た
ち
の
息
子
に
誇
れ
る
よ
う
な
川

づ
く
り
を
し
て
み
ろ
よ
！
﹂

熱
い
ん
で
す
よ
、
お
じ
さ
ん
世
代
が
。

私
は
も
う
国
土
交
通
省
を
離
れ
て
い

ま
す
が
、
河
川
局
で
つ
く
っ
て
い
る
多

自
然
川
づ
く
り
の
研
究
会
で
座
長
を
し

て
い
る
の
で
、
頑
張
っ
て
い
る
人
た
ち

に
た
く
さ
ん
会
え
る
ん
で
す
。

先
日
は
、
埼
玉
県
の
土
木
課
の
人
が
、

柳
瀬
川
地
域
の
住
民
の
人
と
訪
ね
て
き

ま
し
た
。
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
﹁
里

川
が
ほ
し
い
﹂
と
い
う
住
民
の
意
識
は

す
ご
く
高
い
。
行
政
も
乗
り
気
な
の
に
、

実
際
は
思
う
よ
う
に
は
進
ん
で
い
な
い

よ
う
で
す
。

理
由
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
技
術

の
問
題
も
あ
る
ん
で
す
が
、
公
共
事
業

が
一
般
競
争
入
札
制
に
変
っ
た
こ
と
で
、

役
所
の
人
は
今
、
非
常
に
忙
し
い
。

さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
90
年
代
の

初
め
ま
で
は
、
規
格
化
し
た
川
づ
く
り

を
し
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
計
算
で
求
め

た
水
量
を
流
す
定
量
化
技
術
を
、
明
治

時
代
か
ら
１
０
０
年
以
上
続
け
て
き
た

ん
で
す
。
だ
か
ら
、
﹁
川
の
個
性
に
合

わ
せ
て
自
由
に
川
を
つ
く
る
﹂
方
法
も

技
術
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

江
戸
時
代
に
は
そ
う
い
う
技
術
が
あ

っ
た
ん
で
す
。
も
と
も
と
日
本
が
持
っ

て
い
た
技
術
は
、
定
量
的
な
も
の
じ
ゃ

な
く
、
定
性
的
な
技
術
だ
っ
た
。
﹁
こ

の
前
の
洪
水
で
被
害
が
出
た
か
ら
、
今

度
は
こ
う
し
よ
う
﹂
と
い
う
考
え
で
川

を
改
修
し
て
い
ま
し
た
。
防
災
で
は
な

く
、
減
災
の
た
め
の
知
恵
と
技
術
が
あ

っ
た
ん
で
す
。

現
在
の
多
自
然
川
づ
く
り
も
、
防
災

か
ら
減
災
へ
重
き
を
置
く
よ
う
に
な
っ

た
の
で
、
昔
の
人
の
知
恵
や
技
術
を
掘

り
起
こ
す
こ
と
も
大
事
な
作
業
に
な
っ

て
い
ま
す
。
古
来
の
技
術
は
だ
い
ぶ
失

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
発
掘
し
て
、

こ
れ
か
ら
の
川
づ
く
り
に
活
か
す
こ
と

27 変化する川、自由な川が美しい

90
年
代
の
初
め
は
﹁
規
格
﹂
通
り
の

川
づ
く
り
が
主
流
で
し
た
か
ら
、
関
さ

ん
の
考
え
は
異
端
で
も
あ
り
ま
し
た
。

﹁
日
本
の
川
は
洪
水
時
の
水
量
が
多
く
、

河
床
勾
配
も
き
つ
い
。
植
物
育
成
の
ス



が
、
今
の
課
題
で
す
ね
。

や
れ
ば
で
き
る
！

多
自
然
川
づ
く
り
の
実
例
と
し
て
、

宮
崎
県
の
高
千
穂
に
あ
る
山
附

や
ま
つ
き

川
を
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
川
は
昨
年
大
き
な
水
害
に
見
舞

わ
れ
、
私
は
国
土
交
通
省
か
ら
派
遣
さ

れ
た
﹁
災
害
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
﹂
と
し
て
、

川
の
復
旧
・
改
修
に
参
加
し
ま
し
た
。

災
害
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
は
、
河
川
改

修
に
あ
ま
り
予
算
が
と
れ
な
い
け
れ
ど
、

被
災
地
の
復
旧
事
業
だ
け
は
き
っ
ち
り

し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
一
昨
年
で
き
た

ん
で
す
。

大
き
な
水
害
が
起
き
る
の
は
、
平
均

し
て
年
に
７
、
８
カ
所
ぐ
ら
い
で
し
ょ

う
か
。
そ
の
現
場
に
出
か
け
て
、
地
元

の
河
川
技
術
者
の
人
や
川
好
き
な
人
と

議
論
し
な
が
ら
提
案
し
て
い
く
の
が
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
の
役
割
で
す
。

山
附
川
で
は
、
ま
ず
上
流
か
ら
下
流

ま
で
全
部
歩
い
て
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
写

真
を
撮
り
な
が
ら
、
改
修
後
の
全
体
像

を
考
え
て
い
き
ま
し
た
。
今
ま
で
の
河

川
改
修
は
、
﹁
川
の
上
流
の
流
れ
を
速

め
、
水
を
速
く
下
流
に
流
す
﹂
と
い
う

発
想
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
下
流

域
に
洪
水
を
発
生
さ
せ
る
結
果
に
つ
な

が
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
発
想
を
逆
に
し
て
、
上
流
を

広
げ
、
流
れ
を
ゆ
っ
た
り
さ
せ
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
洪
水
で
川
が
広
が
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
も
と
も
と
こ
の
川
が

広
が
ろ
う
と
し
て
い
た
、
と
考
え
て
、

こ
ん
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
ん
で
す
。

﹁
最
上
流
部
の
広
い
空
間
と
樹
林
は
残

し
た
ほ
う
が
い
い
﹂

﹁
川
の
中
に
あ
る
巨
石
は
取
り
除
か
ず
、

自
然
に
で
き
た
落
差
を
残
す
ほ
う
が
い

い
。
必
要
に
応
じ
て
根
巻
︵
大
き
な
石

を
護
岸
で
取
巻
く
こ
と
︶
で
補
強
し
な

さ
い
﹂

﹁
護
岸
線
は
直
線
に
変
え
ず
、
柔
ら
か

味
の
あ
る
曲
線
的
施
工
に
す
る
。
植
物

が
植
生
し
や
す
い
よ
う
、
深
目
地
で
施

工
し
、
周
辺
環
境
に
馴
染
ま
せ
な
さ
い
﹂

﹁
低
い
土
地
に
あ
る
田
ん
ぼ
は
、
維
持

す
る
の
が
大
変
だ
か
ら
、
そ
の
土
地
を

買
っ
て
川
を
広
げ
た
ほ
う
が
い
い
の
で

は
﹂私

の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、
現
在
の
川
状

況
を
尊
重
し
て
安
全
性
を
高
め
る
こ
と

に
加
え
、
地
域
の
人
が
慣
れ
親
し
ん
で

き
た
風
景
を
極
力
残
す
た
め
の
も
の
で

す
。
で
も
、
失
礼
な
が
ら
本
音
を
言
え

ば
、
﹁
提
案
の
半
分
で
も
実
現
で
き
れ

ば
い
い
か
な
。
そ
れ
で
も
充
分
い
い
川

に
な
る
だ
ろ
う
﹂
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
驚
い
た
こ
と
に
、
私
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
全
部
受
け
入
れ
て
、
改
修

が
進
ん
で
い
る
ん
で
す
。
石
積
み
の
護

岸
も
、
土
を
詰
め
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が

見
え
な
い
よ
う
工
夫
し
て
い
る
。
さ
す

が
神
話
の
里
・
高
千
穂
だ
な
、
と
思
い

ま
し
た
ね
。

実
は
こ
の
川
、
最
初
は
が
ち
が
ち
に

護
岸
を
固
め
る
方
針
が
示
さ
れ
て
い
た

ん
で
す
。
で
も
改
修
に
関
わ
る
技
術
者

の
人
た
ち
は
、
私
の
提
案
を
聞
い
て

﹁
面
白
い
﹂
と
思
っ
て
く
れ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。

次
に
大
き
な
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
と

き
に
ど
う
な
る
か
、
そ
の
検
証
は
ま
だ

先
の
こ
と
で
す
が
、
﹁
減
災
を
考
え
た

里
川
づ
く
り
は
可
能
だ
﹂
と
い
う
感
触

は
得
て
い
ま
す
。
実
際
に
災
害
が
起
き

た
川
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
た
改
修
を

全
国
規
模
で
展
開
で
き
た
ら
い
い
で
す

ね
。

イ
メ
ー
ジ
は
良
い
実
例

河
川
だ
け
で
な
く
、
海
岸
で
も
新
し

い
試
み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
私
自
身

感
動
し
た
の
が
青
森
県
の
木
野
部

き
の
っ
ぷ

海
岸

の
事
例
。
こ
の
地
方
の
伝
統
的
防
波
工

法
で
あ
る
﹁
置

お
き

磯
工

い
そ
こ
う

﹂
を
復
活
さ
せ
ま

し
た
。
自
然
の
石
を
沖
に
た
く
さ
ん
置

い
て
、
海
岸
浸
食
を
防
ぐ
仕
組
み
を
使

っ
て
、
海
岸
の
景
観
を
守
り
な
が
ら
防

災
を
実
現
し
た
ん
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
防
波
対
策
は
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
波
消
し
ブ
ロ
ッ
ク
を
置
く
の

が
普
通
だ
っ
た
で
し
ょ
。
で
も
、
昔
な

が
ら
の
置
磯
工
の
ほ
う
が
、
ず
っ
と
美

し
い
。
こ
の
海
岸
改
修
は
、
今
年
度
の

土
木
学
会
デ
ザ
イ
ン
賞
に
輝
き
ま
し
た
。

こ
う
い
う
素
敵
な
例
が
で
き
る
と
、

﹁
あ
、
こ
う
い
う
方
法
も
あ
り
な
ん
だ
。

試
し
て
み
よ
う
﹂
と
い
う
地
域
が
増
え

28

上：改修後の霞ヶ浦。
下：ヒントを与えてくれた中国の巣湖（チャオフー）。

青森県の木野部（きのっぷ）海岸。

（このページの写真提供：島谷幸宏）



る
と
思
い
ま
す
。
逆
に
言
う
と
、
人
間

の
想
像
力
っ
て
意
外
と
貧
困
だ
か
ら
、

実
際
に
良
い
事
例
を
見
な
い
と
、
イ
メ

ー
ジ
が
湧
か
な
い
ん
で
す
よ
。

私
自
身
も
そ
う
。
以
前
、
霞
ヶ
浦
の

湖
岸
帯
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
工
学
者

と
し
て
か
か
わ
っ
た
体
験
が
あ
る
ん
で

す
が
、
初
め
は
ノ
ー
ア
イ
デ
ア
で
し
た
。

現
場
に
行
っ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
護
岸

を
眺
め
て
も
、
改
修
後
の
イ
メ
ー
ジ
が

浮
か
ば
な
い
。
霞
ヶ
浦
の
湖
岸
に
自
然

が
戻
っ
た
姿
を
想
像
で
き
な
か
っ
た
の

で
す
。
そ
こ
で
、
中
国
の
巣
湖

チ
ャ
オ
フ
ー

を
見
学

に
行
き
ま
し
た
。

そ
う
し
た
ら
、
学
生
の
こ
ろ
に
教
科

書
で
見
た
よ
う
な
湖
岸
の
風
景
が
、
目

の
前
に
広
が
っ
て
い
た
ん
で
す
。
岸
辺

に
は
柳
の
木
、
そ
の
内
側
に
は
蒲
や
水

草
の
地
帯
が
１
d
以
上
続
い
て
い
て
、

水
辺
に
は
水
牛
も
い
る
。

﹁
あ
あ
、
こ
れ
が
湖
の
自
然
な
姿
だ
っ

た
ん
だ
﹂

と
感
動
し
た
と
た
ん
、
霞
ヶ
浦
の
問

題
点
が
わ
か
っ
た
ん
で
す
。

霞
ヶ
浦
も
元
は
緩
や
か
な
湖
岸
だ
っ

た
の
に
、
湖
に
せ
り
出
す
形
に
道
路
が

つ
く
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
下
を
波

が
深
く
削
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ

を
改
修
す
れ
ば
い
い
ん
だ
、
と
思
っ
た

ん
で
す
。

で
も
、
道
路
自
体
を
な
く
す
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
の
で
、
道
路
か
ら
水
際

ま
で
を
、
な
だ
ら
か
な
勾
配
に
改
修
し

ま
し
た
。

ち
な
み
に
理
想
的
な
勾
配
の
角
度
は
、

粒
径
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
変
っ
て
き
ま

す
。
土
の
粒
が
粗
け
れ
ば
、
多
少
急
勾

配
で
も
、
湖
岸
を
維
持
で
き
る
。
そ
れ

を
計
算
し
て
実
行
し
た
ん
で
す
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
改
修
は
、
ス
イ

ス
の
ボ
ー
デ
ン
湖
な
ど
で
も
行
な
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
は
私
も
知
っ

て
い
た
し
、
写
真
で
は
見
て
い
た
ん
で

す
が
、
自
分
の
目
で
理
想
形
を
見
な
い

と
な
か
な
か
想
像
で
き
な
い
も
の
な
ん

で
す
。

都
市
の
川
も
変
れ
る
ん
だ

次
は
多
自
然
川
に
戻
っ
て
、
神
奈
川

県
横
浜
市
の
住
宅
街
を
流
れ
て
い
る
、

和
泉
川
の
事
例
を
お
話
し
し
ま
す
。

多
自
然
川
づ
く
り
を
開
始
し
て
以
来
、

農
村
地
帯
な
ら
実
現
で
き
る
手
ご
た
え

は
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
﹁
都
会
の
川

で
も
で
き
る
ん
だ
﹂
と
い
う
好
例
が
和

泉
川
で
す
。

こ
れ
を
実
現
さ
せ
た
中
心
人
物
は
、

横
浜
市
の
職
員
だ
っ
た
吉
村
伸
一
さ
ん
。

今
か
ら
20
年
ほ
ど
前
、
国
土
交
通
省
に

勤
め
て
い
た
私
は
、
吉
村
さ
ん
と
一
緒

に
和
泉
川
の
視
察
に
行
き
ま
し
た
。

﹁
島
谷
さ
ん
、
こ
の
川
は
20
年
後
に
す

29 変化する川、自由な川が美しい

神奈川県瀬谷区の和泉川の改修は2005年の土木学会デザイ
ン賞に輝いた。川に平行して設けられた遊水池は、変化を
つけた、なだらかスロープになっている。
今年の９月６日、台風９号が関東地方を直撃したとき、和
泉川の水位も150cmを超えた。太い角材でつくられた木橋
も水に洗われたようだ。「もう１日降ったらわからなかっ
たけど、ぜんぜん心配なかったよ」とは川沿い住人の声。

和泉川の川辺に立つ水位計には、泥水の水位の痕が残って
いた。周りのブッシュもなぎ倒されて元気がない。
この整った空間を維持するには、春から夏にかけて２～３
回の草刈りが必要だろう。
下は、島谷さんが吉村さんと視察に出かけた和泉川の風景。
20年以上前のこの状態から現在を想像できる吉村さんはす
ごい人だ。（写真提供：島谷幸宏）



ご
く
よ
く
な
り
ま
す
よ
﹂

吉
村
さ
ん
に
そ
う
言
わ
れ
た
と
き
、

私
は
半
信
半
疑
で
し
た
。

﹁
へ
っ
？
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
が
っ
し

り
護
岸
さ
れ
た
こ
の
川
を
、
ど
う
や
っ

て
再
生
す
る
ん
だ
ろ
う
？
﹂

そ
う
思
っ
た
も
の
で
す
が
、
吉
村
さ

ん
た
ち
は
見
事
に
や
っ
て
の
け
た
ん
で

す
。
し
か
も
、
や
り
方
も
す
ご
か
っ
た
。

﹃
横
浜
市
民
の
森
条
例
﹄
を
制
定
し
、

和
泉
川
流
域
の
土
地
を
徐
々
に
買
い
上

げ
て
、
豊
か
な
自
然
が
楽
し
め
る
川
に

し
た
ん
で
す
。

そ
の
労
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
吉

村
さ
ん
の
想
像
力
に
も
感
服
し
ま
す
。

自
然
の
姿
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
形
に
な
っ

て
い
た
川
を
見
た
だ
け
で
、
理
想
的
な

姿
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
た
ん
で
す
か
ら
。

吉
村
さ
ん
の
試
み
を
踏
襲
す
れ
ば
、

東
京
に
も
里
川
は
で
き
ま
す
。
可
能
性

が
大
き
い
の
は
神
田
川
で
す
。

こ
の
前
、
災
害
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
仕

事
で
、
神
田
川
流
域
を
隈
な
く
歩
き
ま

し
た
。

現
状
で
は
排
水
溝
の
よ
う
に
コ
ン
ク

リ
ー
ト
で
固
め
て
あ
る
の
で
、
自
然
な

川
に
す
る
に
は
５
倍
ぐ
ら
い
川
を
広
げ

る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
、
い
い
川
が
で

き
る
と
思
う
。

﹁
東
京
に
は
土
地
が
な
い
﹂
と
言
っ
て

反
対
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
、
土
地
は
あ
る
ん
で
す
。
あ
の
川

の
周
辺
っ
て
公
園
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
を
利
用
し
て
、

川
を
蛇
行
さ
せ
る
と
い
い
。

今
、
東
京
都
は
水
辺
と
公
園
を
別
々

に
整
備
し
て
い
ま
す
が
、
一
緒
に
改
修

す
れ
ば
和
泉
川
の
よ
う
な
川
が
で
き
る

と
思
い
ま
す
。
神
田
川
の
上
流
に
あ
る

井
の
頭
公
園
や
善
福
寺
公
園
に
は
、
湧

水
が
あ
る
ん
で
す
。
元
来
、
水
は
す
ご

く
き
れ
い
な
川
だ
か
ら
、
戻
せ
る
と
思

い
ま
す
。

も
と
も
と
戦
災
復
興
時
に
は
、
神
田

川
沿
岸
を
緑
地
に
す
る
計
画
だ
っ
た
し
、

御
茶
ノ
水
辺
り
に
は
そ
の
名
残
が
あ
り

ま
す
。
今
か
ら
だ
っ
て
、
都
民
が
本
当

に
望
め
ば
、
絶
対
で
き
る
は
ず
で
す
。

変
化
す
る
川
が
美
し
い

﹁
美
し
い
川
﹂
と
言
わ
れ
て
イ
メ
ー

ジ
す
る
川
の
姿
は
、
人
に
よ
っ
て
違
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
私
が
つ
く
り
た
い
と

思
っ
て
い
る
﹁
美
し
い
川
﹂
は
、
﹁
変

化
す
る
川
﹂
で
す
。
最
初
に
言
っ
た

﹁
自
由
﹂
と
も
つ
な
が
る
ん
で
す
が
、

自
然
環
境
に
即
し
て
自
由
に
変
る
川
の

姿
こ
そ
美
し
い
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

九
州
大
学
の
学
生
た
ち
が
、
九
州
大

学
の
樋
口
先
生
と
、
そ
ん
な
川
づ
く
り

の
楽
し
さ
を
体
験
し
ま
し
た
。
福
岡
の

遠
賀

お
ん
が

川
か
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
を
撤

去
し
、
微
妙
な
起
伏
を
つ
け
て
美
し
い

水
際
を
形
づ
く
っ
た
の
で
す
。

し
ば

ら
く
す
る
と
水
際
の
芝
生
が
削
れ
た
り
、

泥
が
溜
ま
っ
た
り
し
て
く
る
の
で
、
地

元
の
人
は
心
配
し
て
こ
う
言
う
わ
け
。
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﹁
先
生
、
一
生
懸
命
つ
く
っ
た
川
が
変

わ
っ
ち
ゃ
っ
て
る
﹂

私
の
答
え
は
こ
れ
で
す
。

﹁
や
っ
と
川
が
自
由
に
な
れ
た
っ
て
こ

と
な
ん
だ
。
自
分
で
変
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
素
晴
ら
し
い
ん
だ
よ
。

自
由
に
変
わ
れ
る
こ
と
が
美
し
い
ん
じ

ゃ
な
い
？
﹂

こ
う
言
う
と
、
住
民
も
安
心
し
て
く

れ
ま
す
。
か
つ
て
の
炭
鉱
地
帯
を
流
れ

る
遠
賀
川
は
、
一
時
期
水
も
真
っ
黒
に

汚
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
が
甦
っ

て
鳥
も
戻
っ
て
き
ま
し
た
。
住
民
の
人

た
ち
も
参
加
し
て
、
こ
こ
ま
で
変
え
ら

れ
た
ん
で
す
。

自
然
の
川
辺
の
楽
し
み
は
、
何
と
い

っ
て
も
散
歩
に
つ
き
ま
す
よ
ね
。
ア
ン

ケ
ー
ト
の
結
果
に
も
そ
れ
が
表
れ
て
い

る
し
、
私
た
ち
が
行
な
っ
た
現
地
調
査

で
も
、
朝
夕
、
川
辺
を
歩
い
て
い
る
年

配
者
が
す
ご
く
多
か
っ
た
。

﹁
あ
の
花
が
ま
た
咲
い
た
ね
﹂
と
か
、

﹁
夏
が
過
ぎ
て
ハ
ゼ
釣
り
の
人
が
増
え

た
ね
﹂
と
か
言
い
な
が
ら
、
季
節
の
移

り
変
わ
り
を
楽
し
め
る
の
が
日
本
の
い

い
と
こ
ろ
で
す
ね
。

で
も
日
本
人
て
、
川
そ
の
も
の
の
変

化
は
好
ま
な
い
。
も
の
の
形
が
変
る
の

は
気
持
ち
悪
い
ん
で
す
ね
。
で
も
、
本

当
は
川
も
変
化
し
て
い
く
の
が
自
然
。

こ
れ
か
ら
﹁
変
化
す
る
川
が
美
し
い
﹂

っ
て
い
う
美
意
識
を
、
も
っ
と
広
げ
て

い
く
の
も
私
の
役
目
で
す
ね
。

一
緒
に
川
づ
く
り
を
し
た
学
生
た
ち

改修前
五ヶ瀬川の改修　デザインの考え方（写真提供：島谷幸宏）

1. 高水敷面（河川敷のうち、洪水時に水が流れる部分）の侵食は考えられないので、
できるだけ水面に近い高さに高水敷を設定する。また河岸域のスロープも緩やかにし、安全に水辺に近づけるようにする

2. 感潮域であるので、潮間帯をゆるやかなスロープで形成し、満潮時に斜面と水位がぎりぎりのラインとなるように設定する

3. 出初式が行なわれる空間の護岸前面は、消防水利が確保できるように掘削し水深を確保する

4. 消防水利を確保する場所とその他の場所で河岸形状が異なるので、
景観上の区切りに水制（河岸から河川に突き出して、流水を制御する工作物）を配置する

5. 水制を配置することで河岸の侵食、堆積、水の流れなどが多様になることを念頭に置く

6. なだらかな河岸は変形することを前提とする

7. 流れ灌頂（ながれかんじょう：精霊流しと同様の祭礼）で水辺にアクセスする部分は木製のスロープとする

8. 水際の護岸は、段を形成し座れるようにする

改修後



ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
た

め
に
自
然
が
ず
い
ぶ
ん
破
壊
さ
れ
ち
ゃ

っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
も
う
一
度
東
京
に

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
誘
致
す
る
計
画
が
あ

る
ら
し
い
け
ど
、
そ
れ
な
ら
以
前
の
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
で
壊
し
た
自
然
を
回
復
す

る
た
め
の
大
会
を
標
榜
し
た
ら
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
。

都
心
に
流
れ
る
川
を
、
里
川
に
戻
し

て
ほ
し
い
。
そ
れ
が
実
現
で
き
れ
ば
面

白
い
し
、
世
界
の
注
目
も
集
め
る
と
思

い
ま
す
ね
。

は
、
す
ご
く
喜
ん
で
ま
す
。

﹁
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
っ
て

も
い
ま
せ
ん
で
し
た
﹂

っ
て
、
み
ん
な
感
動
し
て
く
れ
る
。

﹁
僕
は
福
岡
市
の
職
員
試
験
を
受
け
よ

う
と
思
う
ん
で
す
が
、
都
市
河
川
で
も

遠
賀
川
で
や
っ
た
よ
う
な
多
自
然
川
づ

く
り
が
で
き
ま
す
か
ね
？
﹂

こ
う
言
っ
て
き
た
学
生
が
い
た
か
ら
、

横
浜
の
和
泉
川
の
例
を
話
し
た
ん
で
す
。

﹁
横
浜
市
の
職
員
が
こ
れ
を
考
え
て
実

現
し
た
ん
だ
か
ら
、
都
市
河
川
で
も
で

き
る
ん
だ
よ
﹂

っ
て
。

う
ち
の
研
究
室
の
学
生
た
ち
を
見
て

い
る
と
、
将
来
に
希
望
が
持
て
ま
す
ね
。

去
年
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
学
生

も
い
ま
し
た
。

﹁
就
職
活
動
で
里
川
づ
く
り
が
で
き
る

と
こ
ろ
を
探
し
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
を

専
門
に
で
き
る
組
織
は
ど
こ
に
も
な
か

っ
た
で
す
。
だ
か
ら
僕
が
就
職
し
て
社

会
を
変
え
て
い
く
覚
悟
を
決
め
ま
し

た
﹂な

か
な
か
素
敵
で
し
ょ
、
こ
の
決
意
。

実
際
、
参
加
し
た
り
良
い
事
例
を
見
る

こ
と
で
、
人
間
の
意
識
っ
て
変
わ
る
ん

で
す
。
10
年
ぐ
ら
い
前
も
、
栃
木
県
の

河
川
技
術
者
の
人
か
ら
、
う
れ
し
い
言

葉
を
聞
き
ま
し
た
。

﹁
俺
は
今
ま
で
真
っ
白
い
護
岸
工
事
に

か
か
わ
っ
て
き
て
、
そ
れ
が
き
れ
い
だ

と
思
っ
て
た
ん
で
す
。
で
も
、
川
岸
が

緑
で
覆
わ
れ
て
る
多
自
然
川
を
見
た
ら
、

や
っ
ぱ
り
こ
っ
ち
が
自
然
だ
し
、
美
し

い
川
っ
て
こ
れ
な
ん
だ
な
っ
て
実
感
し

ま
し
た
﹂

そ
う
な
ん
で
す
よ
。
う
ち
の
学
生
や

栃
木
の
技
術
者
の
感
動
を
、
日
本
中
の

み
ん
な
に
も
伝
え
て
い
か
な
く
ち
ゃ
ね
。

地
元
の
川
が
２
位
に

﹁
も
っ
と
も
自
然
が
残
っ
て
い
る
と
考

え
る
日
本
の
川
﹂︵h

ttp
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︶
は
、
11
年
連
続
で
四
万
十

川
が
ト
ッ
プ
で
す
ね
。
私
た
ち
も
昔

﹁
清
流
の
イ
メ
ー
ジ
の
川
﹂
と
い
う
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
た
ら
、
ど
の
地
方

で
も
１
位
は
四
万
十
川
で
し
た
。

私
が
考
え
る
清
流
と
は
、
単
に
水
が

き
れ
い
な
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
地
域
の
文

化
や
風
景
も
含
め
て
素
晴
ら
し
い
川
の

こ
と
な
ん
で
す
。
四
万
十
川
は
、
そ
の

意
味
で
も
清
流
だ
と
思
い
ま
す
。
沈
下

橋
が
あ
り
、
鮎
釣
り
の
伝
統
が
あ
っ
て
、

地
域
の
人
た
ち
に
も
親
し
ま
れ
て
い
る
。

そ
の
う
え
全
国
的
に
も
宣
伝
が
行
き
届

い
て
い
る
か
ら
、
１
位
に
な
る
の
は
当

然
で
す
ね
。

だ
か
ら
逆
に
、
１
位
だ
け
見
て
も
仕

方
な
い
。
問
題
は
２
位
。
こ
こ
に
地
元

の
川
が
選
ば
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
地
域

に
は
ま
だ
清
流
が
あ
る
と
私
は
考
え
ま

す
。
こ
の
調
査
で
は
長
良
川
や
木
曽
川
、

信
濃
川
な
ど
全
国
的
に
知
名
度
の
高
い

川
が
上
位
を
占
め
て
い
る
の
で
、
そ
の

31 変化する川、自由な川が美しい

好きな水辺は？
『好きな水辺』のトップは渓流、滝で12年間変わらない。砂浜が12年間で10ポイントダウン
した。ビルの前のウォーターフロントは減少傾向。一概には言えないが、庭の池や小川は、
2001年に選択肢の表現を「日本庭園の池や小川」と変えたので16ポイントアップ。以後上昇
傾向だ。

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

東
京
圏

大
阪
圏

中
京
圏

京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都 京都
仙台 長野 大阪 柳川 仙台 大阪 大阪 仙台 仙台 仙台 大阪
倉敷 大阪 仙台 仙台 柳川 柳川 柳川 柳川 潮来 大阪 柳川
大阪 柳川 潮来 大阪 長野 長野 仙台 長野 柳川 潮来 仙台

柳川 仙台 柳川 潮来 潮来 潮来 長野 南アルプス 大阪 長野 潮来

長野 潮来 長野 南アルプス 佐原

郡上八幡

佐原

大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪
滋賀 京都 滋賀 京都 滋賀 大津 京都 京都 京都 京都 京都
柳川 高知 柳川 柳川 京都 滋賀 大津 滋賀 滋賀 滋賀 滋賀
金沢 滋賀 京都 神戸 柳川 京都 長野 長野 大津 大津 柳川
神戸 神戸 仙台 大津 神戸 柳川 滋賀 大津 長野 仙台 大津

倉敷 長野 高知

仙台 仙台

大垣 大垣 大垣 大垣 大垣 大垣 大垣 大垣 大垣 郡上八幡 郡上八幡
郡上八幡 京都 郡上八幡 郡上八幡 京都 京都 京都 京都 京都 京都 大垣
京都 仙台 京都 京都 郡上八幡 郡上八幡 郡上八幡 郡上八幡 仙台 大垣 京都
仙台 郡上八幡 長野 仙台 大阪 岐阜 仙台 長野 柳川 飛騨高山 仙台

大阪 滋賀 大阪 大阪 仙台 仙台 岐阜 静岡 岐阜 滋賀 大阪

柳川 滋賀 岐阜

柳川

水の都は？
「水の都」は、大阪のように水路が張り巡らされた都市、南アルプスのような湧き水があふ
れていそうな場所、大垣や京都など井戸・湧水が豊富な場所、伝統的建物群保存地区に水路
が残っている場所などいくつかのイメージが合わさったもの。また、大阪人は一貫して大阪
を水の都と認めているが、東京人は東京を水の都とは思っていない。
http://www.mizu.gr.jp/kekka/2007/03_q10.html

1997～
2007
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渓
流
・
滝

海
の
砂
浜

温
泉

川
岸

湖
の
辺

海
が
見
渡
せ
る
岸
壁

海
上
の
橋

料
亭
な
ど
の
中
庭
に
あ
る
池
や
小
川

庭
の
池
や
小
川

街
中
の
公
園
の
噴
水

高
層
ビ
ル
が
見
え
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト

運
河
、
水
路

池
の
辺

ビ
ル
の
前
に
あ
る
人
工
の
池
や
噴
水

プ
ー
ル

沼
の
辺

お
堀

そ
の
他

1997～
2000

「日本庭
園の池や
小川」と
項目名を
変更

辺
り
が
ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。

そ
こ
で
﹁
里
川
と
思
う
川
﹂︵h
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︶
の
地
域
別
集
計

を
見
て
み
る
と
、
四
万
十
川
が
１
位
に

な
っ
た
の
は
大
阪
圏
だ
け
。
中
京
圏
の

里
川
ナ
ン
バ
ー
１
は
木
曽
川
だ
し
、
東

京
圏
は
多
摩
川
が
１
位
に
輝
い
て
い
る

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
東
京
は
捨
て
た
も

の
じ
ゃ
な
い
。

だ
け
ど
、
﹁
水
の
都
と
思
う
都
市
﹂

を
聞
く
と
、
大
阪
の
人
は
地
元
を
選
ぶ

の
に
、
東
京
の
人
は
選
ん
で
い
な
い
。

こ
の
調
査
で
は
、
東
京
が
情
け
な
い
で

す
ね
。
よ
そ
の
都
市
か
ら
移
り
住
ん
で

き
た
人
が
多
い
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

で
も
、
私
も
東
京
に
は
不
満
を
感
じ

て
い
ま
す
。
全
国
を
回
り
ま
し
た
け
ど
、

東
京
が
一
番
ロ
ー
カ
リ
テ
ィ
ー
が
乏
し

い
ん
で
す
。

東
京
っ
て
、
従
来
は
ロ
ー
カ
ル
な
楽

し
み
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
都
だ
と
思
い

ま
す
。
江
戸
時
代
は
水
の
都
だ
っ
た
し
、

川
を
中
心
と
し
た
地
方
文
化
が
栄
え
た

と
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
う
。

東
京
で
は
１
９
６
４
年
に
オ
リ
ン
ピ



変
遷
を
重
ね
た
東
京
の
水
辺

東
京
の
水
辺
は
、
こ
こ
30
年
間
で
何

段
階
も
変
遷
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

東
京
に
限
ら
ず
、
60
年
代
の
工
業
化

で
壊
さ
れ
、
汚
さ
れ
た
水
辺
と
緑
を
取

り
戻
そ
う
、
と
い
う
動
き
が
全
国
的
に

始
ま
っ
た
の
が
70
年
代
で
し
た
。

ま
ず
小
樽
、
柳
川
の
環
境
復
活
が
行

な
わ
れ
、
東
京
で
も
﹁
隅
田
川
か
ら
き

れ
い
に
し
て
い
こ
う
﹂
と
い
う
活
動
が

始
ま
っ
た
。
川
の
水
質
を
改
善
し
、
屋

形
船
や
花
火
が
復
活
し
た
の
も
こ
の
時

代
で
す
。

80
年
代
に
入
る
と
、
川
で
の
動
き
が

ベ
イ
エ
リ
ア
に
も
広
が
り
ま
し
た
。
美

濃
部
亮
吉
都
政
時
代
︵
１
９
６
７
〜
１

９
７
９
年
３
期
在
任
︶
か
ら
東
京
湾
の

開
発
を
抑
制
し
、
海
浜
公
園
を
整
備
し

て
い
た
お
台
場
が
、
人
気
ス
ポ
ッ
ト
に

な
っ
た
の
で
す
。
ウ
ィ
ン
ド
サ
ー
フ
ィ

ン
の
メ
ッ
カ
に
も
な
り
、
ベ
イ
エ
リ
ア

が
ト
レ
ン
デ
ィ
な
場
所
に
な
っ
て
き
た
。

こ
の
時
代
の
お
台
場
の
光
景
は
、
と

て
も
チ
ャ
ー
ミ
ン
グ
で
し
た
。
お
台
場

か
ら
眺
め
る
と
、
高
い
建
造
物
は
東
京

タ
ワ
ー
と
、
浜
松
町
の
貿
易
セ
ン
タ
ー

ビ
ル
、
東
芝
ビ
ル
ぐ
ら
い
。
品
川
埠
頭

に
は
通
称
キ
リ
ン
と
呼
ば
れ
る
ク
レ
ー

ン
が
立
ち
並
び
、
そ
こ
に
西
日
が
当
た

る
と
、
何
と
も
言
え
な
い
シ
ュ
ー
ル
な

眺
め
。
60
年
代
型
工
業
社
会
の
残
照
を

見
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。

当
時
の
ベ
イ
エ
リ
ア
は
、
埋
め
立
て

地
に
つ
く
ら
れ
た
工
場
や
流
通
施
設
が

次
々
空
洞
化
し
て
い
た
時
代
で
す
。

中
央
区
な
ど
都
心
に
目
を
移
す
と
、

夜
間
人
口
が
急
速
に
減
っ
て
い
た
。
高

度
成
長
期
時
代
の
影
響
で
、
住
居
も
工

場
も
大
学
も
、
こ
ぞ
っ
て
郊
外
へ
追
い

や
ら
れ
た
時
期
だ
っ
た
の
で
す
。

あ
ま
り
に
都
心
人
口
が
減
っ
て
し
ま

っ
た
た
め
、
東
京
都
と
中
央
区
は
、
こ

こ
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
ま
す
。

こ
れ
が
、
隅
田
川
河
口
で
展
開
し
た
大

川
端
大
作
戦
。﹁
都
心
に
人
を
戻
そ
う
﹂

と
、
ベ
イ
エ
リ
ア
の
工
場
跡
地
な
ど
に
、

マ
ン
シ
ョ
ン
を
つ
く
り
始
め
た
ん
で
す
。

典
型
的
な
建
物
が
、
石
川
島
播
磨
造

船
所
の
跡
地
に
建
設
さ
れ
た
リ
バ
ー
シ

テ
ィ
21
。
そ
の
周
辺
に
も
マ
ン
シ
ョ
ン

が
建
設
さ
れ
、
水
辺
の
生
活
も
再
び
活

気
づ
い
て
き
ま
し
た
。

お
台
場
人
気
を
第
一
ラ
ウ
ン
ド
、
大

川
端
大
作
戦
を
第
二
ラ
ウ
ン
ド
と
す
る

と
、
第
三
ラ
ウ
ン
ド
は
ロ
フ
ト
文
化
の

誕
生
で
す
。

す
で
に
こ
の
こ
ろ
、
船
に
よ
る
貨
物

輸
送
か
ら
陸
上
輸
送
が
主
流
に
な
り
、

無
用
に
な
っ
た
倉
庫
が
数
多
く
残
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
倉
庫
が
レ
ス
ト
ラ

ン
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
、

デ
ィ
ス
コ
、
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス
と
し

て
活
用
さ
れ
始
め
た
の
が
、
80
年
代
前

半
。
こ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ォ
ー
タ
ー

フ
ロ
ン
ト
ブ
ー
ム
に
つ
な
が
る
わ
け
で

す
。

水
辺
を
き
れ
い
に
し
て
自
然
が
回
帰

し
、
住
宅
の
供
給
で
人
も
都
心
に
戻
り
、

ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
の
賑
わ
い
で
町

が
活
気
づ
い
た
。
こ
こ
ま
で
、
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
な
要
素
が
３
つ
重
な
り
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
た
時
代

今
考
え
る
と
、
80
年
代
前
半
は
非
常

に
面
白
い
時
期
で
し
た
。
で
も
そ
れ
は

突
然
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
70
年

代
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
人
た
ち
が

仕
込
み
を
し
て
き
た
結
果
な
ん
で
す
。

一
つ
例
を
挙
げ
る
と
、
奥
野
健
男
さ
ん

の
﹃
文
学
に
お
け
る
原
風
景
﹄
︵
集
英

社

１
９
７
２
︶
と
い
う
本
が
き
っ
か

け
に
な
っ
て
、
町
や
文
化
、
歴
史
に
対

す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
。
従
来
の

学
問
で
は
飽
き
足
ら
な
い
研
究
者
た
ち

が
、
東
京
を
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
か
ら
見

直
し
た
わ
け
で
す
。

建
築
分
野
で
い
え
ば
、
槙
文
彦
さ
ん

が
﹁
奥
の
思
想
﹂
を
唱
え
た
り
、
芦
原

義
信
さ
ん
の
﹃
街
並
み
の
美
学
﹄
︵
岩

波
書
店

１
９
７
９
︶、
川
添
登
さ
ん
の

﹃
東
京
の
原
風
景
﹄(

日
本
放
送
出
版
協

会

１
９
７
９)

な
ど
の
本
が
出
版
さ
れ

ま
し
た
。
都
市
の
歴
史
を
研
究
し
て
い

る
鈴
木
理
生
さ
ん
の
﹃
江
戸
の
川
、
東

京
の
川
﹄︵
日
本
放
送
出
版
協
会

１
９

７
８
︶
も
こ
の
こ
ろ
出
版
さ
れ
て
、

﹁
東
京
は
面
白
い
よ
﹂
と
い
う
流
れ
が

徐
々
に
つ
く
ら
れ
て
き
た
ん
で
す
。

70
年
代
後
半
か
ら
80
年
代
に
入
る
こ

32

身近な都市の水辺に

夕暮れ文化を

大東京、水辺空間の変遷

「都市における水辺の重要性」を

一貫して訴えている陣内秀信さんに、

変遷の背景と未来の水辺のあり方をうかがった。

陣内さんが提唱するのは、水辺でゆったり過ごす「夕暮れ文化」。

そこには水辺の理想的環境ばかりではなく、

私たちの暮らし方への示唆も含まれているようだ。

法政大学ボアソナードタワーから、東京・飯田橋駅前、
中央線に沿った外堀を見下ろす。
左：東京の下町を夕暮れどきに出航した屋形船がレインボ
ーブリッジをくぐるころには、残っていた日差しもすっか
り暮れている。



ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
過
渡
期
で
し
ょ
う
ね
。

経
済
的
に
停
滞
感
が
あ
っ
て
、
都
市
の

性
格
づ
け
が
難
し
か
っ
た
時
期
で
も
あ

り
ま
す
。
未
来
志
向
一
辺
倒
で
は
な
く
、

も
う
一
度
町
の
あ
り
方
や
文
化
を
振
り

返
っ
て
み
よ
う
と
い
う
空
気
が
漂
っ
て

い
た
。

そ
こ
で
出
て
き
た
の
が
﹁
廃
墟
﹂
で

す
。
廃
墟
を
題
材
に
し
た
写
真
や
劇
画

が
話
題
に
な
っ
た
り
、
建
築
分
野
で
も

磯
崎
新
さ
ん
が
廃
墟
に
着
目
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
視
線
の
先
に
あ
っ
た
場
所

が
、
時
の
蓄
積
や
沈
殿
を
感
じ
さ
せ
る

廃
工
場
や
廃
倉
庫
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
建
物
が
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
や

シ
ョ
ー
ル
ー
ム
と
し
て
次
々
生
ま
れ
変

っ
た
の
が
80
年
代
の
初
め
。
こ
れ
が
ロ

フ
ト
文
化
の
始
ま
り
で
す
。
ひ
と
き
わ

活
気
が
あ
っ
た
の
は
、
芝
浦
の
運
河
沿

い
。
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、
デ

ィ
ス
コ
が
オ
ー
プ
ン
し
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
こ
ろ
、
若
い
人
た
ち
の
嗜
好
や

行
動
に
も
変
化
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
モ

ボ
・
モ
ガ
や
ア
ー
ル
デ
コ
が
再
評
価
さ

れ
た
り
、
﹁
町
歩
き
﹂
が
ト
レ
ン
ド
に

な
っ
て
き
た
。
新
宿
型
の
盛
り
場
か
ら
、

原
宿
、
渋
谷
、
あ
る
い
は
代
官
山
に
興

味
が
移
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
に
町

を
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
延
長
線
上
で
、
若
者
が
ウ
ォ
ー

タ
ー
フ
ロ
ン
ト
を
発
見
し
た
の
が
80
年

代
前
半
だ
と
思
い
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
も

﹁
水
辺
の
可
能
性
﹂﹁
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン

ス
の
場
﹂
の
両
面
で
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ

ロ
ン
ト
を
盛
ん
に
取
り
挙
げ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

熱
か
っ
た
で
す
ね
、
あ
の
こ
ろ
の
ウ

ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
は
。
僕
自
身
、
廃

倉
庫
や
だ
る
ま
船
が
並
ぶ
運
河
が
少
し

ず
つ
形
を
変
え
、
光
り
輝
い
て
い
く
様

子
を
見
な
が
ら
、
わ
く
わ
く
し
た
も
の

で
す
。

当
時
の
ベ
イ
エ
リ
ア
の
魅
力
は
、
異

次
元
感
覚
が
味
わ
え
た
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
特
に
夜
が
い
い
。
た
と
え
ば
田

町
駅
か
ら
海
辺
ま
で
歩
い
て
い
く
と
、

真
っ
暗
な
闇
が
広
が
っ
て
い
る
ん
で
す
。

そ
こ
に
き
ら
き
ら
っ
と
照
明
が
反
射
す

る
と
、
非
日
常
性
を
体
感
で
き
た
。

橋
も
ま
た
い
い
ん
で
す
。
当
時
も
っ

と
も
話
題
を
集
め
た
イ
ン
ク
ス
テ
ィ
ッ

ク
芝
浦
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
は
、
橋
を
２
つ

越
え
た
場
所
に
あ
っ
て
、
直
接
水
に
面

し
て
い
ま
し
た
。
元
は
倉
庫
で
す
か
ら
、

土
木
的
な
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
は
な
く
、
水

と
の
関
係
が
ダ
イ
レ
ク
ト
。
一
歩
間
違

え
ば
水
に
落
ち
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
、
そ
れ
も
魅
力
の
一
つ
。
管
理
さ
れ

て
い
な
い
素
朴
な
空
間
だ
か
ら
よ
か
っ

た
ん
で
す
。

﹁
ベ
イ
エ
リ
ア
は
こ
う
あ
る
べ
き
﹂

あ
の
こ
ろ
、
僕
は
研
究
者
の
立
場
か

ら
そ
ん
な
発
言
を
し
な
が
ら
、
一
人
の

ユ
ー
ザ
ー
と
し
て
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン

ト
を
満
喫
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
そ

ん
な
時
代
は
、
あ
ま
り
長
く
続
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

水
辺
も
バ
ブ
ル
に
躍
ら
さ
れ

80
年
代
も
半
ば
に
な
る
と
、
東
京
は

高
度
情
報
化
社
会
を
迎
え
、
ベ
イ
エ
リ

ア
の
状
況
は
ま
た
変
化
し
ま
す
。
﹁
世

界
を
代
表
す
る
金
融
都
市
﹂
な
ど
と
呼

ば
れ
て
、
大
掛
か
り
な
開
発
が
始
ま
っ

た
。
東
京
湾
周
辺
で
50
件
は
下
ら
な
い

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
発
表
さ
れ
た
と
記
憶

し
て
い
ま
す
。
86
年
か
ら
88
年
に
か
け

て
は
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
ビ
ル
と
い

う
、
今
思
う
と
恥
ず
か
し
い
名
称
の
ビ

ル
が
乱
立
し
ま
し
た
。
後
に
振
り
返
る

と
、
こ
れ
が
バ
ブ
ル
経
済
時
代
の
始
ま

り
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

実
は
、
時
代
の
流
れ
に
い
ち
早
く
対

応
し
た
の
は
、
横
浜
や
幕
張
で
し
た
。

横
浜
に
は
﹁
み
な
と
み
ら
い
21
﹂
、
幕

張
に
は
﹁
幕
張
メ
ッ
セ
﹂
が
で
き
、
東

京
は
そ
こ
に
割
り
込
む
形
で
オ
フ
ィ
ス

ビ
ル
を
集
積
さ
せ
た
テ
レ
ポ
ー
ト
タ
ウ

ン
︵
臨
海
副
都
心
︶
構
想
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
当
時
の
鈴
木
俊
一
都
知
事

︵
１
９
７
９
〜
１
９
９
５
年
４
期
在
任
︶

は
、
そ
こ
で
都
市
博
を
開
催
し
よ
う
と

目
論
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
反
対

す
る
青
島
幸
男
新
都
知
事
︵
１
９
９
５

〜
１
９
９
９
年
１
期
在
任
︶
の
登
場
と

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
で
、
テ
レ
ポ
ー
ト

タ
ウ
ン
構
想
自
体
が
凍
結
し
て
し
ま
っ

た
。結

局
、
86
年
ご
ろ
か
ら
91
年
ご
ろ
ま

で
の
バ
ブ
ル
期
に
実
現
し
た
水
辺
の
開

33 身近な都市の水辺に夕暮れ文化を

陣内秀信
じんないひでのぶ
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発
は
、
浜
松
町
の
シ
ー
バ
ン
ス
と
品
川

の
天
王
洲
ア
イ
ル
ぐ
ら
い
の
も
の
。
シ

ー
バ
ン
ス
の
開
発
は
昭
和
初
期
の
石
垣

を
残
し
、
天
王
洲
ア
イ
ル
も
一
度
解
体

し
た
石
垣
を
一
部
復
元
す
る
形
で
行
な

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
よ
か
っ

た
の
で
す
が
、
こ
の
開
発
を
期
に
、
ウ

ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
を
盛
り
立
て
て
い

た
若
者
や
ク
リ
エ
ー
タ
ー
の
情
熱
は
、

潮
が
引
く
よ
う
に
冷
め
て
い
っ
た
の
で

す
。80

年
代
前
半
に
栄
え
た
ロ
フ
ト
文
化

は
、
小
規
模
な
資
本
や
斬
新
な
ア
イ
デ

ア
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
バ
ブ
ル
期
に
入
る
と
、
開
発
が
大
規

模
に
な
り
、
若
者
の
文
化
や
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ
な
も
の
は
入
り
込
む
余
地
が
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

90
年
代
も
、
こ
の
状
況
は
同
じ
で
し

た
。
バ
ブ
ル
は
崩
壊
し
た
も
の
の
、
政

府
の
て
こ
入
れ
で
、
大
規
模
開
発
が
進

め
ら
れ
ま
し
た
。
﹁
特
区
﹂
と
し
て

﹁
都
市
再
生
﹂
の
大
義
名
分
を
も
ら
い
、

高
層
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が
新
設
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。

た
だ
し
、
新
し
い
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
が

建
て
ら
れ
た
の
は
、
汐
留
、
丸
の
内
、

六
本
木
な
ど
、
ど
れ
も
や
や
内
陸
部
。

足
の
便
の
悪
さ
か
ら
、
﹁
臨
海
部
に
は

オ
フ
ィ
ス
は
向
か
な
い
﹂
と
考
え
ら
れ

た
か
ら
で
す
。
ち
な
み
に
汐
留
は
海
に

近
い
立
地
で
す
が
、
水
が
ま
っ
た
く
意

識
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
時
代
に
も
、
も
ち
ろ
ん
ベ
イ
エ

リ
ア
の
大
切
さ
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る

人
々
は
い
ま
し
た
が
、
一
般
的
に
ベ
イ

エ
リ
ア
へ
の
関
心
は
、
ま
す
ま
す
薄
れ

た
時
期
だ
と
思
い
ま
す
。

水
辺
の
再
評
価
と
居
住
地
区
化

人
々
の
関
心
が
再
び
ベ
イ
エ
リ
ア
に

向
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
21
世
紀
を

迎
え
て
か
ら
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
風

向
き
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
、
ベ
イ
エ

リ
ア
に
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
建
ち
始

め
た
の
で
す
。

80
年
代
に
住
居
や
大
学
が
郊
外
へ
と

追
い
や
ら
れ
た
流
れ
が
逆
転
し
、
﹁
都

心
回
帰
﹂
の
動
き
が
急
速
に
強
ま
っ
て

き
た
の
で
す
。

時
代
の
気
分
を
表
わ
す
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
て
は
、﹁
成
熟
社
会
﹂﹁
コ
ン
パ
ク

ト
シ
テ
ィ
﹂
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
か
。
と
も
か
く
、
都
心
は
﹁
刺
激
的
﹂

で
﹁
魅
力
的
﹂
だ
と
、
再
評
価
さ
れ
て

き
た
。
そ
の
流
れ
の
中
で
、
臨
海
部
の

価
値
も
も
う
一
度
上
が
っ
た
わ
け
で
す
。

た
だ
し
、
こ
の
動
き
を
手
放
し
で
喜

ぶ
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

だ
い
た
い
、
こ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
都
市
構
造
を
変
え
て
い
る
国
な
ん

て
、
先
進
国
で
は
日
本
だ
け
。
欧
米
の

都
市
は
、
18
世
紀
か
ら
19
世
紀
に
か
け

て
、
中
心
部
に
し
っ
か
り
し
た
中
層
建

物
が
で
き
て
い
ま
す
。
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン

に
し
て
も
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
超
高
層

の
建
物
は
あ
る
け
れ
ど
、
中
層
の
建
物

34

と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
建
て
ら
れ
て

い
る
。
歴
史
や
元
の
風
景
に
関
係
な
く

既
存
の
建
物
を
壊
し
、
新
し
い
建
物
を

建
て
て
い
る
の
は
東
京
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
言
い
換
え
る
と
東
京
は
、
長
期
的

な
都
市
計
画
も
ビ
ジ
ョ
ン
が
な
い
ま
ま
、

市
場
原
理
だ
け
で
形
を
変
え
て
い
る
ん

で
す
。

２
０
０
０
年
以
降
、
ベ
イ
エ
リ
ア
に

建
設
さ
れ
た
超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、

お
金
の
あ
る
エ
リ
ー
ト
し
か
住
め
ま
せ

ん
。
し
か
も
、
ベ
イ
エ
リ
ア
に
あ
り
な

が
ら
、
水
と
の
距
離
は
そ
う
近
く
な
い
。

部
屋
か
ら
の
眺
望
は
素
晴
ら
し
い
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
、
水
辺
ま
で
出
て
楽

し
む
環
境
に
な
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。

超
高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
た
だ
け

で
は
、
文
化
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。
マ
ン

シ
ョ
ン
を
出
た
ら
水
際
ま
で
の
散
歩
道

や
船
着
場
が
あ
っ
て
、
周
囲
に
は
レ
ス

ト
ラ
ン
や
バ
ー
な
ど
商
業
施
設
も
ほ
ど

よ
く
配
置
さ
れ
て
い
な
い
と
、
本
当
の

意
味
で
の
ベ
イ
エ
リ
ア
開
発
に
は
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

80
年
代
前
半
と
現
在
の
ベ
イ
エ
リ
ア

の
大
き
な
違
い
は
、
﹁
わ
く
わ
く
感
﹂

で
し
ょ
う
。
さ
き
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、

80
年
代
前
半
の
ベ
イ
エ
リ
ア
に
は
、
非

日
常
的
な
刺
激
が
あ
り
ま
し
た
。
水
辺

を
間
近
に
体
感
す
る
面
白
さ
が
あ
っ
た

ん
で
す
。
そ
れ
を
仕
掛
け
て
い
た
の
は
、

小
規
模
資
本
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
大
規
模
資
本
に
よ
る
超

高
層
マ
ン
シ
ョ
ン
が
立
ち
並
ぶ
現
在
の

水
辺
か
ら
は
、
わ
く
わ
く
す
る
気
持
ち

が
生
ま
れ
て
こ
な
い
。
ベ
イ
エ
リ
ア
に

居
住
人
口
が
増
え
た
こ
と
自
体
は
、
い

い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
な
ら
も

っ
と
水
辺
の
日
常
を
楽
し
む
ゆ
と
り
が

ほ
し
い
。
現
状
で
は
、
開
発
が
大
規
模

過
ぎ
て
、
か
え
っ
て
水
辺
が
遠
く
な
っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
こ
が
今

の
ベ
イ
エ
リ
ア
の
問
題
で
す
ね
。

失
わ
れ
た
﹁
身
近
な
﹂
水
辺

２
０
０
３
年
に
な
る
と
、
東
京
都
が

﹁
運
河
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
﹂
を
提
唱
し
ま

し
た
。
民
間
か
ら
発
案
さ
れ
る
水
辺
の

サ
ロ
ン
や
レ
ス
ト
ラ
ン
設
置
に
対
し
、

水
域
占
領
許
可
規
制
を
緩
和
し
て
、
水

辺
の
文
化
や
価
値
を
高
め
て
い
こ
う
、

と
い
う
試
み
で
す
。
ま
ず
は
芝
浦
、
品

川
、
つ
づ
い
て
月
島
、
晴
海
と
エ
リ
ア

を
限
定
し
て
、
モ
デ
ル
地
区
づ
く
り
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。

と
は
言
っ
て
も
、
船
着
場
の
設
置
な

ど
の
認
可
は
、
大
企
業
に
よ
る
巨
大
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
し
か
下
り
に
く
い
の
が

現
状
の
よ
う
で
す
。

80
年
代
前
半
に
誕
生
し
た
小
規
模
な

商
業
施
設
は
、
ほ
と
ん
ど
潰
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
地
価
の
高
騰
だ
け
で
は
な

く
、
不
法
占
拠
と
い
う
理
由
で
立
ち
退

き
命
令
を
受
け
た
ヨ
ッ
ト
ク
ラ
ブ
な
ど

も
あ
り
ま
す
。
確
か
に
行
政
側
か
ら
見

れ
ば
、
不
法
占
拠
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

で
も
、
従
来
は
、
水
域
占
領
に
対
し

て
も
、
悪
い
こ
と
さ
え
し
て
い
な
け
れ

ば
見
逃
し
て
く
れ
る
大
ら
か
さ
が
あ
っ

た
は
ず
で
す
。
バ
ブ
ル
以
降
は
厳
し
く

な
っ
て
、
市
民
が
長
年
親
し
ん
で
き
た

水
辺
の
施
設
を
潰
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

た
だ
、
逆
に
考
え
れ
ば
、
市
民
の
側

に
も
﹁
も
っ
と
ベ
イ
エ
リ
ア
を
楽
し
み

た
い
﹂
と
い
う
、
強
い
意
志
や
ゆ
と
り

東京初のフローティン
グ・レストラン＆バー、
天王洲のＴＹハーバー。
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の
サ
ポ
ー
ト
で
開
業
し
た
由
緒
正
し
い

施
設
で
す
。
今
も
貸
し
ボ
ー
ト
は
あ
り

ま
す
が
、
お
堀
の
周
囲
で
レ
ス
ト
ラ
ン

と
カ
フ
ェ
を
営
業
し
て
い
る
。
特
に
オ

ー
プ
ン
テ
ラ
ス
の
カ
フ
ェ
は
、
す
ぐ
そ

ば
に
水
が
あ
っ
て
、
非
常
に
気
持
ち
の

良
い
空
間
で
す
。
僕
や
学
生
た
ち
も
よ

く
利
用
し
ま
す
し
、
水
上
ジ
ャ
ズ
コ
ン

サ
ー
ト
の
企
画
に
も
か
か
わ
っ
て
い
ま

す
。カ

ナ
ル
カ
フ
ェ
は
外
国
人
の
お
客
さ

ん
も
多
く
、
日
本
人
に
も
評
価
す
る
人

が
大
勢
い
る
。
水
辺
を
享
受
し
た
い
、

と
い
う
感
覚
は
、
世
界
共
通
な
ん
で
し

ょ
う
ね
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
は
漁
師
さ
ん
が

自
分
で
獲
っ
て
き
た
魚
を
自
分
で
揚
げ

て
売
っ
て
い
る
店
が
あ
り
ま
し
た
。
マ

ル
セ
イ
ユ
の
古
い
港
で
も
、
漁
師
さ
ん

が
自
ら
魚
を
売
っ
て
い
た
。
そ
こ
ま
で

は
い
か
な
い
に
し
て
も
、
東
京
の
水
辺

に
も
人
間
が
元
気
に
息
づ
い
て
い
る
空

間
が
も
っ
と
あ
れ
ば
い
い
、
と
思
い
ま

す
。こ

う
い
う
思
い
を
抱
い
て
い
る
の
は
、

僕
だ
け
じ
ゃ
な
い
は
ず
で
す
。
だ
か
ら

何
で
も
行
政
任
せ
に
し
な
い
で
、
声
を

上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。

ベ
イ
エ
リ
ア
で
お
店
を
開
く
人
に
は
、

﹁
店
の
前
の
敷
地
に
ボ
ー
ト
を
係
留
し

た
い
﹂
と
、
ど
ん
ど
ん
申
請
を
出
し
て

も
ら
い
た
い
。
利
用
す
る
側
も
、
﹁
船

で
遊
び
に
行
き
た
い
﹂
と
訴
え
た
い
で

す
ね
。
ベ
イ
エ
リ
ア
の
超
高
層
マ
ン
シ

が
必
要
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

都
市
在
住
の
人
を
対
象
に
行
な
っ
た

こ
の
水
の
意
識
調
査
の
結
果
を
見
て
も
、

﹁
好
き
な
水
辺
﹂
と
し
て
選
ば
れ
る
の

は
、
海
の
砂
浜
、
渓
流
、
温
泉
な
ど
、

遠
く
の
自
然
ば
か
り
。
す
ぐ
身
近
に
あ

る
水
辺
を
楽
し
む
、
と
い
う
こ
と
を
忘

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
江
戸
時
代
に
は

町
の
中
や
川
端
、
海
辺
に
人
気
ス
ポ
ッ

ト
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
地
域
の
中
で

楽
し
ん
で
い
た
の
に
。

で
も
、
今
か
ら
だ
っ
て
望
め
ば
そ
の

可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
現
に
こ

こ
数
年
間
で
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
動
き
も

出
て
き
ま
し
た
。
大
規
模
開
発
が
進
む

一
方
で
、
市
民
が
水
辺
に
親
し
む
空
間

も
着
実
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
天
王
洲
の
Ｔ
Ｙ
ハ
ー
バ
ー
。

倉
庫
ス
ペ
ー
ス
を
利
用
し
た
、
運
河
沿

い
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
、
ボ
ー
ト
も
接
岸

で
き
る
つ
く
り
で
す
。
こ
こ
が
今
、
新

し
い
水
辺
の
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
、
話
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｔ
Ｙ
ハ
ー
バ
ー
の

前
に
も
、
東
京
で
初
め
て
の
フ
ロ
ー
テ

ィ
ン
グ
レ
ス
ト
ラ
ン
＆
バ
ー
が
今
年
オ

ー
プ
ン
し
ま
し
た
。

夕
暮
れ
文
化
を
生
活
空
間
に

も
う
一
つ
、
飯
田
橋
の
お
堀
沿
い
に

あ
る
カ
ナ
ル
カ
フ
ェ
も
、
人
気
を
集
め

て
い
ま
す
。
こ
こ
は
１
９
１
８
年
に
創

業
し
た
貸
し
ボ
ー
ト
屋
が
母
体
。
す
ぐ

後
に
東
京
市
長
と
な
る
後
藤
新
平
さ
ん

ョ
ン
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
に
も
、
も

っ
と
水
辺
を
楽
し
む
た
め
の
ア
イ
デ
ア

を
出
し
て
も
ら
え
た
ら
い
い
と
思
い
ま

す
。広

島
に
は
、
国
土
交
通
省
の
応
援
で
、

太
田
川
沿
い
に
オ
ー
プ
ン
テ
ラ
ス
の
カ

フ
ェ
が
で
き
ま
し
た
。
常
設
の
建
物
も

許
可
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
東
京
も
、
夕

暮
れ
ど
き
に
散
歩
や
食
前
酒
を
楽
し
む

ス
ペ
ー
ス
が
増
え
た
ら
ど
ん
な
に
い
い

で
し
ょ
う
。

イ
タ
リ
ア
な
ど
地
中
海
沿
い
の
町
で
、

一
番
の
幸
せ
を
感
じ
る
の
は
夕
暮
れ
ど

き
な
ん
で
す
。
夕
日
を
浴
び
な
が
ら
一

人
で
、
あ
る
い
は
友
だ
ち
や
恋
人
と
ゆ

っ
た
り
時
間
を
過
ご
す
。
そ
れ
に
も
っ

と
も
マ
ッ
チ
す
る
空
間
は
、
間
違
い
な

く
水
辺
な
ん
で
す
。

地
中
海
沿
岸
だ
け
じ
ゃ
な
く
、
東
京

に
だ
っ
て
、
か
つ
て
は
夕
暮
れ
文
化
が

あ
り
ま
し
た
。
福
岡
の
中
州
や
大
阪
の

道
頓
堀
、
京
都
の
加
茂
川
沿
い
の
一
部

に
は
、
今
も
夕
暮
れ
文
化
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
夕
暮
れ
を
楽
し
む
ゆ
と
り
を
、

東
京
に
も
取
り
戻
し
た
い
。

Ｔ
Ｙ
ハ
ー
バ
ー
や
カ
ナ
ル
カ
フ
ェ
を

い
ち
早
く
発
見
し
た
若
者
に
遅
れ
を
と

ら
ず
、
80
年
代
に
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン

ト
文
化
を
楽
し
ん
だ
世
代
も
、
ベ
イ
エ

リ
ア
を
歩
い
て
く
れ
る
と
い
い
で
す
ね
。

巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
隙
間
に
夕
暮
れ

文
化
を
育
て
て
い
け
ば
、
ベ
イ
エ
リ
ア

の
可
能
性
も
広
が
る
と
思
い
ま
す
。

飯田橋駅そばの外堀に浮かぶ、カナルカフェ。都心にあるため、仕事帰り
の普通の人たちが、気軽に訪れ、水面と川風を楽しんでいる。日本には少
ない「水辺に面した飲食」を、洒落た形で提供してくれる、まさに都会の
オアシスだ。
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川
で
つ
な
が
る
海
辺
と
山
の
手

小
学
校
の
社
会
科
の
時
間
に
習
っ
た
リ

ア
ス
式
海
岸
。
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
海
岸

線
を
目
の
前
に
し
て
、﹁
三
陸
に
は
リ
ア
ス

式
海
岸
が
広
が
る
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味

を
改
め
て
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。

畠
山
重
篤

は
た
け
や
ま
し
げ
あ
つ

さ
ん
は
三
陸
リ
ア
ス
式
海
岸

で
牡
蠣
の
養
殖
業
を
営
ん
で
い
る
。
森
が

海
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
に
気
づ
い
て
、

１
９
８
９
年
︵
平
成
元
︶︿
牡
蠣
の
森
を
慕

う
会
﹀
を
結
成
。
気
仙
沼
湾
に
注
ぐ
大
川

の
上
流
に
広
葉
樹
の
植
林
を
始
め
た
。

︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
と
聞
い
て
ピ

ン
と
こ
な
か
っ
た
人
も
、﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂

運
動
、
そ
し
て
代
表
を
務
め
る
畠
山
重
篤

さ
ん
の
名
前
だ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

植
林
の
き
っ
か
け
は
、
牡
蠣
が
真
っ
赤

に
染
ま
る
ほ
ど
の
赤
潮
の
発
生
だ
っ
た
。

畠
山
さ
ん
は
当
時
の
こ
と
を
、
こ
う
振
り

返
る
。

﹁
赤
潮
は
昭
和
40
年
代
︵
１
９
６
５
〜
︶

か
ら
始
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
が
行
な
わ
れ
た
時
期
か
ら
頻
繁
に

起
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
当
時
は
、

の
ど
か
な
田
舎
で
も
そ
ん
な
状
態
。
赤
く

染
ま
っ
た
牡
蠣
は
売
り
物
に
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
、
み
ん
な
困
り
果
て
ま
し
た
﹂

そ
ん
な
こ
と
に
な
る
以
前
、
海
は
地
元

の
人
た
ち
か
ら
﹁
太
平
洋
銀
行
﹂
と
呼
ば

れ
て
い
た
。

畠
山
さ
ん
の
著
作
﹃
リ
ア
ス
の
海
辺
か

ら
﹄︵
文
藝
春
秋

１
９
９
９
︶
を
読
む
と
、

畠
山
さ
ん
の
子
供
時
代
に
あ
た
る
昭
和
20

〜
30
年
代
ま
で
は
、
海
は
実
に
豊
穣
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

﹁
海
の
幸
が
無
尽
蔵
に
採
れ
た
か
ら
、
太

平
洋
銀
行
。
そ
れ
が
化
学
肥
料
や
農
薬
、

汚
れ
た
家
庭
排
水
が
川
か
ら
ど
ん
ど
ん
流

れ
込
む
よ
う
に
な
っ
て
。
つ
ま
り
赤
潮
の

原
因
は
陸
側
か
ら
く
る
ん
で
す
。
移
動
す

る
術
を
持
た
な
い
牡
蠣
は
、
逃
げ
場
が
な

い
の
で
害
を
も
ろ
に
受
け
た
ん
で
す
ね
﹂

廃
業
し
て
陸お

か

に
上
が
る
人
も
増
え
る
中
、

畠
山
さ
ん
は
川
が
運
ん
で
く
る
水
の
上
流

に
目
を
つ
け
た
。

﹁
小
さ
い
と
き
か
ら
生
き
物
と
暮
ら
し
て

き
た
。
海
の
生
き
物
は
当
然
と
し
て
、
山

や
川
に
も
生
き
物
が
た
く
さ
ん
い
て
、
そ

う
い
う
中
で
育
っ
て
き
た
ん
で
す
﹂

従
来
か
ら
、
海
辺
の
漁
民
と
山
の
手
の

農
家
が
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
多
か
っ

た
。
実
際
、
畠
山
さ
ん
の
お
母
さ
ん
も
農

家
か
ら
お
嫁
入
り
し
て
い
る
。
木
材
や
竹

な
ど
山
の
材
料
は
、
竿
や
養
殖
筏
、
造
船

に
は
欠
か
せ
な
い
し
、
蠣
殻
を
畑
の
肥
料

に
す
る
な
ど
、
海
と
山
は
日
常
的
に
つ
な

が
っ
て
い
る
。
麻
ロ
ー
プ
な
ど
が
普
及
す

る
前
は
、
山
ぶ
ど
う
の
蔓つ

る

を
使
っ
て
い
た

そ
う
で
、
舟
喰
虫
が
つ
か
な
い
丈
夫
な
綱

だ
っ
た
と
い
う
。

畠
山
さ
ん
は
ま
た
、
汽
水
域
が
豊
か
な

生
態
系
を
育
む
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
た
。

塩
水
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、
川
の
水
と
混
じ

り
合
う
こ
と
で
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
豊
富
な
、

魚
や
貝
が
育
ち
や
す
い
海
域
に
な
る
の
で

あ
る
。

﹁
と
こ
ろ
が
そ
の
川
が
汚
染
物
質
を
運
ん

で
く
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
海
だ

け
で
は
な
く
、
田
ん
ぼ
に
行
く
と
シ
ー
ン

と
し
て
い
て
異
様
だ
っ
た
。
昔
は
蛙
や
虫

が
う
る
さ
い
ほ
ど
鳴
い
て
い
た
の
に
。

だ
か
ら
植
林
を
思
い
つ
い
た
の
も
、
山

に
木
を
何
本
植
え
れ
ば
水
質
が
ど
れ
ぐ
ら

い
き
れ
い
に
な
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、

﹃
人
間
の
意
識
を
ど
う
変
え
る
か
﹄
と
い
う

こ
と
が
最
大
の
目
標
だ
っ
た
ん
で
す
よ
﹂

除
草
剤
は
海
苔
の
養
殖
に
も
打
撃
を
与

え
た
。
か
つ
て
は
雪
解
け
水
が
海
苔
の
成

長
を
促
し
て
い
た
が
、
赤
潮
が
発
生
し
た

時
期
を
同
じ
く
し
て
、
川
水
が
増
え
る
と
、

す
く
す
く
育
っ
た
海
苔
が
一
晩
で
消
え
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。

︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
の
誕
生

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
は
︿
牡
蠣
の
森
を

慕
う
会
﹀
の
活
動
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
。

歌
人
の
熊
谷
龍
子

り
ゅ
う
こ

さ
ん
が
考
え
て
く
れ
た
。

﹁
熊
谷
さ
ん
は
、
先
祖
伝
来
の
森
を
守
っ

て
暮
ら
し
て
い
る
人
。
夫
の
博
之
さ
ん
が

大
川
の
上
流
に
建
設
予
定
だ
っ
た
ダ
ム
反

対
の
運
動
を
進
め
て
い
て
、︿
牡
蠣
の
森
を

慕
う
会
﹀
と
同
じ
方
向
性
だ
っ
た
た
め
に

い
ろ
い
ろ
協
力
し
て
く
れ
ま
し
た
﹂

最
初
に
畠
山
さ
ん
が
考
え
た
の
は
﹃
ワ

カ
メ
も
カ
キ
も
森
の
恵
み
﹄
と
い
う
キ
ャ

ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
。
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
だ
け

ど
、
色
気
が
な
い
と
仲
間
に
言
わ
れ
た
。

そ
こ
で
龍
子
さ
ん
が
考
え
て
く
れ
た
の
が

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂。
一
度
聞
い
た
ら
忘
れ

海からのラブレター
〈牡蠣の森を慕う会〉20周年に向けて

1989年（平成元）に始まった〈牡蠣の森を慕う会〉の植林活動が、来年20年目を迎える。

全長25kmの大川が太平洋に注ぐ気仙沼湾で

「海にとっても山が大事」

と訴えてきた畠山重篤さんは、

牡蠣や帆立の養殖といった漁業と運動を両立させてきた。

「森は海の恋人」

というインパクトのあるキャッチフレーズにも助けられて周知が進み、

運動は多方面から注目されるまでに成長してきた。

この運動をきっかけに、地元ではどのような活動が展開しているのか。

そんな興味を抱いて気仙沼を訪れた。

第20回 水の文化楽習実践取材

畠山重篤さん
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ら
れ
な
い
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
、

全
国
に
知
ら
れ
て
い
っ
た
。

﹁
川
の
水
は
資
源
だ
か
ら
人
間
が
使
い
切

っ
て
海
に
捨
て
る
、
と
い
う
発
想
が
ま
か

り
通
っ
た
悲
し
い
時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す
﹂

と
い
う
畠
山
さ
ん
。
川
の
水
は
生
物
を

育
ん
だ
り
、
地
下
水
を
浄
化
し
て
涵
養
し

た
り
、
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
働
き
を
す
る
。

そ
の
多
様
な
価
値
を
見
な
い
で
、﹁
水
資
源
﹂

と
い
う
単
一
な
価
値
観
だ
け
に
特
化
し
て

い
っ
た
た
め
だ
。

山
が
針
葉
樹
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る

の
も
同
じ
こ
と
。
成
長
の
速
い
針
葉
樹
は

広
葉
樹
に
比
べ
て
早
く
換
金
で
き
る
か
ら

と
、
戦
後
は
雑
木
と
呼
ば
れ
る
広
葉
樹
を

伐
っ
た
り
、
杉
や
檜
が
続
々
と
植
林
さ
れ

て
い
っ
た
。
そ
れ
以
前
の
赤
松
も
、
実
は

人
間
の
都
合
で
植
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
太
平
洋
戦
争
の
末
期
、
石
油
が
不

足
し
て
、
赤
松
の
根
か
ら
油
を
取
り
出
す

工
場
が
全
国
に
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
の
だ
。

松
根

し
ょ
う
こ
ん

を
乾
留
さ
せ
、
テ
レ
ピ
ン
油
や
パ
イ

ン
油
を
抽
出
す
る
た
め
に
、
赤
松
は
重
用

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
龍
子
さ
ん
の
祖
父
で
気
仙
沼

地
方
を
代
表
す
る
歌
人
、
熊
谷
武
雄
さ
ん

は
今
か
ら
80
年
も
前
に
こ
ん
な
歌
を
詠
ん

で
い
る
。

手
長
野
に
木
々
は
あ
れ
ど
も
　

た
ら
ち
ね
の
　
は
は
そ
の
か
げ
は

拠
る
に
し
た
し
き

﹁
手
長
山
に
は
い
ろ
い
ろ
な
木
が
あ
る
が
、

柞
は
は
そ

︵
楢
や
ク
ヌ
ギ
の
古
語
︶
の
林
に
入
る

と
、
お
母
さ
ん
の
そ
ば
に
来
た
よ
う
で
心

が
休
ま
る
よ
な
あ
、
と
い
う
意
味
で
す
。

森
は
本
来
こ
う
し
た
精
神
的
、
環
境
的
な

恵
み
を
持
っ
て
い
た
の
に
、
戦
後
は
単
な

る
﹃
建
材
﹄
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
成
長

の
速
い
杉
や
檜
な
ど
の
針
葉
樹
に
植
え
換

え
ら
れ
て
、
生
き
物
が
棲
め
な
い
場
所
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
落
葉
広
葉
樹
の

森
は
、
花
が
虫
に
蜜
を
与
え
、
木
ノ
実
が

鳥
や
動
物
の
餌
に
な
り
、
葉
が
落
ち
る
こ

と
で
腐
葉
土
を
つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。
だ

か
ら
生
態
系
が
豊
か
だ
っ
た
ん
で
す
﹂

日
本
の
先
人
の
知
恵
と
同
じ
こ
と
を
、

畠
山
さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
で
経
験
す
る
。
フ

ラ
ン
ス
の
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
海
辺
に
牡
蠣

養
殖
の
視
察
に
訪
れ
た
の
だ
。
干
潟
に
う

ご
め
く
カ
ニ
や
海
老
に
、
か
つ
て
の
宮
城

の
海
の
姿
が
あ
り
、
ロ
ワ
ー
ル
川
上
流
の

広
葉
樹
の
森
に
、
杉
山
に
変
る
前
の
三
陸

の
森
の
原
風
景
が
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
の
体
験
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
、
畠
山
さ
ん
は
森
の
重
要
性
、
特
に
落

葉
広
葉
樹
の
大
切
さ
に
気
づ
い
て
い
く
。

熊
谷
武
雄
さ
ん
が
歌
に
詠
ん
だ
、
柞

は
は
そ

の

森
の
復
活
を
目
指
し
た
と
も
い
え
る
。
来

年
は
︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
結
成
か
ら

20
年
目
。
三
陸
の
帆
立
貝
養
殖
の
先
駆
者

で
も
あ
る
畠
山
さ
ん
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
留

ま
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
パ
ワ
フ
ル
に
突

き
進
ん
で
い
っ
た
20
年
間
だ
っ
た
。

室
根
山
が
取
り
持
つ
海
と
山

︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
は
１
９
８
９
年

︵
平
成
元
︶
か
ら
、
岩
手
県
の
室
根
山

む
ろ
ね
さ
ん

に
落

葉
広
葉
樹
の
植
林
を
開
始
。
紀
州
熊
野
大

社
の
熊
野
神
分
霊
を
勧
請
し
て
か
ら
室
根

山
と
改
称
し
た
が
、
か
つ
て
は
鬼
首

お
に
か
べ

山
と

呼
ば
れ
、
坂
上
田
村
麻
呂

さ
か
の
う
え
の
た
む
ら
ま
ろ

の
鬼
退
治
伝
説

も
伝
わ
っ
て
い
る
。

植
林
地
に
室
根
山
を
選
ん
だ
の
は
、
こ

の
山
が
﹁
山
ば
か
り
﹂
だ
っ
た
か
ら
。﹁
山

ば
か
り
﹂
と
は
、
海
か
ら
目
印
に
し
て
い

る
山
を
見
て
、
山
と
山
と
の
重
な
り
具
合

か
ら
、
自
分
の
位
置
を
確
認
し
て
進
む
方

向
を
決
め
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
目
印
に

な
る
山
を
こ
う
呼
び
、﹁
山
あ
て
﹂
と
も
い

わ
れ
る
。

室
根
山
は
気
仙
沼
の
漁
師
に
と
っ
て
、

命
を
左
右
す
る
大
事
な
﹁
山
ば
か
り
﹂
だ

っ
た
。
そ
の
た
め
古
く
か
ら
山
岳
信
仰
の

対
象
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
上
に
、
気

仙
沼
方
面
の
漁
民
の
海
上
安
全
や
大
漁
祈

願
の
信
仰
対
象
と
も
な
っ
て
き
た
。
閏

う
る
う

年

の
翌
年
の
旧
暦
９
月
19
日
に
行
な
わ
れ
る

特
別
大
祭
は
、
奥
州
三
大
荒
祭
り
と
し
て

も
有
名
で
あ
る
。

室
根
山
で
の
植
樹
祭
で
︿
牡
蠣
の
森
﹀

に
海
か
ら
持
っ
て
い
っ
た
大
漁
旗
が
は
た

め
い
た
と
き
に
は
、

﹁
緑
の
森
に
大
漁
旗
が
映
え
る
な
あ
、
思

っ
た
と
お
り
だ
﹂

と
鳥
肌
が
立
つ
思
い
だ
っ
た
と
畠
山
さ

ん
は
言
う
。

一
関
市
役
所
室
根
支
所
か
ら
程
近
い
場

所
に
、
お
仮
宮

か
り
み
や

と
呼
ば
れ
る
所
が
あ
る
。

紀
州
熊
野
か
ら
の
分
霊
が
舟
で
唐
桑
に
着

き
、
陸
路
を
運
ば
れ
た
あ
と
、
こ
の
お
仮

宮
で
休
ん
だ
こ
と
に
由
来
す
る
。
特
別
大

祭
の
神
役

じ
ん
や
く

は
室
根
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、

唐
桑
や
川
崎
か
ら
も
や
っ
て
来
て
潮
水
が

奉
納
さ
れ
る
と
い
う
か
ら
、
や
は
り
室
根

山
と
海
と
の
絆
は
深
い
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
大
川
は
岩
手
県
︵
室
根
︶
か

ら
端
を
発
し
て
宮
城
県
︵
気
仙
沼
︶
で
太

平
洋
に
注
ぐ
川
だ
が
、
本
来
、
室
根
も
気

仙
沼
も
同
じ
郡
だ
っ
た
。

行
政
区
を
超
え
て
一
つ
の
活
動
に
取
り

組
む
の
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
困
難
が
伴
う
も
の
だ
。
し
か
し
、

そ
の
境
界
線
は
、
虫
や
魚
や
鳥
に
は
も
ち
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ろ
ん
、
私
た
ち
の
目
に
は
見
え
な
い
も
の

だ
し
、
郡
や
流
域
と
し
て
と
ら
え
た
ら
、

住
民
の
精
神
的
な
一
体
感
は
案
外
掘
り
起

こ
せ
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

︿
牡
蠣
の
森
﹀
は
海
の
恋
人

室
根
山
の
植
林
地
は
︿
牡
蠣
の
森
﹀
と

命
名
さ
れ
、﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
の
象

徴
で
あ
る
。
そ
の
室
根
山
を
擁
す
る
一
関

市
室
根
町
︵
元
・
室
根
村
︶
で
お
話
を
う

か
が
っ
た
。

一
関
市
役
所
室
根
支
所
産
業
経
済
課
農

林
係
の
小
野
寺
新
吾
さ
ん
は
、
植
林
運
動

の
担
当
者
に
な
っ
て
９
年
目
。
ス
タ
ー
ト

当
初
の
こ
と
も
調
べ
て
、
山
の
手
側
の
事

情
を
話
し
て
く
れ
た
。

﹁
当
時
の
加
藤
央

ひ
ろ
し

村
長
は
畠
山
さ
ん
か
ら

﹃
上
流
へ
の
感
謝
を
込
め
て
植
林
し
た
い
﹄

と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
上
流
、
下
流
と

い
う
流
域
圏
内
を
考
え
た
と
き
、
当
時
の

水
質
と
し
て
み
た
ら
、
あ
ま
り
良
い
関
係

で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

加
藤
村
長
も
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
︿
牡
蠣
の
森

を
慕
う
会
﹀
か
ら
の
申
し
出
に
い
っ
そ
う

共
鳴
し
て
、
室
根
山
へ
の
植
樹
が
実
現
し

た
の
だ
と
思
い
ま
す
﹂

小
野
寺
さ
ん
は
ま
た
、
こ
の
活
動
は

︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
と
有
志
団
体
︵
第

１
回
、
第
２
回
、
第
４
回
は
単
独
開
催
。

第
３
回
は
︿
む
ろ
ね
森
と
海
を
語
ろ
う
会
﹀、

第
５
回
と
第
７
回
は
︿
ひ
こ
ば
え
の
森
分

収
林
組
合
﹀、
第
６
回
は
岩
手
県
緑
化
推
進

委
員
会
室
根
支
部
、
第
８
回
以
降
は
第
12

区
自
治
会
と
の
共
催
︶
の
主
催
で
あ
り
、

行
政
と
し
て
は
用
地
と
ス
タ
ッ
フ
の
提
供

に
協
力
し
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
。
あ
く

ま
で
も
民
間
の
主
体
的
な
活
動
で
、
そ
れ

が
19
回
続
い
て
き
た
と
い
う
の
だ
。

土
地
の
提
供
も
室
根
村
と
し
て
は
第
３

回
以
降
の
こ
と
。
初
回
と
２
回
目
は
室
根

神
社
が
神
社
周
辺
の
遊
休
地
を
提
供
し
て

い
る
。
土
地
利
用
に
関
す
る
契
約
も
、
植

林
の
許
可
を
受
け
た
だ
け
で
特
に
か
わ
し

て
お
ら
ず
、
第
５
回
が
転
機
と
な
っ
た
。

第
５
回
で
植
林
地
と
な
っ
た
の
は
、
岩

手
県
の
県
行

け
ん
こ
う

造
林
で
あ
っ
た
赤
松
林
の
跡

地
。

県
行
造
林：

県
が
民
有
林
野
（
市
町
村
有
林
野
も
含

む
）
の
土
地
所
有
者
と
分
収
契
約
を
結
び
、
造
林
を

行
な
っ
て
、
そ
の
収
益
を
土
地
所
有
者
と
分
収
す
る

制
度
。

分
収：

「
土
地
所
有
者
」「
造
林
ま
た
は
保
育
を
行
な

う
者
」「
費
用
を
負
担
す
る
者
」
の
２
者
ま
た
は
３
者

で
契
約
を
結
び
、
伐
採
時
に
収
益
を
一
定
の
割
合
で

分
け
合
う
制
度
を
分
収
林
制
度
と
い
う
。

室
根
村
と
分
収
林
組
合
の
間
で
60
年
間

の
分
収
林
契
約
が
結
ば
れ
、
矢
越
山
の
１

ha
の
土
地
に
１
６
０
０
本
の
欅

け
や
き

、
２
０
０

本
の
山
桜
、
２
０
０
本
の
小
楢

こ
な
ら

の
苗
木
が

植
え
ら
れ
た
。

第
６
回
に
い
っ
た
ん
室
根
山
に
戻
っ
た

も
の
の
、
第
７
回
以
降
は
︿
ひ
こ
ば
え
の

森
﹀
と
名
づ
け
た
矢
越
山
の
県
行
造
林
跡

地
に
植
林
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

初
回
か
ら
４
回
目
ま
で
の
植
樹
は
30
本

か
ら
80
本
程
度
で
、
記
念
植
樹
的
な
意
味

合
い
が
強
か
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
５
回

目
以
降
、
一
気
に
２
０
０
０
本
植
樹
に
な

地図を見れば、気仙沼湾への分
水嶺が県境ではなく室根町の境
界線だということがよくわかる。
左：安波山から見下ろした気仙
沼湾。リアス式海岸であること
が一目でわかる。湾内は、養殖
筏でいっぱい。
右：気仙沼湾の一番奥にある港
には、北は北海道、南は九州か
らの漁船があふれていた。

小野寺新吾さん



39 海からのラブレター

る
の
は
、
畠
山
さ
ん
た
ち
海
の
民
が
抱
く

環
境
へ
の
危
機
感
に
、
山
の
手
側
か
ら
も

応
え
る
人
た
ち
が
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

参
加
者
も
徐
々
に
増
え
、
第
13
回
に
は

１
０
０
０
人
に
達
す
る
。
今
で
は
６
月
の

第
１
日
曜
日
が
恒
例
と
な
っ
た
植
樹
祭
に
、

全
国
か
ら
人
が
訪
れ
、
繰
り
返
し
参
加
す

る
人
も
い
る
と
い
う
。

︿
牡
蠣
の
森
﹀
か
ら

︿
ひ
こ
ば
え
の
森
﹀
へ

小
野
寺
さ
ん
の
案
内
で
︿
ひ
こ
ば
え
の

森
﹀
を
見
学
し
た
。
初
期
に
植
え
ら
れ
た

落
葉
広
葉
樹
が
育
っ
て
き
て
お
り
、
暗
い

針
葉
樹
林
を
見
慣
れ
た
目
に
は
、
明
る
い

緑
が
新
鮮
に
映
る
。

50
年
後
に
こ
こ
で
育
っ
た
木
材
で
家
具

が
つ
く
れ
た
ら
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
、
と

言
っ
た
と
こ
ろ

﹁
良
い
木
を
育
て
る
に
は
、
少
し
間
伐
し

な
い
と
。
そ
ろ
そ
ろ
手
入
れ
を
し
て
い
く

時
期
に
入
っ
て
い
ま
す
ね
﹂

と
い
う
小
野
寺
さ
ん
。
森
林
を
熟
知
し

た
人
の
力
が
生
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
活
動

の
い
っ
そ
う
の
拡
が
り
が
期
待
さ
れ
る
。

海
の
民
か
ら
の
働
き
か
け
が
︿
牡
蠣
の

森
を
慕
う
会
﹀
か
ら
だ
っ
た
と
す
る
と
、

山
の
手
側
で
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
当
時

の
室
根
村
︵
現
・
一
関
市
室
根
町
︶
の
第

12
区
自
治
会
で
あ
る
。
第
３
回
の
植
樹
に

参
加
し
た
中
か
ら
、︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀

の
活
動
に
共
感
し
た
人
た
ち
が
現
れ
た
の

だ
と
い
う
。

﹁
第
12
区
自
治
会
で
は
１
９
８
２
年
︵
昭

和
57
︶
に
、
環
境
に
関
心
の
あ
る
人
た
ち

の
提
案
で
︿
水
車
の
あ
る
集
落
づ
く
り
﹀

構
想
が
始
ま
り
ま
し
た
。
代
表
に
な
っ
た

の
は
小
岩
邦
彦
さ
ん
と
い
う
役
場
の
Ｏ
Ｂ

で
、
長
ら
く
自
治
会
長
を
務
め
て
い
ま
す
﹂

小
岩
さ
ん
は
農
村
景
観
を
取
り
戻
そ
う

と
水
車
小
屋
の
復
元
、
環
境
保
全
型
農
業

の
実
践
な
ど
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
う

し
た
活
動
の
一
環
と
し
て
、
地
産
農
産
物

を
販
売
す
る
﹁
こ
っ
と
ん
こ
﹂
市
の
開
催

や
ア
イ
ガ
モ
農
法
の
実
践
、
絶
滅
寸
前
だ

っ
た
矢
越
カ
ブ
生
産
の
復
活
も
行
な
っ
て

お
り
、
１
９
９
４
年
︵
平
成
６
︶
の
﹁
岩

手
県
活
力
あ
る
我
が
む
ら
づ
く
り
コ
ン
ク

ー
ル
優
秀
賞
﹂
な
ど
を
受
賞
し
て
い
る
。

ま
た
、
他
の
団
体
で
も
活
動
が
呼
応
し
、

水
質
検
査
や
カ
ツ
カ
な
ど
の
水
生
生
物
の

保
護
、
鮭
の
放
流
、
木
炭
を
使
っ
た
水
質

改
善
作
業
な
ど
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

﹁
当
時
は
減
農
薬
で
、
と
思
っ
て
も
、
収

益
の
落
ち
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
中
で

な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
実
状
が
あ
っ
た
。

今
、
減
農
薬
が
実
現
で
き
て
い
る
の
は
、

農
家
に
先
が
け
て
消
費
者
の
意
識
が
変
っ

た
た
め
で
す
。
と
こ
ろ
が
第
12
区
自
治
体

は
、
そ
う
し
た
消
費
者
か
ら
要
望
が
挙
が

っ
て
く
る
以
前
か
ら
環
境
保
全
型
農
業
に

取
り
組
ん
で
き
た
の
で
す
﹂

と
小
野
寺
さ
ん
。︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀

か
ら
の
働
き
か
け
に
室
根
村
が
呼
応
し
た

の
は
、
こ
う
し
た
土
壌
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
だ
。

森
か
ら
海
へ

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
は
、
い
わ
ば
海

か
ら
森
へ
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
。
そ
れ
に
応
え

て
森
林
組
合
の
バ
ス
に
乗
っ
て
小
学
生
た

ち
が
舞
根
湾
を
訪
れ
た
の
は
、
第
１
回
植

林
の
翌
年
、
１
９
９
０
年
︵
平
成
２
︶
の

こ
と
だ
っ
た
、
と
畠
山
さ
ん
は
振
り
返
る
。

右上：室根支所から見上げた室根山
は、気仙沼湾からもよく見える。海
から目印にする「山ばかり」でもあ
り、信仰の対象ともなっている。
右：〈水車のある集落づくり〉構想
で復元された水車小屋。
他：矢越山の〈ひこばえの森〉で開
催される植樹祭は年々参加者が増え
ている。（写真提供：一関市役所室根支所）
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﹁
こ
の
と
き
、
す
ご
く
印
象
に
残
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
。
牡
蠣
に
や
る
餌
は
何
か

と
聞
か
れ
、
豊
富
な
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
が
あ

れ
ば
餌
は
い
ら
な
い
ん
だ
と
答
え
た
ら
、

﹃
漁
師
さ
ん
は
ド
ロ
ボ
ー
み
た
い
で
す
ね
﹄

と
小
学
生
に
言
わ
れ
た
ん
だ
よ
﹂

海
の
生
物
の
こ
と
を
何
も
知
ら
な
い
山

の
子
供
た
ち
に
、
畠
山
さ
ん
は
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
ネ
ッ
ト
で
採
取
し
た
プ
ラ
ン
ク
ト
ン

を
飲
ま
せ
た
り
、
顕
微
鏡
で
覗
か
せ
た
り

す
る
。
顕
微
鏡
の
中
で
う
ご
め
く
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
か
ら
食
物
連
鎖
の
話
が
始
ま
り
、

や
が
て
水
俣
病
の
原
因
に
ま
で
話
は
及
ん

で
い
く
。
こ
う
し
た
活
動
の
中
か
ら
、
環

境
へ
の
意
識
が
芽
生
え
、
将
来
の
進
路
に

影
響
を
受
け
た
子
供
も
多
い
と
い
う
。

﹁
見
学
に
来
た
あ
と
に
感
想
文
が
送
ら
れ

て
き
た
ん
だ
け
ど
、﹃
朝
シ
ャ
ン
の
シ
ャ
ン

プ
ー
を
半
分
に
し
ま
し
た
﹄
と
か
﹃
お
父

さ
ん
に
農
薬
を
減
ら
す
よ
う
に
頼
み
ま
し

た
﹄
と
書
い
て
あ
る
の
を
見
て
、
本
当
に

う
れ
し
か
っ
た
。
相
手
の
顔
を
知
る
こ
と

で
、
迷
惑
を
か
け
て
は
い
け
な
い
、
役
に

立
と
う
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
上
が

る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
○
○
し
な
い
で

く
だ
さ
い
と
言
う
の
で
は
な
く
、
海
で
の

暮
ら
し
を
山
の
子
供
た
ち
に
知
っ
て
ほ
し

か
っ
た
ん
で
す
﹂

子
供
か
ら
大
人
へ
、
森
か
ら
海
へ
。

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
は
畠
山
さ
ん
た

ち
か
ら
の
片
思
い
で
は
な
く
、
き
ち
ん
と

相
互
に
意
志
疎
通
が
で
き
る
運
動
に
育
っ

て
い
っ
た
。
畠
山
さ
ん
は
そ
の
秘
訣
を

﹁
生
活
者
の
運
動
だ
っ
た
か
ら
﹂
と
位
置
づ

け
る
。
運
動
家
に
よ
る
運
動
だ
っ
た
ら
ど

こ
か
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な

い
け
れ
ど
、
生
活
す
べ
て
を
見
せ
る
こ
と

で
運
動
の
範
囲
が
ど
ん
ど
ん
拡
が
っ
て
い

っ
た
か
ら
だ
。

最
近
、
畠
山
さ
ん
が
運
動
の
成
果
を
実

感
す
る
う
れ
し
い
出
来
事
が
、
ま
た
一
つ

増
え
た
。
ウ
ナ
ギ
が
舞
根
湾
に
戻
っ
て
き

た
の
だ
。

﹁
ウ
ナ
ギ
は
自
然
環
境
を
量
る
と
き
の
指

標
生
物
の
ト
ッ
プ
。
良
い
河
川
環
境
の
所

に
し
か
い
な
い
。
た
く
さ
ん
い
た
ウ
ナ
ギ

が
40
年
前
に
ぱ
た
っ
と
い
な
く
な
っ
た
こ

と
を
思
い
出
す
と
、
今
年
の
植
樹
祭
の
前

の
日
に
２
匹
わ
な
に
か
か
っ
て
い
た
の
は
、

す
ご
く
う
れ
し
い
こ
と
で
し
た
﹂

舞
根
湾
に
戻
っ
て
き
た
ウ
ナ
ギ
は
、
畠

山
さ
ん
の
期
待
を
一
身
に
背
負
う
、
期
待

の
星
な
の
だ
。

上：蠣殻は砕かれ畑に撒かれる。山から戴いた恵みの一部が肥
料となって、また、山に還されるのだ。
左：〈ひこばえの森〉に植樹された苗木の１本１本が、ウナギ
に変身していくに違いない。
下：畠山さんのもとを訪れる子供たちは、二丁櫓の大型和舟
「あずさ丸」と「あずさ丸 II」で養殖筏まで出かける。舟体はも
ちろんだが、特に舟の櫓は、しなりがよく水に強いミズナラ、
古語でいう柞（ははそ）の木でつくられる。「あずさ丸」は、切
り離せない海と山の象徴でもある。
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い
牡
蠣
な
ん
だ
。
そ
れ
で
ず
っ
と
注
目
し

て
い
た
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
牡
蠣
を
養
殖

す
る
環
境
づ
く
り
の
た
め
に
植
樹
を
始
め

る
と
聞
い
て
共
感
を
覚
え
た
ん
で
す
﹂

東
京
・
築
地
の
事
情
に
も
く
わ
し
い
大

村
さ
ん
は
、
畠
山
さ
ん
の
唐
桑
牡
蠣
フ
ァ

ン
が
多
い
こ
と
、
全
国
の
レ
ス
ト
ラ
ン
の

シ
ェ
フ
か
ら
も
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

教
え
て
く
れ
た
。

﹁
だ
か
ら
地
元
の
唐
桑
、
山
手
の
室
根
だ

け
で
は
な
く
、
東
京
を
は
じ
め
全
国
か
ら

共
鳴
し
た
支
援
者
が
駆
け
つ
け
た
ん
で
す
﹂

大
村
さ
ん
は
畠
山
さ
ん
を
、
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
に
あ
ふ
れ
、
思
い
つ
い
た
ら
ぐ
い
ぐ

い
人
を
引
っ
張
っ
て
い
く
魅
力
を
持
っ
た

人
物
、
と
評
す
る
。
活
動
が
長
く
続
い
た

秘
訣
を
、

﹁
商
業
的
な
こ
と
、
政
治
的
な
こ
と
と
一

切
無
関
係
。
来
る
者
は
拒
ま
ず
、
去
る
者

は
追
わ
ず
で
、
オ
ー
プ
ン
な
姿
勢
が
よ
か

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
﹂

と
言
う
。

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
が
全
国
区
と
な

っ
た
一
因
に
は
、
こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ

た
の
だ
。
消
費
す
る
だ
け
で
実
質
的
な
生

産
活
動
が
な
い
と
い
わ
れ
る
都
会
で
も
、

こ
う
い
う
形
で
生
産
地
と
つ
な
が
り
、
支

援
し
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

と
て
も
意
義
深
い
こ
と
だ
。

海
は
第
二
の
森

畠
山
さ
ん
の
著
作
に
は
、
思
わ
ず
舌
舐

め
ず
り
し
た
く
な
る
よ
う
な
魚
貝
類
を
食

す
る
シ
ー
ン
が
多
く
登
場
す
る
。
し
か
し
、

い
つ
か
ら
か
魚
貝
類
は
そ
れ
ほ
ど
に
は
採

れ
な
く
な
り
、
魚
食
文
化
も
少
し
ず
つ
廃

れ
つ
つ
あ
る
。

﹁
コ
ン
ビ
ニ
で
お
む
す
び
が
幾
つ
売
ら
れ

て
い
る
か
、
知
っ
て
い
ま
す
か
？
　
年
間

60
億
個
だ
そ
う
で
す
。
日
本
で
生
産
さ
れ

る
海
苔
は
１
０
０
億
枚
で
そ
の
３
分
の
１

が
コ
ン
ビ
ニ
お
む
す
び
で
消
費
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
ほ
ど
に
、
お
米
を
食
べ
る
に
は

海
産
物
が
必
要
な
ん
で
す
﹂

お
い
し
い
魚
貝
や
海
苔
が
採
れ
な
く
な

れ
ば
、
お
米
の
消
費
も
減
っ
て
い
く
の
は

必
然
だ
、
と
畠
山
さ
ん
は
言
う
の
だ
。
生

態
系
の
豊
か
な
汽
水
域
を
守
る
こ
と
は
、

魚
・
米
食
文
化
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

そ
し
て
汽
水
域
を
守
れ
ば
、
海
藻
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
に
よ
る
光
合
成
が
期
待
で
き
る
と

も
。

﹁
そ
う
い
う
意
味
で
海
は
第
二
の
森
。
沿

岸
の
海
の
森
が
ど
れ
ぐ
ら
い
二
酸
化
炭
素

を
固
定
し
て
い
る
か
科
学
的
に
証
明
で
き

れ
ば
、
守
ろ
う
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

が
も
っ
と
上
が
る
は
ず
な
ん
だ
け
ど
﹂

日
本
は
山
の
森
と
海
の
森
に
、
二
重
に

囲
ま
れ
て
い
る
。
両
方
の
森
を
守
る
た
め

に
は
、
単
に
植
樹
す
れ
ば
終
わ
り
で
は
な

い
。
海
の
民
も
山
の
民
も
、
そ
の
本
質
に

気
づ
き
始
め
て
い
る
。

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
が
来
年
20
周

年
を
迎
え
る
ま
で
に
な
っ
た
今
、
起
爆
剤

と
し
て
の
効
果
が
、
海
、
川
、
山
と
い
っ

た
﹁
地
域
﹂、
漁
業
、
林
業
、
農
業
、
観
光

と
い
っ
た
﹁
産
業
﹂、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

立
場
の
﹁
人
た
ち
﹂
と
い
う
思
わ
ぬ
と
こ

ろ
に
ま
で
波
及
し
て
い
る
。
こ
の
運
動
は
、

今
後
も
形
を
変
え
な
が
ら
発
展
し
て
い
く

だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
担
い
手
で
あ
る
第

２
世
代
は
、
確
実
に
育
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
を

地
域
資
源
に

活
動
の
地
元
に
来
て
初
め
て
気
づ
い
た

こ
と
は
、
単
に
海
の
た
め
に
森
が
大
事
、

で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
都
会

に
い
る
と
、
つ
い
そ
う
し
た
図
式
で
し
か

理
解
で
き
な
い
よ
う
で
反
省
さ
せ
ら
れ
る
。

畠
山
さ
ん
も
小
野
寺
さ
ん
も
言
っ
て
い
た

が
、﹁
木
を
何
本
植
え
れ
ば
水
が
ど
れ
ぐ
ら

い
き
れ
い
に
な
る
か
﹂
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
の
だ
。
海
の
生
き
物
が
ど
う
育
つ
か
、

森
の
木
が
ど
う
育
つ
か
。
そ
し
て
何
よ
り
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
が
、
そ
れ
ら
に
ど
う
か

か
わ
っ
て
い
け
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

環
境
体
験
学
習
で
舞
根
湾
を
訪
れ
る
人

が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
他
の
地
域
で
も
地

元
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
り
始

め
る
動
き
が
起
こ
っ
て
き
た
。
気
仙
沼
・

本
吉
地
域
体
験
学
習
推
進
協
議
会
も
発
足
、

気
仙
沼
市
、
志
津
川
町
、
津
山
町
、
本
吉

町
、
唐
桑
町
、
歌
津
町
、
宮
城
県
が
参
画

し
て
い
る
。︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
か
ら

始
ま
っ
た
体
験
学
習
は
、
減
少
傾
向
に
あ

る
各
地
域
の
観
光
事
業
と
地
域
産
業
の
活

性
化
に
も
一
役
買
っ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。

唐
桑
町
観
光
協
会
事
務
局
の
臼
井
亮
さ

ん
の
話
で
は

﹁
町
の
活
性
化
が
目
的
な
の
で
民
間
が
、

と
い
う
こ
と
で
、
行
政
か
ら
外
郭
団
体
で

あ
る
観
光
協
会
に
事
務
局
が
変
り
ま
し
た
﹂

と
の
こ
と
。
畠
山
重
篤
さ
ん
も
20
名
ほ

ど
い
る
推
進
委
員
会
の
一
人
と
し
て
協
力

し
て
い
る
。

唐
桑
町
は
、
気
仙
沼
湾
の
東
に
突
出
す

る
唐
桑
半
島
の
東
海
岸
に
位
置
す
る
大
理

石
海
岸
や
巨
釜
半
造

お
お
が
ま
は
ん
ぞ
う

︵
石
灰
岩
が
浸
食
さ

れ
て
で
き
た
独
特
の
奇
観
︶
な
ど
美
し
い

自
然
景
観
の
宝
庫
。
し
か
し
観
光
客
の
ニ

ー
ズ
が
多
様
化
す
る
状
況
下
で
、
見
る
だ

け
の
観
光
で
は
人
が
呼
べ
ず
、
観
光
客
離

れ
が
深
刻
化
し
て
い
た
。

唐
桑
町
の
観
光
客
の
年
間
入
り
込
み
数

は
１
９
７
９
年
︵
昭
和
54
︶
の
65
万
人
を

境
に
年
々
減
少
。
２
０
０
６
年
︵
平
成
18
︶

に
は
最
盛
期
の
半
分
近
く
の
37
万
人
ま
で

落
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
唐
桑
町
だ
け

で
は
な
く
、
ど
こ
も
似
た
よ
う
な
状
況
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
漁
業
や
林
業
に
ま
つ

わ
る
体
験
メ
ニ
ュ
ー
は
観
光
客
減
少
に
歯

止
め
を
か
け
る
だ
け
で
な
く
、
基
幹
産
業

の
活
性
化
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

﹁
体
験
メ
ニ
ュ
ー
で
は
、
実
際
に
漁
船
に

乗
っ
て
養
殖
筏
の
見
学
、
ホ
タ
テ
の
養
殖

作
業
に
欠
か
せ
な
い
﹃
耳
吊

み
み
つ
り

り
﹄
体
験
、

ワ
カ
メ
な
ど
の
加
工
作
業
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
炭
焼
き
や
搾
乳
体
験
を
打
ち
出
し
て

い
る
地
域
も
あ
り
、
海
だ
け
で
は
な
く
里

山
や
牧
場
、
田
畑
に
も
フ
ィ
ー
ル
ド
が
広

が
っ
て
い
ま
す
﹂

と
臼
井
さ
ん
。

悩
み
は
、
ま
だ
日
帰
り
客
が
多
い
こ
と
。

唐
桑
地
区
だ
け
で
も
11
軒
の
民
宿
が
あ
り
、

是
非
泊
ま
り
が
け
で
訪
れ
て
ほ
し
い
と
い

う
こ
と
だ
。

﹁︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
同
様
、
地
元
の

人
の
生
活
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
意
味

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
核
家
族
が
増
え
て
い

る
現
在
、
大
人
の
人
の
話
を
聞
く
経
験
が

よ
か
っ
た
、
と
評
価
す
る
声
も
よ
く
聞
き

ま
す
﹂

畠
山
さ
ん
は
、
舞
根
湾
を
﹁
天
井
の
な

い
教
室
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。
環
境
が
良
く

な
れ
ば
、
人
は
も
っ
と
や
っ
て
来
る
。
海

を
知
り
、
生
き
物
を
知
る
こ
と
で
子
供
が

感
化
さ
れ
、
そ
れ
が
親
か
ら
行
政
に
伝
わ

っ
て
い
け
ば
、
漁
業
だ
け
で
な
く
農
業
も

林
業
も
変
る
は
ず
。
地
元
に
も
活
気
が
戻

っ
て
く
る
は
ず
だ
、
と
考
え
て
い
る
か
ら

だ
。
地
域
全
体
が
潤
う
た
め
に
は
、
環
境

も
良
く
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
。

海
と
森
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に

植
樹
と
環
境
学
習
を
進
め
れ
ば
よ
い
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。
流
域
に
連
な
る
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
活
動
が
、
水
を
意
識
す
る

こ
と
に
結
び
つ
い
た
結
果
、
自
分
た
ち
の

生
活
に
も
プ
ラ
ス
に
な
る
と
い
う
気
づ
き

を
促
し
た
の
だ
。

海
と
山
、
そ
し
て
都
会
も

海
と
山
の
つ
な
が
り
だ
け
で
は
な
く
、

も
う
一
つ
の
意
外
な
ひ
ろ
が
り
を
証
言
し

て
く
れ
る
人
が
い
る
。
水
産
新
聞
の
記
者
、

大
村
隆
男
さ
ん
だ
。

﹁
私
が
手
伝
っ
て
い
る
の
は
雑
用
全
般
﹂

と
言
う
大
村
さ
ん
は
、
得
意
の
筆
力
を

生
か
し
て
﹁
森
は
海
の
恋
人
﹂
運
動
の
広

報
分
野
を
担
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
第
１
回

目
の
植
樹
祭
か
ら
参
加
し
て
い
る
と
聞
い

て
、
そ
の
き
っ
か
け
を
う
か
が
っ
て
み
た
。

﹁
畠
山
さ
ん
が
つ
く
る
牡
蠣
は
、
実
に
良

臼井亮さん
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甜あ
ま

い
水

日
本
に
は
﹁
旨
い
水
﹂、
中
国
で
い
う
と

こ
ろ
の
﹁
甜

あ
ま

い
水
﹂
と
い
う
発
想
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
、
考
え
て
み
る
と
大
変
贅

沢
な
話
で
す
ね
。
私
た
ち
は
、
水
が
豊
か

な
だ
け
で
は
な
く
、
旨
い
水
が
飲
め
る
民

族
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

水
の
利
用
の
第
一
は
、
な
ん
と
い
っ
て

も
﹁
飲
む
﹂
こ
と
で
す
。

﹁
仏
様
︵
神
様
︶
の
水
は
ど
の
井
戸
か
ら
汲

み
ま
す
か
？
﹂
と
聞
く
と
、
村
で
一
番
古

い
井
戸
が
ど
こ
か
が
わ
か
り
ま
す
。
一
番

神
聖
な
水
は
神
様
や
仏
様
に
捧
げ
る
水
で
、

村
の
本
来
の
泉
、
つ
ま
り
村
の
発
祥
の
と

き
に
中
心
と
な
っ
た
泉
か
ら
汲
む
こ
と
が

多
い
。
そ
れ
で
わ
か
る
ん
で
す
。

日
本
語
で
水
の
出
る
所
を
指
す
言
葉
に

は
二
つ
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
由
来
は
不
明

で
す
が
、
一
つ
は
﹁
ヰ
﹂
、
音
で
言
う
と

﹁
ウ
イ
﹂
で
す
。
宇
井
さ
ん
と
い
う
名
字
が

あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
な
ん
か
は
本
来
、
井

戸
さ
ん
と
い
う
意
味
な
ん
で
し
ょ
う
。
ヰ

ケ
と
い
う
と
溜
ま
っ
て
い
る
水
を
表
し
、

ヰ
ケ
ル
と
い
う
動
詞
に
も
変
化
し
ま
す
。

古
い
ワ
、
ヰ
、
ヱ
、
ヲ
で
、
Ｗ
音
が
入
っ

て
い
る
の
は
今
は
﹁
ワ
﹂
し
か
残
っ
て
い

ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
は
﹁
カ
ー
﹂
で
す
。
こ
れ
は

勝
手
な
解
釈
な
ん
で
す
が
、
湧
き
出
て
留

ま
っ
て
い
る
の
が
ヰ
で
、
カ
ー
と
い
っ
た

ら
、
湧
き
出
て
か
ら
こ
ち
ょ
こ
ち
ょ
流
れ

て
い
る
水
を
指
す
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ

り
ま
す
ね
。

大
き
な
井
戸
を
掘
っ
た
り
水
汲
み
を
し

た
り
し
た
の
は
、
戸
数
が
大
き
く
な
っ
て

湧
き
水
だ
け
で
は
足
り
な
く
な
っ
た
か
ら
。

そ
の
井
戸
も
明
治
に
入
る
以
前
は
浅
井
戸

で
す
。

江
戸
時
代
の
大
阪
で
は
、
間
違
い
な
く

川
の
水
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
大
阪
で
は

井
戸
を
掘
っ
て
も
良
い
水
が
出
ず
、
か
え

っ
て
川
の
水
の
ほ
う
が
お
い
し
か
っ
た
よ

う
で
す
。

中
国
の
北
京
も
同
様
で
、
北
京
の
井
戸

の
水
は
﹁
辛
い
水
﹂
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

辛
い
水
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
の
で
し

ょ
う
か
ね
。
想
像
で
す
が
、
硬
度
が
高
い

水
を
そ
う
呼
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

軟
水
の
ほ
う
が
柔
ら
か
く
感
じ
ら
れ
ま
す

か
ら
。
﹁
う
た
た
水
﹂
と
い
う
言
い
方
で
、

柔
ら
か
く
な
っ
た
水
を
呼
ぶ
地
方
も
あ
り

ま
す
。

し
か
し
旨
い
の
は
圧
倒
的
に
湧
き
水
。

こ
れ
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
旨
い
。
筑

波
山
の
辺
り
に
も
、
琵
琶
湖
周
辺
も
、
全

国
に
湧
き
水
が
多
い
。
イ
ギ
リ
ス
に
も
、

中
国
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

昨
年
、
中
国
の
太
湖

た
い
こ

の
ほ
と
り
の
無
錫

む
し
ゃ
く

︵
江
蘇
省
︶
に
行
っ
た
ん
で
す
が
、
や
は
り

市
民
は
湧
き
水
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
市

は
水
道
を
使
え
と
言
う
ん
で
す
が
。

太
湖
の
こ
の
湧
き
水
も
や
が
て
埋
め
ら

れ
て
し
ま
い
ま
す
。
政
府
は
、
住
民
た
ち

の
生
活
は
見
た
目
に
汚
い
の
で
高
層
住
宅

を
つ
く
っ
て
移
住
さ
せ
、
村
を
な
く
し
て

し
ま
う
と
い
う
計
画
を
立
て
て
い
ま
す
。

１
０
０
も
２
０
０
も
あ
る
家
屋
を
全
部
壊

し
て
平
ら
に
し
て
、
西
洋
近
代
的
な
芝
生

に
す
る
と
い
う
ん
で
す
。
う
ま
い
お
茶
が

淹
れ
ら
れ
る
湧
き
水
を
埋
め
て
し
ま
う
と

い
う
ん
で
す
。
残
念
で
す
ね
。

そ
こ
で
は
夕
方
に
な
る
と
、
み
ん
な
集

ま
っ
て
お
喋
り
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。
高

層
住
宅
に
移
さ
れ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
習

鳥越皓之
とりごえひろゆき

文学博士

早稲田大学人間科学学術院教授

1969年東京教育大学文学部史学科（民俗学）卒業、1975年東京教育大学大学院文学
研究科社会学専攻博士課程単位取得満期退学。関西学院大学社会学部教授、筑波大学
大学院人文社会科学研究科教授を経て、2005年４月から現職。
専門は社会学、民俗学、環境問題、地域計画。主な著書に『水と人の環境史ー増補版』
（編著 御茶の水書房 1991）、『柳田民俗学のフィロソフィー』（東京大学出版会 2002）、
『花をたずねて吉野山』（集英社新書 2003）、『環境社会学』（東大出版会 2004）ほか

普段、何気なく接している水。

豊かなで安全な水に恵まれている今の日本では、

水に込められた深い意味を忘れがちだ。

「水にかかわる生活意識調査」で浮き彫りになった

水への思いを、

鳥越皓之さんに民俗学の視点から読み解いていただいた。

水とのかかわりが、

私たちの精神の礎となっていると気づくことで、

新たな価値観の創造につながるかもしれない。
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慣
も
な
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
か

つ
て
の
日
本
で
も
行
な
わ
れ
て
き
た
﹁
近

代
化
﹂
で
す
が
、
住
民
は
政
府
に
は
反
対

も
で
き
な
い
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。

洗
濯
の
水

飲
む
水
の
次
に
﹁
洗
う
﹂
水
が
あ
り
ま

す
。
面
白
い
の
は
洗
濯
な
ん
で
す
ね
。
日

本
の
洗
濯
の
仕
方
は
、
何
度
か
変
遷
を
経

て
い
ま
す
が
、
基
本
的
に
女
性
が
行
な
う

も
の
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

川
で
踏
み
洗
い
し
て
い
る
の
が
、
記
録

に
残
っ
て
い
る
も
っ
と
も
古
い
ス
タ
イ
ル

で
す
。
な
ぜ
足
で
踏
ん
だ
か
と
い
う
と
、

そ
の
こ
ろ
の
衣
服
は
、
苧

か
ら
む
しな

ど
の
固
い
繊

維
で
で
き
て
い
た
か
ら
で
す
。

こ
れ
は
有
名
な
話
で
す
が
、
久
米
仙
人

の
伝
承
に
洗
濯
の
仕
方
が
垣
間
見
ら
れ
る

話
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
伝
承
も
江
戸
期

に
な
る
と
川
柳
に
詠
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
、毛

が
少
し

見
え
た
で

雲
を
踏
み
外
し

末
摘
花

す
え
つ
む
は
な

な
ど
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。

久
米
仙
人

葛
城
山
の
麓
で
生
ま
れ
、
吉
野
の
竜
門
ケ
岳
（
り
ゅ

う
も
ん
が
た
け
）
で
修
行
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
空

を
飛
ん
で
い
る
と
、
吉
野
川
で
洗
濯
を
す
る
若
い
女

性
の
白
い
脛
が
見
え
た
。
そ
れ
に
目
が
く
ら
ん
で
神

通
力
を
な
く
し
て
墜
落
し
、
俗
人
に
戻
り
橿
原
市
の

久
米
寺
を
建
て
た
、
と
い
う
伝
説
が
『
今
昔
物
語
集
』

巻
十
二
本
朝
仏
法
部
に
残
っ
て
い
る
。

着
物
の
裾
を
は
し
ょ
り
上
げ
て
、
脛
を

剥
き
出
し
に
し
て
踏
み
な
が
ら
洗
う
、
と

い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
男
性
に
と
っ
て
大
変

刺
激
的
だ
っ
た
と
い
う
話
で
す
。

韓
国
は
今
で
も
砧

き
ぬ
た

で
打
っ
て
洗
い
ま
す

ね
。
日
本
で
は
、
砧
が
洗
濯
の
と
き
に
本

当
に
使
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
は
っ
き

り
し
な
い
ん
で
す
よ
。

芭
蕉
は
﹃
野
ざ
ら
し
紀
行
七
﹄
の
中
で
、

砧
打
て
　
我
に
聞
か
せ
よ
や
　
坊
が
妻

松
尾
芭
蕉

と
詠
っ
て
い
ま
す
が
、
砧
は
繊
維
を
光
ら

せ
る
効
果
も
持
っ
て
い
る
ん
で
、
洗
濯
だ

っ
た
か
ど
う
か
は
明
確
に
は
わ
か
っ
て
い

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
木
綿
が

普
及
し
て
踏
み
洗
い
か
ら
手
洗
い
に
移
行

し
、
も
っ
と
最
近
に
な
れ
ば
た
ら
い
を
使

い
、
洗
濯
板
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
私
た

ち
が
経
験
し
た
風
景
の
記
憶
に
も
つ
な
が

っ
て
い
く
。
そ
の
後
、
洗
濯
機
へ
と
変
わ

っ
て
い
く
の
が
、
洗
濯
の
流
れ
で
す
。

用
水
を
す
ぐ
に

排
水
に
さ
せ
な
い
シ
ス
テ
ム

も
の
を
洗
う
に
も
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
、

汚
い
も
の
、
た
と
え
ば
赤
ん
坊
の
お
し
め

な
ん
か
を
洗
う
と
き
に
は
、
下
流
の
人
に

迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
な
場
所
で
洗
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
洗
っ
た
後
の
最
後
の

排
水
は
田
ん
ぼ
に
流
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
用
水
を
す
ぐ
に
排
水
に
さ
せ

な
い
シ
ス
テ
ム
な
ん
で
す
。
無
駄
に
捨
て

ず
に
、
繰
り
返
し
使
う
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
水
を
用
水
ー
用
水
ー
用
水

ー
用
水
ー
と
し
つ
こ
く
使
っ
て
い
っ
て
、

最
後
の
最
後
に
排
水
に
し
て
き
ま
し
た
。

水
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
伝
統
を
築
い
て

き
た
ん
で
す
。

住
む
の
に
適
さ
ず
、
畑
も
つ
く
れ
な
い

土
地
、
悪
水
が
滞
る
土
地
と
い
う
の
は
、

利
用
価
値
の
な
い
﹁
ダ
メ
な
空
間
﹂
と
い

う
こ
と
で
す
。
伝
統
的
な
用
水
の
シ
ス
テ

ム
は
、
逆
に
考
え
て
み
れ
ば
﹁
ダ
メ
な
空

間
﹂
を
つ
く
ら
な
い
知
恵
で
も
あ
っ
た
。

用
水
化
す
る
こ
と
で
、
う
ま
く
下
流
ま
で

持
っ
て
い
っ
て
排
水
に
す
る
と
い
う
の
は
、

用
水
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
同
時
に
排
水
シ

ス
テ
ム
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

水
道
が
で
き
て
、
手
を
洗
っ
た
だ
け
で

排
水
に
な
っ
て
し
ま
う
今
の
﹁
用
水
ー
排

水
﹂
シ
ス
テ
ム
に
は
、
用
水
ー
用
水
ー
用

水
ー
用
水
ー
と
し
つ
こ
く
使
っ
て
か
ら
排

水
に
し
て
い
た
緊
張
感
は
失
わ
れ
て
い
ま

す
。

溜
め
る
水
の
文
化
か
ら

流
す
水
の
文
化
へ

実
は
溜
め
る
水
は
大
変
大
切
で
、
流
す

水
よ
り
ず
っ
と
重
要
で
す
。
い
か
に
流
さ

な
い
で
溜
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
ず
っ

と
課
題
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
水
は
大
切
で

あ
る
と
同
時
に
半
分
魔
物
で
す
か
ら
、
洪

水
の
恐
れ
の
あ
る
水
辺
近
く
で
は
な
く
、

ち
ょ
っ
と
離
れ
た
高
い
所
に
住
み
家
を
つ

く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
水
辺

か
ら
住
む
所
ま
で
水
を
汲
ん
で
き
て
溜
め

て
お
く
必
要
が
生
じ
た
の
で
す
。

水
汲
み
も
、
な
ぜ
か
は
わ
か
ら
な
い
の

で
す
が
女
性
の
仕
事
で
す
。
場
合
に
よ
っ

て
は
、
子
供
も
水
汲
み
を
し
て
い
ま
し
た
。

沖
縄
の
玉
造
村
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
、

水
辺
と
村
を
つ
な
ぐ
石
の
階
段
が
、
角
が

丸
く
な
っ
て
い
て
、
そ
の
労
働
の
過
酷
さ

に
驚
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
汲
ん
で
こ
ら
れ
た
水
は
大
変

貴
重
な
も
の
で
す
か
ら
、
必
ず
溜
め
て
使

い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
地
域
に
よ
っ
て
は

例
外
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
顔
を
洗
う

に
も
野
菜
を
洗
う
に
も
、
溜
め
水
で
洗
う

と
い
う
の
が
基
本
。
で
す
か
ら
、
流
し
な

が
ら
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
だ
っ
た
ん
で
す
。
開
発
途
上
国
で
は
、

今
で
も
溜
め
る
水
を
使
っ
て
い
ま
す
。

溜
め
る
水
を
使
っ
て
い
る
分
に
は
、
排

水
シ
ス
テ
ム
は
さ
ほ
ど
必
要
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
使
用
す
る
水
量
が
少
な
い
か
ら
で

す
。
使
っ
た
後
に
植
木
に
や
る
と
か
庭
に

撒
く
と
か
す
れ
ば
、
地
下
浸
透
も
可
能
で

す
。ま

た
小
さ
な
川
を
村
の
中
ま
で
引
い
て

き
て
、
せ
き
止
め
て
溜
め
、
火
災
に
備
え

ま
し
た
。
防
火
用
水
と
は
い
え
、
水
が
溜

ま
っ
て
い
れ
ば
子
供
た
ち
の
遊
び
場
に
な

る
し
、
野
菜
や
果
物
を
浮
か
べ
て
冷
や
し

た
り
、
小
魚
が
泳
げ
ば
お
か
ず
捕
り
も
し

ま
し
た
。
水
が
生
活
に
近
く
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

例
外
的
に
水
が
豊
富
な
地
域
で
は
、
ト

イ
レ
は
川
の
上
に
板
を
渡
し
て
用
を
足
し

て
い
た
。
つ
ま
り
川
屋
で
す
ね
。
ト
イ
レ

の
こ
と
を
カ
ワ
ヤ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
は
、
不
思
議
な
こ
と
で
す
ね
。
カ
ワ

ヤ
は
普
及
し
て
い
な
い
、
珍
し
い
事
例
だ

っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。

私
は
農
村
で
カ
ワ
ヤ
を
見
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。
自
分
よ
り
下
流
の
人
た
ち
の

生
活
を
考
え
た
ら
、
上
流
で
屎
尿
を
流
す

な
ん
て
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
よ
。
で
も
、
庶

民
を
人
間
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
京

の
貴
族
階
級
が
、
も
し
か
す
る
と
や
っ
て

い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
が
近
代
化
の
過
程
で
水
道
を
導
入

し
た
と
き
に
、
緊
急
に
排
水
シ
ス
テ
ム
が

必
要
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
使
っ

た
水
が
す
ぐ
に
排
水
に
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
、
と
て
も
不
器
用
な
排
水
シ
ス
テ
ム

に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

排
水
シ
ス
テ
ム
は
改
善
さ
れ
な
い
ま
ま
、

覆

水
盆
に
返
ら
ず
　

11.1%

水
も
滴
る
い
い
男
（
女
）　
4.9%

水
に
流
す
　

4.3%

古
池
や
蛙
飛
び
込
む

水
の
音
　

3.0%

山
紫

水
明
　

2.8%

水
辺
　

2.4%

我
田
引
水
　
　

2.1%

水
流
　

2.1%

水
車
　

2.1%

魚
心
あ
れ
ば
水
心
　

1.7%

水
源
　

1.7%

清
水
　
　

1.7%

水を含む好きな言葉
95年単年データ

「覆水盆に返らず」をすぐに思い出すとい
うのは興味深い。「水を得た魚」とか良い
意味が来ると思ったが。実際には、「水に
流す」「我田引水」「魚心あれば水心」と
いった、どちらかというとネガティブに
使われる言葉が登場している。
「我田引水」現在の生活ではほとんど使わ
れないが、言葉として刻み込まれている。
http://www.mizu.gr.jp/kekka/1995/k
ekka95_17.html
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替
え
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
私
た
ち
は
工

夫
と
文
化
が
な
い
水
シ
ス
テ
ム
に
甘
ん
じ

て
い
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
に
は
絶
対
に
揺
り
戻
し

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
世
界
中
を
水

道
水
に
し
た
ら
、
統
計
的
に
は
淡
水
が
な

く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る

ん
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
安
易
に
水
道
化

を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ど
う
し

て
な
の
か
。
そ
れ
は
、
水
道
水
が
常
に
肯

定
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
プ
ラ
ス
の

価
値
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

グ
ア
テ
マ
ラ
に
も
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
が
水

道
を
引
き
ま
し
た
。
水
道
を
引
く
と
い
う

こ
と
は
、
排
水
の
シ
ス
テ
ム
と
セ
ッ
ト
で

考
え
な
け
れ
ば
衛
生
的
に
問
題
が
出
る
か

も
し
れ
な
い
し
、
溜
め
る
水
の
伝
統
も
失

わ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
湖
に
行
っ
て
自

由
に
水
を
汲
ん
で
い
た
の
に
、
水
道
水
し

か
使
え
な
く
な
っ
た
。
で
も
水
道
水
は
、

ポ
ン
プ
を
使
っ
て
汲
み
上
げ
る
か
ら
料
金

が
高
く
て
お
金
持
ち
し
か
使
え
ま
せ
ん
。

し
か
も
排
水
は
村
に
垂
れ
流
さ
れ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
反
対
運
動
が
起
こ
っ
て
い

ま
す
。

も
ち
ろ
ん
水
汲
み
は
過
酷
な
労
働
で
す

か
ら
、
女
性
や
子
供
を
そ
こ
か
ら
解
放
す

る
と
い
う
意
義
は
大
き
い
。
で
も
、
今
の

ま
ま
の
や
り
方
は
、
正
し
い
と
は
言
え
ま

せ
ん
。

民
俗
学
の
見
地

日
本
人
の
自
然
観
に
は
、
礼
節
を
重
ん

じ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
。
自
然
保
護
と

い
っ
て
も
、
単
に
自
然
を
守
ろ
う
と
い
う

考
え
方
で
は
な
い
ん
で
す
。
そ
れ
が
西
洋

の
エ
コ
ロ
ジ
ー
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
。
だ

か
ら
［
山
に
紅
葉
や
桜
を
植
え
る
と
い
う

の
は
良
い
こ
と
］
で
あ
っ
て
、
自
然
に
対

し
て
ロ
ー
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
ろ
う
、
と
い

う
発
想
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。﹁
自
然
保
護

か
自
然
破
壊
か
﹂
と
い
う
考
え
と
、
別
の

軸
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
感
覚
が
、
私
た
ち
日
本
人
に

独
特
の
水
文
化
を
育
み
ま
し
た
。

民
俗
学
は
単
に
﹁
古
い
﹂
も
の
を
扱
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
普
通
に
思
っ
て

い
る
世
界
、
あ
り
ふ
れ
た
世
界
、﹁
日
本
人

は
流
れ
て
い
る
水
を
見
る
と
な
ぜ
手
を
洗

い
た
く
な
る
の
か
﹂
と
い
っ
た
よ
う
な
こ

と
を
対
象
に
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
水
に
関
し
て
考
え
た
場
合
、
農

山
漁
村
の
﹁
水
﹂
が
近
代
化
の
中
で
変
貌

し
て
き
た
こ
と
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

近
代
化
す
る
に
つ
れ
、
生
活
が
も
の
す

ご
く
変
貌
を
遂
げ
て
き
て
い
る
。
洗
濯
な

ど
は
典
型
的
で
す
。
こ
れ
は
一
体
な
ん
な

ん
だ
ろ
う
か
、
ど
う
い
う
方
向
に
い
こ
う

と
し
て
い
る
の
か
、
と
問
う
て
い
く
の
が

民
俗
学
な
ん
で
す
。

で
す
か
ら
、
と
も
す
る
と
都
市
対
農
山

漁
村
と
い
う
対
比
に
な
り
、
民
俗
イ
コ
ー

ル
農
山
漁
村
と
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す

が
、
そ
う
で
は
な
く
変
貌
の
前
と
後
で
ど

う
変
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
と

し
た
い
。
先
ほ
ど
言
っ
た
﹁
日
本
人
は
水

を
見
る
と
何
と
な
く
手
を
洗
い
た
く
な
る
﹂

と
い
う
感
覚
は
、
都
市
的
と
か
農
山
漁
村

的
と
か
で
は
分
け
に
く
い
で
し
ょ
。

水
神
さ
ま
へ
の
信
仰
も
そ
う
。
確
か
に

農
村
に
行
っ
た
ら
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
ん

だ
け
れ
ど
、
都
市
、
農
村
と
い
う
分
け
方

で
は
存
在
し
な
い
。

今
に
続
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
排
水
と
い
う
の
は
住
ん
で
い

る
場
所
へ
の
影
響
が
高
い
事
柄
で
す
か
ら
、

本
来
は
軽
々
に
シ
ス
テ
ム
を
変
え
て
は
な

ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
排
水
と
い
う

の
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
水
と
い
う
こ
と

で
、
い
わ
ば
ゴ
ミ
に
変
え
て
い
る
こ
と
な

ん
で
す
ね
。

昔
、
嘉
田
由
紀
子
さ
ん
︵
現
・
滋
賀
県

知
事
︶
と
琵
琶
湖
周
辺
を
調
査
し
た
と
き

に
、
溜
め
る
水
の
文
化
か
ら
流
す
水
の
文

化
に
、
す
ご
い
勢
い
で
変
わ
っ
て
い
く
の

を
目
の
あ
た
り
に
し
ま
し
た
。
溜
め
る
水

の
文
化
が
あ
っ
た
か
ら
、
水
を
溜
め
る
器

や
工
夫
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
う
い
う
も

の
も
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

お
い
し
い
水
を
飲
む
こ
と
で
、

淡
水
を
守
る

水
の
生
活
意
識
調
査
で
も
、﹁
お
い
し
い

水
は
？
﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
て
40
％
の

人
が
湧
き
水
を
選
ん
で
い
ま
す
。
私
も
旨

い
水
を
飲
む
た
め
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
立
ち
上
げ

て
、
で
き
る
限
り
の
こ
と
を
や
っ
て
い
こ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
自
然
を
守
る
こ

と
、
淡
水
が
守
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
ア
ン
チ
水
道
化
、

で
す
。

真
面
目
に
取
り
組
も
う
と
し
た
ら
、
産

廃
と
農
薬
と
ゴ
ル
フ
場
と
闘
わ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ

る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
、

単
な
る
ス
ト
ッ
プ
だ
け
じ
ゃ
な
く
﹁
お
い

し
い
水
を
飲
む
﹂
と
い
う
積
極
的
な
目
的

が
大
切
な
ん
で
す
よ
。
結
果
的
に
反
政
府

運
動
な
ん
だ
け
ど
、
か
わ
い
い
で
す
よ
ね
、

﹁
旨
い
水
を
飲
む
会
﹂
だ
っ
た
ら
。

水
の
三
大
要
素

﹁
姿
が
見
え
る
﹂﹁
景
色
﹂﹁
旨
さ
﹂

生
活
の
中
の
水
と
い
っ
た
ら
い
い
と
思

い
ま
す
が
、﹁
水
は
姿
が
見
え
る
も
の
﹂
で

し
た
。
生
活
の
中
の
水
、
身
近
な
水
だ
っ

た
か
ら
こ
そ
﹁
覆
水
盆
に
返
ら
ず
﹂
と
か

﹁
水
も
滴
る
い
い
男
﹂
だ
と
か
い
っ
た
言
い

回
し
も
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
出
て
き
た
の

だ
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
側
面
は
、
身
近
な
水
だ
っ

た
か
ら
、﹁
景
色
﹂
と
し
て
も
重
要
だ
っ
た
。

見
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
水
は
き
れ

い
な
も
の
、
価
値
の
あ
る
も
の
と
い
う
プ

ラ
ス
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
育
ん
で
き
ま
し
た
。

﹁
好
き
な
水
辺
﹂
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
も
、

景
色
と
し
て
の
水
が
ず
い
ぶ
ん
意
識
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら

も
、
景
色
と
し
て
の
水
が
私
た
ち
の
生
活

の
中
で
大
切
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

三
つ
目
に
は
、
飲
料
水
と
し
て
の
重
要

性
で
す
。
飲
む
水
は
﹁
甜
い
水
﹂
と
し
て

意
識
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

水
道
が
日
本
に
敷
設
さ
れ
た
一
番
の
理

由
は
、﹁
衛
生
﹂
だ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

し
か
し
水
道
は
、
今
ま
で
の
水
の
使
い
方

を
大
き
く
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
水
の

三
大
要
素
を
改
め
て
意
識
し
て
と
ら
え
直

し
て
み
た
と
き
に
、
水
道
水
と
い
う
の
は

こ
の
３
つ
を
明
確
に
裏
切
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
３
つ
を
裏
切
っ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
存
在
し

て
い
た
こ
の
３
つ
を
分
断
し
て
し
ま
っ
た
。

つ
ま
り
水
の
機
能
の
分
断
で
す
。

も
う
少
し
我
慢
し
て
工
夫
し
て
い
け
ば

よ
か
っ
た
の
に
、
一
気
に
水
道
水
に
切
り

19991995

海
清涼 涼

湖 流

泳

波

沙

滝

渓 海
清

流湖

河

滝

泳

渓
波

渚

20.8%

13.3

7.3

7.1 6.6

3.2

2.6

2.4

2.4

2.1

24.3%

13.5

8.2

6.56.3

4.3

3.1

2.9

2.0
2.0

2.0

好きな

さんずいの

つく漢字

好きかどうかは別として、海、清、涼、
流、湖あたりは、誰もがすぐに思い出す
ということだろうか。1999年に河が登場
するのは、97年の河川法改正等に伴うマ
スコミ露出に起因するのかもしれない。
http://www.mizu.gr.jp/kekka/1995/
kekka95_17.html
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言
葉
を
言
い
換
え
る
と
、
そ
の
と
き
は

﹁
日
本
民
俗
学
は
人
間
の
存
在
の
あ
り
方
を

問
う
学
問
で
あ
る
﹂
と
言
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

民
俗
学
の
視
点
か
ら
水
辺
や
水
の
本
質

に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
私
は
折
口

お
り
く
ち

信
夫

し
の
ぶ

が
﹁
春
の
大
潮
﹂
と
﹁
雛
祭
り
﹂
の
こ
と

を
結
び
つ
け
て
い
る
の
が
、
大
変
象
徴
的

な
事
柄
だ
と
思
い
ま
す
。

折
口
信
夫
（
１
８
８
７
〜
１
９
５
３
）

日
本
の
民
俗
学
、
国
文
学
の
研
究
者
。
国
文
学
の
起

源
を
マ
レ
ビ
ト
信
仰
に
基
づ
く
祝
詞
や
呪
言
に
求
め
、

ヨ
リ
シ
ロ
に
聖
な
る
霊
魂
が
呼
び
寄
せ
ら
れ
る
と
い

う
学
説
を
基
に
し
た
独
特
の
「
折
口
学
」
の
世
界
を

展
開
し
た
。
詩
歌
も
よ
く
し
、
一
時
期
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

に
も
参
加
し
て
い
る
。

大
潮
は
、
春
と
秋
の
２
回
。
こ
の
こ
と

は
日
本
の
国
土
に
住
む
人
に
と
っ
て
は
、

大
変
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、﹁
春
に
な
っ
て
暖
か
く
な
っ
て
木

の
芽
が
芽
吹
く
時
期
に
大
潮
が
く
る
の
は

な
ぜ
か
﹂
と
当
時
の
人
は
考
え
た
の
で
す
。

折
口
信
夫
は
著
書
の
中
で
、
春
の
大
潮

の
こ
と
を
﹁
常
世
波

と
こ
よ
な
み

﹂
と
呼
ぶ
地
域
が
あ

る
と
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
呼
び
方

は
﹁
な
ぜ
大
潮
が
木
の
芽
が
芽
吹
く
時
期

に
く
る
の
か
﹂
と
い
う
一
つ
の
答
え
に
な

っ
て
い
ま
す
。

常
世
と
い
う
の
は
あ
の
世
の
こ
と
。
し

か
し
、
悪
い
あ
の
世
で
は
な
く
て
、
難
し

い
表
現
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
妣は

は

と
い
う
字

を
書
い
て
、
本
源
と
い
う
意
味
の
あ
の
世
。

ま
あ
、
天
国
と
訳
し
て
も
い
い
の
だ
け
れ

ど
、
そ
の
常
世
か
ら
押
し
寄
せ
て
く
る
波

と
い
う
意
味
で
す
。

海
か
ら
押
し
寄
せ
る
大
潮
は
、
湧
水
で

あ
る
泉
に
も
川
に
も
井
戸
に
も
や
っ
て
く

る
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
水
は
底
の
ほ
う

で
つ
な
が
っ
て
い
て
、
自
分
の
村
の
共
同

井
戸
に
も
大
潮
の
力
が
や
っ
て
く
る
、
と

い
う
考
え
で
す
。

だ
か
ら
そ
の
時
期
に
は
、
海
べ
り
や
川

べ
り
で
の
お
祭
り
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
お
祭
り
は
な
ぜ
か
女
性
が
行
な
う
ん

で
す
よ
。
小
理
屈
を
つ
け
れ
ば
﹁
女
性
が

神
の
化
身
だ
か
ら
﹂
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
本
質
的
に
は

わ
か
ら
な
い
ん
で
す
。

た
だ
春
の
花
、
そ
れ
は
将
来
的
に
﹁
サ

ク
ラ
﹂
に
集
約
さ
れ
て
い
く
ん
で
す
が
、

花
を
愛
で
る
春
の
遊
び
と
い
う
の
は
、
な

ぜ
か
女
性
が
中
心
な
ん
で
す

そ
の
う
ち
、
日
が
重
な
る
の
が
吉
と
い

う
こ
と
で
、
３
月
３
日
に
固
定
し
て
い
き

ま
す
。
た
だ
そ
れ
は
暦
が
で
き
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
本
来
は
大
潮
の
と
き
に

女
性
が
水
辺
に
出
て
行
っ
て
祭
り
を
す
る

の
が
、
春
の
行
事
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
雛
祭
り
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。﹁
ヒ
ナ
﹂
と
い
う
言
葉
の
語
源
は
、

小
さ
な
、
と
い
う
意
味
。
最
初
は
ヒ
ト
ガ

タ
を
川
に
浮
か
べ
る
祭
り
で
し
た
。

ミ
ソ
ギ
と
ハ
ラ
イ

こ
こ
か
ら
が
民
俗
学
の
解
釈
に
な
る
の

で
す
が
、
こ
れ
は
ミ
ソ
ギ
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ミ
ソ
ギ
と
い
う
の
は
難
し
い
概
念
で
す

が
、
春
の
復
活
の
力
を
得
る
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
雛
祭
り
と
い
う
行
事
は

大
変
な
勢
い
で
変
形
し
て
い
っ
て
、
気
楽

に
外
に
行
か
れ
な
く
な
っ
た
高
貴
な
女
性

た
ち
は
水
辺
で
は
な
く
自
分
た
ち
の
家
で

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
も
、

ミ
ソ
ギ
が
終
わ
っ
た
ら
水
に
流
さ
な
く
て

は
い
け
な
い
ヒ
ト
ガ
タ
を
永
久
の
人
形
に

し
て
し
ま
っ
て
、
家
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ

て
行
な
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

今
で
は
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
、
ふ
つ
う
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
よ
ね
。
雛
祭
り
は
、

家
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
性
た
ち
が

執
り
行
な
う
な
ん
て
い
う
解
釈
も
出
る
ほ

ど
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
女

性
は
閉
じ
込
め
ら
れ
る
存
在
で
は
な
か
っ

た
の
で
す
。

で
は
女
性
た
ち
は
、
本
来
ど
ん
な
こ
と

を
し
て
い
た
か
。
山
に
行
っ
て
花
を
採
り
、

遊
び
ま
し
た
。
こ
の
﹁
ア
ソ
ブ
﹂
と
い
う

の
も
説
明
が
難
し
い
ん
で
す
が
、
お
も
ち

ゃ
で
遊
ぶ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。

花
を
愛
で
て
楽
し
む
こ
と
で
、
本
人
た
ち

が
華
や
ぐ
と
い
う
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

あ
り
ま
す
ね
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、
そ
の
空
間

に
お
い
て
、﹁
力
を
得
る
﹂
た
め
の
行
為
が

﹁
ア
ソ
ブ
﹂
な
ん
で
す
。

ミ
ソ
ギ
と
い
う
概
念
は
、
神
様
に
対
峙

し
て
見
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

神
様
の
前
に
行
く
と
き
に
ミ
ソ
グ
と
い
う

発
想
が
出
て
く
る
ん
で
す
が
、
本
来
は
自

分
自
身
が
力
を
得
る
た
め
に
行
な
う
こ
と

で
す
。

も
う
一
つ
、
非
常
に
よ
く
似
た
概
念
が

ハ
ラ
イ
で
す
。
ミ
ソ
ギ
を
し
て
力
を
得
る

と
き
に
、
自
分
の
悪
い
と
こ
ろ
が
除
か
れ

る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
ハ
ラ
イ
。

人
間
誰
し
も
、
よ
こ
し
ま
な
心
を
持
っ

て
い
て
、
年
に
一
度
ぐ
ら
い
は
そ
れ
を
ハ

ラ
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

庚
申
講

こ
う
し
ん
こ
う

と
い
う
の
が
で
き
る
ぐ
ら
い
、
よ

こ
し
ま
な
心
は
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

庚
申
講
（
こ
う
し
ん
こ
う
）

庚
申
の
日
に
営
ま
れ
る
信
仰
行
事
。
道
教
で
は
人
の

体
内
に
三
尸
（
さ
ん
し
）
と
い
う
虫
が
お
り
、
庚
申

の
夜
に
人
が
眠
る
と
天
に
昇
っ
て
天
帝
に
そ
の
人
の

罪
を
告
げ
る
の
で
、
長
生
き
す
る
た
め
に
は
そ
の
夜

は
眠
ら
な
い
で
身
を
慎
む
と
い
う
信
仰
。
次
第
に
仏

教
的
な
色
彩
を
帯
び
、
民
間
に
広
ま
っ
て
村
落
社
会

の
講
組
織
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。

だ
か
ら
可
哀
想
な
人
形
が
人
間
の
よ
こ

し
ま
な
心
を
肩
代
わ
り
し
て
、
水
に
流
さ

れ
る
こ
と
で
、
人
間
は
清
め
ら
れ
る
。
人

形
に
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
が
あ
り
ま
す
。

水
の
生
活
意
識
調
査
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
で
さ
ん
ず
い
が
つ
く
漢
字
の
上
位
に

﹁
清
﹂
と
い
う
字
が
登
場
す
る
と
い
う
の
は
、

民
俗
学
的
な
﹁
水
の
解
釈
﹂
を
反
映
し
て

い
る
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

若
さ
が
力
で
あ
る
と
い
う
発
想

日
本
に
お
け
る
水
と
は
、
こ
の
よ
う
に

﹁
力
を
得
る
も
の
﹂
な
ん
で
す
。﹁
水
に
触

れ
る
こ
と
で
、
力
を
得
る
ん
だ
﹂
と
い
う

信
仰
で
す
。

若
水
の
信
仰
も
、
同
じ
。
ワ
カ
は
力
。

﹁
若
返
る
﹂
と
い
う
の
は
力
を
得
る
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。﹁
若
水
汲
み
﹂
と
い
う
行
事

は
全
国
に
広
く
分
布
し
、
暦
に
も
な
っ
て

い
て
、
地
域
に
よ
っ
て
青
年
や
女
性
の
場

合
も
あ
る
ん
で
す
が
、
多
く
は
戸
主
が
正

月
の
明
け
方
に
水
を
汲
み
に
行
く
行
事
で

す
。元

旦
だ
か
ら
家
の
長
で
あ
る
戸
主
が
行

な
う
と
さ
れ
、
地
域
に
よ
っ
て
は
、
こ
の

日
だ
け
は
料
理
も
男
性
が
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

﹃
水
の
文
化
﹄
の
26
号
に
変
若
水

お

ち

み

ず

の
話

が
出
て
き
ま
す
よ
ね
︵
26
号
10
ペ
ー
ジ
藤

田
紘
一
郎
さ
ん
の
お
話
︶。
若
く
変
わ
る
水

と
い
う
の
は
万
葉
集
の
当
て
字
で
あ
っ
て
、

サラサラ

トクトク
ゴクゴク

バシャバシャ

ポチャン

チョロチョロ

ザブンザブン

ピチャピチャ

ザーザー

ジャブジャブ

チャップンチャップン

ドボン

ジャージャー

タプンタプン

74.9%

28.1%

23.8%

21.2%

19.3%

18.6%

17.6%

16.7%

16.3%

16.3%

13.5%

5.4%

4.1%

3.9%

好きな

擬態語

擬音語

圧倒的にサラサラが多いのは、
歌詞に使われているからか。
しかし、ピッチピッチ、チャ
ップチャップは登場しない。
http://www.mizu.gr.jp/kek
ka/1995/kekka95_15.html
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る
と
そ
の
若
者
の
家
の
戸
を
ト
ン
ト
ン
と

叩
く
者
が
い
る
。
娘
に
泊
め
て
ほ
し
い
と

言
わ
れ
る
ま
ま
泊
め
て
や
り
、
や
が
て
二

人
は
結
ば
れ
て
子
供
が
で
き
る
。
女
房
は

﹁
子
を
産
む
と
こ
ろ
を
見
な
い
で
ほ
し
い
﹂

と
い
う
の
で
す
が
、
若
者
は
思
わ
ず
見
て

し
ま
う
。
す
る
と
、
女
房
は
蛇
の
姿
に
変

わ
っ
て
い
た
。
以
前
助
け
た
蛇
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

蛇
は
﹁
姿
を
見
ら
れ
た
か
ら
に
は
、
こ

こ
に
は
い
ら
れ
な
い
﹂
と
湖
に
帰
っ
て
い

き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
子
供
は
後
に
歴
史

上
大
き
な
こ
と
を
し
た
人
物
と
結
び
つ
い

て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
蛇
は
水
の
神
を
意

味
し
ま
す
。

吉
野
山
に
も
水
分

み
く
ま
り

神
社
が
あ
り
、
奈
良

盆
地
の
水
を
差
配
し
て
い
ま
す
。
水
が
な

い
と
き
に
は
、
水
源
ま
で
行
っ
て
拝
ん
だ

り
、
水
の
神
を
怒
ら
せ
る
よ
う
な
こ
と
を

し
た
り
し
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
神
様
は
水
源
に
住
ん

で
い
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
亀
と
か
河
童
は
神
様
に
は
な

り
ま
せ
ん
ね
え
。
私
が
民
俗
学
の
聞
き
取

り
を
始
め
た
こ
ろ
に
は
、
ま
だ
河
童
と
相

撲
を
取
っ
た
と
い
う
お
じ
い
さ
ん
が
い
ま

し
た
。﹁
お
じ
い
さ
ん
、
本
当
な
の
？
﹂
と

聞
く
と
﹁
本
当
！
﹂
と
答
え
た
こ
と
を
思

い
出
し
ま
す
。

さ
す
が
に
最
近
は
こ
う
い
う
人
と
は
出

会
わ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
河
童
と
い
う

の
は
水
の
神
が
零
落
し
た
姿
な
ん
で
す
ね
。

神
が
信
仰
を
失
う
と
化
け
物
に
な
る
ん
で

す
。
雷

い
か
づ
ちも

そ
う
で
す
。
チ
と
い
う
の
は
神

様
を
意
味
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
信
仰
を

失
っ
た
天
の
神
の
姿
で
す
。
一
つ
目
小
僧

も
そ
う
で
す
。
信
仰
が
な
く
な
る
と
異
形

い
ぎ
ょ
う

に
姿
を
変
え
て
、
化
け
物
に
零
落
し
ま
す
。

そ
れ
に
比
べ
て
、
蛇
は
水
の
神
と
し
て

日
本
だ
け
で
な
く
、
東
ア
ジ
ア
全
般
で
不

動
の
地
位
を
持
っ
て
い
ま
す
。

魂
の
内
の
浄
化
さ
れ
た
も
の
が

神
様
に
な
る

物
事
す
べ
て
に
霊た

ま

が
宿
る
、
と
い
う
発

想
は
、
日
本
で
強
く
み
ら
れ
ま
す
。
ア
ニ

ミ
ズ
ム
と
い
う
西
洋
的
解
釈
は
好
き
で
は

な
い
の
で
、
あ
え
て
言
い
換
え
ま
す
が
、

﹁
霊た

ま

論
﹂
な
ん
で
す
。
す
ご
い
強
固
な
魂

た
ま
し
い

論
が
、
日
本
に
は
ず
っ
と
存
在
し
て
き
た

ん
で
す
。

シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
事
柄
と
し
て
、
お

精
霊

し
ょ
う
ろ

舟
が
あ
り
ま
す
。
お
盆
に
は
先
祖
の

霊
が
家
に
帰
っ
て
き
て
生
き
御
霊
と
死
霊

が
、
ま
あ
家
族
団
欒
を
す
る
わ
け
で
す
。

お
盆
が
終
わ
る
と
、
先
祖
の
霊
は
ふ
つ
う
、

山
に
帰
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
琵
琶

湖
の
辺
り
で
は
山
で
は
な
く
琵
琶
湖
に
帰

っ
て
い
く
。
そ
の
と
き
に
先
祖
の
霊
は
、

お
精
霊
舟
に
乗
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ

は
、
多
く
は
藁わ

ら

で
つ
く
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
根
強
い
魂
論
が
脈
々
と
し
て

あ
る
か
ら
こ
そ
、
水
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

の
水
の
神
が
存
在
し
、
人
間
も
一
人
ひ
と

り
が
魂
を
持
っ
て
い
て
、
亡
く
な
っ
た
人

の
魂
も
拝
め
ば
浄
化
さ
れ
る
、
だ
か
ら
拝

ま
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
考
え
る
わ
け

で
す
。

そ
し
て
魂
の
浄
化
さ
れ
た
も
の
が
神
様

に
な
る
。
氏
神
様
な
ど
は
そ
う
し
た
神
様

で
す
ね
。
つ
ま
り
、
神
様
は
自
分
た
ち
に

つ
な
が
っ
て
お
り
、
し
か
も
浄
化
さ
れ
た

神
様
だ
か
ら
、
悪
い
こ
と
は
し
な
い
。
も

し
災
害
が
起
こ
っ
た
と
し
た
ら
、
自
分
た

ち
に
対
し
て
サ
ジ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
を
し
て
く

理
屈
の
通
り
書
い
た
わ
け
で
す
。
お
そ
ら

く
﹁
若
さ
が
力
で
あ
る
﹂
と
い
う
発
想
か

ら
き
て
い
る
。

変
若
水
と
い
う
の
は
湧
水
と
ほ
ぼ
同
じ

概
念
で
、
山
が
終
わ
っ
た
辺
り
か
ら
、
し

ゃ
ら
し
ゃ
ら
染
み
出
し
て
く
る
自
噴
水
。

昔
、
日
本
人
が
一
番
水
を
得
て
い
た
の
は
、

そ
う
い
う
場
所
か
ら
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

逆
に
言
え
ば
、
変
若
水
の
あ
る
場
所
に

村
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
ほ
う
が

正
確
で
し
ょ
う
。
村
そ
の
も
の
が
水
に
依

存
し
て
い
た
こ
と
が
、
伝
統
的
な
日
本
の

村
を
歩
い
て
い
く
と
実
感
で
き
ま
す
。
例

え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
シ
テ
ィ
と
呼
ば
れ

る
と
こ
ろ
に
は
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
が
、
農
村

に
は
や
や
規
模
が
小
さ
い
湧
水
、
ス
プ
リ

ン
グ
が
必
ず
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ

れ
は
世
界
共
通
で
す
ね
。

水
に
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
末
期

ま
つ
ご

の
水
の
と
き
に
も
表
れ
ま
す
。
死
ぬ
と
い

う
の
は
、
身
体
か
ら
魂
が
出
て
い
く
こ
と

で
す
か
ら
、
魂
が
出
て
い
か
な
い
よ
う
に

水
を
与
え
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
出
て
い
っ
た
魂
は
、
第
一
段
階
と
し

て
少
し
高
い
所
か
ら
自
分
の
身
体
を
見
下

ろ
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
間
髪
を
容
れ
ず

に
屋
根
に
上
り
、﹁
○
○
ち
ゃ
ん
、
帰
っ
て

き
て

︱
﹂
と
叫
ぶ
と
呼
び
戻
す
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
信
仰
も
あ
り
ま
す
。
霊た

ま

呼よ

ば
い
と
い
っ
て
、
関
東
に
多
い
。

し
か
し
、
こ
れ
も
ど
ん
ど
ん
形
骸
化
し

て
い
っ
て
、
演
劇
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

本
来
は
切
実
な
気
持
ち
か
ら
発
せ
ら
れ
て

行
な
わ
れ
た
も
の
が
、
形
骸
化
し
て
﹁
虫

送
り
﹂
の
よ
う
に
行
事
化
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
は
、
自
然
な
成
り
行
き
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

虫
送
り

平
安
末
期
の
武
将
、
斎
藤
実
盛
が
稲
の
株
に
つ
ま
ず

い
て
倒
れ
た
と
こ
ろ
を
討
た
れ
た
た
め
、
そ
の
恨
み

か
ら
害
虫
に
な
っ
て
稲
を
食
い
荒
ら
す
と
い
う
伝
承

が
各
地
に
広
ま
っ
た
。
農
作
物
の
害
虫
は
悪
霊
に
寄

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
、
悪
霊
を
藁
（
わ
ら
）
の

人
形
に
移
し
、
鉦
（
か
ね
）
や
太
鼓
で
囃
し
な
が
ら
、

村
の
田
を
一
巡
し
て
村
境
に
送
り
出
す
行
事
。
江
戸

時
代
に
始
ま
っ
た
。

末
期
の
水
も
若
水
も
、
と
も
に
力
を
得

る
た
め
の
も
の
で
、
水
は
そ
の
よ
う
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
歴
史

の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
変
移
が
あ
る
と
し
て

も
、
原
則
的
に
水
は
力
を
得
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
の
で
す
。

水
旱

す
い
か
ん

を
自
由
に
操
る

水
の
神
様
と
の
結
婚

昔
話
の
中
に
は
水
の
神
様
と
の
結
婚
と

い
う
話
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。
水
の
神
様

と
結
婚
で
き
た
ら
、
水
旱

す
い
か
ん

を
自
由
に
操
れ

る
。
つ
ま
り
、
水
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可

能
に
な
る
の
で
す
。

み
な
さ
ん
が
よ
く
知
っ
て
い
る
例
に
、

蛇
女
房
の
話
が
あ
り
ま
す
。
村
の
子
供
た

ち
が
蛇
を
い
じ
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
若
者

が
通
り
か
か
り
、
蛇
を
助
け
て
や
り
ま
す
。

蛇
は
無
事
に
逃
げ
て
湖
に
帰
る
。
夜
に
な

0% 50% 100%

1995
1999
2000

小川のせせらぎの音
海の波の音

滝の音

川の水が流れる音

お酒などをそそぐ音
鹿おどしの音

水遊びしている音
コーヒーが湧く時の音
噴水が水面に落ちる音

好きな水の音
http://www.mizu.gr.jp/kekka/1995/kekka95_14.html
http://www.mizu.gr.jp/kekka/1999/kekka99_21.html
http://www.mizu.gr.jp/kekka/2000/kekka00_25.html

出典：菅江眞澄『民俗図会』中巻（岩崎美術
社 1989）
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の
研
究
者
で
あ
る
故

桜
井
徳
太
郎
先
生
が

言
う
に
は
、
恐
山
で
は
、
力
の
な
い
イ
タ

コ
は
屋
根
が
半
分
な
い
よ
う
な
あ
ば
ら
家

に
住
ん
で
い
て
、
力
の
あ
る
イ
タ
コ
は
も

の
す
ご
い
裕
福
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
一
番

力
の
あ
る
イ
タ
コ
が
１
カ
月
間
山
に
こ
も

っ
て
、
小
さ
な
ご
飯
茶
碗
１
杯
し
か
食
べ

ず
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
も
、
な
か
な

か
ハ
ラ
エ
な
い
の
は
水
子
の
霊
だ
そ
う
で

す
。
産
ん
で
す
ぐ
に
殺
さ
れ
た
子
供
の
霊

は
、
母
親
に
し
が
み
つ
い
て
離
れ
な
い
ん

だ
そ
う
で
す
。

本
来
、
人
間
に
は
守
護
霊
が
１
個
憑
い

て
い
る
ん
だ
そ
う
で
す
。
と
こ
ろ
が
転
ん

だ
と
き
と
か
、
ひ
ょ
ん
な
拍
子
で
憑
い
て

い
た
は
ず
の
霊
が
こ
ろ
ー
ん
と
落
ち
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
心
が

空
っ
ぽ
に
な
っ
て
０
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。

問
題
な
の
は
、
自
分
た
ち
の
身
体
に
本

来
は
１
個
ず
つ
入
っ
て
い
る
魂
が
生
き
て

い
る
間
に
ど
れ
だ
け
健
全
で
、
亡
く
な
っ

て
か
ら
は
浄
化
さ
れ
て
神
様
に
な
っ
て
い

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
は
自
然
や
祖
先

に
対
し
て
礼
節
を
重
ん
じ
る
伝
統
を
培
っ

て
き
ま
し
た
。
逆
に
言
え
ば
、
自
分
の
意

思
や
努
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の

に
対
す
る
、
賢
い
知
恵
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

﹁
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
﹂
と
い

う
の
は
、
長
い
人
間
の
歴
史
か
ら
見
た
ら

大
変
な
こ
と
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
水
に

対
す
る
畏
れ
や
礼
節
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

の
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
か
ら
と
も
言
い
換
え
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
水
を
完
璧
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
支
配
下
に
置
い
た
こ
と
は
、
本
当
に
良

い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
あ
り
方
を
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
ん
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

八
丈
島
で
調
査
し
た
と
き
の
こ
と
で
す

が
、
そ
の
人
の
お
父
さ
ん
は
貧
し
い
小
作

で
水
番
を
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
雨
が
降

る
と
、
真
夜
中
で
も
お
父
さ
ん
は
走
り
出

て
田
ん
ぼ
に
行
き
、
水
が
う
ま
く
行
き
渡

っ
て
い
る
か
夜
じ
ゅ
う
見
回
り
を
し
た
そ

う
で
す
。
そ
の
人
は
そ
ん
な
お
父
さ
ん
の

姿
を
今
で
も
思
い
出
す
と
言
い
、﹁
親
父
が

跳
ね
起
き
て
水
を
配
分
し
に
行
っ
た
、
そ

ん
な
こ
と
を
我
々
は
も
う
経
験
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
言
っ
た
の

が
と
て
も
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

ど
ん
ど
ん
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
て
し
ま

う
こ
と
は
便
利
な
こ
と
で
す
。
で
も
、
便

利
と
い
う
の
が
ハ
ッ
ピ
ー
に
な
る
た
め
の

道
筋
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
私
た
ち
は
哲
学
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

今
ま
で
便
利
を
追
求
し
て
き
た
け
れ
ど
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
化
す
る
こ
と
が
、
本

当
に
ハ
ッ
ピ
ー
な
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
は
、

明
ら
か
に
違
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ど
う

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
私
た
ち
に
と

っ
て
ハ
ッ
ピ
ー
な
の
か
。
そ
れ
を
探
っ
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
求
め
ら
れ
る
の
は
﹁
遊
び
﹂
の

精
神
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
プ
レ
イ
と
は
違

う
、
昔
女
性
た
ち
が
山
で
花
を
愛
で
た
よ

う
な
遊
び
。
そ
の
こ
と
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
現
状
を
変
え
て
ハ
ッ
ピ
ー
に
近
づ
く

た
め
の
ヒ
ン
ト
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

水
は
力
を
得
る
た
め
に
、
今
も
昔
も
必

要
不
可
欠
な
存
在
な
の
で
す
。

れ
て
い
る
、
と
解
釈
し
ま
す
。

水
害
で
、
東
北
の
あ
る
村
落
が
全
滅
し

た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し

て
﹁
日
頃
私
た
ち
は
つ
い
つ
い
川
に
対
し

て
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
た
。
安
易
に
ゴ

ミ
を
捨
て
る
と
か
、
手
入
れ
を
し
な
い
と

か
。
山
の
神
︵=

水
の
神
︶
は
そ
れ
を
お
怒

り
に
な
っ
て
、
洪
水
を
起
こ
し
て
ゴ
ミ
を

浄
化
し
て
く
だ
さ
っ
た
﹂
と
い
う
解
釈
を

す
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
典
型
的
な
こ
と
で

す
。で

す
か
ら
こ
の
霊
論
が
弱
化
し
て
く
る

と
、
当
然
礼
節
と
い
う
も
の
が
弱
化
し
て

い
く
。
対
象
に
対
す
る
態
度
が
変
わ
っ
て

き
ま
す
よ
ね
。

し
か
も
、
そ
の
霊
論
に
変
わ
る
価
値
観

が
ま
だ
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
も
問
題
で
す
。

た
だ
、
心
の
底
に
は
、
ま
だ
か
す
か
に
霊

論
が
根
差
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
初
詣
の

と
き
に
﹁
も
し
や
﹂
と
い
う
気
持
ち
で
願

い
事
を
し
、
お
賽
銭
を
上
げ
ま
す
。

お
墓
に
行
く
の
が
恐
い
、
と
い
う
の
も

同
じ
で
す
。
幽
霊
と
い
う
の
は
拝
ま
れ
な

く
な
っ
て
浄
化
さ
れ
な
い
霊
で
す
か
ら
、

﹁
魂
な
ん
て
な
い
﹂
と
思
っ
て
い
れ
ば
恐
く

な
ん
か
な
い
は
ず
で
す
。

礼
節
は
な
く
な
っ
た
の
に
畏
れ
だ
け
が

あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
も
な

い
で
し
ょ
う
。

調
査
先
の
ト
カ
ラ
列
島
で
丸
木
舟
が
で

き
あ
が
っ
た
と
き
の
こ
と
な
の
で
す
が
、

初
め
て
水
に
浮
か
べ
る
際
の
儀
式
と
し
て
、

沖
で
左
に
３
回
、
回
る
ん
で
す
よ
。
そ
れ

で
、
私
は
あ
れ
っ
と
思
い
ま
し
た
。
民
俗

学
で
の
事
例
で
、
同
じ
こ
と
を
経
験
し
て

い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
内
の
一
つ
は
、
牛

を
育
て
て
い
た
人
が
出
荷
す
る
際
に
牛
を

連
れ
て
神
社
を
左
に
３
回
、
回
る
こ
と
。

も
う
一
つ
は
、
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に

墓
に
入
れ
る
前
に
棺
桶
を
左
に
３
回
、
回

す
ん
で
す
よ
。
こ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
﹁
挨
拶
﹂
な
ん
で
す
。
丸
木
舟
も
、
牛

や
死
者
も
言
葉
を
発
せ
ら
れ
な
い
の
で
、

左
に
３
回
回
る
こ
と
で
挨
拶
を
さ
せ
て
い

る
。こ

れ
は
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
作
法
と

し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
心
得

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
気
持
ち
が
、
ま
だ
私
た
ち
の
中
に

あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
た
だ
、
弱
く

は
な
っ
て
き
て
い
ま
す
よ
ね
。

礼
節
論
に
変
わ
る

新
し
い
価
値
観

こ
の
礼
節
論
と
い
う
の
は
、
日
本
人
を

理
解
す
る
上
で
大
変
魅
力
的
な
側
面
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
を
う
ま
く
説
明
で
き
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
が
、
礼
節
論
に
変
わ
る
新
し

い
価
値
観
を
生
み
出
せ
な
い
原
因
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

南
方
熊
楠
が
民
俗
学
者
に
な
っ
た
理
由

と
い
う
の
が
明
快
で
、
最
初
は
民
俗
学
な

ん
て
馬
鹿
に
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
熊
楠
は
、
30
歳
で
ヒ
ダ
ル
神

が
憑
く
経
験
を
す
る
ん
で
す
。

ヒ
ダ
ル
神

人
間
に
空
腹
感
を
も
た
ら
す
憑
き
も
の
で
、
主
に
西

日
本
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
北
九
州
で
は
ダ
ラ
シ
と
呼

ば
れ
る
。
人
知
れ
ず
死
ん
だ
者
が
祀
ら
れ
る
こ
と
な

く
周
囲
を
さ
ま
よ
う
怨
霊
と
な
り
、
人
に
取
り
憑
く
。

歩
い
て
い
る
最
中
に
突
然
、
飢
餓
感
や
疲
労
を
覚
え
、

そ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
山
道
、
峠
、

四
辻
、
行
き
倒
れ
の
あ
っ
た
場
所
な
ど
で
憑
か
れ
る

こ
と
が
多
い
。
ヒ
ダ
ル
神
を
山
の
神
や
水
神
の
仕
業

と
す
る
土
地
も
あ
る
。

ま
た
私
の
恩
師
で
、
イ
タ
コ
︵
巫
女
︶

小川の底に石畳を敷いた
沈下橋。大雨のときには
渡ることができない。
人との約束も「今日は大
雨で川が渡れないから」
という言い訳でキャンセ
ルできた時代ははるか遠
い。無理に水をコントロ
ールしようとしなくても
いい生活に戻ることはで
きないのだろうか。
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水の文化書誌18

《水と暮らしの変遷》

２
０
０
７
年
７
月
８
日
、
日
本
名
水

百
選
の
三
分
一

さ
ん
ぶ
い
ち

湧
水
︵
山
梨
県
北
杜
市

長
坂
町
︶
を
訪
れ
た
。
三
分
一
湧
水
館

編
・
発
行
﹁
水
の
セ
ミ
ナ
ー
　
Ｖ
０
Ｌ

３
講
演
集
﹂
︵
２
０
０
６
︶
の
表
紙
の

よ
う
に
、
八
ヶ
岳
の
懐
か
ら
の
湧
水
が

均
等
に
農
業
用
水
と
生
活
用
水
に
分
流

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
湧
出
口
の

小
さ
な
分
水
枡
の
な
か
に
三
角
石
︵
分

水
石
︶
を
築
き
、
日
量
約
８
５
０
０
k

の
湧
水
を
三
方
に
分
岐
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
水
争
い
の
絶
え
な
か
っ
た

戦
国
時
代
か
ら
、
集
落
の
人
達
が
幾
度

と
な
く
協
議
を
重
ね
、
合
意
形
成
が
な

さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

山
口
昌
伴
著
﹁
水
の
道
具
誌
﹂
︵
岩

波
書
店

２
０
０
６
︶
に
こ
の
三
分
一

湧
水
も
述
べ
て
あ
る
。
均
等
に
分
け
る

三
角
石
は
武
田
信
玄
の
発
案
だ
っ
た
と

い
う
。
こ
こ
か
ら
流
出
す
る
水
の
道
は

一
つ
は
水
の
通
る
道
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
水
使
い
の
作
法
と
し
て
守
る
べ
き

道
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
私
ど
も
が
何

気
な
く
日
常
使
っ
て
い
る
水
道
を
、
水

使
い
の
作
法
の
も
と
に
感
謝
を
持
っ
て

利
活
用
す
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
書
は
束
子

た
わ
し

、
雑
巾

ぞ
う
き
ん

、
水
瓶
、

金
魚
鉢
、
井
戸
な
ど
の
水
の
道
具
を
全

国
各
地
に
訪
ね
歩
き
、
水
と
暮
ら
し
の

変
遷
か
ら
水
使
い
の
作
法
を
論
じ
る
。

例
え
ば
バ
ケ
ツ
は
舶
来
品
だ
と
い
う
。

従
来
、
バ
ケ
ツ
は
木
製
の
手
桶
、
水
汲

み
桶
で
あ
っ
た
が
、
銀
メ
ッ
キ
を
か
け

た
ブ
リ
キ
、
亜
鉛
メ
ッ
キ
の
ト
タ
ン
が

輸
入
さ
れ
る
と
、
明
治
20
年
代
、
バ
ケ

ツ
の
国
産
化
が
進
み
、
全
国
に
普
及
し

中
国
や
朝
鮮
に
も
輸
出
さ
れ
た
。
今
で

は
手
軽
な
ポ
リ
バ
ケ
ツ
が
全
盛
で
あ
る
。

日
本
は
木
の
文
化
を
育
ん
で
き
た
。

桶
、
樽
、
盥

た
ら
い

、
棚
、
枡
、
橋
と
木
篇
が

多
い
。
１
９
９
７
年
法
政
大
学
出
版
局

発
行
の
石
村
真
一
著
﹁
桶
・
樽
﹂
︵
全

３
巻
︶
は
、
桶
・
樽
の
形
態
、
構
造
、

材
料
、
加
工
技
術
、
日
常
生
活
や
産
業

で
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
歴
史
的
に
考

察
す
る
。
そ
の
用
途
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
ワ
イ
ン
用
、
ビ
ー
ル
用
、
ウ
ィ
ス
キ

ー
用
の
大
樽
で
ナ
ラ
材
が
使
用
さ
れ
、

中
国
で
は
水
桶
、
酒
桶
で
そ
の
材
は
マ

ツ
、
ス
ギ
で
あ
る
。

日
本
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
明
治

期
、
清
酒
用
桶
、
味
噌
用
桶
、
か
い
馬

用
桶
は
ス
ギ
材
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
昭

和
40
年
代
以
降
、
桶
の
需
要
は
激
減
し

て
い
く
。
そ
れ
は
お
櫃

ひ
つ

や
お
鉢
が
電
化

製
品
に
と
っ
て
替
わ
る
か
ら
だ
。
保
水

性
は
桶
製
が
、
保
温
性
は
金
属
製
が
そ

れ
ぞ
れ
優
れ
て
お
り
、
保
温
性
と
便
利

さ
が
優
先
し
た
生
活
に
変
わ
っ
て
く
る
。

ま
た
酒
造
用
、
醤
油
造
用
、
牛
乳
製
造

用
の
樽
は
現
在
で
は
ス
テ
ン
レ
ス
製
タ

ン
ク
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
書
は
全
世
界
の
国
々
の

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
桶
・
樽
を
論
じ
な
が

ら
、
現
代
人
の
生
活
を
次
の
よ
う
に
批

判
し
、
指
摘
す
る
。
﹁
現
代
人
は
都
市

生
活
を
中
心
と
す
る
消
費
生
活
で
モ
ノ

を
総
体
的
に
理
解
す
る
力
を
見
失
っ
て

古賀邦雄
こがくにお

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年（昭和42）西南学院大学卒業
水資源開発公団（現・独立行政法人水資源機構）に入社

30年間にわたり水・河川・湖沼関係文献を収集
2001年退職し現在、日本河川開発調査会筑後川水問題研究会に所属
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き
、
都
市
部
で
は
掘
井
戸
が
中
心
と
な

り
、
釣
瓶
井
戸
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
近
代
化
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
手

押
し
ポ
ン
プ
が
現
れ
、
こ
れ
が
電
力
揚

水
に
変
わ
る
。
明
治
後
期
か
ら
上
水
道

が
敷
設
さ
れ
、
水
は
共
同
栓
か
ら
ブ
リ

キ
の
バ
ケ
ツ
で
台
所
ま
で
運
ば
れ
る
。

そ
の
後
、
家
々
に
個
別
に
給
水
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
流
し
台
や
浴
室
、
洗

面
所
に
蛇
口
が
設
け
ら
れ
、
ト
イ
レ
も

水
洗
便
所
に
変
化
し
て
い
く
。

こ
の
よ
う
な
、
水
と
暮
ら
し
の
変
遷

に
つ
い
て
は
、
吉
井
川
の
漁
業
、
筏
流

し
、
水
車
の
盛
衰
を
綴
っ
た
二
木
正
視

編
﹁
津
山
・
す
ま
い
風
土
記
三
﹂
︵
ホ

ー
プ
市
民
会
議

１
９
９
３
︶、
加
茂
川
、

肱
川
、
小
田
川
流
域
で
暮
ら
す
昭
和
を

生
き
抜
い
た
人
が
語
っ
た
愛
媛
県
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
編
・
発
行
﹁
河
川
流
域

の
生
活
文
化
﹂︵
１
９
９
５
︶、
沖
縄
で

は
ガ
ー
︵
井
戸
︶
の
水
か
ら
ダ
ム
建
設

に
よ
っ
て
水
道
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
変
化
を
捉
え
た
沖
縄
の
水
研
究

会
編
・
発
行
﹁
水
の
い
ま
む
か
し
写
真

集
﹂
︵
１
９
９
２
︶
に
も
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
大
島
忠
剛
著
﹁
写
真
集
手
押
し

ポ
ン
プ
探
訪
録
﹂︵
信
山
社
２
０
０
６
︶

に
は
、
東
京
都
区
部
を
は
じ
め
ま
だ
現

存
す
る
全
国
の
手
押
し
ポ
ン
プ
を
撮
影

し
た
記
録
で
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
を
覚
え
る
。

日
常
の
水
利
用
に
つ
い
て
、
健
康
と

水
、
排
水
の
行
方
、
働
く
水
等
の
知
識

を
与
え
る
建
築
設
備
技
術
協
会
編
﹁
小

事
典
暮
ら
し
の
水
﹂︵
講
談
社

２
０
０

２
︶、
水
の
番
人
︵
環
境
衛
生
監
視
員
︶

が
都
市
の
水
ま
わ
り
の
安
全
対
策
を
現

場
か
ら
語
る
中
臣
昌
広
著
﹁﹁
水
﹂
の

安
心
生
活
術
﹂
︵
集
英
社

２
０
０
４
︶

も
あ
る
。

最
近
で
は
住
宅
や
公
共
施
設
建
物
に

雨
水
を
利
用
し
た
装
置
が
設
置
さ
れ
、

水
の
有
効
利
用
が
進
ん
で
お
り
、
日
本

建
築
学
会
編
﹁
雨
の
建
築
術
﹂
︵
北
斗

出
版

２
０
０
５
︶
に
そ
の
事
例
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
水
害
で
悩
ま
さ
れ
た

千
葉
県
市
川
市
は
新
住
宅
を
建
築
す
る

場
合
は
雨
水
利
用
の
設
置
を
条
例
化
し

て
い
る
。
雨
水
利
用
は
、
治
水
と
利
水

の
役
割
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
い
く
つ
か
の
書
を
挙
げ
て
、

水
と
暮
ら
し
の
変
遷
を
辿
っ
て
き
た
。

地
球
温
暖
化
に
よ
っ
て
、
ま
た
水
の
暮

ら
し
も
変
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
は

木
と
竹
と
紙
の
文
化
と
い
わ
れ
て
き
た

が
、
今
で
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鋼
鉄
の

構
造
物
に
覆
わ
れ
、
乾
燥
し
た
文
化
を

創
り
出
し
て
い
る
。
自
然
環
境
の
復
元

が
叫
ば
れ
て
い
る
中
で
、
森
林
、
竹
林

の
荒
廃
を
防
ぐ
に
も
、
木
と
竹
製
の
水

の
道
具
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
利
用
す
る

こ
と
も
大
切
で
あ
ろ
う
。

︿
温
暖
化
進
む
地
球
に
水
を
打
つ
﹀

園
田
廣
子

お
り
、
経
済
優
位
の
工
業
文
化
が
樹
木

と
共
生
し
て
き
た
文
化
を
破
壊
し
た
。

桶
・
樽
の
使
用
に
よ
っ
て
樹
木
文
化
の

復
元
を
図
り
た
い
﹂
と
主
張
す
る
。

そ
の
復
元
の
例
を
２
つ
挙
げ
て
み
た

い
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
は
13
年
間
も
た

ら
い
舟
の
調
査
研
究
を
続
け
、
そ
し
て

実
際
に
た
ら
い
舟
２
艘
を
つ
く
っ
た
。

そ
の
記
録
が
ダ
グ
ラ
ス
・
ブ
ル
ッ
ク
ス

著
、
ウ
ェ
ル
ズ
智
恵
子
訳
﹁
佐
渡
の
た

ら
い
舟
ー
職
人
の
技
術
﹂
︵
鼓
童
文
化

財
団

２
０
０
３
︶
で
あ
る
。
日
本
人

の
手
を
借
り
な
が
ら
も
滅
び
よ
う
と
す

る
﹁
た
ら
い
舟
﹂
を
異
国
の
人
が
つ
く

り
上
げ
た
そ
の
強
い
信
念
と
情
熱
に
は

頭
が
下
が
る
。

も
う
一
つ
は
水
の
道
具
を
復
元
し
た

岐
阜
市
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

そ
れ
は
風
を
お
こ
す
団
扇
で
あ
る
。
水

と
は
一
見
関
係
は
な
い
よ
う
だ
が
、
こ

の
団
扇
を
水
に
つ
け
て
扇
ぐ
と
あ
た
り

に
清
涼
さ
を
醸
し
出
す
と
い
う
。
不
思

議
な
団
扇
だ
。
水
野
馨
生
里
著
﹁
水
う

ち
わ
を
め
ぐ
る
旅
ー
長
良
川
で
つ
な
が

る
地
域
デ
ザ
イ
ン
﹂︵
新
評
論

２
０
０

７
︶
に
は
岐
阜
提
灯
、
加
納
の
和
傘
の

伝
統
工
芸
品
を
述
べ
な
が
ら
、
水
う
ち

わ
の
復
元
の
過
程
を
詳
述
す
る
。
団
扇

は
提
灯
や
和
傘
と
同
様
に
和
紙
と
竹
を

原
料
と
し
た
製
品
で
あ
る
。
水
う
ち
わ

の
和
紙
は
楮

こ
う
ぞ

や
三
椏

み
つ
ま
た

よ
り
繊
維
の
長
い

ヂ
ン
チ
ョ
ゲ
科
の
雁

が
ん

皮ぴ

と
い
う
植
物
を

原
料
と
し
て
い
る
。
こ
の
雁
皮
紙
は
ガ

リ
刷
り
の
原
紙
に
使
わ
れ
て
い
た
。
紙

自
体
は
非
常
に
薄
く
、
張
り
が
あ
っ
て

水
に
つ
け
て
も
破
れ
な
い
。
水
う
ち
わ

に
は
最
適
で
あ
る
。

１
９
６
７
年
〜
１
９
８
１
年
に
か
け

て
社
会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
な
出
来

事
を
水
で
捉
え
た
阿
部
文
伍
著
﹁
水
の

歳
時
記
﹂
︵
論
創
社

１
９
８
３
︶
は
、

放
水
車
、
人
参

に
ん
じ
ん

で
行
水
、
水
煙
管
、
清

涼
飲
料
水
、
水
天
宮
、
水
上
警
察
署
、

水
耕
栽
培
、
力
水
、
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
、

水
仕
事
な
ど
を
挙
げ
て
戦
後
の
風
俗
世

相
を
描
き
出
す
。
１
９
６
９
年
３
月
、

放
水
車
︵
警
備
兼
放
水
車
︶
の
項
で
は
、

機
動
隊
が
東
大
構
内
に
立
て
こ
も
っ
た

学
生
た
ち
に
放
水
車
で
放
水
し
、
ず
ぶ

濡
れ
に
な
っ
て
寒
さ
に
震
え
な
が
ら
ぞ

ろ
ぞ
ろ
出
て
く
る
様
子
を
描
写
す
る
。

こ
の
放
水
車
、
消
防
活
動
に
よ
る
水
は

そ
の
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
水
道
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
。さ

て
、
水
と
暮
ら
し
の
変
遷
は
、
主

婦
の
働
き
場
で
あ
る
台
所
に
如
実
に
現

れ
て
く
る
。
古
島
敏
雄
著
﹁
台
所
用
具

の
近
代
史
ー
生
産
か
ら
消
費
生
活
を
み

る
﹂
︵
有
斐
閣

１
９
９
６
︶
に
は
明

治
・
大
正
・
昭
和
期
に
お
け
る
台
所
用

具
に
つ
い
て
、
光
源
︵
灯
油
な
ど
︶
、

水
源
︵
湧
水
な
ど
︶
、
燃
料
源
︵
薪
な

ど
︶
の
３
つ
の
生
活
環
境
の
変
化
を
追

っ
て
い
る
。

水
源
の
変
化
を
み
て
み
る
と
、
明
治

期
で
は
湧
水
、
流
水
を
経
て
掘
井
戸
に

変
わ
る
。
農
村
で
は
湧
水
・
流
水
が
続



れ
た
川
。
回
答
者
が
２
位
に
挙
げ
た
川

こ
そ
注
目
す
る
ポ
イ
ン
ト
﹂
と
い
う
よ

う
に
、
調
査
対
象
者
の
心
理
に
迫
る
読

み
方
も
教
え
ら
れ
た
。

調
査
結
果
も
単
な
る
数
字
の
羅
列
で

は
、
そ
の
奥
に
あ
る
も
の
が
伝
わ
り
に

く
い
。
専
門
家
に
調
査
結
果
を
解
釈
し

て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
私
た
ち
は
さ

ま
ざ
ま
な
触
発
を
受
け
た
。

専
門
家
に
と
っ
て
も
、
従
来
の
研
究

テ
ー
マ
と
は
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
質

問
を
発
せ
ら
れ
た
こ
と
で
、
何
ら
か
の

触
発
効
果
が
生
ま
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

思
い
込
み
を
戒
め
る

生
活
者
の
﹁
水
に
か
か
わ
る
意
識

﹂

を
高
め
、
新
し
い
﹁
人
と
水
と
の
つ
き

あ
い
方
﹂
を
提
案
し
て
豊
か
な
暮
ら
し

の
創
造
に
貢
献
し
た
い
。
私
た
ち
は
そ

う
考
え
て
当
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し
、
機

関
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

開
催
な
ど
の
活
動
を
続
け
て
き
た
。

﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
意
識
調
査
﹂
は
、

そ
の
活
動
を
よ
り
充
実
す
る
た
め
の
手

が
か
り
と
し
て
始
め
た
も
の
だ
が
、
13

年
間
の
推
移
を
ま
と
め
た
こ
と
で
、
私

た
ち
自
身
﹁
思
い
こ
み
﹂
や
﹁
慣
れ
﹂

を
問
い
直
し
、
﹁
触
発
力
﹂
の
大
切
さ

調
査
結
果
に
触
発
さ
れ
て

慣
れ
と
い
う
の
は
、
恐
ろ
し
い
。
先

入
観
や
既
成
概
念
か
ら
﹁
当
た
り
前
﹂

と
思
っ
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
り
、
排

除
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。

13
年
間
続
け
て
き
た
﹁
水
に
か
か
わ

る
生
活
意
識
調
査
﹂
を
振
り
返
る
過
程

で
、
私
た
ち
も
慣
れ
や
思
い
こ
み
に
陥

っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
例
え
ば

水
道
水
へ
の
評
価
な
ど
は
そ
の
最
た
る

例
で
、
﹁
水
道
水
は
お
い
し
く
な
い
と

い
う
評
価
は
減
っ
た
﹂
と
い
う
調
査
結

果
か
ら
現
状
を
把
握
し
な
が
ら
も
、
自

分
た
ち
が
利
き
水
を
し
た
際
、
つ
い

﹁
思
い
こ
み
﹂
に
影
響
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。ま

た
、
調
査
結
果
と
し
て
挙
が
っ
て

き
た
﹁
川
で
遊
ぶ
人
が
少
な
く
な
っ
た
﹂

と
い
う
回
答
の
理
由
に
は
、
﹁
危
な
い

か
ら
﹂、﹁
水
が
汚
い
か
ら
﹂
な
ど
が
思

い
浮
か
ぶ
が
、
そ
の
理
由
自
体
﹁
刷
り

込
ま
れ
た
常
識
﹂
か
も
し
れ
な
い
。
常

に
疑
問
を
持
ち
、
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て

い
く
こ
と
も
必
要
だ
と
、
認
識
を
新
た

に
し
た
。

今
号
で
は
、
﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活

意
識
調
査
﹂
の
結
果
13
年
分
を
携
え
、

個
々
の
項
目
に
関
連
し
た
研
究
や
活
動

を
行
な
っ
て
い
る
方
々
を
訪
ね
て
み
た
。

そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
立
場
か
ら
読
み
解
い

て
い
た
だ
い
た
お
話
か
ら
、
私
た
ち
は

大
い
に
刺
激
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
﹁
水
が
希
少
で
過
酷
な
環
境

に
あ
る
ア
ラ
ブ
で
は
、
自
然
は
愛
で
る

対
象
で
は
な
い
﹂、﹁
水
道
の
塩
素
臭
も
、

海
外
の
あ
る
地
域
に
よ
っ
て
は
、
む
し

ろ
安
心
の
指
標
と
な
る
﹂
と
い
う
話
な

ど
は
、
私
た
ち
が
持
つ
日
頃
の
常
識
を

問
い
直
す
内
容
で
あ
っ
た
。

﹁
ア
メ
リ
カ
留
学
中
、
全
自
動
冷
暖
房

装
置
つ
き
の
郊
外
住
宅
に
住
み
、
外
出

の
す
べ
て
に
車
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た

ら
、
い
つ
の
間
に
か
そ
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
が
快
適
に
思
え
て
し
ま
っ
た
﹂
と

い
う
体
験
談
に
は
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。

エ
コ
ラ
イ
フ
を
志
向
し
な
が
ら
、
一
方

で
は
便
利
な
生
活
に
慣
れ
す
ぎ
て
、
な

か
な
か
後
戻
り
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

う
事
柄
は
、
日
本
の
暮
ら
し
の
中
に
も

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

調
査
結
果
を
表
面
的
に
読
む
だ
け
で

は
な
く
、
﹁
本
音
は
10
点
を
つ
け
た
い

が
、
８
点
で
も
出
し
ゃ
ば
り
す
ぎ
と
思

わ
れ
そ
う
な
の
で
７
点
し
か
つ
け
な

い
﹂
、
﹁
里
川
を
代
表
す
る
川
の
う
ち
、

１
位
は
全
国
共
通
の
イ
メ
ー
ジ
で
選
ば

私
た
ち
を
触
発
し
て
く
れ
た
。
調
査
結

果
は
、
日
本
人
が
長
年
に
わ
た
っ
て
育

ん
で
き
た
大
切
な
も
の
を
再
認
識
す
る

こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
も
公
開
し
て
い

る
調
査
結
果
は
、
マ
ス
コ
ミ
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
用
途
や
切
り
口
で
紹
介
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
触
発
で

あ
り
、
切
り
口
が
面
白
け
れ
ば
、
そ
れ

に
触
れ
た
人
々
に
も
触
発
は
さ
ら
に
波

及
す
る
。
﹁
こ
れ
は
面
白
い
﹂
と
思
っ

て
活
動
し
て
い
る
と
、
人
の
輪
は
広
が

っ
て
い
く
よ
う
だ
。

﹁
山
に
木
を
何
本
植
え
れ
ば
水
質
が

ど
れ
く
ら
い
き
れ
い
に
な
る
、
と
い
う

の
で
は
な
く
、
﹃
人
間
の
意
識
を
ど
う

変
え
る
か
﹄
と
い
う
こ
と
が
目
標
だ
っ

た
﹂
と
︿
牡
蠣
の
森
を
慕
う
会
﹀
の
畠

山
重
篤
さ
ん
が
言
う
よ
う
に
、
意
識
が

変
わ
れ
ば
環
境
も
変
わ
る
。
今
年
20
年

目
を
迎
え
る
こ
の
会
の
活
動
も
、
義
務

感
や
倫
理
観
よ
り
、
ご
本
人
た
ち
が

﹁
楽
し
ん
で
い
る
﹂
様
子
が
大
き
な
触

発
力
を
持
ち
、
こ
こ
ま
で
広
が
っ
て
き

た
に
違
い
な
い
。

私
た
ち
も
楽
し
み
な
が
ら
感
覚
を
研

ぎ
澄
ま
せ
、
よ
り
多
く
の
人
が
水
へ
の

関
心
を
高
め
て
く
れ
る
よ
う
な
触
発
力

を
生
み
出
し
て
い
き
た
い
。
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文
化
を
つ
く
る
　

触
発
の
波
及
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
集
部

に
気
づ
か
さ
れ
た
。

﹁
触
発
力
﹂
は
、
自
分
の
考
え
の
範

疇
を
超
え
た
と
き
ほ
ど
、
大
き
な
効
果

を
発
揮
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
﹁
当
た

り
前
﹂
で
な
い
見
方
や
立
場
に
踏
み
込

み
つ
つ
、
魅
力
的
な
切
り
口
を
紹
介
し

て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
先
入
観

や
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ
ず
、
思
考
を

柔
軟
に
、
視
点
を
多
角
的
な
も
の
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
、
と
改
め
て
思
う
。

触
発
の
連
鎖
反
応

私
た
ち
が
触
発
力
の
大
切
さ
に
気
づ

く
以
前
に
、
調
査
に
答
え
て
く
れ
た

方
々
は
、
も
う
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
普
段
何
気
な

く
使
っ
て
い
る
水
に
つ
い
て
問
わ
れ
た

と
き
、﹁
水
が
大
事
な
の
は
当
た
り
前
﹂

﹁
節
水
は
い
い
こ
と
だ
﹂
と
無
条
件
に

感
じ
て
い
た
気
持
ち
を
見
つ
め
直
し
、

水
と
生
活
の
深
い
か
か
わ
り
を
再
認
識

し
た
人
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

節
水
と
い
う
と
つ
い
エ
コ
や
倹
約
と

結
び
つ
け
て
考
え
が
ち
だ
が
、
﹁
水
は

力
を
得
る
た
め
の
も
の
﹂
と
い
う
意
識

が
日
本
人
の
心
の
根
底
に
あ
っ
て
﹁
水

を
大
切
に
し
よ
う
﹂
と
い
う
気
持
ち
が

引
き
起
こ
さ
れ
る
、
と
知
っ
た
こ
と
も
、
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■水の文化28号予告

特集「小水力」（仮）

電力買い取り料金の安さから、

小規模発電の普及がなかなか進みません。

小規模自然エネルギーというとき、

太陽光と風力ばかりが話題に上り、

水力が忘れられているような気がします。

持続可能な生活を維持する手段の一つとして、

小水力に着目します。

『水の文化』に関する情報をお寄せください

本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水とのかかわり」に焦点

を当てた活動や調査・研究などを紹介していきます。

ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる地域に根差し

た調査や研究などの情報がありましたら、自薦・他薦を問いませんので、

事務局まで情報をお寄せください。

ホームページのお問い合せ欄をご利用ください

http://www.mizu.gr.jp/

水の文化バックナンバーをホームページで

本誌はホームページにてバックナンバーを提供しています。

すべてダウンロードできますので、いろいろな活動にご活用ください。

編
集
後
記

◆

人
の
生
活
、
暮
ら
し
と
水
と
の
か
か
わ
り
は
、
深
く
て
大

き
い
。
そ
れ
に
か
か
わ
る
意
識
に
迫
る
の
は
容
易
で
は
な
い

が
、
13
年
も
続
け
る
と
、
結
果
と
し
て
見
え
て
く
る
も
の
が

あ
る
。
水
を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
、
水
を
大
切
に

思
う
心
に
つ
な
が
れ
ば
と
思
う
。︵
新
︶

◆

﹁
水
に
か
か
わ
る
生
活
意
識
調
査
﹂
へ
は
毎
年
、
様
々
な

問
い
合
わ
せ
が
く
る
。
毎
年
定
番
の
質
問
も
あ
れ
ば
、
ま
っ

た
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
質
問
も
あ
り
、
問
い
合
わ
せ
対

応
は
と
て
も
面
白
い
。
こ
れ
か
ら
も
た
く
さ
ん
質
問
・
感
想

を
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
。︵
百
︶

◆

長
年
実
施
し
て
い
る
も
の
の
総
括
や
振
り
返
り
や
見
直
し

は
、
５
年
と
か
10
年
と
か
、
区
切
り
の
よ
い
年
に
行
な
う
の

が
一
般
的
だ
。
し
か
し
、
13
年
と
い
う
中
途
半
端
な
年
数
だ

っ
た
が
、
敢
え
て
振
り
返
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
う
。
来
年
の

調
査
票
づ
く
り
や
分
析
に
ぜ
ひ
活
か
し
た
い
。︵
ゆ
︶

◆

最
近
、
水
ビ
ジ
ネ
ス
投
資
フ
ァ
ン
ド
募
集
広
告
を
新
聞
で

目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
10
年
前
に
は
考
え

ら
れ
な
か
っ
た
。
社
会
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
水
利
用
の
論

理
と
倫
理
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
太
刀
打
ち
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
︵
中
︶

◆

唱
歌
﹁
春
の
小
川
﹂
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
私
の
故

郷
・
東
京
渋
谷
区
の
情
景
で
あ
る
。
も
っ
と
も
私
が
学
校
に

上
が
る
頃
に
は
、
春
の
小
川
の
代
わ
り
に
ネ
オ
ン
の
川
が
流

れ
て
い
た
。
昔
の
景
色
を
取
り
戻
す
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ネ
オ
ン
の
川
の
中
で
考
え
て
み
よ
う
。︵
恵
︶

◆

温
暖
化
ス
ト
ッ
プ
の
た
め
に
払
う
金
額
の
平
均
は
約
２
０

０
０
円
だ
っ
た
が
、
個
人
的
に
は
も
っ
と
払
っ
て
い
い
と
思

っ
て
い
る
。
自
分
の
お
金
が
地
球
規
模
で
役
立
っ
て
い
る
と

い
う
の
が
直
接
実
感
で
き
た
ら
、
相
当
な
満
足
感
を
得
ら
れ

る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。︵
力
︶

◆

礼
節
と
い
う
言
葉
は
道
徳
臭
く
て
毛
嫌
い
し
て
い
た
の
だ

が
、
対
人
間
で
は
な
く
、
自
然
に
対
し
て
礼
節
を
持
つ
こ
と

に
は
納
得
が
い
く
。
有
り
難
い
な
あ
、
と
思
う
気
持
ち
の
高

ま
り
が
、
礼
節
に
代
わ
る
新
し
い
価
値
観
を
生
み
出
す
原
動

力
に
な
る
。︵
賀
︶

水の文化

Information
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表紙：水切り。最後に石を投げたのはいつだっただろうか。秘訣は石の選択にある。平べったくて丸い石がよい。
水面ぎりぎりのアンダースローは、最後にスナップを利かせてシュート回転をつけてやる。
水辺に丸石があって、気兼ねなく「水切り」を楽しめるところが少なくなった。

裏表紙上：夕暮れのまち歩き、夜の11時を回ったところ。北欧の夏は、長い夕暮れを楽しむ人で華やぎを醸し出す。
北のほうでは朝焼けとの境がない地方もある。

裏表紙下左：物事は、複雑な事柄のかかわり合いの中に存在する。丁寧にほどいていかないと余計に絡んでしまうことは、
よくあることだ。「舫（もやい）結び」という輪が縮まらない結び方でクリートに固定するのは、アンカーロープが
絡まないで簡単に外せるようにする工夫。後から舫う船は、クリートの一番下に舫うのが「作法」である。

裏表紙下中：気仙沼湾に注ぎ込む大川の源流近く、ひこばえの森の山麓に水神様が祀られていた。
つい４年前にリニューアルされたという。海からのラブレターが、水を敬う心を触発したようだ。

裏表紙下右：流れゆく水の周辺では、さまざまな人間模様がくり広げられている。
誰かがその流れにフォーカスを当てると、波紋が広がる。
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