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水
は
生
命
の
源
で
す
。

人
が
水
辺
に
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
の
は
、

水
の
根
源
的
な
意
味
を
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

意
識
し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

水
が
豊
か
な
日
本
で
は
、

水
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
、

水
が
育
ん
だ
暮
ら
し
の
知
恵
や
文
化
、

水
が
生
み
出
す
お
い
し
い
食
べ
も
の
や
工
芸
品
と
い
っ
た
、

水
に
か
か
わ
る
恵
み
を
随
所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

訪
ね
て
い
け
ば
、

新
た
な
価
値
の
発
見
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

訪
れ
た
い
人
と

訪
れ
て
も
ら
い
た
い
人
が
出
会
う
こ
と
で
、

元
気
が
生
ま
れ
る
地
域
が
誕
生
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
く
さ
ん
の
可
能
性
を
秘
め
た

水
に
か
か
わ
る
旅
、
す
な
わ
ち
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
。

水
が
取
り
持
つ
縁
を
探
し
に
、
出
か
け
て
み
ま
せ
ん
か
。
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熊本水遺産
熊本市では、多様な水文化を守り伝えるための「熊本水遺産登録制度」を創設し、湧水、食、土木建築、祭り、
風習など有形無形を問わず、熊本市の水文化を構成している水資源を「水遺産」として登録している。市民から
の公募で、事務局（水保全課）が調査を行ない、熊本水遺産委員会の審議を経て登録される。「水遺産」は熊本市
の水文化カタログであり、多様性の証明でもある。2007年度の第1次登録で30件、2008年度の第2次登録で13件、
2009年度の第3次登録で17件、現在、計60件の水遺産が登録されている。
熊本市資料、国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル25000)「熊本、福岡、大分、宮崎」および国土交通省国土数値情報「河川データ（平成19年）、
鉄道データ（平成20年）、道路データ（平成7年）」より編集部で作図

森町

産山村



江津湖
日量約 40 万㎥の湧水量を持つ市最大
の湧水地。環境省「日本の重要湿地」。

瑞巌寺跡
奇岩と湧水により風光明媚の地
とされる市指定の名勝・史跡。

太郎迫神社の湧水
境内から清水が湧き出す。今も
農業用水などに利用されている。

五丁の妙見さん
地域の共同水場として古くから利用され
てきた湧水。牧歌的な里の佇まいが魅力。

お手水
神武天皇の皇孫・健磐龍命（たけいわたつ
のみこと）が手水に使ったことに由来する。

鳴岩の湧水
高さ 10mの「鳴岩」の割れ目からの湧水。『肥
後國史』に、岩中に水流の音がするとある。

前川の井川端
地域の人が「イガワさん」と親
しむ、地域共同の湧水の水場。

天福寺
細川家歴代の祈願所として知られ、
小萩山南麓の湧水が手水場に溢れる。

鼓ヶ滝
金峰山カルデラの渓谷にあり、景勝地
「肥後耶馬渓（やばけい）」の見所の一つ。

雲巌禅寺
古来より金峰山麓の湧水を寺の水と
し、剣豪 宮本武蔵も飲んだという。

健軍水源地
市水道の 4 分の 1 をまかなう最大の
水源地。11本の井戸の内、7本が自噴。

熊本地域の水循環系
阿蘇がもたらした大地と清正などの治水
整備の出合いが、稀有な地下水盆を形成。

坪井川源水点「水口」
地元の人達が坪井川の源流の一つとす
る湧水地で、河童像が置かれていた。

小清水の池
河童にお参りしたお蔭で、溺れて亡くなっ
た子供は一人もいないという湧水の池。

鑪水
樹齢 600 年以上という銀杏の根元から
湧水し、製鉄に使われた歴史を持つ。

天水湖
明治天皇の熊本巡幸時に献上さ
れた水で、「天長水」と呼ばれる。

上川床の湧水
芳野層（よしのそう）というバームクー
ヘン状の地層の上部から湧水する。

長命水
茶の湯に重宝された名水。長
寿の水と伝えられる。

延命水
地域の人たちが野菜などを洗う、
生活との結びつきが強い湧水。

少年の家跡
青少年の健全育成のために、市に寄贈された
貴族院議員 古荘（ふるしょう）健次郎の別荘跡。

平山 ( 北･南 ) の湧水
みかん畑の多い平山地区の生活を支え
てきた湧水で、北と南とに二つある。

いんの川
覗き込むと砂を踊らせて湧水する様子
が見える。今も住民に利用されている。

産女水
かたわらに 73 体目の放牛（父の菩提を弔うた
めに 107 体の石仏を建立した僧）石仏がある。

四方池の池
湧水が 2 坪程の小池をつくる共同
の水場。38体目の放牛石仏がある。

熊本城長塀前の坪井川
加藤清正が、蛇行する白川と坪井
川を分離して現在の形にした。

八景水谷
3 代藩主細川綱利が八景を詠んだ
ことに由来。市上水道発祥の地。

釣耕園
細川綱利がつくった御茶屋が始まりで、
米田松洞が「釣月耕雲」と詠んだのが由来。

叢桂園
再春館の師役村井家の別荘。釣
耕園の水を引いて曲水が流れる。

三賢堂
政治家 安達謙蔵が精神修養の場として建立。
菊池武時、加藤清正、細川重賢の坐像がある。

水前寺成趣園
細川忠利がつくった御茶屋と水前寺が
端緒。大名庭園に発展し、成趣園と命名。

成道寺
熊本の山水庭園の代表格。漱石な
どの文人・画人からも愛された。

立田自然公園（泰勝寺跡）
細川家の菩提寺跡。細川ガラシャを祀
る「四つ御廟」や茶室「仰松軒」がある。

熊本城の井戸
加藤清正が朝鮮出兵の苦い経験か
ら、熊本城築城の際に掘った井戸。

夏目漱石内坪井旧居の井戸跡
漱石の旧居が残っているのは熊本だけ。
長女筆子の産湯に使ったという井戸跡。

川尻の船着場
川尻は古くからの港町で、その船
着場が往時の姿で残っている。

中無田閘門
加勢川と緑川を結ぶ閘門。「天明
ミニパナマ運河」と呼ばれている。

江津塘
清正堤ともいわれている堤防。こ
れにより現在の江津湖が誕生した。

渡鹿用水
加藤清正が築造したと伝えられ
る白川水系最大規模の水利施設。

石塘
日本最古の分流工事の一つと
され清正が手がけた。

明八橋
名工・橋本勘五郎が手がけた石造
の眼鏡橋。明治8年に架けられた。

川尻の精霊流し
たくさんの万灯篭と精霊船が
流される、熊本の夏の風物詩。

川祭り
子供の水難防止や水の恵みな
どを願う地域の伝統的な風習。

恵比須まつり
豊漁、豊作と航海安全を祈願し、
港などに恵比寿像を祀る民間信仰。

水神信仰
湧水地などに水神様を祀って、水
の恵みや子供の水難防止を願う。

小堀流踏水術
細川藩の武用水練として宝永
年間に編み出された日本泳法。

味生池跡及び竜伝説
奈良時代に肥後の国司・道君首名（みちの
きみのおびとな）がつくったとされる溜池。

若水
元旦早朝に汲んだ水を若水とい
い、一家の主人が汲みに行く。

中村汀女さんの水を詠んだ俳句
江津湖で生まれ、江津湖を愛
した俳人。ホトトギス同人。

堅山南風作「魚楽図」
熊本市生まれの日本画家。故郷の江
津湖を描いたもので五幅対の作品。

水前寺のり及びスイゼンジノリ発生地
肥後藩が幕府へ献上していた高級品。
上江津湖の発生地は天然記念物に指定。

水前寺もやし
江津湖の湧水で栽培される、細くて長い
もやし。熊本の正月雑煮には欠かせない。

水前寺せり
水前寺、江津湖周辺の湧水で
栽培される地元の七草の一つ。

赤酒
もろみを絞る前に木灰を入れて保存性を高め
る。「お国酒」として細川藩が保護していた。

熊本の清酒
良質な地下水と野白金一（のじろ　きん
いち）の醸造技術により、高い品質を誇る。

神水
上江津湖の北東に位置し、江津湖の
清冽な湧水を象徴する地名である。

水道町
江戸時代に消火用の水道が
通っていたことに由来する。

桧垣
水とかかわりの深い物語を持つ、
熊本ゆかりの平安時代の女流歌人。

加藤清正
土木の神様、治水の神様と称される、熊本の
基礎を築いた武将。「セイショコさん」の愛称。

成道寺川流域の水域生態系
希少野生動植物が数多く生息
し、稀有な水域生態系を有する。

緑川河口のヨシ原
広大なヨシ原は、動物の棲み処と
なり、水質浄化の役割も果たす。
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水
都
大
阪
が
引
き
出
し
た

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
と
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域
ブ
ラ
ン
ド

橋爪 紳也
はしづめ しんや
大阪府立大学21世紀科学研究機構教授

同大学観光産業戦略研究所所長

大阪市立大学都市研究プラザ特任教授

1960年大阪市生まれ。京都大学工学部建築学科卒業。同

大学院工学研究科修士課程、大阪大学大学院工学研究科

博士課程修了。工学博士。

主な著書に『倶楽部と日本人』（学芸出版社 1989）、『大阪

モダン』（NTT出版 1996）、『集客都市』（日本経済新聞社

2002）、『創造するアジア都市』（NTT出版 2009）ほか

近
代
化
の
中
で
、
世
界
の
各
都
市
は
同
じ
よ
う
な
地
域
づ
く
り
を
し
て
き
ま
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
都
市
は
で
き
た
け
れ
ど
、

風
土
と
か
地
域
の
歴
史
と
い
っ
た
文
脈
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
、

と
橋
爪
紳
也
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
単
に
観
光
業
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
域
の
元
気
を
取
り
戻
し
、
経
済
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
可
能
性
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。

4

イ
ズ
ム
を
持
っ
た
ツ
ー
リ
ズ
ム

旅
行
と
旅
が
違
う
の
と
同
様
に
、
観

光
と
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
違
い
ま
す
。

観
光
は
サ
イ
ト
シ
ー
イ
ン
グ
の
日
本

語
訳
で
す
。
あ
く
ま
で
も
狭
い
意
味
で
、

物
見
遊
山
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
。

対
し
て
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う
の
は
さ
ま

ざ
ま
な
目
的
で
人
が
移
動
す
る
こ
と
の

総
称
で
す
。

特
に
「
イ
ズ
ム
」
と
い
う
語
尾
に
注

目
し
て
ほ
し
い
。
ツ
ー
リ
ズ
ム
っ
て
ツ

ア
ー
、
す
な
わ
ち
旅
行
に
イ
ズ
ム
が
つ

く
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
主
義

主
張
を
持
っ
て
人
が
移
動
す
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
新
し
い
、
ま

だ
充
分
に
は
定
義
さ
れ
て
い
な
い
言
葉

で
す
が
、
私
は
「
水
を
媒
介
と
し
て
何

か
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
た

め
に
、
人
が
移
動
す
る
こ
と
」
を
総
じ

て
語
る
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
大
自
然
の
奥
に
あ
る
川
の

源
流
を
辿
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
だ
ろ

う
し
、
海
に
出
向
く
の
も
あ
れ
ば
、
都

会
的
な
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
も
あ
る
で

し
ょ
う
。

神
聖
な
る
水
と
い
う
概
念
は
、
世
界

中
の
ど
の
民
族
、
文
化
に
も
あ
り
ま
す
。

多
く
の
人
が
聖
地
に
行
っ
て
、
水
で
身

を
清
め
る
と
い
う
行
為
が
あ
る
。
噴
水

で
あ
ろ
う
が
滝
で
あ
ろ
う
が
、
水
辺
の

聖
な
る
場
所
は
世
界
の
い
た
る
所
に
あ

る
の
で
す
。
そ
の
水
に
あ
る
種
の
聖
な

る
力
が
あ
る
か
ら
、
人
々
は
足
を
運
ぶ
。

そ
れ
は
明
ら
か
に
単
な
る
観
光
旅
行
で

は
な
く
て
ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ん
で
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ど
こ
か
に
行
く
場

合
も
、
観
光
旅
行
で
は
な
く
て
ツ
ー
リ

ズ
ム
。
例
え
ば
重
油
が
漏
れ
た
の
で
海

岸
の
掃
除
に
行
き
ま
し
ょ
う
、
と
い
う

の
は
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
ツ
ー
リ
ズ
ム
で

す
ね
。
川
と
か
水
辺
を
き
れ
い
に
し
よ

う
と
い
う
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
も
あ
る

で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
は
あ
る
種
、

水
を
求
め
て
移
動
し
よ
う
と
す
る
本
能

が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
清
ら
か
な
水

に
対
す
る
何
ら
か
の
想
い
、
水
を
使
っ

た
ス
ポ
ー
ツ
、
水
を
活
か
し
た
新
た
な
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楽
し
み
、
水
面

み
な
も

に
落
ち
る
夕
日
を
見
て

癒
さ
れ
る
な
ど
、
水
に
は
「
移
動
し
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
を
喚
起
す
る
動
機

づ
け
が
、
も
と
か
ら
備
わ
っ
て
い
る
か

ら
、
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
成
立
す
る

の
だ
と
思
い
ま
す
。

水
都
大
阪
の
場
合

大
阪
で
都
市
再
生
を
考
え
る
と
き
に
、

私
は
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
。
ハ
ー
ド
整
備

が
都
心
部
の
川
縁
一
帯
で
実
施
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
が
、
加
え

て
ソ
フ
ト
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
必
要
だ
と

考
え
ま
し
た
。

か
つ
て
大
阪
は
水
の
都
だ
っ
た
。
た

だ
戦
後
の
高
度
成
長
期
の
中
で
、
我
々

は
、
水
の
都
で
あ
っ
た
と
い
う
誇
り
と

対
外
的
に
価
値
の
あ
る
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ

ー
ジ
を
捨
て
て
き
た
。
そ
れ
を
も
う
一

度
回
復
し
、
か
つ
て
の
ブ
ラ
ン
ド
と
は

違
う
、
新
た
な
物
語
性
の
あ
る
ブ
ラ
ン

ド
と
し
て
再
構
築
す
る
こ
と
が
大
事
な

の
で
は
な
い
か
、
と
。

大
阪
が
水
の
都
だ
と
い
わ
れ
た
の
は
、

明
治
30
年
代
後
半
（
１
９
０
０
年
代
）
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
時
期
。
ち
ょ

う
ど
近
代
的
な
都
市
と
し
て
発
展
を
み

て
い
る
段
階
で
「
東
洋
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
」
と
、
市
民
も
自
ら
語
り
、
外
の
人

た
ち
も
評
価
し
て
、
大
阪
の
町
の
美
し

さ
を
称
え
ま
し
た
。「
東
洋
の
パ
リ
」

と
い
っ
た
表
現
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
と
り
わ
け
大
阪
の
都
心
部
の
川

沿
い
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
都
市

と
並
ぶ
ほ
ど
の
美
し
い
景
色
が
あ
っ
た

ん
で
す
ね
。

同
時
に
多
く
の
船
が
行
き
交
っ
て
い

ま
し
た
。
時
代
を
ず
っ
と
遡
る
と
、
難

波
津
か
ら
遣
隋
使
を
出
し
て
い
た
こ
ろ

か
ら
大
阪
は
河
川
と
と
も
に
産
業
、
生

活
を
発
展
さ
せ
て
き
た
町
で
す
。「
東

洋
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
」「
水
の
都
」
と

い
う
ブ
ラ
ン
ド
は
、
こ
う
し
た
経
緯
で

得
た
も
の
で
す
。

水
の
都
と
同
時
に
産
業
都
市
と
な
っ

た
の
で
「
煙
の
都
」「
東
洋
の
マ
ン
チ

ェ
ス
タ
ー
」
と
い
う
言
わ
れ
方
も
定
着

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大
阪
の
人

は
「
水
の
都
」
と
「
煙
の
都
」、
つ
ま

り
美
し
い
水
辺
の
町
で
あ
り
、
大
産
業

都
市
で
あ
る
我
が
都
市
を
誇
ら
し
げ
に

語
り
、
多
く
人
の
憧
れ
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
、
も
う
一
度
、「
水
の
都
」

と
い
う
物
語
を
組
み
直
し
、
市
民
も
共

有
し
て
対
外
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
、
古

い
け
ど
新
し
い
ブ
ラ
ン
ド
に
し
た
い
と

考
え
ま
し
た
。

杜
の
都
仙
台
、
華
の
都
パ
リ
な
ん

て
言
い
方
は
、
い
つ
か
ら
言
わ
れ
始
め

た
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
数
百
年
も
昔
か

ら
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
あ
る
と
き

に
誰
か
が
そ
の
街
の
個
性
と
し
て
名
づ

け
、
流
布
す
る
わ
け
で
す
ね
。
一
言
で

そ
の
街
の
個
性
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
、

非
常
に
わ
か
り
や
す
い
で
す
し
、
都
市

の
魅
力
を
高
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
た

な
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な

り
ま
す
。

大
阪
の
場
合
、
中
之
島
周
辺
部
で

「
水
都
大
阪
２
０
０
９
」
と
い
う
事
業

を
行
な
い
ま
し
た
。
新
し
く
な
っ
た
川

岸
の
公
園
や
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た

橋
梁
な
ど
に
、
多
く
の
人
に
足
を
運
ん

で
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
阪
の
人
た
ち
に
と
っ
て
「
水
の
都
」

と
い
う
の
は
歴
史
的
事
象
で
す
。
戦
後
、

順
番
に
埋
め
て
い
っ
た
の
で
、
現
状
が

「
水
の
都
」
で
あ
る
と
は
多
く
の
市
民

は
思
っ
て
い
な
い
。
過
去
形
で
す
。

「
水
都
大
阪
２
０
０
９
」
は
単
な
る
イ

ベ
ン
ト
で
は
な
く
て
、
大
阪
は
水
の
都

だ
と
い
う
物
語
を
も
う
一
度
組
み
立
て

直
し
、
展
開
を
す
る
最
初
の
き
っ
か
け

で
あ
る
と
、
私
は
個
人
的
に
位
置
づ
け

て
い
ま
す
。
こ
の
運
動
を
こ
れ
で
終
わ

ら
せ
な
い
で
、
市
民
と
と
も
に
継
続
し

て
展
開
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。

ま
ず
は
水
際
に
来
て
も
ら
い
、
意
識
を

変
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
最
初
で
す
ね
。

余
談
で
す
が
、
私
が
タ
イ
の
工
業
大

臣
を
ご
案
内
し
た
と
き
、「
大
阪
は
東

洋
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
呼
ば
れ
る
水
の

都
で
す
」
と
言
っ
た
ら
み
ん
な
に
笑
わ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
バ
ン
コ
ク
だ
ろ
う

と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
船
も
ま
っ
た
く

行
き
交
っ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

ん
で
す
ね
。

で
も
、
こ
う
い
う
状
況
を
こ
れ
か
ら

変
え
て
い
く
の
で
す
。
水
辺
を
再
生
す

る
活
動
を
ひ
と
事
で
は
な
く
て
我
が
事

夕暮れの大阪・中之島。2002年（平成14）リニューアルオープンした国の重要文化財の
大阪市中央公会堂（左）の対岸には、水辺に張り出したレストランのテラス席が見える。
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だ
と
思
う
人
を
増
や
し
て
い
き
た
い
。

近
年
、
広
島
と
大
阪
だ
け
河
川
法
の

準
則
が
緩
和
さ
れ
て
、
護
岸
よ
り
川
側

の
エ
リ
ア
を
民
間
の
レ
ス
ト
ラ
ン
や
物

販
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
中
之
島
河
川
協
議
会
と
い
う

組
織
を
設
立
し
て
私
が
会
長
に
な
っ
た

の
で
す
が
、
地
元
か
ら
「
堤
防
を
こ
う

い
う
ふ
う
に
使
い
た
い
」
と
い
う
声
が

上
が
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、

北
浜
テ
ラ
ス
と
い
う
川
に
面
し
た
デ
ッ

キ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
が
で
き
ま
し
た
。
ほ

か
に
も
何
カ
所
か
、
そ
う
い
っ
た
案
件

を
進
め
て
い
ま
す
。

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
開
拓

水
際
が
復
権
す
る
に
は
、
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
が
必
要
で

す
。
か
つ
て
は
、
水
辺
で
の
夕
涼
み
や

水
上
の
市い

ち

な
ど
、
地
形
や
風
土
に
根
ざ

し
た
、
そ
の
町
に
し
か
な
い
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
が
あ
り
、
そ
の
町
ら
し
い
時
間

消
費
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
生

活
時
間
を
取
り
戻
せ
ば
、
水
際
の
活
性

化
が
で
き
ま
す
。

恒
常
的
に
継
続
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
し
た
好
例
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
す
。

か
つ
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
府
観
光
局

は
、
夜
の
時
間
帯
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
デ
ベ
ロ
ッ
プ

メ
ン
ト
」
と
と
ら
え
て
開
発
を
行
な
い

ま
し
た
。
夜
だ
け
の
動
物
園
、
夜
に
賑

わ
う
河
川
沿
い
の
飲
食
街
、
ア
ジ
ア
で

最
も
美
し
い
夜
景
の
創
出
に
力
を
入
れ

た
。
そ
れ
が
成
功
し
て
、
町
が
活
性
化

し
、
観
光
客
も
夜
の
フ
ラ
イ
ト
を
利
用

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

自
分
た
ち
の
町
を
楽
し
く
し
て
、
エ

ン
ジ
ョ
イ
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
ツ

ア
ー
客
も
楽
し
め
る
ま
ち
づ
く
り
が
で

き
た
の
で
す
。

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
が

ブ
ラ
ン
ド
力
を
育
む

大
阪
で
水
都
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た

ま
ち
づ
く
り
を
し
た
き
っ
か
け
は
、
政

府
の
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
。

私
は
「
ハ
ー
ド
が
で
き
る
だ
け
で
は
、

町
は
再
生
し
な
い
し
、
新
た
に
で
き
た

施
設
を
使
う
人
た
ち
が
生
ま
れ
な
け
れ

ば
町
は
再
生
し
な
い
。
人
々
の
マ
イ
ン

ド
の
問
題
が
キ
ー
に
な
る
だ
ろ
う
」
と

主
張
し
ま
し
た
。

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
と
い
う
言
葉
が

あ
り
ま
す
が
、
我
が
町
、
我
が
都
市
に

対
す
る
誇
り
を
高
め
る
こ
と
が
大
事
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
し
て
対
外
的
に

見
て
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
を
高
め
る
こ
と

が
大
事
な
の
で
す
。
内
な
る
プ
ラ
イ
ド

と
外
に
対
す
る
ブ
ラ
ン
ド
（
発
信
を
す

る
力
）、
こ
の
二
つ
が
結
び
つ
い
て
地

域
の
人
々
の
活
動
の
原
点
、
都
市
の
ソ

フ
ト
パ
ワ
ー
に
な
り
ま
す
。

今
は
各
都
市
が
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
競

い
合
う
時
代
で
す
。

近
代
化
の
中
で
、
世
界
の
各
都
市
は

同
じ
よ
う
な
地
域
づ
く
り
を
し
て
き
ま

し
た
。
道
路
や
上
下
水
道
、
鉄
道
な
ど

の
イ
ン
フ
ラ
に
加
え
て
、
博
物
館
が
欲

し
い
、
美
術
館
を
つ
く
り
た
い
、
体
育

館
が
必
要
だ
、
と
い
う
よ
う
に
、
グ
ロ

ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
都
市
を

つ
く
っ
て
き
た
の
で
す
。

た
だ
、
状
況
は
変
わ
っ
て
き
た
。
こ

の
何
年
か
で
、
い
わ
ゆ
る
「
創
造
都
市
」

の
概
念
が
流
布
し
ま
し
た
。
独
自
の
都

市
づ
く
り
を
行
な
う
こ
と
で
、
各
都
市

が
競
い
合
う
状
況
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。

従
来
の
よ
う
に
均
質
に
同
じ
よ
う
な

タ
ワ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
、
同
じ
よ
う
な
駅

前
広
場
で
は
、
も
は
や
都
市
と
し
て
の

求
心
力
は
な
い
。
市
民
に
と
っ
て
文
化

的
な
も
の
や
我
が
町
の
誇
り
な
ど
を
高

め
て
い
く
た
め
に
は
、
ほ
か
の
街
に
は

な
い
個
性
を
い
か
に
つ
く
れ
る
か
、
と

い
う
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
町
に
こ
そ
、
多
く
の
人
が
集
ま

る
ん
で
す
ね
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
シ
ド
ニ
ー
の
オ

ペ
ラ
ハ
ウ
ス
（
１
９
７
３
年
〈
昭
和
48
〉

竣
工
）
は
で
き
て
ま
だ
30
年
ち
ょ
っ
と

で
し
ょ
？
　
で
も
、
も
う
世
界
遺
産
と

な
り
、
そ
の
存
在
感
を
示
し
て
い
る
。

価
値
と
し
て
は
竣
工
し
た
と
き
か
ら
、

ほ
と
ん
ど
世
界
遺
産
で
す
。

世
界
で
唯
一
、
我
が
町
だ
け
に
す
ご

い
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
意
味

が
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、

元
気
が
な
い
地
方
都
市
も
変
わ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
よ
ね
。
50
年
後
、
１
０
０

年
後
に
文
化
遺
産
に
な
る
も
の
を
つ
く

り
、
守
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

聖
な
る
水
辺
の
例
で
い
う
と
、
広
島

県
の
宮
島
が
よ
い
モ
デ
ル
で
す
ね
。
ほ

か
に
例
が
な
い
か
ら
こ
そ
価
値
が
あ
る
。

地
方
の
観
光
地
が
そ
う
い
う
も
の
を

新
規
に
創
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ

う
で
は
な
い
。
成
功
事
例
の
模
倣
を
し
、

し
か
も
コ
ピ
ー
す
る
度
に
質
が
ど
ん
ど

ん
悪
く
な
っ
て
い
く
。
ザ
ラ
ザ
ラ
し
て
、

劣
化
す
る
。
そ
れ
で
は
、
も
う
力
を
持

て
な
い
ん
で
す
。

他
所
の
こ
と
を
さ
ん
ざ
ん
勉
強
し
た

上
で
、
他
所
と
違
う
こ
と
を
し
ま
し
ょ

う
、
と
認
識
し
な
い
と
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ

ィ
は
高
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
市
民

の
誇
り
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

だ
か
ら
最
初
は
市
民
の
み
ん
な
が
驚

い
て
、
違
和
感
が
あ
っ
て
、
ほ
ん
と
に

こ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
議
論
が
起
き

る
ぐ
ら
い
の
提
案
が
な
い
と
パ
ワ
ー
が

持
て
な
い
。
最
初
か
ら
コ
ン
セ
ン
サ
ス

が
と
れ
そ
う
な
も
の
は
、
全
然
面
白
く

な
い
、
と
私
は
思
い
ま
す
。

最
初
は
い
か
に
異
質
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
後
で
地
域
の
歴
史
や
文
化
の
文

脈
に
回
収
さ
れ
る
ん
で
す
よ
。
パ
リ
の

エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
が
建
設
さ
れ
た
際
も
そ

う
だ
っ
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

一
部
の
人
の
利
益
で
は
な
く

ツ
ー
リ
ズ
ム
を
目
指
す
か
ら
に
は
、

観
光
業
の
人
だ
け
の
利
益
で
満
足
し
て

い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
外
か
ら
来
た
人

が
地
元
と
交
流
し
て
我
が
町
で
活
動
す

る
こ
と
は
自
分
た
ち
の
プ
ラ
イ
ド
を
充

足
さ
せ
る
も
の
だ
、
と
そ
こ
の
住
民
が

共
有
で
き
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
が
充
足
さ
れ
れ

ば
、
シ
テ
ィ
ブ
ラ
ン
ド
が
高
ま
る
の
で

す
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
国

境
に
あ
る
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
は
、
か

つ
て
物
資
を
輸
送
す
る
船
が
往
来
し
た

水
路
が
あ
り
、
そ
の
運
河
が
観
光
対
象

に
な
っ
て
い
ま
す
。
町
の
い
た
る
所
で

水
に
対
す
る
物
語
、
川
に
対
す
る
想
い

を
耳
に
し
ま
し
た
。
よ
く
母
な
る
川
と

か
言
い
ま
す
よ
ね
、
マ
ザ
ー
リ
バ
ー
。

そ
の
川
が
な
け
れ
ば
我
々
は
存
在
し
な

か
っ
た
、
と
い
う
点
は
、
ど
ん
な
都
市

に
も
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
母
な
る
川
と

は
、
あ
ま
り
言
い
ま
せ
ん
よ
ね
ぇ
。
川

に
は
良
い
面
と
悪
い
面
が
あ
る
。
災
害

と
の
戦
い
が
つ
き
ま
と
う
。
そ
こ
の
と

こ
ろ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
都
市
も
一
緒

の
は
ず
な
の
に
、
川
へ
の
愛
情
面
に
お

い
て
違
い
が
出
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
暮

ら
し
と
水
辺
の
結
び
つ
き
の
弱
さ
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

仕
掛
人
が
必
要

世
界
遺
産
の
フ
ラ
ン
ス
・
セ
ー
ヌ
川

の
左
岸
で
は
、
夜
景
を
ど
う
す
る
か
と

い
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
あ
り
ま
す
。
行
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政
は
パ
リ
の
セ
ー
ヌ
ら
し
い
照
明
器
具

し
か
使
わ
な
い
し
、
明
る
さ
も
他
の
道

と
は
変
え
て
い
る
。
セ
ー
ヌ
か
ら
夜
の

モ
ン
マ
ル
ト
ル
を
ど
う
見
せ
る
の
か
を

パ
リ
市
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
我
々
日
本
人
に
は
、
川
か

ら
自
分
た
ち
の
街
が
ど
う
見
え
る
か
を

真
剣
に
考
え
て
、
美
し
く
す
る
こ
と
が

大
事
だ
と
い
う
感
性
が
な
か
な
か
育
た

な
い
で
す
ね
。

同
様
に
夜
の
川
辺
の
景
色
を
き
れ
い

に
し
よ
う
な
ん
て
想
い
は
、
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
夜
景
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
す
ら
な
い
都
市
が
ほ
と
ん
ど
で

し
ょ
う
。
そ
の
中
で
、
島
根
県
の
松
江

に
は
夜
景
の
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
。
夜
の
掘
割
を
ど
う
見

せ
る
の
か
、
と
い
う
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が

あ
る
ん
で
す
。

こ
れ
は
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
大
阪
の
宗
右
衛

そ
う
え

門
町

も
ん
ち
ょ
う

の

例
を
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。
か
つ
て
は

料
亭
街
で
し
た
が
、
今
は
す
っ
か
り
風

俗
街
に
な
っ
て
治
安
も
悪
く
な
り
、
そ

れ
で
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
ろ
う
と
地

元
で
地
区
協
定
を
結
び
ま
し
た
。

対
岸
の
道
頓
堀
に
は
か
つ
て
は
劇
場

が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、「
こ
こ
に
来
れ

ば
何
で
も
あ
る
」
と
い
う
芸
能
の
メ
ッ

カ
だ
っ
た
の
で
す
。
宗
右
衛
門
町
は
芝

居
町
を
控
え
た
街
に
な
る
。
し
か
し
劇

場
街
の
変
化
に
応
じ
て
、
か
つ
て
の
老

舗
も
ビ
ル
に
建
て
代
わ
り
、
テ
ナ
ン
ト

だ
ら
け
に
な
っ
た
こ
と
で
、
地
域
の
特

性
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

テ
ナ
ン
ト
ビ
ル
だ
け
で
は
盛
り
場
は

魅
力
的
に
は
な
ら
な
い
。
ど
ん
ど
ん
入

れ
替
わ
る
し
、
町
を
良
く
し
よ
う
と
す

る
愛
着
が
湧
か
な
い
か
ら
で
す
。
宗
右

衛
門
町
で
は
そ
う
し
た
風
潮
を
是
正
す

る
意
味
も
あ
っ
て
、
電
柱
の
地
下
埋
設
、

舗
装
の
石
畳
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
を
始
め
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
い
く
ら
良
い
も
の
を
持
っ

て
い
て
も
、
時
代
の
変
化
に
適
切
に
対

応
し
て
い
か
な
い
と
、
風
土
と
か
地
域

の
歴
史
と
い
っ
た
文
脈
を
失
っ
て
し
ま

う
。
宗
右
衛
門
町
で
は
そ
れ
に
気
づ
い

て
、
巻
き
返
し
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

一
番
大
切
な
の
は
、
仕
掛
け
と
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
的
な
人
材
で
し
ょ
う
。
そ

の
上
で
、
利
害
関
係
に
あ
る
人
た
ち
が

ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
共
有
し
て
、
地
域
の
ブ

ラ
ン
ド
と
プ
ラ
イ
ド
を
高
め
る
運
動
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
多
く
の
地

域
で
新
た
な
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
創
造
が
可

能
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
に
は
、
豊
か
な
水
資
源
が
あ
り

ま
す
。
随
所
に
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
の

素
地
は
充
分
あ
る
の
で
す
か
ら
、
可
能

性
は
高
い
。

そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
地
域
の
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
ど
う
見
出
し
て
い
く

か
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「水辺は悪所でもある」とは、当セ
ンターのアドバイザー 陣内秀信さ
んの名言。ネオンサインに人が引
き寄せられるのは、猥雑な活気を
生み出す悪所に、あらがい難い魅
力があるからだろうか。
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大隅 一志
おおすみ かずし

（財）日本交通公社 観光調査部主任研究員

1982年、（財）日本交通公社入社後、各地の観光地計画、リゾ

ート計画などにかかわる。1990〜91年、アメリカ・コロラド州

立大学にて研修（米国のアウトドア・レクリエーションの実態

などを調査）。1997年より主任研究員。日本観光研究学会会員

主な著書に『観光読本』（（財）日本交通公社編／東洋経済新報

社 1994）ほか

発
地
側
か
ら
着
地
側
へ

（
財
）
日
本
交
通
公
社
は
、
観
光
文
化
振
興

の
た
め
に
調
査
研
究
、
研
修
を
行
な
う
公

益
法
人
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

ス
キ
ー
場
開
発
、
リ
ゾ
ー
ト
開
発
か
ら

始
ま
り
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
は
オ
ー
ト

キ
ャ
ン
プ
場
な
ど
自
然
志
向
の
観
光
開
発

を
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
の
傾
向
と
し
て

は
、
ど
こ
か
ら
観
光
で
、
ど
こ
か
ら
ま
ち

づ
く
り
な
の
か
、
領
域
が
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス

化
し
、「
観
光
ま
ち
づ
く
り
」
が
大
き
な
流

れ
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

（
財
）
日
本
交
通
公
社
は
、
１
９
１
２
年
（
大
正
元
）

ジ
ャ
パ
ン
ツ
ー
リ
ス
ト
ビ
ュ
ー
ロ
ー
と
し
て
誕
生
。

旅
行
部
門
は
１
９
６
３
年
（
昭
和
38
）
に
、（
株
）

日
本
交
通
公
社
（
現
・
（
株
）
ジ
ェ
イ
テ
ィ
ー
ビ
ー
）

と
し
て
分
離
さ
れ
た
。

新
し
い
旅
行
志
向
と
し
て
ニ
ュ
ー
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
概
念
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

ニ
ュ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
の
は

難
し
い
の
で
す
が
、
旅
行
テ
ー
マ
だ
け
で

な
く
、
マ
ス
に
対
応
で
き
な
い
内
容
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
流
通
の
仕
組
み

自
体
も
ニ
ュ
ー
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

従
来
型
の
観
光
モ
デ
ル
で
は
、
旅
行
商

品
は
発
地
側
の
旅
行
会
社
が
、
大
量
に
宿

や
交
通
手
段
を
仕
入
れ
て
不
特
定
多
数
の

人
に
売
る
と
い
う
、
マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
型

の
効
率
の
い
い
旅
行
を
つ
く
っ
て
き
ま
し

た
。こ

う
し
た
売
り
方
は
、
発
地
側
か
ら
お

客
を
送
り
込
む
こ
と
か
ら
「
送
客
ビ
ジ
ネ

ス
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
し
た
マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
地
域
に

与
え
る
影
響
は
大
き
く
、
今
は
批
判
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
個
人
で
手

配
す
る
よ
り
も
安
く
安
心
し
て
利
用
で
き

る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
旅

行
が
大
衆
化
す
る
段
階
で
は
、
非
常
に
有

効
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

一
方
、
マ
イ
カ
ー
が
普
及
し
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
が
安
く
手
に
入
る
時
代

に
な
り
、
個
人
が
自
ら
旅
行
を
計
画
し
て

手
配
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
団

体
旅
行
、
マ
ス
ツ
ア
ー
の
形
態
か
ら
、
個

人
旅
行
に
シ
フ
ト
し
て
き
た
ん
で
す
。

ち
な
み
に
現
在
の
個
人
旅
行
と
団
体
旅

行
の
割
合
は
、
費
用
負
担
で
８
割
、
形
態

の
９
割
が
既
に
個
人
で
す
。
修
学
旅
行
以

外
は
、
ほ
と
ん
ど
個
人
旅
行
と
い
っ
て
い

い
状
況
で
す
。

送
客
ビ
ジ
ネ
ス
に
対
し
て
、
集
客
ビ
ジ

ネ
ス
と
し
て
の
「
着
地
型
旅
行
」
と
い
う

言
葉
も
定
着
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
地
域
側

が
、
自
ら
旅
行
商
品
を
つ
く
っ
て
売
る
形

態
で
す
。
こ
れ
は
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
や

ニ
ッ
チ
な
要
望
に
対
応
で
き
る
素
材
や
魅

力
を
、
地
域
で
発
掘
し
て
旅
行
商
品
と
し

て
売
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
う
し
た
商
品
を
少
し
で
も
開
発
し
て

い
か
な
い
と
、
こ
れ
か
ら
の
旅
行
業
は
継

続
で
き
ま
せ
ん
が
、
発
地
側
の
旅
行
会
社

に
は
、
そ
の
情
報
が
集
ま
り
ま
せ
ん
か
ら

商
品
開
発
す
る
力
が
な
い
。
そ
れ
で
着
地

型
旅
行
が
注
目
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

し
か
し
着
地
型
旅
行
商
品
の
一
番
大
き

な
課
題
は
、
流
通
の
仕
組
み
が
な
い
こ
と

で
す
。
お
客
さ
ん
や
旅
行
業
者
が
、
目
的

に
合
っ
た
旅
行
内
容
や
目
的
地
を
探
し
て

予
約
・
手
配
、
あ
る
い
は
取
引
が
で
き
る

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
つ
く
る
こ
と
は
、

解
決
策
の
一
つ
。
必
要
性
は
理
解
さ
れ
て

い
て
、
観
光
省
な
ど
が
そ
こ
に
注
力
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
に
観
光
省
は
着

地
側
旅
行
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
、
第
三

種
旅
行
業
の
取
り
扱
い
範
囲
を
国
内
の
募

多様化するニューツーリズムの潮流

水文化と結びついた旅
価値観や旅行への要望の多様化に伴い、着地側から発信される旅行商品が増えています。

従来のマスツーリズムに比して、ニューツーリズムは多品種小ロット。

ニーズは増えてきているものの、マーケティングなどに課題を残し、苦戦中です。

ニューツーリズムの現状と、ブランディングに貢献する水を、

観光資源として検証しました。

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

00 5050 100%100%

今後の参加意向認知と経験 エコツアー

グリーンツーリズム

行
っ
た
こ
と
が
あ
る

知
っ
て
い
る
が

行
っ
た
こ
と
が
な
い

知
ら
な
い

ぜ
ひ
行
っ
て
み
た
い

行
っ
て
み
た
い

あ
ま
り
行
き
た
く
な
い

ま
っ
た
く
行
き
た
く
な
い

　

特定の旅行スタイルの経験と参加意向
（財）日本交通公社「旅行者動向 2009」をもとに編集部で作図
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集
型
企
画
旅
行
ま
で
拡
大
し
ま
し
た
（
た
だ

し
隣
接
市
町
村
の
範
囲
の
み
）。
こ
れ
に
よ
り
着

地
側
で
旅
行
業
を
取
得
す
る
動
き
が
活
発

に
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
観
光
圏
認
定
地
域
で
は
、
旅
館

や
ホ
テ
ル
が
旅
行
業
者
代
理
業
と
し
て
、

着
地
型
商
品
を
旅
館
や
ホ
テ
ル
で
売
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

旅
行
商
品
の
タ
イ
プ

着
地
型
旅
行
商
品
の
販
売
の
方
法
は
大

き
く
分
け
て
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
直

販
。
も
う
一
つ
は
、
発
地
側
旅
行
会
社
を

通
し
た
卸
販
売
で
す
。

旅
行
会
社
の
扱
う
主
要
な
旅
行
商
品
は

企
画
旅
行
。
こ
れ
に
は
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ツ

ア
ー
と
呼
ば
れ
る
募
集
型
企
画
旅
行
と
、

教
育
旅
行
に
代
表
さ
れ
る
受
注
型
企
画
旅

行
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
グ
リ
ー
ン
ツ

ー
リ
ズ
ム
と
か
体
験
型
旅
行
で
成
功
し
て

い
る
の
は
、
受
注
型
企
画
旅
行
で
、
あ
る

程
度
の
収
益
を
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

消
費
者
の
嗜
好
変
化
と

ニ
ュ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム

体
験
へ
の
ニ
ー
ズ
は
、
と
て
も
高
ま
っ

て
い
て
、
旅
行
雑
誌
『
る
る
ぶ
』（
Ｊ
Ｔ
Ｂ
パ

ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
）
も
、
か
つ
て
は
「
見
る●

・
食

べ
る●

・
遊
ぶ●

」
の
「
る
る
ぶ
」
だ
っ
た
の

で
す
が
、「
食
べ
る●

・
体
験
す
る●

・
学
ぶ●

」

の
「
る
る
ぶ
」
に
替
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

観
光
サ
ー
ビ
ス
も
、
今
は
二
極
化
し
て

い
ま
す
。
至
れ
り
尽
く
せ
り
の
サ
ー
ビ
ス

に
普
段
味
わ
え
な
い
非
日
常
性
、
贅
沢
気

分
を
感
じ
る
人
も
い
れ
ば
、
放
っ
て
お
い

て
く
れ
、
と
い
う
人
も
い
る
。

旅
行
商
品
の
難
し
さ
と
い
う
の
は
、
購

入
時
に
は
目
に
見
え
な
い
こ
と
で
す
。
電

化
製
品
な
ら
目
に
見
え
る
し
、
性
能
も
わ

か
り
、
価
格
の
妥
当
性
も
判
断
し
や
す
い
。

し
か
し
旅
行
商
品
と
い
う
の
は
、
経
験
し

な
い
と
わ
か
ら
な
い
し
、
人
に
よ
っ
て
満

足
度
が
違
い
ま
す
。
し
か
も
返
品
が
き
か

な
い
。

私
た
ち
は
、
全
国
の
観
光
資
源
を
評
価

し
た
台
帳
を
持
っ
て
い
て
、
富
士
山
ク
ラ

ス
の
国
際
的
な
誘
致
力
を
持
っ
た
特
Ａ
級

か
ら
Ａ
級
、
Ｂ
級
、
Ｃ
級
と
い
う
レ
ベ
ル

で
、
自
然
資
源
と
人
文
資
源
を
分
類
し
て

い
ま
す
。

今
ま
で
の
観
光
で
は
、
資
源
評
価
が
そ

の
ま
ま
地
域
の
観
光
魅
力
を
反
映
で
き
た

の
で
す
が
、
今
は
お
客
さ
ん
が
求
め
て
い

る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
な
り
、
見
極

め
が
と
て
も
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
不
足

求
め
る
市
場
は
あ
る
の
に
売
れ
な
い
の

は
、
多
く
の
場
合
、
地
域
の
側
に
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
の
視
点
が
不
足
し
て
い
る
か
ら

で
し
ょ
う
。

今
ま
で
の
地
域
発
型
の
旅
行
は
、
部
材

を
バ
ラ
で
売
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
例
え

ば
湧
水
だ
け
を
見
せ
る
、
と
い
う
よ
う
に

で
す
。
お
い
し
い
水
で
淹い

れ
た
コ
ー
ヒ
ー

を
飲
ま
せ
る
と
か
、
水
と
触
れ
合
う
空
間

を
用
意
す
る
と
か
、
多
様
な
側
面
か
ら
地

域
の
体
験
に
付
加
価
値
を
つ
け
る
工
夫
は

ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
や
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
の
も
う
一
つ
の
課
題
は
、
地
域
側
の

契
約
窓
口
が
弱
い
こ
と
で
す
。

観
光
協
会
が
担
う
よ
う
に
は
な
っ
て
い

ま
す
が
、
ま
だ
弱
い
。
受
け
入
れ
地
域
側

が
一
元
的
な
窓
口
を
つ
く
っ
て
、
そ
こ
に

問
い
合
わ
せ
れ
ば
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
、

契
約
も
し
て
く
れ
、
今
よ
り
も
う
少
し
広

域
に
対
応
で
き
る
窓
口
を
つ
く
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。

新
潟
で
は
越
後
田
舎
体
験
協
議
会
と
い

う
と
こ
ろ
が
、
複
数
の
市
町
村
を
ま
と
め

て
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
す
し
、

長
野
県
地
域
で
は
飯
田
広
域
で
南
信
州
観

光
公
社
と
い
う
第
三
セ
ク
タ
ー
を
つ
く
っ

て
い
ま
す
。
こ
こ
は
旅
行
業
の
第
二
種
ま

で
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
い
う
窓
口
を
地
域
で
つ
く
っ
て
く

れ
る
と
、
旅
行
会
社
は
非
常
に
使
い
や
す

い
の
で
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
立
す
る
可

能
性
が
高
く
な
る
で
し
ょ
う
。

地
域
の
暮
ら
し
と
つ
な
が
る
水

私
は
今
、
観
光
地
が
環
境
へ
の
取
り
組

み
を
誘
導
す
る
仕
組
み
づ
く
り
に
取
り
組

ん
で
い
る
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で
発
見
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

普
段
か
ら
環
境
に
意
識
が
高
い
人
た
ち

に
、「
観
光
地
で
環
境
に
取
り
組
ん
で
い
る

所
が
あ
っ
た
ら
、
敢
え
て
そ
こ
を
選
択
し

ま
す
か
」
と
い
う
質
問
を
し
た
ん
で
す
。

答
え
は
二
つ
に
分
か
れ
た
の
で
す
が
、
高

額
で
も
環
境
へ
の
取
り
組
み
に
積
極
的
な

地
域
を
選
ぶ
、
と
答
え
た
人
の
中
に
「
子

供
が
ア
ト
ピ
ー
だ
か
ら
」
と
い
う
回
答
が

多
く
あ
っ
た
。

抽
出
し
た
の
は
40
人
ぐ
ら
い
で
す
か
ら

統
計
的
な
こ
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
こ
の

よ
う
な
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
に
気
づ

き
ま
し
た
。
水
は
健
康
と
非
常
に
か
か
わ

り
が
強
い
の
で
、
そ
う
い
う
需
要
に
は
武

器
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

新
た
な
概
念
で
あ
る
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ

ム
を
定
義
す
る
の
に
、
水
の
景
勝
地
や
ア

ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
な
ど
多
様
な
シ
ー
ン
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
が
、
私
は
「
水
と
か
か
わ
る

暮
ら
し
や
文
化
と
つ
な
が
る
旅
」
と
い
う

こ
と
が
、
一
番
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

地
域
の
生
活
や
文
化
、
産
業
と
か
か
わ

る
水
と
い
う
の
は
、
地
域
の
観
光
と
切
り

離
せ
な
い
重
要
な
も
の
で
す
。
こ
れ
は
地

域
の
個
性
を
引
き
立
た
せ
る
の
に
、
と
て

も
有
効
で
す
。
水
を
媒
介
に
し
て
つ
な
が

る
人
間
力
は
、
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
を
高
め

る
の
に
役
立
ち
ま
す
。
岐
阜
の
郡
上
八
幡

な
ど
は
、
水
が
あ
る
か
ら
こ
の
町
の
魅
力

が
あ
る
ん
だ
な
あ
、
と
実
感
し
ま
す
ね
。

水
は
地
域
の
ト
ー
タ
リ
テ
ィ
を
増
す
た
め

の
要
素
な
ん
で
す
。

旅
行
者
の
価
値
観
や
嗜
好
の
中
で
、
水

は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
水
は
集
客
に
お

い
て
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
な
り
に
く
い
の
で

す
。
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
は
な
く
て
、
地
域

の
魅
力
を
高
め
る
た
め
に
間
接
的
に
水
が

役
立
っ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
の

基
調
に
な
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が

る
か
ら
、
そ
の
地
域
の
生
産
物
の
価
値
も

上
が
る
、
と
い
っ
た
よ
う
に
波
及
効
果
が

高
ま
る
。
水
に
は
、
こ
の
よ
う
な
貢
献
の

仕
方
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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受け入れ側にとっては地域活性化、訪れる側にとっては日常からの解放として、

期待を集めるグリーンツーリズム。

しかし「スローライフ」は忙しく、「グリーンツーリズム」は落とし穴だらけ、

それ自体は反対でないけれど、と徳野貞雄さんは慎重論を提示します。

今までの失敗は、旧来のパラダイムに固執したことにある、

だから、突破口となる新機軸の構築が、

農村（ムラ）にも都市（マチ）にも求められています。徳野 貞雄
とくの さだお

熊本大学文学部 総合人間学科 地域社会学教授

1949年大阪府生まれ。1987年九州大学大学院文学研究科博士課程修了。山口大学、広島県

立大学、シェフィールド大学客員研究員を経て、1999年より現職。「食」と「農」の専門家

として、日本全国の農村に出かけ、フィールドワークをこなす活動派。「道の駅」命名者。

主な著書に『ムラの解体新書』（林業改良普及双書 1997）、『地方からの社会学ー農と古里

の再生をもとめてー』（共著／学文社 2008）、『農村（ムラ）の幸せ、都会（マチ）の幸せ

ー家族・食・暮らし 』（日本放送出版協会 2007）ほか

役
所
と
マ
ス
コ
ミ
の
た
め
の

グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム

マ
ス
コ
ミ
は
、

「
都
会
の
暮
ら
し
が
イ
ヤ
に
な
っ
て
山

の
中
で
農
業
を
し
て
い
ま
す
。
収
入
は

３
分
の
１
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
こ
は

自
然
も
人
情
も
豊
か
で
す
」

と
い
う
ネ
タ
が
大
好
き
で
す
。

し
か
し
、
農
家
の
息
子
が
、
農
業
を

継
い
で
も
記
事
に
は
し
ま
せ
ん
。

日
本
の
行
政
は
、
国
も
県
も
、
も
は

や
農
山
村
を
ど
う
活
性
化
し
た
ら
い
い

か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
取
り
敢
え
ず
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
。
そ
れ
で
議
員
と
役
場
職
員
が
、

農
家
民
宿
の
メ
ッ
カ
大
分
県
・
安
心
院

あ

じ

む

に
視
察
に
行
く
。
こ
れ
で
は
、
役
所
と

マ
ス
コ
ミ
の
た
め
の
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
で
す
。

私
は
、
基
本
的
に
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
反

対
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
農
水
省

的
な
政
策
と
し
て
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ

ズ
ム
に
よ
る
農
山
村
の
活
性
化
目
標
を

立
て
て
い
っ
て
も
、
そ
ん
な
に
短
期
で

う
ま
く
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。

も
っ
と
基
本
的
に
、
時
間
が
か
か
っ

て
も
い
い
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
農

村
対
策
を
展
開
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ

う
。
農
山
村
活
性
化=

グ
リ
ー
ン
ツ
ー

リ
ズ
ム
と
い
う
、
政
策
的
な
シ
ン
グ
ル

フ
ォ
ー
カ
ス
（
画
一
化
）
が
、
一
番
恐

ろ
し
い
の
で
す
。

目
的
は
何
？

厳
し
い
こ
と
を
言
え
ば
、
ブ
ー
ム
と

し
て
追
い
か
け
る
の
で
は
な
く
、
グ
リ

ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
ど
ん
な
効
果
が
あ

る
の
か
、
も
う
少
し
現
実
的
、
実
証
的

に
研
究
す
る
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
て
も
、
自

分
た
ち
が
や
っ
て
い
る
都
市
農
村
交
流

は
「
政
策
」
な
の
か
「
事
業
」
な
の
か

「
活
動
」
な
の
か
と
い
う
性
格
づ
け
が

必
要
で
す
。

熊
本
県
の
山
都

や
ま
と

町
の
Ｙ
集
落
で
は
、

７
年
前
か
ら
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
を
始
め

て
、
地
域
起
こ
し
の
優
良
例
と
し
て
、

た
く
さ
ん
の
表
彰
状
を
も
ら
っ
て
い
ま

す
。
都
会
か
ら
１
５
０
〜
２
０
０
人
の

オ
ー
ナ
ー
希
望
者
が
く
れ
ば
農
地
は
守

れ
る
と
考
え
た
そ
う
で
す
が
、
実
際
に

棚
田
オ
ー
ナ
ー
に
な
っ
た
の
は
21
組
で

し
た
（
現
在
は
18
組
）。
こ
の
集
落
の

水
田
は
54
ha
あ
り
ま
す
。
オ
ー
ナ
ー
制

で
都
会
の
人
が
耕
し
た
の
は
34
ａ
、
全

水
田
面
積
の
0.6
％
で
す
。
こ
れ
で
は
棚

田
保
全
に
も
農
業
の
担
い
手
に
も
な
り

得
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
都
市
農

村
交
流
に
、
集
落
の
人
は
「
疲
れ
果
て

て
」
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
私
は
、
棚
田
オ
ー
ナ
ー
制
は

や
め
な
い
ほ
う
が
い
い
、
と
思
っ
て
い

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
新
し
い

祭
り
（
活
動
）」
だ
か
ら
で
す
。
そ
う

考
え
れ
ば
、
赤
字
で
も
腹
は
立
ち
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
に
、
都
市
農
村
交
流
の

推
進
は
、
漠
然
と
や
る
の
で
は
な
く
、

目
的
や
機
能
を
明
確
に
し
て
進
め
る
時

期
に
き
て
い
る
の
で
す
。

農
山
村
の
暮
ら
し
は
、
人
口
と
か
、

経
済
と
か
、
集
団
の
関
係
性
と
か
が
複

雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

過
疎
対
策
や
農
村
活
性
化
と
い
う
の
は
、

す
ん
な
り
解
決
策
が
出
せ
る
問
題
じ
ゃ

な
い
。

例
え
ば
、
熊
本
の
郷
土
料
理
の
馬
刺
。

「
熊
本
は
阿
蘇
が
あ
り
、
馬
刺
の
文
化

が
あ
っ
た
か
ら
、
ふ
る
さ
と
料
理
は
馬

刺
」
と
い
う
。
一
昨
年
熊
本
県
で
生
ま

れ
た
馬
は
38
頭
で
、
馬
刺
用
に
落
と
さ

れ
た
馬
は
７
６
０
０
頭
。
ほ
と
ん
ど
が

カ
ナ
ダ
産
の
馬
で
す
。
都
会
か
ら
来
た

人
は
「
自
分
が
ふ
る
さ
と
料
理
の
馬
刺

を
食
べ
た
こ
と
で
、
馬
の
生
産
者
は
潤

っ
て
、
阿
蘇
の
草
原
が
守
ら
れ
る
」
と

思
う
の
は
勘
違
い
も
は
な
は
だ
し
い
。

一
方
で
、
熊
本
県
に
た
く
さ
ん
い
る

赤
牛
の
畜
産
農
家
に
は
、
何
の
手
も
差

し
伸
べ
ら
れ
な
い
か
ら
、
後
継
者
対
策

も
進
ま
な
い
。
牛
の
値
段
が
下
が
っ
て

や
っ
て
い
か
れ
な
い
。
何
の
た
め
の

「
ふ
る
さ
と
料
理
」「
都
市
農
村
交
流
」

な
の
か
。

こ
う
い
う
こ
と
を
「
ア
グ
リ
ツ
ー
リ

ズ
ム
」
と
か
言
っ
て
や
っ
て
き
た
。
だ

か
ら
、
僕
は
素
直
に
賛
成
で
き
な
い
。

慎
重
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

ツーリズムは功罪を超えるか
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に
は
、
ど
う
や
っ
て
防
ぐ
か
わ
か
ら
な

い
が
、
人
が
集
中
し
て
住
ん
で
汚
く
し

て
い
た
ら
起
こ
る
、
と
い
う
こ
と
は
体

験
的
に
わ
か
る
。

そ
れ
で
建
物
の
大
き
さ
、
高
さ
だ
け

で
な
く
、
形
態
や
素
材
の
質
ま
で
規
制

す
る
力
を
持
っ
た
。
そ
れ
が
パ
ブ
リ
ッ

ク
で
す
。

20
世
紀
の
日
本
の
都
市
開
発
は
、
公

衆
衛
生
に
神
経
質
に
な
ら
ず
に
済
ん
だ
。

同
時
に
、
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
が
勝
手
に
商

業
主
導
的
な
開
発
を
し
、
儲
け
て
い
く

の
を
阻
止
で
き
な
い
。
そ
の
最
た
る
も

の
が
、
ス
プ
ロ
ー
ル
し
て
い
く
都
市
計

画
と
農
村
の
田
ん
ぼ
の
中
に
あ
る
看
板

で
す
。

留
学
し
て
い
た
こ
ろ
に
、
イ
ギ
リ
ス

の
阿
蘇
国
立
公
園
み
た
い
な
所
に
行
っ

て
、
地
域
開
発
の
計
画
書
を
見
せ
て
も

ら
っ
た
。
章
立
て
に
な
っ
て
い
て
１
章

か
ら
20
章
ぐ
ら
い
ま
で
あ
る
。
こ
の
章

の
順
番
に
は
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る

の
、
と
聞
い
た
ら
優
先
順
位
だ
と
い
う
。

第
１
章
が
「
空
気
と
水
」
だ
っ
た
。

驚
い
た
。
ギ
ャ
フ
ン
と
な
っ
た
。
な
ん

で
「
空
気
と
水
」
が
一
番
な
の
よ
、
と

質
問
し
た
ら
、
あ
ん
た
は
馬
鹿
か
、
こ

れ
が
な
か
っ
た
ら
人
間
は
生
き
て
い
け

な
い
だ
ろ
う
、
と
言
わ
れ
た
。

２
番
目
が
「
土
と
緑
」。
３
番
目
か

４
番
目
が
た
し
か
「
歴
史
と
文
化
」。

こ
の
あ
と
に
、
道
路
や
建
物
云
々
が
あ

る
。日

本
だ
と
環
境
保
護
と
開
発
は
対
立

パ
ブ
リ
ッ
ク
と
は
な
ん
だ

景
観
問
題
も
同
様
で
す
。
日
本
の
景

観
を
一
番
最
初
に
壊
し
た
の
は
、
行
政

で
す
。
戦
後
、
役
場
を
率
先
し
て
鉄
筋

コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
し
た
。
行
政
関
係
の

支
所
、
病
院
、
学
校
な
ど
、
全
部
そ
う

い
う
建
物
に
し
た
。
そ
し
て
人
の
心
の

中
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
建
物
は
カ
ッ
コ
い
い
」
と
い
う
価

値
観
を
植
え
つ
け
た
。

一
番
問
題
な
の
は
、
日
本
式
建
造
物

の
基
本
構
造
を
行
政
自
身
が
壊
し
て
お

い
て
、
ま
っ
た
く
そ
れ
に
気
づ
い
て
い

な
い
ま
ま
、
景
観
だ
、
ま
ち
並
み
保
存

だ
、
と
や
り
だ
す
こ
と
で
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
田
園
地
帯
は
美
し
い
。

地
域
で
景
観
の
統
一
美
を
守
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
行
政
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
で
守
っ
て
い
る
。
家
を
建
て

る
と
き
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
勝
手
バ

ラ
バ
ラ
な
家
を
建
て
さ
せ
な
い
。
そ
こ

に
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
概
念
が
強
く

存
在
す
る
。

こ
の
概
念
の
ル
ー
ツ
の
一
つ
は
キ
リ

ス
ト
教
の
教
会
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
疫
病
対
策
で
す
。
18

世
紀
、
19
世
紀
に
都
市
に
人
口
が
集
中

し
た
と
き
に
、
都
市
部
は
ペ
ス
ト
な
ど

の
疫
病
に
さ
ら
さ
れ
た
。
疫
病
と
い
う

の
は
、
貧
富
の
差
が
な
い
。
王
様
だ
っ

て
貴
族
だ
っ
て
、
流
行
っ
た
ら
死
ぬ
。

ば
い
菌
も
ウ
ィ
ル
ス
も
知
ら
な
い
時
代

関
係
に
あ
り
ま
す
よ
ね
。
イ
ギ
リ
ス
人

は
対
立
構
造
で
は
な
く
て
、
入
れ
子
構

造
と
と
ら
え
て
い
る
。
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ

ン
ト
（
開
発
）
と
い
う
言
葉
の
中
に
、

コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
保
全
）
が
入
っ

て
い
る
。
哲
学
が
違
う
ん
で
す
。

人
口
交
流
論
の
落
と
し
穴

低
成
長
時
代
に
な
っ
て
、
成
功
者
た

ち
や
経
済
界
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
昔

へ
戻
ろ
う
と
言
い
出
し
た
。「
昔
の
夢

よ
、
も
う
一
度
」
で
あ
る
。「
坂
の
上

の
雲
」
や
「
龍
馬
伝
」
を
見
よ
、
と
い

う
。
あ
あ
い
う
番
組
を
見
て
、
日
本
人

の
真
面
目
さ
を
思
い
出
し
て
再
発
展
し

ま
し
ょ
う
、
と
思
う
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
過
去
の
成
功
事
例
の
目
標
し

か
持
っ
て
い
な
い
で
、
新
し
い
パ
ラ
ダ

イ
ム
が
つ
く
れ
な
い
ま
ま
や
っ
た
っ
て
、

お
そ
ら
く
失
敗
す
る
で
し
ょ
う
。

僕
が
想
定
し
て
い
る
新
し
い
パ
ラ
ダ

イ
ム
は
、
縮
小
論
。
こ
れ
か
ら
の
日
本

は
、
人
口
減
少
を
前
提
と
し
た
将
来
像

を
ど
う
描
い
て
い
く
か
が
、
最
大
の
課

題
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
な
の
に
、
政
治
家
も
大
学
の
先

生
も
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
人
口
が
増
え

な
い
と
地
域
や
社
会
が
だ
め
に
な
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。

幻
想
で
も
い
い
か
ら
と
、
人
口
増
加

政
策
を
求
め
ま
す
。
旧
・
国
土
庁
は
過

疎
・
過
密
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
三
全

総
（
１
９
７
７
年
〈
昭
和
52
〉
に
閣
議
決
定
さ
れ

阿蘇北外輪の山麓から、満々と水をたたえた田んぼの風景を望む。2000年におよぶ歴史
を持つと伝えられる阿蘇神社には、健磐龍命（たけいわたつのみこと）を中心に12の農
耕神が祀られている。神話の時代から、阿蘇では稲作が行なわれていたという。
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た
旧
・
国
土
総
合
開
発
法
に
基
づ
く
第
三
次
全
国

総
合
開
発
計
画：

田
園
都
市
構
想
）
や
四
全
総

（
１
９
８
７
年
〈
昭
和
62
〉）
を
、
旧
・
自
治

省
は
過
疎
地
特
別
措
置
法
を
つ
く
り
、

旧
・
通
産
省
は
農
村
工
業
導
入
政
策
を

進
め
ま
し
た
。
で
も
、
地
方
の
過
疎
化
、

高
齢
化
は
止
ま
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
苦
肉
の
策
と
い
う
か
、
居
直

り
と
い
う
か
「
定
住
人
口
が
だ
め
な
ら

交
流
人
口
」
と
考
え
だ
さ
れ
た
の
が
、

「
都
市
農
村
交
流
人
口
論
」
で
す
。

交
流
人
口
論
は
、
人
口
１
万
人
の
町

に
１
０
０
万
人
の
交
流
人
口
が
き
た
ら
、

町
は
す
ご
く
活
性
化
す
る
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
立
脚
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
に
は
落
と
し
穴
が
あ
っ
て
、
１
０
０

万
人
が
そ
の
町
に
い
る
の
は
１
日
だ
け
。

し
か
も
そ
の
人
た
ち
は
、
床
屋
に
も
病

院
に
も
学
校
に
も
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
に
も
行
か
な
い
し
、
交
流
人
口
の
増

加
で
潤
う
の
は
、
土
産
物
屋
、
旅
館
、

タ
ク
シ
ー
な
ど
の
一
部
の
業
種
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。

町
の
住
民
は
３
６
５
日
×
１
万
人=

３
６
５
万
人
で
す
。
だ
か
ら
都
市
農
村

交
流
型
経
済
活
性
化
論
は
、
経
済
的
サ

ギ
論
だ
と
い
う
の
で
す
。

人
口
増
加
型
パ
ラ
ダ
イ
ム

か
ら
の
脱
却

日
本
は
、
明
治
時
代
の
３
５
０
０
万

人
の
人
口
を
１
億
２
７
０
０
万
人
ま
で

増
や
し
て
、
そ
の
人
口
増
加
を
ベ
ー
ス

に
経
済
発
展
を
成
し
遂
げ
た
。
無
茶
苦

茶
な
人
口
爆
発
型
の
国
だ
っ
た
の
で
す
。

今
、
こ
の
弊
害
が
出
て
き
て
い
ま
す
。

一
つ
は
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
。

農
村
の
若
者
を
都
会
に
連
れ
て
き
て
バ

ラ
バ
ラ
に
し
た
ら
、
労
働
力
に
も
な
る

し
、
転
勤
も
簡
単
に
さ
せ
ら
れ
る
。
ム

ラ
や
家
族
が
持
っ
て
い
た
機
能
を
、
専

門
、
分
業
化
し
て
、
貨
幣
で
も
っ
て
赤

の
他
人
に
依
存
す
る
、
と
い
う
生
活
様

式
を
つ
く
れ
ば
消
費
者
も
つ
く
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
ム
ラ
は
機
能
的

・

・

・

共
同
体
と

い
う
側
面
も
持
っ
て
い
る
。

会
社
で
サ
ー
ビ
ス
残
業
を
す
る
の
も
、

ム
ラ
の
苦
役
の
延
長
で
す
。
他
社
と
の

シ
ェ
ア
争
い
に
徹
夜
で
働
く
の
も
、
隣

ム
ラ
と
の
水
争
い
と
同
じ
で
す
。
共
同

体
の
生
き
残
り
の
た
め
に
、
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
は
会
社
で
も
ム
ラ
と
同
じ
働
き
を

す
る
の
で
す
。

ム
ラ
が
壊
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単

に
農
業
や
農
村
が
衰
退
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
が
、

日
本
社
会
が
持
っ
て
い
る
機
能
的

・

・

・

共
同

体
が
、
弱
体
化
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
っ
て
、
鳩
山
さ
ん
は

Ｃ
Ｏ
２

25
％
削
減
と
言
っ
た
け
れ
ど
、

バ
ラ
バ
ラ
に
住
ん
で
い
る
人
間
が
一
緒

に
住
む
よ
う
に
な
れ
ば
す
ぐ
に
達
成
で

き
る
。
正
面
切
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た

の
で
は
無
理
。
発
想
を
変
え
な
く
て
は
。

ハ
ウ
ス
レ
ス
で
な
く

ホ
ー
ム
レ
ス
が
問
題

も
う
一
つ
の
弊
害
は
、
人
間
ど
う
し

の
関
係
性
が
稀
薄
に
な
っ
た
こ
と
。
　
　

み
ん
な
間
違
っ
て
い
る
の
は
、
一
般

に
ホ
ー
ム
レ
ス
と
い
わ
れ
て
い
る
人
た

ち
は
居
住
す
る
家
の
な
い
「
ハ
ウ
ス
レ

ス
」
で
は
な
く
、
家
族
や
知
人
と
の
人

間
関
係
を
喪
失
し
た
「
ホ
ー
ム
レ
ス
」

な
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
ハ
ウ
ス
レ
ス
は
救
え
る
け
れ

ど
、
関
係
性
を
喪
失
し
て
い
る
ホ
ー
ム

レ
ス
は
救
え
な
い
ん
で
す
。

普
通
に
生
活
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
人
た
ち
の
中
に
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
も

の
す
ご
く
多
い
。
そ
の
人
た
ち
を
切
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
関
係
資

源
を
極
度
に
縮
小
し
た
現
代
社
会
で
す
。

人
口
を
ベ
ー
ス
に
経
済
発
展
さ
せ
る

と
い
う
モ
デ
ル
は
、
も
う
通
用
し
な
い
。

坂
の
上
の
雲
を
見
つ
め
て
歩
い
て
い
っ

た
ら
、「
坂
の
上
の
崖
」
だ
っ
た
ん
で

す
。

密
飼
い
か
ら
の
解
放

都
会
に
は
人
間
が
多
す
ぎ
る
か
ら
、

社
会
的
関
係
性
を
拒
絶
し
な
い
と
や
っ

て
い
か
れ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

あ
ま
り
に
近
づ
き
す
ぎ
た
ら
危
険
を
感

じ
る
。
そ
れ
っ
て
、
動
物
の
本
能
で
す

よ
。僕

は
去
年
、
鶏
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を

き
っ
か
け
に
、
過
密
問
題
を
研
究
し
て

い
た
。

科
学
者
は
証
明
で
き
な
い
こ
と
は
絶

対
に
言
わ
な
い
け
れ
ど
、
厳
密
に
は
証

明
で
き
な
い
こ
と
も
世
の
中
に
は
た
く

さ
ん
あ
る
。
鶏
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
も
証

明
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
１
０
０
万

羽
養
鶏
な
ん
て
い
う
こ
と
を
や
っ
た
ら
、

病
気
が
起
こ
る
確
率
が
高
く
な
る
の
は

当
た
り
前
で
す
。
突
然
変
異
で
ウ
ィ
ル

ス
が
変
わ
っ
て
い
く
病
気
だ
か
ら
、
10

羽
や
１
０
０
羽
飼
っ
て
い
る
の
と
１
０

０
万
羽
飼
っ
て
い
る
の
と
で
は
、
ウ
ィ

ル
ス
の
変
貌
の
速
度
も
桁
が
違
っ
て
き

ま
す
。
だ
か
ら
基
本
的
に
家
畜
の
密
飼

い
が
原
因
で
、
人
間
の
密
飼
い
と
の
ダ

ブ
ル
密
飼
い
に
よ
っ
て
、
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
は
広
が
っ
て
い
く
ん
で
す
。

昔
は
密
飼
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
ら
、

風
土
病
で
数
十
匹
死
ん
で
も
、
宿
主
が

死
ぬ
と
ウ
ィ
ル
ス
も
死
ぬ
か
ら
被
害
が

そ
こ
で
止
ま
り
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
な

ら
な
い
。

じ
ゃ
あ
、
な
ぜ
１
０
０
万
羽
も
飼
っ

て
い
る
の
か
と
い
っ
た
ら
、
そ
れ
は
産

業
資
本
主
義
の
都
合
で
し
ょ
。
そ
こ
を

放
っ
て
お
い
て
、
ワ
ク
チ
ン
が
効
く
か

効
か
な
い
か
を
論
じ
た
っ
て
、
結
論
は

出
て
こ
な
い
で
す
よ
。

家
族
と
地
域
の
価
値

人
間
の
集
団
に
は
、
目
的
が
あ
る
集

団
と
な
い
集
団
が
あ
る
。

家
族
と
ム
ラ
に
は
目
的
が
な
く
て
、

存
在
が
先
に
あ
る
。
逆
に
目
的
が
あ
っ

た
ら
困
る
ん
で
す
。
結
婚
し
て
、
産
ま

れ
て
き
た
子
供
が
目
的
に
合
わ
な
い
か

急斜面につくられた棚田に引かれ
る水は、勢いが強い。水の勢いで
土が掘られぬよう、竹樋の末端に
は節が残されている。
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は
、
小
字
と
大
字
の
連
合
体
。
だ
い
た

い
２
０
０
か
ら
３
０
０
の
戸
数
で
４
０

０
０
か
ら
６
０
０
０
人
。
こ
の
範
囲
内

で
、
日
本
人
は
生
き
て
き
た
。
互
い
に

個
別
に
知
っ
て
い
た
。

山
も
水
も
、
こ
の
人
数
だ
と
な
ん
と

か
自
律
で
き
る
。
そ
れ
よ
り
外
は
、
他

所
の
世
界
。
と
き
に
は
水
争
い
の
対
象

で
す
。

人
間
は
知
っ
て
い
る
仲
と
知
ら
な
い

仲
と
で
は
、
行
動
様
式
が
変
わ
る
。
だ

か
ら
個
体
識
別
が
で
き
て
い
る
一
定
空

間
の
中
で
、
ど
れ
だ
け
の
人
間
関
係
を

つ
く
れ
る
か
が
、
地
域
再
生
の
突
破
口

の
一
つ
に
な
る
。

こ
れ
が
、
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
可

能
性
へ
の
、
答
え
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
行
政
や
メ
デ
ィ
ア
が
見
せ
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
虚
偽

に
は
警
戒
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

「
大
変
だ
っ
た
け
れ
ど
、
貧
し
く
て
も

助
け
合
っ
て
い
た
」
と
か
ね
。

そ
う
い
う
話
が
み
ん
な
大
好
き
な
ん

で
す
ね
。
そ
れ
を
悪
用
す
る
人
が
い
て
、

何
度
も
騙
さ
れ
て
疲
弊
し
て
い
る
農
山

村
が
あ
る
こ
と
を
、
都
会
の
人
に
も
っ

と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。

ま
ず
は
、
受
け
入
れ
側
の
地
域
の
基

盤
と
、
訪
れ
る
側
の
関
係
性
を
再
生
し

な
く
て
は
。
ニ
ュ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
語

る
の
は
、
そ
れ
か
ら
先
の
こ
と
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

ら
と
い
っ
て
「
私
は
知
り
ま
せ
ん
」
と

は
言
え
な
い
の
が
家
族
。

家
族
が
な
ぜ
一
番
安
心
で
き
る
の
か

は
、
単
純
な
話
で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
が
泣

い
た
ら
お
っ
ぱ
い
を
吸
わ
せ
て
お
む
つ

を
か
え
る
。
そ
う
い
う
行
為
の
積
み
重

ね
な
ん
で
す
よ
。
好
き
と
か
嫌
い
と
か

感
情
で
家
族
に
な
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。

関
係
性
に
は
、
家
族
が
果
た
す
役
割

が
大
き
い
け
れ
ど
、
地
域
の
働
き
も
あ

る
。こ

の
ご
ろ
子
供
の
虐
待
が
多
い
。
そ

う
い
う
こ
と
は
昔
か
ら
あ
っ
た
け
れ
ど
、

最
低
限
の
保
障
を
じ
い
ち
ゃ
ん
、
ば
あ

ち
ゃ
ん
や
隣
近
所
が
や
っ
て
い
た
。
だ

か
ら
子
供
は
死
な
な
か
っ
た
。
だ
め
な

親
の
数
は
、
昔
も
今
も
同
じ
ぐ
ら
い
だ

け
れ
ど
、
そ
れ
を
保
障
す
る
シ
ス
テ
ム

が
な
く
な
っ
た
か
ら
、
子
供
が
死
ん
で

し
ま
う
。

未
熟
な
親
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ

と
も
解
決
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
け
れ

ど
、
家
族
・
世
帯
の
在
り
方
や
、
隣
近

所
の
関
係
性
を
高
め
る
こ
と
も
大
切
で

す
。

知
ら
な
い
仲
じ
ゃ
な
し

ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、

よ
く
知
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
ぐ
ら
い
都
会

の
人
を
動
員
で
き
る
の
か
も
知
り
ま
せ

ん
。た

だ
、「
み
ん
な
、
つ
な
が
り
た
い

ん
だ
」
と
い
う
気
持
ち
は
わ
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
を
や
る
た
め
の
基
盤
が
、

も
う
崩
壊
し
て
い
る
。

僕
が
今
考
え
て
い
る
の
は
、
個
体
識

別
が
で
き
る
人
間
の
集
合
体
を
つ
く
れ

な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

室
町
時
代
か
ら
後
の
ム
ラ
と
い
う
の

0
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40
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）

単
独
世
帯

夫
婦
の
み
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と
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ど
も

核
家
族

一
人
親
と
子
ど
も

そ
の
他
の
親
族
世
帯

非
親
族
世
帯

家族類型別世帯の割合（普通世帯）
内閣府「国民生活白書 平成 19 年版」より編集部で作図
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をもとに編集部で作図
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小嶋 一誠
おしま いっせい

熊本県総務部市町村総室長

1952年、熊本県出身。熊本県市町村合併推進室長、交通対

策副総室長、行政経営課長、水環境課長を経て現職。

主な論文等に、「熊本地域における地下水管理行政の現状」

（地下水学会 2010）、「市町村合併の現状と課題について」

（熊本を創る情報誌STEP 2005）、「市町村合併への取り組

みについて」（自治フォーラム 2002）ほか

くまもと アクアツーリズム

戦略的な水資源
熊本地域では豊かな地下水資源を戦略的に保全・活用することを目的とした

行動計画（熊本地域地下水総合保全管理計画）を作成しました。

上水道としての活用はもとより、

観光資源として、また農林水産物から工業製品に至るまで、

水とのかかわりを「物語」にして、

地域の魅力を対外的にアピールしようとしています。

優れた水資源を保全し活用するために設置された

水の戦略会議の試みは、

全国的に注目を集めています。

水
の
戦
略
会
議
発
足

熊
本
県
の
水
の
戦
略
会
議
は
、
２
０

０
９
年
（
平
成
21
）
７
月
に
発
足
し
ま
し

た
。こ

の
会
議
は
、
熊
本
県
の
豊
か
な
水

資
源
を
戦
略
資
源
と
し
て
と
ら
え
、
健

全
な
水
循
環
と
水
環
境
の
保
全
及
び
、

活
用
方
策
を
考
え
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し

て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

行
政
機
関
だ
け
で
な
く
、
水
問
題
の

研
究
者
や
経
済
団
体
や
環
境
団
体
な
ど

の
代
表
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人

が
参
加
し
て
、
意
見
を
出
し
合
っ
て
い

ま
す
。
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー

の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務
め
て
お
ら
れ
る

東
京
大
学
の
沖
大
幹
先
生
に
も
加
わ
っ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

世
界
的
に
水
資
源
が
枯
渇
傾
向
に
あ

る
中
で
、
水
の
宝
庫
で
あ
る
熊
本
県
と

し
て
は
、
水
質
や
水
量
の
保
全
対
策
だ

け
に
止
ま
ら
ず
、
活
用
に
も
新
し
い
コ

ン
セ
プ
ト
を
打
ち
出
し
て
い
く
。

水
の
戦
略
会
議
の
議
論
を
通
し
て
、

「
熊
本
っ
て
、
素
晴
ら
し
い
水
の
宝
庫

で
、
水
資
源
を
う
ま
く
活
か
し
て
い
る

よ
ね
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
豊
か
な

水
資
源
の
保
全
と
活
用
に
つ
い
て
の
コ

ン
セ
プ
ト
を
共
通
目
標
に
、
関
係
機
関

が
同
じ
意
識
で
仕
事
を
進
め
て
い
こ
う

と
。
特
に
、
今
回
の
取
り
組
み
で
は
、

「
水
の
宝
庫
熊
本
」
の
水
ブ
ラ
ン
ド
づ

く
り
、
磨
き
上
げ
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

既
に
、
ア
イ
デ
ア
の
一
つ
と
し
て
、

豊
か
な
湧
水
源
地
域
に
「
水
の
駅
」
を

つ
く
ろ
う
と
い
う
案
も
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
水
資
源
を
活
か
し
た
地
域
活
性
化

策
と
し
て
、
水
の
駅
を
結
ん
で
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
な
ら
ぬ
ア
ク
ア
ロ
ー
ド
（
水
の

道
）、
水
街
道
に
、
と
い
っ
た
提
案
も

あ
り
ま
す
。
水
資
源
を
戦
略
資
源
と
し

て
活
か
そ
う
と
す
る
、
こ
う
し
た
特
色

あ
る
熊
本
の
取
り
組
み
は
、
蒲
島

か
ば
し
ま

郁
夫

知
事
自
ら
の
発
想
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
元
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
が
３
月
ま
で
勤
務
し
て
お
り
ま
し

た
熊
本
県
の
水
環
境
課
は
、
水
資
源
対

策
や
水
質
保
全
対
策
も
や
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
ド
メ
イ
ン
は
、
県
内
の
山
間
地
の

湧
水
源
か
ら
海
域
ま
で
含
ま
れ
て
い
ま

す
。熊

本
に
は
、
約
千
カ
所
を
超
え
る
湧

水
源
が
あ
り
ま
す
が
、
特
に
熊
本
地
域

（
11
市
町
村
）
は
、
約
１
０
０
万
人
の
生

活
用
水
の
１
０
０
％
を
地
下
水
で
ま
か

な
う
ほ
ど
、
豊
か
な
地
下
水
資
源
に
恵

ま
れ
た
地
域
で
す
。

そ
の
他
に
も
産
山

う
ぶ
や
ま

村
の
池
山

い
け
や
ま

水
源
、

南
阿
蘇
村
の
白
川
水
源
、
菊
池
市
の
菊

池
水
源
、
さ
ら
に
宇
土
市
の
轟

と
ど
ろ
き水

源
な

ど
、
昭
和
の
名
水
百
選
に
４
カ
所
、
平

成
の
名
水
百
選
に
も
水
前
寺
江
津
湖
湧

水
群
な
ど
４
カ
所
が
選
定
さ
れ
、
全
国

一
と
な
っ
て
い
ま
す
。

県
内
の
大
河
川
は
、
北
か
ら
菊
池
川
、

白
川
、
緑
川
、
球
磨
川
。
そ
れ
以
外
に

も
筑
後
川
、
大
野
川
、
五
ヶ
瀬
川
、
大
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熊本地域では豊かな地下水資源を戦略的に保全・活用することを目的とした

行動計画（熊本地域地下水総合保全管理計画）を作成しました。

上水道としての活用はもとより、

観光資源として、また農林水産物から工業製品に至るまで、

水とのかかわりを「物語」にして、

地域の魅力を対外的にアピールしようとしています。

優れた水資源を保全し活用するために設置された

水の戦略会議の試みは、

全国的に注目を集めています。

くまもと アクアツーリズム

戦略的な水資源

写真は江津湖最深部の池（17ページ上
の写真）から流れ出た小川。熊本は都
市の真ん中に湧水減がある。
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淀
川
な
ど
の
源
流
も
抱
え
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
水
に
恵
ま
れ
た
熊
本
で
、

近
年
、
水
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
よ
り

重
要
な
課
題
と
さ
れ
始
め
た
の
は
、
熊

本
地
域
に
お
け
る
地
下
水
位
の
低
下
や

硝
酸
性
窒
素
濃
度
の
上
昇
な
ど
の
問
題

が
顕
在
化
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

地
下
水
の
宝
庫
熊
本
で
も
、
将
来
に

わ
た
っ
て
、
地
下
水
を
持
続
的
に
利
用

す
る
た
め
に
は
、
地
下
水
を
涵
養
し
、

地
下
水
質
汚
染
を
防
止
す
る
積
極
的
な

対
策
が
必
要
と
な
っ
た
か
ら
で
す
。

県
と
熊
本
地
域
11
市
町
村
で
構
成
す

る
〈
熊
本
地
域
地
下
水
保
全
対
策
会
議
〉

が
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
２
月
に
策
定

し
た
、
熊
本
地
域
地
下
水
総
合
保
全
管

理
計
画
（
行
動
計
画
）
に
よ
る
と
、
地

下
水
量
は
涵
養
域
の
減
少
な
ど
が
続
き

漸
減
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
年
間
６
億
k
の
涵
養
量
と
い
う

現
状
を
維
持
す
る
だ
け
で
も
、
あ
と
７

３
０
０
万
k
程
度
を
新
規
に
涵
養
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
地
下
水
採
取
量
に
つ
い
て
は
、
２
０

２
４
年
（
平
成
36
）
ま
で
に
今
よ
り
も

10
％
程
度
抑
制
し
、
年
間
１
億
７
０
０

０
万
k
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

水
質
保
全
に
つ
い
て
も
、
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
を
し
て
い
る
す
べ
て
の
観
測
井
戸

で
、
硝
酸
性
窒
素
濃
度
を
環
境
基
準
値

以
下
（
10
㎎
／
ℓ
）
に
す
る
こ
と
を
掲

げ
る
な
ど
、
厳
し
い
目
標
を
立
て
て
い

ま
す
。
こ
の
管
理
計
画
は
、
タ
イ
ム
テ

ー
ブ
ル
に
達
成
目
標
を
掲
げ
た
具
体
的

な
行
動
計
画
を
伴
っ
て
い
ま
す
。
こ
う

し
た
行
動
計
画
は
、
お
そ
ら
く
全
国
で

も
あ
ま
り
類
を
見
な
い
取
り
組
み
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

行
動
計
画
の
中
に
は
、〈
熊
本
版
水

の
Ｉ
Ｓ
Ｏ
制
度
〉
と
い
っ
た
面
白
い
話

も
出
て
お
り
ま
す
。
レ
ス
ト
ラ
ン
や
ホ

テ
ル
の
三
つ
星
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

工
場
や
事
業
場
に
お
け
る
水
循
環
や
水

環
境
保
全
に
真
剣
に
取
り
組
む
企
業
な

ど
を
審
査
し
評
価
す
る
仕
組
み
を
つ
く

っ
て
、
水
に
優
し
い
企
業
の
ス
テ
イ
タ

ス
と
し
て
世
界
基
準
に
持
っ
て
い
こ
う

と
い
う
提
案
で
す
。

行
動
計
画
で
は
、
地
下
水
保
全
の
た

め
に
地
下
水
採
取
を
抑
制
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
新
た
に
、
許
可
制
の
導
入

と
い
っ
た
条
例
化
に
よ
る
規
制
強
化
に

つ
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、
熊
本
の
地
下
水
は
県
民

す
べ
て
の
共
有
財
産
、
公
の
水
で
あ
る

と
い
う
「
公
水
概
念
」、
そ
し
て
地
下

水
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
関
係
者
は
、

良
質
の
地
下
水
を
享
受
す
る
権
利
と
そ

の
涵
養
に
自
ら
参
画
す
る
責
務
を
有
し

て
い
る
と
い
う
「
育
水
概
念
」
を
理
念

と
し
て
掲
げ
て
検
討
が
進
ん
で
い
ま
す
。

行
動
計
画
に
基
づ
く
地
下
水
の
総
合

的
な
対
策
を
進
め
る
た
め
に
、
行
政
と

民
間
が
一
体
と
な
っ
た
新
た
な
推
進
組

織
を
つ
く
り
ま
す
。
推
進
組
織
を
動
か

す
た
め
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
水
道
事

業
者
や
大
口
の
取
水
者
な
ど
に
採
取
量

に
応
じ
た
一
定
の
負
担
を
お
願
い
す
る

仕
組
み
づ
く
り
に
つ
い
て
も
検
討
し
て

い
ま
す
。

次
世
代
を
育
成

熊
本
県
民
の
水
に
対
す
る
意
識
の
高

さ
を
端
的
に
示
す
も
の
の
一
つ
に
、
国

土
交
通
省
と
県
が
主
催
す
る
「
中
学
生

の
水
の
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
」
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
が
、
熊
本
は
８
年
連
続
で

日
本
一
の
応
募
数
を
誇
っ
て
い
ま
す
。

勉
強
や
部
活
な
ど
で
忙
し
い
中
、
昨
年

度
は
、
約
５
２
０
０
人
の
子
供
た
ち
が

作
文
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
全
国
の

応
募
数
が
１
万
６
０
０
０
件
ぐ
ら
い
な

の
で
、
３
分
の
１
強
は
、
熊
本
県
の
子

供
た
ち
な
ん
で
す
。
熊
本
の
中
学
生
は

約
５
万
人
。
そ
の
中
の
５
０
０
０
人
が

水
に
つ
い
て
考
え
て
作
文
を
書
い
て
く

れ
て
い
ま
す
。
２
番
手
の
県
で
約
１
０

０
０
件
程
度
。
誰
も
書
い
て
く
れ
な
か

っ
た
と
い
う
県
も
あ
り
ま
し
た
。

昨
年
の
国
土
交
通
省
の
会
議
で
「
何

で
熊
本
県
は
５
０
０
０
件
も
集
ま
る
の

で
す
か
。
審
査
も
大
変
で
し
ょ
う
し
、

募
集
や
審
査
の
秘
訣
を
教
え
て
く
だ
さ

い
」
と
説
明
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
が
、

コ
ツ
な
ん
か
あ
り
ま
せ
ん
。
熊
本
で
は

担
当
者
が
１
人
で
５
０
０
０
件
の
作
文

を
２
週
間
程
度
で
読
み
上
げ
た
上
で
、

さ
ら
に
独
自
の
審
査
会
な
ど
を
開
催
し

て
一
生
懸
命
審
査
し
ま
す
。

作
文
の
中
で
、
気
が
つ
い
た
こ
と
の

一
つ
に
他
県
か
ら
来
ら
れ
た
多
く
の
お

子
さ
ん
が
、「
親
か
ら
学
校
の
水
道
の

水
は
飲
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て

育
っ
た
。
学
校
に
行
く
と
き
に
は
水
筒

を
持
た
さ
れ
て
、
家
で
は
買
っ
た
ミ
ネ

ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
飲
ん
で
い
る
。
だ

か
ら
熊
本
に
来
て
、
友
だ
ち
が
水
道
の

水
を
蛇
口
か
ら
が
ぶ
が
ぶ
飲
ん
で
い
る

の
を
見
て
び
っ
く
り
し
た
。
友
達
に
聞

い
て
み
る
と
『
熊
本
の
水
は
蛇
口
か
ら

出
て
い
る
の
は
全
部
地
下
水
よ
、
な
ん

で
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
買
っ
て
い

る
の
？
』
と
言
わ
れ
た
」
と
い
う
話
が

よ
く
出
て
き
ま
す
。

水
道
水
な
ど
に
そ
れ
だ
け
余
計
な
気

を
使
っ
て
い
る
他
県
で
、
水
の
作
文
コ

ン
ク
ー
ル
に
応
募
す
る
子
供
た
ち
が
少

な
い
の
は
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。
逆
に

熊
本
で
は
、
水
環
境
へ
の
問
題
意
識
が

強
い
。
た
ぶ
ん
、
地
下
水
へ
の
依
存
度

が
高
い
か
ら
だ
と
思
う
ん
で
す
。

子
供
た
ち
の
姿
を
見
る
と
、
水
の
宝

庫
熊
本
に
は
、
水
に
優
し
い
、
水
を
大

切
に
す
る
風
土
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
「
次
世
代
に
健
全

な
姿
で
水
資
源
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
重

要
」
と
い
う
意
識
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
。

水
の
国
に
根
づ
い
た
そ
う
し
た
風
土
を
、

私
は
「
水
の
エ
ー
ト
ス
（
倫
理
的
習
慣
）」

と
表
現
し
て
い
ま
す
。

熊
本
が
持
っ
て
い
る
最
大
の
資
源
、

宝
が
水
資
源
で
す
。
特
に
、
地
下
水
は

か
け
が
え
の
な
い
県
民
の
共
有
財
産
と

し
て
、
こ
れ
を
守
り
、
育
て
、
活
か
し
、

そ
し
て
磨
き
上
げ
て
将
来
世
代
に
引
き

継
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

世
界
的
に
水
資
源
が
枯
渇
傾
向
に
あ

る
中
で
、
そ
う
し
た
理
念
や
取
り
組
み

こ
そ
が
戦
略
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ

う
し
た
観
点
か
ら
も
、
水
の
作
文
コ
ン

ク
ー
ル
に
表
わ
れ
て
い
る
熊
本
の
子
供

た
ち
の
意
識
に
は
、
大
変
力
強
い
も
の

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

活
用
が
地
域
保
全
に
つ
な
が
る

環
境
保
全
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す
が
、

た
だ
守
っ
て
い
く
と
い
う
意
識
で
は
守

り
き
れ
な
い
面
が
あ
り
ま
す
。
豊
富
な

地
下
水
を
守
る
た
め
に
、
人
々
に
保
全

を
義
務
づ
け
た
り
、
規
制
を
強
化
す
る

と
い
う
発
想
で
は
な
く
、
地
下
水
が
持

っ
て
い
る
多
面
的
な
価
値
と
い
う
も
の

を
、
も
っ
と
最
大
限
に
引
き
出
す
こ
と

を
考
え
て
い
く
。
で
き
れ
ば
そ
の
価
値

を
経
済
化
す
る
と
い
う
視
点
も
含
め
て

考
え
る
、
と
い
う
発
想
も
必
要
と
思
い

ま
す
。

例
え
ば
、
熊
本
特
産
の
ス
イ
カ
は
全

国
的
に
有
名
ブ
ラ
ン
ド
で
す
が
、
銀
座

に
持
っ
て
い
っ
て
、「
た
だ
の
ス
イ
カ

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
熊
本
の
宝
、
地
下

水
で
育
て
た
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
メ

ロ
ン
で
す
」
と
い
う
付
加
価
値
の
つ
け

方
が
で
き
な
い
か
。
値
段
が
多
少
高
く

て
も
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
で
育
っ
た

ス
イ
カ
を
買
っ
て
食
べ
て
み
た
い
、
と

い
う
ニ
ー
ズ
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。



水
の
戦
略
会
議
で
も
最
初
に
活
用
の

話
が
出
た
際
に
は
、「
活
用
よ
り
も
保

全
が
重
要
。
活
用
と
い
う
の
は
地
下
水

を
売
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
」
と
い
う

反
応
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
よ
く

考
え
て
み
る
と
、
人
は
自
分
に
役
に
立

つ
も
の
で
な
い
と
な
か
な
か
真
剣
に
守

っ
て
い
く
と
い
う
行
動
に
は
つ
な
が
ら

な
い
も
の
で
す
。
せ
っ
か
く
の
名
水
で

も
、
今
は
「
こ
れ
が
名
水
な
の
？
」
と

い
う
所
も
散
見
さ
れ
始
め
ま
し
た
。
そ

の
背
景
に
は
、
過
疎
化
や
高
齢
化
の
進

行
が
あ
り
ま
す
。
耕
作
放
棄
地
で
農
業

水
利
が
必
要
な
く
な
っ
た
所
で
は
、
結

局
、
水
源
そ
の
も
の
も
荒
れ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
例
も
あ
り
ま
す
。

湧
水
源
は
、
集
落
の
基
盤
で
す
。
水

源
を
守
れ
な
く
な
っ
た
ら
、
集
落
そ
の

も
の
も
成
り
立
た
な
い
で
し
ょ
う
。
こ

う
し
た
意
味
に
お
い
て
活
用
と
い
う
視

点
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

活
用
を
考
え
る
と
い
う
の
は
水
を
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
に
詰
め
て
売
る
と
い
う
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
水
の
持
つ
多
面
的

な
価
値
を
発
見
し
、
磨
き
上
げ
、
自
分

た
ち
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
、
人
々
に

と
っ
て
興
味
の
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。

ツ
ー
リ
ズ
ム

熊
本
は
、
阿
蘇
山
を
始
め
全
国
有
数

の
観
光
地
を
擁
し
て
い
ま
す
が
、
そ
う

し
た
従
来
の
観
光
資
源
に
加
え
、
熊
本

に
来
て
「
水
の
宝
庫
」
と
い
う
新
し
い

魅
力
を
堪
能
し
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。
　

熊
本
に
は
水
の
名
所
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
か
ら
、
見
て
回
っ
て
、
泊
ま
っ

て
、
次
の
湧
水
源
ま
で
行
っ
て
み
る
。

豊
富
な
水
資
源
を
有
す
る
熊
本
と
し
て
、

多
面
的
な
付
加
価
値
の
活
用
方
法
と
な

る
、
そ
の
よ
う
な
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
提
唱

な
ど
を
考
え
て
い
ま
す
。

名
水
や
湧
水
を
訪
ね
歩
い
て
魅
力
あ

る
時
間
を
過
ご
し
た
り
、
山
奥
の
湧
水

源
で
清
冽
な
湧
水
を
飲
む
。
民
宿
に
泊

ま
っ
て
、
湧
水
が
育
ん
だ
農
産
品
や
、

地
元
の
水
産
物
に
舌
鼓
を
打
つ
。
地
域

で
つ
く
っ
た
味
噌
、
醤
油
、
豆
腐
、
酒
、

焼
酎
、
野
菜
す
べ
て
が
湧
水
で
で
き
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
水
の
結

晶
の
す
べ
て
を
召
し
上
が
っ
て
い
た
だ

く
。し

か
し
正
直
に
言
い
ま
す
と
、
今
ま

で
は
湧
水
源
が
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
対
象
や

地
域
づ
く
り
の
資
源
に
な
る
な
ん
て
、

あ
ま
り
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

た
だ
、
水
を
テ
ー
マ
と
し
た
ツ
ー
リ

ズ
ム
も
湧
水
源
を
ち
ら
っ
と
見
て
20
分

ぐ
ら
い
で
次
に
行
っ
て
し
ま
う
の
で
は
、

地
元
に
何
の
経
済
効
果
も
あ
り
ま
せ
ん
。

せ
っ
か
く
湧
水
源
を
訪
れ
て
く
れ
た

方
々
を
も
て
な
す
た
め
の
宿
泊
拠
点
な

ど
を
近
く
に
つ
く
る
。
拠
点
も
一
つ
だ

け
で
は
求
心
力
が
な
い
の
で
、
そ
の
拠

点
間
を
つ
な
い
で
水
の
回
廊
に
す
る
と

い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
新
た
な
ツ
ー
リ
ズ

ム
を
提
唱
し
よ
う
。
そ
う
い
う
コ
ー
ス

が
県
下
の
随
所
に
増
え
て
き
た
ら
い
い

な
、
と
い
う
の
が
こ
の
構
想
で
す
。

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
「
イ
ズ
ム
」
を
ど
う

い
う
風
に
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
と
い

う
の
が
肝
に
な
り
ま
す
。「
イ
ズ
ム
」

で
表
現
す
る
の
は
そ
こ
に
い
る
人
た
ち

の
暮
ら
し
と
か
文
化
。
そ
こ
の
中
で
の

自
然
と
共
生
し
た
生
き
方
が
成
熟
し
て

い
る
の
を
、
外
の
人
が
見
て
素
晴
ら
し

い
と
思
う
よ
う
な
こ
と
が
、
ツ
ー
リ
ズ

ム
と
い
っ
た
と
き
に
大
切
に
な
る
の
で

す
。地

域
に
暮
ら
す
人
々
が
大
事
に
す
る
、

大
切
に
し
て
い
る
こ
と
を
誇
り
に
思
う
。

た
だ
水
源
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
な

く
、
そ
こ
で
生
活
し
て
い
る
水
守
人
の

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
重
要
な
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
暮
ら
し
方
と
い
う
の
は
、

他
所
で
は
絶
対
に
真
似
が
で
き
な
い
こ

と
だ
か
ら
で
す
。

で
も
、
地
域
の
中
に
住
ん
で
い
る
人

は
、
ま
だ
、
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
い
な

い
。
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
だ
か
ら
気

が
つ
か
な
い
の
で
す
。
豊
か
な
水
資
源

を
宝
物
だ
と
も
思
っ
て
い
な
い
し
、
思

っ
て
い
な
い
か
ら
湧
水
源
が
廃
れ
て
き

た
り
、
地
域
が
寂
れ
て
き
た
り
す
る
。

熊
本
の
湧
水
源
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、

そ
の
水
源
で
暮
ら
し
て
き
た
人
々
の
歴

史
文
化
が
あ
り
、
故
事
来
歴
も
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
人
々
が
弥
生
の
昔
か
ら
そ

こ
に
住
ん
で
水
を
大
切
に
し
な
が
ら
命

を
紡
い
で
き
た
と
い
う
「
物
語
」
の
掘

り
起
こ
し
が
必
要
で
す
。

水
と
い
う
の
は
、
地
域
文
化
の
揺
籃

よ
う
ら
ん

の
源
な
ん
で
す
ね
。
す
べ
て
の
源
泉
。

そ
の
命
の
泉
の
中
で
私
た
ち
が
今
も
生

き
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で
は
当
然
に
環

境
に
優
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
求
め

ら
れ
ま
す
し
、
自
然
と
共
生
し
た
素
晴

ら
し
い
暮
ら
し
が
あ
る
。
そ
れ
を
体
験

で
き
る
。
そ
う
し
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
都

会
の
人
に
も
、
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
、

地
元
の
皆
さ
ん
は
誇
り
に
思
っ
て
も
ら

え
ば
い
い
わ
け
で
す
。

暮
ら
し
と
の
歩
み
寄
り

し
か
し
、
地
元
の
人
に
は
日
々
の
暮

ら
し
が
あ
る
の
で
、
大
切
に
し
て
い
る

湧
水
源
に
他
所
の
人
が
あ
ん
ま
り
た
く

さ
ん
来
て
も
ら
っ
ち
ゃ
困
る
、
と
い
う

思
い
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
ま
で
は
あ

ま
り
ア
ピ
ー
ル
や
宣
伝
を
し
て
い
ま
せ

ん
。
お
お
か
た
の
地
域
は
そ
う
い
う
状

況
で
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
考
え
で
将
来
的

に
地
域
や
湧
水
源
を
守
っ
て
い
け
る
か

と
い
っ
た
ら
、
そ
う
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
過
疎
が
進
む
中
山
間
地
域
は
、

そ
う
し
た
考
え
で
は
大
切
な
湧
水
源
も

守
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
大
切
な
も
の
を

守
る
た
め
に
は
、
保
全
と
活
用
と
い
う

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
必
要
な
ん
で
す
。
来

訪
者
の
マ
ナ
ー
と
い
う
の
は
、
こ
れ
か

ら
充
分
啓
発
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。

ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
る
地
域
活

性
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
湧
水
源

の
保
全
、
そ
の
前
提
と
な
る
地
域
の
暮

ら
し
を
前
提
と
し
た
構
想
で
す
。
経
済

的
観
点
か
ら
の
観
光
地
づ
く
り
を
目
指

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
が
、

他
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
は
理
念
的
に
少
し

違
う
と
こ
ろ
で
す
。

何
か
特
別
な
こ
と
を
し
て
見
せ
る
の

で
は
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
湧
水

を
見
て
、
飲
ん
で
、
地
元
の
人
々
に
感

謝
し
な
が
ら
ま
た
次
の
湧
水
源
に
行
く
。

湧
水
源
を
見
る
と
、
そ
こ
に
暮
ら
す

人
々
の
暖
か
い
ハ
ー
ト
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
で
自
分
も
心
豊

か
に
な
れ
る
。
そ
う
し
た
資
源
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
地
域
に
と
っ
て
は
誇
り

に
な
る
は
ず
で
す
。

そ
う
な
れ
ば
訪
れ
る
人
は
マ
ナ
ー
を

充
分
わ
き
ま
え
て
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い

で
し
ょ
う
か
。

地
域
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
を
守
る
。

そ
の
た
め
に
は
水
に
優
し
い
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
と
か
水
に
優
し
い
考
え
方
と
い

う
も
の
が
重
要
。
そ
う
し
た
理
念
が
湧

水
源
地
域
の
エ
ー
ト
ス
に
な
っ
て
、
そ

の
地
域
に
持
続
的
に
根
づ
く
こ
と
が
素

晴
ら
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。

要
は
、
そ
れ
が
根
づ
く
か
ど
う
か
、

と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
よ
ね
。
熊
本
県

は
地
下
水
の
宝
庫
で
あ
り
、
豊
富
な
水

の
恩
恵
を
今
は
享
受
し
て
い
る
け
れ
ど
、

い
つ
ま
で
も
地
下
水
の
宝
庫
で
あ
り
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
わ
か

16



17 戦略的な水資源

ら
な
い
わ
け
で
、
そ
の
た
め
に
も
先
人

が
育
ん
で
き
た
水
の
エ
ー
ト
ス
の
復
興

が
必
要
と
思
い
ま
す
。

か
つ
て
健
康
政
策
の
分
野
で
、
健
康

を
す
べ
て
の
政
策
の
基
礎
と
す
る
ヘ
ル

ス
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
動
き
が
あ

り
ま
し
た
。
健
康
な
社
会
、
健
康
な
経

済
、
健
康
な
行
政
。
健
康
と
い
う
概
念

を
ヘ
ッ
ド
ポ
リ
シ
ー
に
し
て
社
会
の
あ

り
方
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
で

す
。
こ
う
し
た
考
え
と
同
様
に
、
自
分

た
ち
の
生
活
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
い

う
も
の
を
「
水
環
境
に
優
し
い
か
ど
う

か
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
う
少
し
見
直

し
、
そ
う
し
た
価
値
判
断
を
意
志
決
定

の
上
位
に
置
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
水
環

境
問
題
は
大
き
く
改
善
さ
れ
る
と
思
い

ま
す
。
私
は
、
多
少
こ
じ
つ
け
で
は
あ

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
「
ウ
ォ
ー
タ
ー
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
の
社
会
や
暮
ら
し
の
基
盤
は

水
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
水
資

源
が
枯
渇
し
た
り
、
汚
染
さ
れ
れ
ば
代

え
る
も
の
が
な
い
。
す
べ
て
が
影
響
を

受
け
ま
す
。

そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
水
は
戦

略
的
な
資
源
で
す
。
そ
の
恵
ま
れ
た
資

源
を
い
か
に
保
全
し
活
用
で
き
る
か
が
、

熊
本
県
に
と
っ
て
、
今
、
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

もとは湧水の豊富な湿地帯であった江津
湖は、加藤清正が江津塘を築いたことに
より現在の形になったといわれている。
美しい風景は芸術家に愛され、多くの絵
画や短歌、俳句に表現された。一時期は
汚染が進んだというが、下水道の普及に
よって水質は改善された。上江津湖と下
江津湖があり、上江津湖は特に豊富な湧
水に恵まれ、スイゼンジノリの発生地が
ある。囲いがあるのは、天然記念物に指
定されているためだ。上は、カワセミの
飛来を待つカメラマンたち。
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熊
本
と
の
出
合
い

私
は
、
実
は
生
ま
れ
も
育
ち
も
東
京

で
す
。
大
田
区
の
大
森
な
ん
で
す
が
、

ち
ょ
う
ど
私
が
育
っ
た
こ
ろ
の
多
摩
川

は
公
害
が
一
番
ひ
ど
い
こ
ろ
だ
っ
た
。

生
物
は
ま
っ
た
く
い
な
い
。
い
る
の
は

背
中
の
曲
が
っ
た
よ
う
な
魚
。
堰
か
ら

落
ち
る
水
が
泡
立
っ
て
、
風
に
ち
ぎ
れ

て
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
す
ご
い
風
景
の

所
で
育
っ
た
ん
で
す
。
そ
ん
な
と
き
父

が
多
摩
川
上
流
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ

た
。
そ
れ
で
、
川
っ
て
良
い
所
も
あ
る

ん
だ
な
と
い
う
の
を
知
り
ま
し
た
。
そ

れ
が
川
と
の
出
合
い
で
す
。

私
は
土
木
工
学
出
身
で
、
飲
料
水
を

つ
く
る
上
水
道
工
学
と
下
水
処
理
を
し

て
環
境
に
還
す
下
水
道
工
学
が
専
門
で

し
た
。
熊
本
に
来
て
か
ら
は
、
こ
れ
ま

で
下
水
処
理
で
微
生
物
を
扱
っ
て
い
た

関
係
で
、
工
学
的
な
も
の
以
外
に
保
全

生
物
学
、
あ
る
い
は
保
全
生
態
学
、
生

態
系
保
護
論
と
い
っ
た
科
目
も
担
当
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

熊
本
を
流
れ
る
大
き
な
川
に
、
白
川

が
あ
り
ま
す
。
１
９
９
４
年
（
平
成
６
）

か
ら
年
１
回
の
調
査
を
や
っ
て
い
て
、

今
年
で
17
年
目
で
す
。
白
川
は
本
流
が

74
㎞
、
黒
川
と
い
う
支
流
を
合
わ
せ
る

と
１
０
０
㎞
弱
あ
り
ま
す
。

こ
の
規
模
の
調
査
を
や
る
に
は
、
人

手
が
い
り
ま
す
。
全
学
か
ら
希
望
者
を

募
っ
て
、
大
体
３
㎞
お
き
に
31
の
ポ
イ

ン
ト
を
と
っ
て
採
水
し
、
生
物
調
査
も

併
せ
て
行
な
っ
て
い
ま
す
。
１
カ
所
で

最
低
４
人
必
要
で
す
の
で
、
31
カ
所
で

１
２
４
名
以
上
、
大
体
今
ま
で
１
５
０

名
か
ら
１
８
０
名
規
模
で
実
施
し
て
き

ま
し
た
。

１
９
８
５
年
（
昭
和
60
）
か
ら
熊
本
に

お
り
ま
す
が
、
素
晴
ら
し
い
水
環
境
の

所
で
す
。
町
の
中
に
湧
水
が
あ
り
、
73

万
人
の
熊
本
市
民
の
上
水
道
を
ま
か
な

っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
こ
の
人
口
規

模
で
は
多
分
唯
一
、
世
界
で
も
珍
し
い

こ
と
に
、
水
道
水
源
が
１
０
０
％
地
下

水
な
ん
で
す
。
地
下
水
を
水
道
水
源
に

金子 好雄
かねこ よしお
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熊本の豊かな水は、

「水使いの仕組み」と

「肥後人気質」をも育んできました。

持続可能な開発が求められる昨今、

「肥後人気質」が力を発揮する時代が

到来したように思います。

ツアーがツーリズムに昇華するために、

まずは熊本の歴史をひもといてみましょう。

くまもと アクアツーリズム

手永制度が
育んだ
肥後人気質

地図：国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル25000)「熊本、福岡、大分、佐賀、長崎、宮崎、
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道路データ（平成7年）、標高・傾斜度細分メッシュデータ（昭和56年）」より編集部で作図
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長崎県

19 手永制度が育んだ肥後人気質

使
っ
て
い
る
の
は
全
国
で
も
20
％
強
ぐ

ら
い
で
す
か
ね
。

ま
た
、
浄
水
場
も
ま
っ
た
く
あ
り
ま

せ
ん
。
熊
本
に
来
て
浄
水
場
を
見
に
行

っ
た
ら
、
施
設
も
何
も
な
い
の
で
す
。

「
何
に
も
な
い
の
？
」
と
聞
い
た
ら
、

大
き
な
着
水
井

ち
ゃ
く
す
い
せ
い

に
連
れ
て
行
か
れ
て
、

水
が
ぼ
ん
ぼ
ん
湧
い
て
い
る
。「
こ
れ
、

自
噴
で
す
」
と
言
わ
れ
て
び
っ
く
り
し

ま
し
た
。
こ
の
水
を
濾
過
も
せ
ず
、
塩

素
消
毒
だ
け
で
利
用
し
て
い
ま
す
。
水

質
が
い
い
の
で
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
熊
本
の
人
は
、
良
い
水
が

豊
富
に
あ
る
か
ら
、
貴
重
さ
を
あ
ま
り

わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
転
勤

や
進
学
で
県
外
に
出
て
、
初
め
て
熊
本

の
水
の
有
り
難
さ
を
知
っ
た
、
と
い
う

人
が
多
い
ん
で
す
よ
。

戦
国
時
代
の
熊
本

こ
の
地
域
は
昔
、
加
藤
清
正
が
肥
後

の
国
主
に
な
っ
て
治
め
る
ま
で
は
、
五

十
二
人
衆
と
呼
ば
れ
る
地
方
ご
と
の
国

衆
（
在
地
領
主
）
が
頻
繁
に
争
い
合
っ

て
い
て
、
ど
う
も
ま
と
ま
っ
た
川
の
整

備
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
す
。

そ
れ
で
、
こ
の
辺
り
で
は
米
が
つ
く
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

九
州
を
統
一
し
た
豊
臣
秀
吉
は
、

佐
々

さ
�
さ

成
政

な
り
ま
さ

を
肥
後
の
領
主
に
任
命
し
ま

し
た
。
佐
々
は
、
五
十
二
人
衆
に
対
し

て
検
地
を
強
行
し
ま
す
。
こ
の
支
配
に

反
旗
を
翻
し
た
五
十
二
人
衆
に
よ
っ
て
、

１
５
８
７
年
（
天
正
15
）
肥
後
国
衆
一
揆

が
起
こ
り
ま
し
た
。
佐
々
は
責
任
を
取

っ
て
切
腹
、
こ
の
争
い
を
記
念
し
た
国

衆
祭
り
は
４
０
０
年
以
上
経
っ
た
現
在

も
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
後
、
肥
後
国
の
北
半
分
が
加
藤

清
正
に
、
南
半
分
が
小
西
行
長
に
与
え

ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
加
藤
家
は
１

６
３
２
年
（
寛
永
９
）
に
忠
広
の
代
で
改

易
に
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
ま
で
の
資
料

は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
白

川
の
治
水
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
し
た

こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
白
川
の
南
を
流
れ
る
緑
川
の

治
水
に
つ
い
て
も
ほ
と
ん
ど
資
料
が
あ

り
ま
せ
ん
。
緑
川
は
も
と
は
小
西
行
長

の
領
地
で
す
が
、
行
長
は
関
ヶ
原
で
敗

れ
て
刑
死
し
城
も
落
城
し
て
い
る
の
で
、

小
西
家
の
記
録
も
残
っ
て
い
な
い
の
で

す
。
関
ヶ
原
の
合
戦
以
降
、
こ
の
領
地

は
清
正
に
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

一
方
、
加
藤
家
に
続
き
肥
後
を
治
め

た
細
川
氏
は
、
永
青

え
い
せ
い

文
庫
を
残
し
て
い

る
よ
う
に
資
料
を
見
事
に
残
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
歴
史
家
の
研
究

は
、
大
体
１
０
０
年
か
ら
１
５
０
年
後

に
書
か
れ
た
資
料
に
基
づ
い
て
い
る
ん

で
す
。
工
法
と
か
工
事
の
仕
方
で
年
代

を
判
断
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
古
い

仕
事
が
み
ん
な
清
正
が
行
な
っ
た
こ
と

か
、
と
い
う
と
実
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
熊
本
人
は
加
藤
清
正
贔
屓

び
い
き

で
す
か
ら
、
良
い
こ
と
は
何
で
も
「
清せ

い

正し
ょ

公こ

さ
ん
の
お
蔭
」
に
し
て
し
ま
う
傾

向
が
あ
り
ま
す
。

手
永
制
度

細
川
氏
が
行
な
っ
た
政
策
で
一
番
興

味
深
い
の
は
、
手
永

て
な
が

制
度
で
し
ょ
う
。

手
永
制
度
と
は
、
郡
奉
行
の
助
役
で

そ
の
地
域
の
実
質
的
な
統
括
者
で
あ
る

惣
庄
屋

そ
う
じ
�
う
や

を
手
永
に
任
命
し
、
政
治
、
経

済
、
軍
事
を
、
い
わ
ば
民
間
に
委
託
し

て
行
な
わ
せ
た
も
の
で
す
。
村
は
手
永

の
下
に
置
か
れ
、
小
庄
屋
（
村
庄
屋
）

が
地
方
を
統
治
し
ま
し
た
。
細
川
忠
利

は
肥
後
の
前
任
地
で
あ
る
小
倉
時
代
か

ら
、
こ
う
し
た
制
度
を
導
入
し
て
い
ま

す
。８

代
目
の
重
賢

し
げ
か
た

が
１
７
４
７
年
（
延

享
４
）
領
主
に
就
い
た
こ
ろ
に
は
、
幕

府
か
ら
の
出
費
や
工
事
の
負
担
要
請
に

よ
っ
て
細
川
藩
は
窮
乏
し
て
お
り
、
重

賢
は
１
７
５
２
年
（
宝
暦
２
）
に
「
宝
暦

の
改
革
」
を
実
行
し
ま
し
た
。
こ
の
こ

ろ
か
ら
、
藩
は
手
永
制
度
を
一
層
進
め

て
、
地
方
行
政
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い

よ
う
に
な
り
ま
す
。
民
間
に
や
ら
せ
る

こ
と
で
予
算
を
節
約
す
る
代
わ
り
に
、

利
益
が
出
た
ら
手
永
会
所
と
い
う
役
所

に
蓄
え
る
こ
と
を
許
し
た
ん
で
す
。
そ

の
管
理
は
惣
庄
屋
が
行
な
い
ま
し
た
。

橋
を
か
け
る
の
も
、
そ
う
し
て
蓄
え
た

資
産
を
利
用
し
て
や
っ
て
い
ま
す
。

熊
本
県
内
に
は
石
橋
が
多
く
、
今
で

も
３
０
０
以
上
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
全
国
の
石
橋
の
約
６
割
が
、
熊
本

5月22日12時から23日20時までの総雨量（アメダス速報値）は、熊本県
阿蘇市阿蘇乙姫で316㎜に達した。写真は、23日夕方の嘉島町付近の様
子。左が水路で中央が道、右が田んぼだ。東京モンには驚きの風景だが、
地元の人は慣れているのか平然としていたことに二度ビックリ。
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に
あ
る
と
い
わ
れ
る
く
ら
い
で
す
。
そ

れ
ら
を
つ
く
っ
た
の
も
、
藩
で
は
な
く

て
手
永
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
も
、
一
人

の
偉
人
や
有
力
者
が
つ
く
っ
た
の
で
は

な
く
、
地
域
が
つ
く
っ
た
ん
で
す
。
こ

れ
が
熊
本
の
す
ご
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い

ま
す
。

熊
本
県
の
中
央
に
位
置
す
る
美
里
町

（
旧
・
砥
用
町
と
旧
・
中
央
町
）
文
化
財
保
護

委
員
長
の
長
井
勲
さ
ん
か
ら
う
か
が
っ

た
の
で
す
が
、
岩
野
用
水
（
美
里
町
岩
野

地
区
）
の
岩
盤
開
削
に
際
し
、
石
を
割

る
と
き
に
火
薬
を
使
っ
て
い
る
ん
で
す
。

火
薬
は
戦
争
に
使
う
道
具
と
い
う
印
象

が
強
い
で
す
か
ら
、
民
間
が
火
薬
を
ど

こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
か
と
思
い
ま
す

よ
ね
。
今
の
佐
賀
だ
っ
た
か
福
岡
だ
っ

た
か
に
対
馬
藩
の
飛
び
地
が
あ
っ
て
、

そ
こ
で
火
薬
を
買
っ
た
と
い
う
記
録
が

残
っ
て
い
ま
す
。

手
永
が
育
ん
だ
肥
後
人
気
質

手
永
制
度
が
う
ま
く
い
っ
て
、
困
窮

し
て
い
た
細
川
藩
は
、
う
ん
と
豊
か
に

な
り
ま
し
た
。
肥
後
は
、
関
ヶ
原
以
降

表
お
も
て

石
高
は
54
万
石
で
し
た
が
、
裏
高

は
75
万
石
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

れ
が
１
８
０
０
年
代
半
ば
前
（
天
保
年
間
）

に
な
る
と
、
菱
田
勝
彦
さ
ん
の
研
究
に

よ
る
と
、
取
れ
高
は
２
０
０
万
石
と
も

い
わ
れ
て
大
変
豊
か
に
な
り
ま
す
。
だ

か
ら
天
保
の
飢
饉
で
も
実
質
、
餓
死
者

を
出
し
て
な
い
、
お
そ
ら
く
そ
の
当
時

の
日
本
で
は
珍
し
い
状
況
だ
っ
た
。

だ
か
ら
、
熊
本
は
明
治
維
新
が
必
要

で
は
な
か
っ
た
、
数
少
な
い
豊
か
な
藩

だ
っ
た
ん
で
す
。

し
か
も
面
白
い
の
は
、
豪
商
と
か
豪

農
が
出
な
い
こ
と
で
す
。
熊
本
に
は

「
肥
後
の
引
き
倒
し
」
と
い
う
言
葉
が

あ
っ
て
、
誰
か
が
突
出
し
て
く
る
と
足

を
引
っ
張
る
と
い
う
気
質
が
あ
る
と
言

わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み

る
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
で
は
な
く
、

突
出
し
て
豊
か
で
は
な
い
け
ど
突
出
し

て
貧
し
く
も
な
い
、
み
ん
な
中
間
的
と

い
う
か
中
間
層
的
と
い
う
か
「
み
ん
な

が
豊
か
」
と
い
う
珍
し
い
状
態
を
つ
く

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

美
里
町
に
あ
る
岩
野
用
水
も
、
江
戸

末
期
の
１
８
４
５
年
（
弘
化
２
）
に
中
山

手
永
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
用
水
で
す
。

こ
こ
の
惣
庄
屋
は
、
矢
島
忠
左
衛
門
と

い
う
人
で
す
。

ち
な
み
に
忠
左
衛
門
の
娘
の
内
、
三

人
は
肥
後
の
三
猛
婦
と
呼
ば
れ
る
女
傑

で
す
。

六
女
は
楫
子

か
じ
こ

と
い
い
、
社
会
事
業
家

で
禁
酒
、
廃
娼
の
婦
人
矯
風
会
を
創
立

し
、
国
際
的
に
活
躍
し
ま
し
た
。
も
う

一
人
は
徳
富
家
に
嫁
に
い
っ
た
四
女
の

久
子
で
、
徳
富
蘇
峰
、
徳
冨
蘆
花
兄
弟

の
母
親
で
す
。
残
る
一
人
は
、
横
井
小

楠
に
嫁
い
だ
五
女
の
つ
せ
子
で
す
。

横
井
小
楠
　
よ
こ
い
し
ょ
う
な
ん

（
１
８
０
９
ー
１
８
６
９
年
）

幕
末
の
政
治
家
・
思
想
家
。
統
一
国
家
の
必
要
性
か

ら
、
鎖
国
体
制
・
幕
藩
体
制
を
批
判
。
そ
れ
ら
に
代

わ
る
新
し
い
国
家
と
社
会
を
、
公
共
と
交
易
の
視
点

か
ら
模
索
し
た
。
外
国
と
の
通
商
貿
易
を
す
す
め
、

自
律
的
な
経
済
発
展
の
た
め
に
産
業
の
振
興
を
説

く
。
小
楠
の
考
え
方
は
、
保
守
的
な
考
え
の
強
か
っ

た
熊
本
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
招
請
に
よ
り
訪
れ

た
福
井
藩
や
幕
政
改
革
に
大
き
な
功
績
を
残
す
。
新

政
府
に
参
与
と
し
て
出
仕
す
る
が
、
１
８
６
９
年

（
明
治
２
）
攘
夷
論
を
と
る
十
津
川
郷
士
ら
に
よ
っ

て
、
京
都
で
暗
殺
さ
れ
た
。

肥
後
は
保
守
的
で
横
井
小
楠
を
受
け

入
れ
な
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
時
代
に
娘
を
こ
う
い
う
女
性

に
育
て
た
惣
庄
屋
が
い
た
の
で
す
か
ら
、

単
に
保
守
的
だ
っ
た
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
ね
。

岩
野
用
水
の
取
水
口
は
、
釈
迦
院

し
ゃ
か
い
ん

川

と
白
石
野
川
の
合
流
点
に
あ
り
、
白
石

野
川
側
に
堰
堤

え
ん
て
い

を
設
け
て
水
位
を
上
げ

る
こ
と
で
取
水
し
て
い
ま
し
た
が
、
ど

う
し
て
も
流
量
が
不
足
し
が
ち
だ
っ
た

た
め
、
釈
迦
院
川
の
上
流
に
別
の
水
路

を
掘
削
し
て
、
白
石
野
川
の
取
水
口
の

上
流
側
左
岸
に
導
水
す
る
こ
と
で
水
量

を
補
っ
て
い
ま
す
。

私
は
こ
れ
を
見
て
、
人
間
の
知
恵
っ

て
す
ご
い
な
と
感
心
し
ま
し
た
。
こ
う

し
た
こ
と
は
全
国
的
に
見
て
も
珍
し
く
、

文
化
遺
産
と
し
て
も
貴
重
な
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。

通
潤
橋
も

手
永
が
手
が
け
た
仕
事

阿
蘇
が
噴
火
し
て
火
砕
流
が
流
れ
込

み
、
溶
岩
と
火
山
灰
が
蓄
積
し
て
溶
岩

台
地
が
で
き
ま
し
た
。
熊
本
の
水
道
の
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発
祥
地
は
八
景

は
け
の

水
谷

み
や

と
い
う
所
に
あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
も
台
地
の
外
れ
の
崖
下
、

つ
ま
り
崖
線
上
に
あ
り
ま
す
。
空
港
が

あ
る
高
遊
原

た
か
ゆ
ば
る

も
、
通
潤
橋
が
あ
る
白
糸

台
地
も
同
様
で
す
。

断
面
図
で
見
る
と
、
カ
ル
デ
ラ
が
あ

っ
て
、
外
輪
山
が
あ
る
。
北
外
輪
山
に

沿
う
よ
う
に
流
れ
て
き
た
黒
川
と
、
南

外
輪
山
に
沿
う
よ
う
に
流
れ
て
き
た
白

川
が
合
流
し
て
、
外
輪
山
の
切
れ
た
所
、

阿
蘇
か
ら
の
唯
一
の
出
口
で
あ
る
立
野

た
て
の

火
口
瀬
か
ら
白
川
と
し
て
流
れ
出
し
て

い
ま
す
。
黒
川
の
由
来
は
、
火
山
灰
を

多
く
含
ん
だ
黒
く
濁
っ
た
水
だ
か
ら
、

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
熊
本
で
は
火
山

灰
の
こ
と
を
ヨ
ナ
と
呼
び
、
海
へ
ど
ん

ど
ん
流
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
河
口
付
近

は
す
ぐ
埋
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、
な
か

な
か
河
口
に
港
が
つ
く
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。白

川
の
南
を
流
れ
る
緑
川
は
名
前
の

通
り
周
り
の
山
々
の
緑
が
映
え
て
美
し

い
ん
で
す
が
、
白
川
流
域
は
あ
ま
り

木
々
に
囲
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
火
山
灰
台
地
上
を
流
れ
て
い
る
か

ら
で
す
。
火
山
灰
土
は
普
段
は
浸
透
性

が
良
く
て
い
い
よ
う
だ
け
ど
、
雨
が
降

り
す
ぎ
る
と
崩
れ
ま
す
。
す
る
と
川
の

水
が
、
高
密
度
で
破
壊
力
の
強
い
泥
流

に
な
っ
て
、
ま
さ
に
土
石
流
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。
白
川
は
熊
本
市
街
中
心
部

で
は
天
井
川
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
九

州
で
水
害
が
も
っ
と
も
恐
れ
ら
れ
て
い

る
川
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。

手永制度が育んだ肥後人気質

熊
本
は
わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、
台

地
状
に
島
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
ん
で

す
よ
。
ま
わ
り
の
低
い
所
に
は
川
が
流

れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
、
台
地
の
部
分

は
高
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
水
が
取
れ

な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
台
地
の

上
で
は
米
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
。

通
潤
橋
は
、
阿
蘇
外
輪
山
の
南
西
側

の
裾
野
、
上
益
城
郡
山
都

や
ま
と

町
（
旧
・
矢
部

町
）
に
あ
り
ま
す
。

橋
か
ら
の
放
水
が
有
名
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
実
は
ポ
イ
ン
ト
は
用
水
路
な

ん
で
す
。
要
す
る
に
白
糸
台
地
に
灌
漑

用
水
路
を
整
備
す
る
た
め
に
、
必
要
上

つ
く
ら
れ
た
水
道
橋
で
す
。

も
う
一
つ
興
味
深
い
の
が
、
石
垣
で

組
ま
れ
た
橋
台
、
鞘さ

や

と
呼
ば
れ
て
い
る

部
分
で
す
。
こ
れ
は
デ
ザ
イ
ン
で
は
な

く
て
、
下
の
地
盤
と
の
関
係
で
ど
う
し

て
も
こ
う
し
て
組
ま
な
い
と
本
体
を
支

え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
つ
く
ら
れ
た
ん

で
す
。
な
に
し
ろ
、
石
橋
と
し
て
は
日

本
一
の
23
ｍ
と
い
う
高
さ
で
す
か
ら
ね
。

こ
の
技
術
は
、
武
者
返
し
と
い
わ
れ
る

熊
本
城
の
石
垣
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
と

い
わ
れ
て
い
て
、
見
事
な
ア
ー
チ
を
描

い
て
い
ま
す
。

１
８
５
４
年
（
嘉
永
７
）
に
通
潤
橋
が

で
き
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
水
が
得
ら

れ
な
く
て
米
が
つ
く
れ
な
か
っ
た
白
糸

台
地
に
、
灌
漑
用
水
を
引
き
新
田
開
発

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
ち

な
み
に
九
州
で
は
用
水
路
の
こ
と
を
井

手
と
い
い
ま
す
。
通
潤
橋
も
藩
が
つ
く

っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
地
域
の
惣
庄

屋
だ
っ
た
布
田

ふ
た

保
之
助

や
す
の
す
け

と
い
う
人
が
中

心
と
な
っ
て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

当
時
の
用
水
は
、
農
業
用
水
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
て
、
生
活
用
水
と
し
て

も
使
わ
れ
ま
し
た
。
文
献
を
見
る
と

「
用
い
る
水
」
で
は
な
く
て
「
養
う
水
」

に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
用
水
と
は
つ

ま
り
養
う
水
な
ん
だ
と
。

ま
さ
に
そ
れ
は
言
い
得
て
妙
だ
な
と

思
い
ま
す
。
人
を
養
い
、
牛
馬
を
養
い
、

田
畑
を
養
い
、
作
物
を
養
う
と
い
う
意

味
を
含
ま
せ
て
養
う
水
と
し
た
ん
だ
ろ

う
。
私
は
、
そ
れ
が
人
間
の
生
活
を
養

っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ら

に
文
化
を
も
養
っ
て
い
る
と
い
う
風
に

思
っ
て
い
ま
す
。

砂
蓋

さ
ぶ
た用

水
路
は
維
持
や
管
理
も
必
要
で
す
。

例
え
ば
、
水
を
配
る
配
水
方
。

近
代
土
木
工
学
で
は
、
水
路
と
い
う

の
は
標
高
の
高
い
所
か
ら
低
い
所
に
、

片
勾
配
で
つ
く
る
と
教
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
代
に
は
逆

勾
配
で
つ
く
っ
て
い
る
箇
所
も
あ
り
ま

す
。
ト
ー
タ
ル
で
は
順
勾
配
で
高
い
所

か
ら
低
い
所
に
流
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、

平
べ
っ
た
い
Ｖ
の
字
型
に
つ
く
り
、
Ｖ

の
底
に
砂
蓋

さ
ぶ
た

を
つ
く
る
。

多
分
、
江
戸
時
代
は
い
ろ
い
ろ
用
途

が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
Ｖ
字
の

底
の
所
に
切
り
欠
き
を
つ
く
っ
て
、
角か

く

右2点：上益城郡御船町上野にか
かる八勢眼鏡橋。江戸時代、熊本
と延岡を結ぶ日向往還は、ここか
ら矢部に通じていた。渓谷は深く、
増水すると通行ができなくなるた
め、1855年（安政2）御船の木倉
手永で酒造業も営んでいた林田能
寛（よしひろ）が私財を投じて架
橋。石工 卯助、甚平兄弟が通潤
橋の次に築造した、長さ62mに及
ぶ県下で最長の石橋。
上と左：熊本市西唐人町にかかる
明八橋（上）と明十橋。ともに坪
井川にかかる橋で、築造者は皇居
の二重橋をかけた橋本勘五郎であ
るとされ、築造年が明治8年と10
年であるところから命名。
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落
と
し
の
よ
う
に
堰
板
を
は
め
て
お
き
、

こ
れ
を
取
れ
ば
田
ん
ぼ
の
中
に
水
を
入

れ
る
と
き
に
も
使
え
ま
す
。

水
が
取
れ
る
よ
う
に
し
て
お
け
ば
下

に
棚
田
も
つ
く
れ
ま
す
し
、
生
活
用
水

も
と
れ
ま
す
。

逆
勾
配
を
つ
け
て
お
け
ば
、
大
雨
が

降
っ
た
と
き
に
一
気
に
負
荷
が
か
か
る

こ
と
を
防
ぎ
ま
す
か
ら
、
水
路
が
壊
れ

る
こ
と
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
泥
が
溜
ま

り
や
す
く
な
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
泥
を

流
す
こ
と
も
容
易
に
な
り
ま
す
ね
。
こ

う
し
た
多
様
な
機
能
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
ん
で
す
。

こ
こ
に
は
砂
蓋
を
見
張
る
水
番
、
砂

蓋
番
が
い
て
、
自
分
の
所
に
我
田
引
水

す
る
人
が
い
な
い
よ
う
に
、
開
け
閉
め

を
管
理
し
て

い
ま
し
た
。

水
の
量
は
イ

コ
ー
ル
米
の

量
で
す
か
ら

水
が
な
け
れ

ば
米
は
で
き

な
い
。
だ
か

ら
畑
や
水
田

に
水
を
い
か

に
確
保
す
る

か
と
い
う
の

は
世
界
中
ど

こ
で
も
非
常

に
重
要
な
の

で
す
。

円
形
分
水
の
知
恵

そ
の
大
切
な
水
を
分
け
る
こ
と
が
、

い
か
に
大
変
だ
っ
た
か
を
視
覚
的
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
円
形
分
水
で

す
。
こ
れ
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
考
案

さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
文
句
が
出
な
い

公
平
な
分
け
方
を
思
案
の
末
に
考
え
つ

い
た
、
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
通
潤

橋
の
上
流
に
つ
く
ら
れ
た
円
形
分
水
は
、

１
９
５
６
年
（
昭
和
31
）
に
つ
く
ら
れ
、

笹
原
川
か
ら
取
水
さ
れ
た
水
を
野
尻
・

笹
原
地
区
と
白
糸
台
地
へ
３
対
７
で
分

水
し
て
送
り
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

大
変
な
知
恵
で
す
ね
。

水
を
ち
ゃ
ん
と
分
け
る
と
い
う
こ
と

が
い
か
に
難
し
か
っ
た
か
。
水
の
配
分

が
悪
い
と
、
血
の
雨
が
降
る
、
と
い
う

の
は
生
活
が
か
か
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

川
と
共
生
す
る
工
夫

白
糸
台
地
で
は
、
今
も
農
業
用
水
の

管
理
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
管
理

の
様
態
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
地
域

は
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
維
持
し
よ
う

か
と
考
え
て
い
て
、
通
潤
用
水
と
白
糸

台
地
の
棚
田
景
観
が
２
０
０
８
年
（
平

成
20
）
７
月
に
国
の
重
要
文
化
財
景
観

の
指
定
を
受
け
た
こ
と
を
活
か
し
て
、

観
光
客
が
歩
い
て
見
て
回
れ
る
よ
う
に

す
る
こ
と
で
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
利
用
し

た
用
水
の
管
理
が
で
き
な
い
か
と
い
う

五老ヶ滝川

白糸大地へ
笹原川より

水だめ
水だめ

放水口

通水管　115 ｍ

橋長　87 m

水の落ちる高さ

7.5 m

1.7 m

20.2 m

18.2 m

右上は熊本県上益城郡山都町に設置された環境省の説明看板

通潤橋史料館の図を参考に、編集部で作図
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こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

岩
野
地
区
に
住
ん
で
岩
野
用
水
を
管

理
す
る
人
も
、
一
番
若
く
て
60
歳
代
で

す
。
用
水
の
管
理
は
、
も
う
10
年
も
た

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
る
地
域

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
雨
が
降
る
と

き
に
見
回
っ
た
り
と
か
、
草
刈
り
と
か
、

大
変
な
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
高

齢
化
は
大
き
な
問
題
で
す
。

ま
た
、
熊
本
の
地
形
は
フ
ラ
ッ
ト
な

の
で
、
歴
史
的
に
見
て
も
、
川
は
結
構

暴
れ
回
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
制
御
す
る

か
と
い
え
ば
、
力
づ
く
で
自
然
に
逆
ら

っ
て
み
て
も
、
所
詮
、
人
間
は
か
な
わ

な
い
と
い
う
事
実
が
根
底
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
私
も
、
学
ぶ
べ
き
は
そ
こ
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
う
５
、
６
年
前
に
土
木
学
会
も
認

め
ま
し
た
け
ど
、
結
局
自
然
の
力
と
持

続
的
に
向
き
合
っ
て
い
く
た
め
に
は

「
防
災
」
で
は
な
く
「
減
災
」
だ
と
。

熊
本
人
の
知
恵
な
の
か
、
細
川
氏
の

統
治
能
力
の
す
ご
さ
な
の
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
熊
本
で
は
そ
の
辺
の
こ
と
を

非
常
に
う
ま
く
や
っ
て
き
た
ん
で
す
。
　

川
の
本
堤
の
外
側
な
ど
に
御
救
恤
開

お
き
�
う
じ
�
つ
び
ら
き

と
い
う
も
の
が
た
く
さ
ん
行
な
わ
れ
ま

し
た
。
御
救
恤
と
は
困
っ
た
人
な
ど
に

救
い
を
恵
む
こ
と
で
す
。

洪
水
に
な
っ
て
水
が
く
る
場
所
、
つ

ま
り
本
堤
の
外
に
あ
る
遊
水
池
を
、
普

段
は
御
救
恤
開
に
す
る
。
水
が
き
た
ら

だ
め
に
な
る
け
れ
ど
、
困
っ
て
い
る
人

は
そ
こ
を
耕
し
て
収
穫
を
得
て
も
い
い

で
す
よ
、
そ
こ
に
は
税
金
を
か
け
ま
せ

ん
よ
、
と
い
う
形
で
、
一
種
の
社
会
事

業
的
な
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

基
本
的
に
、
川
や
そ
の
流
れ
は
動
く

も
の
で
、
固
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
だ
か
ら
川
の
そ
ば
に
は
住
む
べ
き

じ
ゃ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
御
救
恤
開

の
よ
う
な
利
用
法
も
あ
る
。
こ
う
し
た

思
想
は
、
今
後
も
活
か
す
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。

使
い
す
ぎ
れ
ば
な
く
な
る

よ
く
学
生
に
言
う
ん
で
す
け
れ
ど
、

風
呂
桶
に
水
を
溜
め
て
栓
を
抜
け
ば
水

は
抜
け
ま
す
が
、
出
る
量
と
入
る
量
が

同
じ
な
ら
ば
水
位
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

少
し
で
も
出
る
量
が
多
け
れ
ば
、
水
位

は
下
が
っ
て
、
い
ず
れ
空
に
な
る
。

豊
か
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
熊
本
の
地

下
水
も
、
使
用
量
が
涵
養
量
を
上
回
っ

て
い
た
ら
、
い
ず
れ
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
ど
う
す
る
か
。

基
本
的
に
は
涵
養
域
を
増
や
す
こ
と
と
、

使
用
量
を
抑
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

水
が
豊
か
な
熊
本
だ
か
ら
こ
そ
で
き

る
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
水
の

オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
こ
と
も

で
き
る
は
ず
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
せ
っ
か
く
の
財
産

で
あ
る
豊
か
な
水
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と

と
も
に
、
地
元
の
意
識
も
高
め
て
い
き

た
い
で
す
ね
。

浜町 

長野 

小原 

犬飼 
牧野 

相藤寺 

新藤 

小ヶ蔵 

愛藤寺域 

津留 

緑川

緑川

鴨猪川
内
大
臣
川

千
滝
川

白小
野川

南
田
川

千
滝
川

笹
原
川 

笹
原
川 

大
矢
川 

白
谷
川
 

五
老
ヶ
滝
川 

田吉 

米内蔵 

山都町 

美里町 

通潤橋 

下井手取水口 

田吉分水 
田吉余水吐 

小ヶ蔵余水吐 
小ヶ蔵分水 

高畦分水 

中オバネ分水 

大平田分水 

相藤寺分水 

白藤寺分水 

中オバネ余水吐 

朝寝開き余水吐 

上井手 

円形分水 

下井手 

上井手取水口 

白
糸
大
地

右上：笹原川から取水した水は、円形分水（1956年完
成）の中央から湧き出し、仕切りによって白糸台地に7、
野尻、笹原地区に3の比率で配水される。
右下・左：山都町の通潤橋。一般に通潤橋の説明に

「サイホン」という言葉が使われるが、別に五老ヶ滝川
の水を吸い上げているわけではなく、台地から台地へ
水を渡すために架橋しているのだ。
地図：熊本県上益城郡山都町教育委員会「山都町文化財団報告書第2
集　＜通潤用水と白糸大地の棚田景観＞　文化的景観調査報告　文化
的景観保存計画　2008年3月」、国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル
25000)「熊本」および国土交通省国土数値情報「河川データ（平成20
年）」より編集部で作図



熊
本
市
と
地
下
水

熊
本
市
は
豊
富
で
良
質
な
地
下
水
資

源
に
恵
ま
れ
、「
日
本
一
の
地
下
水
都

市
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
事
実
、
73

万
市
民
の
上
水
道
を
す
べ
て
地
下
水
で

ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
蛇
口
を
ひ
ね
れ

ば
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
、
ダ
ム
も
浄

水
場
も
な
い
、
こ
う
い
う
都
市
は
ほ
か

に
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
裏
を

返
せ
ば
、
都
市
の
需
要
を
十
分
に
満
た

す
水
資
源
は
、
地
下
水
し
か
な
い
。
従

っ
て
、
熊
本
市
は
地
下
水
と
共
存
す
る

道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

地
下
水
が
地
表
に
露
出
し
た
も
の
を

湧
水
と
呼
ぶ
わ
け
で
す
が
、
熊
本
市
と

そ
の
周
辺
に
は
大
湧
水
地
帯
が
あ
り
、

市
内
に
あ
る
水
前
寺
成
趣
園
や
江
津
湖

な
ど
は
そ
の
代
表
格
で
す
。
白
川
や
緑

川
と
い
っ
た
大
河
川
も
、
熊
本
市
に
集

ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
濃
厚

24

くまもと アクアツーリズム

地下水盆と共存する政策へ

阿蘇火山の自然のシステムと、

加藤清正はじめ先人がつくった人間の営みのシステムとが

熊本地域の地下水のメカニズムを生み出しました。

的場弘行さんは、熊本の水を守ることは

水が育んだ、生態系や土地のさまざまな文化という多様性を守ること、

と言います。

多様性を構成する一つひとつの資源を保存し、

後世に伝える仕組みをつくる政策についてうかがいました。

的場 弘行
まとば ひろゆき

熊本市企画財政局 財務部 管財課

熊本市環境保全局水保全課に7年間の在籍ののち、

現在は企画財政局管財課に所属。熊本市の地下水

保全政策の企画立案から実施を担当。水文化の普

及にも注力し、水遺産、水検定、水守など、全国

的に注目される熊本市独自の政策を牽引した。

くまもとウォーターライフホームページ
http://www.kumamoto-waterlife.jp/

な
水
文
化
も
育
ち
ま
し
た
。
物
質
と
し

て
の
水
だ
け
で
な
く
、
生
態
系
は
も
ち

ろ
ん
、
食
、
風
習
、
伝
統
文
化
な
ど
多

様
な
水
文
化
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
含
め

て
水
資
源
と
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

地
下
水
流
動
系

熊
本
市
は
、
阿
蘇
山
の
西
側
に
位
置

し
、
地
形
・
地
質
は
、
阿
蘇
火
山
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
ま
す
。
阿
蘇
外
輪

西
麓
か
ら
有
明
海
に
至
る
１
０
４
１

h
の
エ
リ
ア
は
熊
本
地
域
と
呼
ば
れ
、

熊
本
市
を
含
む
11
市
町
村
で
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
こ
に
広
域
の
地
下
水
盆

（
地
下
水
流
動
系
）
が
存
在
し
ま
す
。
主
要

な
帯
水
層
は
、
第
四
紀
の
阿
蘇
火
山
の

噴
出
物
な
ど
で
、
火
砕
流
堆
積
物
や
溶

岩
、
砂
礫
層
な
ど
が
中
心
で
す
。
つ
ま

り
巨
大
な
地
下
水
の
容
れ
物
を
阿
蘇
火

山
が
つ
く
っ
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
熊
本
地
域
の
地
下
水
は
阿
蘇
の
恵

み
な
の
で
す
。

そ
し
て
約
４
０
０
年
前
、
肥
後
に
加

藤
清
正
が
入
国
し
、
数
々
の
土
木
事
業

を
広
域
に
展
開
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の

一
つ
に
、
白
川
中
流
域
の
水
田
開
発
が

あ
り
ま
す
。
白
川
は
、
阿
蘇
カ
ル
デ
ラ

内
に
発
し
、
西
流
し
て
熊
本
市
を
貫
流

し
、
有
明
海
に
注
ぐ
一
級
河
川
で
す
。

清
正
は
そ
の
中
流
部
に
井
堰

い
ぜ
き

を
つ
く
り
、

水
田
の
開
発
に
着
手
し
ま
し
た
。
そ
れ

は
大
規
模
な
も
の
で
し
た
の
で
、
子
の

忠
弘
や
細
川
治
世
に
引
き
継
が
れ
、
完

成
に
至
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
水
田
開
発
が
地
下
水
に

大
き
く
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
ん
で
す
ね
。

阿
蘇
火
山
の
噴
出
物
で
形
成
さ
れ
た
土

地
で
す
か
ら
、
水
田
は
非
常
に
浸
透
性

が
高
く
、「
ザ
ル
田
」
と
形
容
さ
れ
ま

す
。
水
田
に
張
ら
れ
た
水
が
ど
ん
ど
ん

地
下
に
入
っ
て
い
く
。
通
常
の
水
田
の

５
倍
以
上
の
浸
透
能
力
が
あ
り
ま
す
。

水
田
と
し
て
は
出
来
の
悪
い
水
田
で
す

が
、
重
要
な
地
下
水
涵
養

か
ん
よ
う

域
と
な
る
の

で
す
。
　

さ
ら
に
、
白
川
中
流
域
の
地
下
構
造

は
、
地
下
水
の
貯
留
タ
ン
ク
の
よ
う
な

水
文
地
質
に
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
中

間
の
粘
土
層
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、

深
層
に
直
接
、
地
下
水
を
補
給
し
ま
す
。

熊
本
市
の
水
道
水
源
は
深
層
地
下
水
が

主
で
す
か
ら
、
よ
り
重
要
な
涵
養
域
と

い
え
ま
す
。「
土
木
の
神
様
」
と
い
わ

れ
る
清
正
公
と
い
え
ど
も
、
こ
の
こ
と

は
知
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
熊
本
地
域
の
地
下
水
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
阿
蘇
火
山
の
自
然
の

シ
ス
テ
ム
と
、
加
藤
清
正
は
じ
め
先
人

が
つ
く
っ
た
人
間
の
営
み
の
シ
ス
テ
ム

と
が
絶
妙
に
組
み
合
わ
さ
っ
た
仕
組
み

な
の
で
す
。
白
川
中
流
域
の
水
田
開
発

は
18
世
紀
に
ほ
ぼ
現
在
の
形
に
整
い
ま

す
の
で
、
現
在
の
よ
う
な
熊
本
地
域
の

地
下
水
シ
ス
テ
ム
は
こ
の
こ
ろ
に
完
成

し
た
、
と
い
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
　



地下水

砥川溶
岩

砥川溶
岩

有明海有明海

菊池台地

託麻台地

粘土層 砂れき
層

砂れき
層
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白川中流域

江津湖

菊池台地

託麻台地

高遊原台地

白川中流域

江津湖

基盤岩

地下水

阿
蘇
外
輪
山

基盤岩

阿
蘇
外
輪
山

阿蘇火
砕流堆

積物

阿蘇火
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粘土層

粘土層
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熊
本
の
年
降
水
量
は
約
２
０
０
０
㎜

と
多
く
、
熊
本
地
域
に
お
い
て
は
年
間

約
20
億
k
の
降
雨
が
あ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
う
ち
約
３
分
の
１
に
当
た

る
約
６
億
k
が
地
下
水
に
涵
養
さ
れ
て

い
ま
す
。
地
下
水
涵
養
の
内
訳
は
、
水

田
46
％
、
畑
地
・
草
地
41
％
、
山
地

13
％
と
、
水
田
か
ら
の
地
下
水
涵
養
が

大
き
い
こ
と
が
特
徴
で
す
（
１
９
９
０

年
度
の
値
）。

一
方
、
地
下
水
の
流
出
量
は
約
６
億

k
と
し
て
、
汲
み
上
げ
が
約
２
億
k
、

湧
水
の
流
出
が
約
３
億
k
、
有
明
海
な

ど
他
地
域
へ
の
流
出
が
約
１
億
k
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
が
水
収
支
の
概
要
で
す
。

地
下
水
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
計
算
結

果
に
よ
る
と
、
近
年
の
水
収
支
は
赤
字

基
調
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。ま

た
、
地
下
水
の
滞
留
時
間
は
、
阿

蘇
外
輪
か
ら
江
津
湖
ま
で
約
20
年
、
同

じ
く
白
川
中
流
域
か
ら
は
約
５
年
程
度

と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
下
水
保
全
の
歴
史

広
域
地
下
水
流
動
系
の
発
見
は
、
昭

和
30
年
代
（
１
９
５
５
年
〜
）
の
熊
本
農
地

事
務
所
（
現
・
九
州
農
政
局
）
の
地
質
官
で

あ
る
柴
崎
達
雄
さ
ん
ら
に
よ
る
台
地
部

の
地
下
水
開
発
調
査
に
端
を
発
し
ま
す
。

「
地
下
水
は
ど
こ
を
ど
う
流
れ
て
い
る

の
か
」。
阿
蘇
西
麓
台
地
部
に
広
が
る

畑
地
に
井
戸
を
掘
っ
て
農
業
用
水
と
す

る
た
め
、
水
文
地
質
が
詳
細
に
調
査
さ

れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
同
所
地
質
官
の

籾
倉
克
幹

よ
し
ま
さ

さ
ん
ら
、
大
学
・
在
野
の
研

究
者
や
熊
本
市
水
道
局
を
中
心
に
研
究

が
進
め
ら
れ
、
ま
た
第
四
紀
地
質
学
の

成
果
も
相
ま
っ
て
、
昭
和
50
年
代
（
１

９
７
５
年
〜
）
に
は
広
域
地
下
水
流
動
系

の
認
識
が
定
着
し
て
い
き
ま
す
。

特
に
１
９
７
５
年
（
昭
和
50
）
に
起
き

た
健
軍

け
ん
ぐ
ん

水
源
地
隣
地
の
マ
ン
シ
ョ
ン
建

設
問
題
は
、
地
下
水
研
究
を
前
進
さ
せ

た
だ
け
で
な
く
、
開
発
か
ら
保
全
へ
と

地
域
社
会
の
視
点
を
大
き
く
動
か
す
契

機
と
な
り
ま
し
た
。
　

当
時
、
住
宅
公
団
が
市
最
大
の
水
源

地
で
あ
る
健
軍
水
源
地
の
隣
地
に
高
層

住
宅
団
地
の
建
設
を
計
画
。
既
に
土
地

の
買
収
も
終
え
、
資
材
が
搬
入
さ
れ
る

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
事
態
は
進
ん
で
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
住
宅
団
地
の
基
礎

杭
が
水
道
水
源
の
主
要
帯
水
層
に
林
立

す
る
と
水
源
地
に
影
響
す
る
と
し
て
、

住
民
ら
の
反
対
運
動
が
起
こ
り
ま
し
た
。

市
も
調
査
を
行
な
い
、
結
局
、
計
画
は

白
紙
に
戻
り
ま
し
た
。

熊
本
市
議
会
は
翌
１
９
７
６
年
（
昭

和
51
）
３
月
に
「
地
下
水
保
全
都
市
宣

言
」
を
決
議
し
、
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）

の
「
熊
本
市
地
下
水
保
全
条
例
」
の
制

定
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
建
設

予
定
地
だ
っ
た
場
所
は
市
の
公
園
と
な

り
、
地
下
に
は
水
源
地
が
整
備
さ
れ
、

今
も
主
力
水
源
地
の
一
つ
と
な
っ
て
い

ま
す
。
後
に
「
災
い
転
じ
て
福
と
な
す
」
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右ページ：「浮島さん」と親しまれる浮島熊野座神社。 浮島湧水池の湖面に浮かぶ竜宮城の
ような神社は、水の郷 嘉島町のシンボルだ。
上：緑川の中無田閘門は、船の航行に際し、加勢川（高い）と緑川（低い）の水位差を調整す
るもの。水守の井村綋さんが模型を使って仕組みを説明してくれた。閘門の扉はこだわりの木
製。
左：的場さん自身も「講座・ガイド水守」。
下：加藤清正が手がけた白川中流域の代表的な堰である瀬田下井手の旧取入口（大津町）は屋
根付きで珍しい。石柱に堰板をはめる溝が彫り込まれている。

熊本市環境保全局水保全課発行の
『くまもとウォーターライフガイド
ブック』6ページの図版を参考に、
編集部で作図。
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と
言
わ
れ
る
出
来
事
で
し
た
。
１
９
８

０
年
（
昭
和
53
）
に
は
、
熊
本
市
営
戸
島

塵
芥
埋
立
地
の
地
下
水
汚
染
が
判
明
し
、

大
変
な
問
題
に
な
り
ま
し
た
。

平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
水
量
保
全
政

策
は
、
１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
ご
ろ
ま

で
は
、
県
市
合
同
の
地
下
水
総
合
調
査

の
実
施
、
地
下
水
観
測
井
の
拡
充
、
大

口
地
下
水
採
取
者
へ
の
節
水
合
理
化
指

導
な
ど
が
中
心
で
し
た
。

こ
の
間
、
水
質
の
面
で
は
、
ト
リ
ク

ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
な
ど
の
揮
発
性
有
機
化

合
物
に
よ
る
地
下
水
汚
染
が
顕
在
化
し
、

調
査
や
浄
化
対
策
で
大
変
な
時
期
も
あ

り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、

そ
の
都
度
、
反
省
や
対
策
が
と
ら
れ
て

き
ま
し
た
。

時
期
が
前
後
し
ま
す
が
、
熊
本
県
・

熊
本
市
は
、
多
く
の
研
究
者
の
協
力
を

得
な
が
ら
、
１
９
８
６
年
（
昭
和
61
）
と

１
９
９
５
年
（
平
成
７
）
に
２
度
の
地
下

水
総
合
調
査
報
告
書
を
ま
と
め
る
形
で
、

前
述
の
広
域
地
下
水
流
動
系
の
解
明
、

地
下
水
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
地

下
水
収
支
計
算
、
将
来
予
測
な
ど
を
行

な
い
、
合
わ
せ
て
地
下
水
保
全
の
課
題

解
決
へ
の
道
筋
が
、
徐
々
に
で
は
あ
り

ま
す
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
熊
本
地
域
の
地
下
水
研

究
や
対
策
の
歴
史
は
、
現
実
的
な
問
題

に
直
面
し
な
が
ら
進
ん
で
き
た
わ
け
で

あ
り
、
け
っ
し
て
最
初
か
ら
計
画
的
・

体
系
的
に
進
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

地
下
水
政
策
の
発
展

熊
本
地
域
に
お
け
る
地
下
水
量
の
減

少
は
、
時
代
と
と
も
に
都
市
化
と
水
田

の
減
反
が
進
ん
だ
こ
と
に
起
因
す
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
長
期
的

に
は
地
下
水
位
が
低
下
し
、
江
津
湖
な

ど
の
湧
水
量
も
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

一
方
、
地
下
水
の
汲
み
上
げ
量
は
、
１

９
８
４
年
（
昭
和
59
）
を
ピ
ー
ク
に
減
少

傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
生
活
用
水
使
用

量
は
他
都
市
に
比
べ
、
依
然
と
し
て
高

い
状
況
で
す
。

こ
う
し
た
中
、
地
下
水
量
政
策
を
発

展
さ
せ
る
「
熊
本
市
地
下
水
量
保
全
プ

ラ
ン
」
が
、
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
３

月
に
登
場
し
ま
し
た
。

基
本
的
に
地
下
水
量
保
全
の
政
策
は
、

地
下
水
の
汲
み
上
げ
量
を
減
ら
し
、
地

下
水
の
涵
養
量
を
増
や
す
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
プ
ラ
ン
は
５
カ
年
計
画
と

し
て
、
水
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
改
善
を
念

頭
に
置
き
、
熊
本
地
域
の
地
下
水
量
が

抱
え
る
課
題
に
対
応
す
る
よ
う
、
体
系

的
に
施
策
・
事
業
が
組
み
立
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
新
規
事
業
が
多
く
、

難
易
度
も
高
い
も
の
で
し
た
が
、
５
年

間
で
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
実
行
さ
れ
ま

し
た
。
事
業
の
例
を
挙
げ
る
と
、
節
水

市
民
運
動
の
展
開
、
水
道
料
金
の
改
定
、

白
川
中
流
域
の
水
田
を
活
用
し
た
人
工

涵
養
、
上
流
域
と
の
交
流
連
携
、
地
下

水
保
全
条
例
の
全
面
改
正
な
ど
で
す
。

馬場楠井手の鼻ぐり。下が模型で左下が現在。かつては手入れ
もされずに草がぼうぼうとしていたので、見るために降りてい
くのも命がけだったと言う（左上の写真は岡裕二さん提供の当
時の写真）。台地の下だから、ヨナ（火山灰の堆積物）が溜まる
と手入れができない。そのため用水路を掘る際に、隔壁を設け
牛の鼻ぐりのような穴を開けて、底の流速が増すことを利用し
てヨナを排出させた。恐るべし、加藤清正。



熊
本
地
域
の
地
下
水
保
全
は
、
最
終

的
に
は
広
域
管
理
の
仕
組
み
づ
く
り
が

必
要
で
あ
り
、
今
後
の
熊
本
の
地
下
水

保
全
の
歴
史
の
中
で
、
大
変
重
要
な
ス

テ
ッ
プ
と
な
る
は
ず
で
す
。
関
係
行
政

に
は
、
こ
れ
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
大
き

な
責
任
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　

多
様
性
の
証
明
「
熊
本
水
遺
産
」

「
熊
本
の
水
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
」

と
、
よ
く
自
問
し
て
き
ま
し
た
。
答
え

は
平
凡
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
〈
多
様
性
〉

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
水
は
、
生
態
系

を
育
み
、
土
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を

育
み
ま
す
。
従
っ
て
、
熊
本
の
水
を
守

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
多
様
性
を
守

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、

多
様
性
を
構
成
す
る
一
つ
ひ
と
つ
の
水

資
源
、
例
え
ば
湧
水
で
あ
り
、
水
と
か

か
わ
り
の
深
い
史
跡
で
あ
り
、
食
で
あ

り
、
祭
り
や
風
習
で
あ
り
、
こ
れ
ら
資

源
を
保
存
し
後
世
に
伝
え
て
い
く
こ
と

で
し
ょ
う
。

特
に
現
代
は
時
代
の
移
り
変
わ
り
が

速
く
て
、
街
並
み
な
ど
も
す
ぐ
変
わ
っ

て
し
ま
い
ま
す
ね
。
小
さ
な
湧
水
地
な

ど
は
開
発
の
波
で
跡
形
も
な
く
消
え
失

せ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
う
し
た
現
状
は
、

多
様
性
の
危
機
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

熊
本
市
で
は
、
多
様
な
水
文
化
を
守

り
伝
え
る
た
め
「
熊
本
水
遺
産
登
録
制

度
」
を
創
設
し
ま
し
た
。
湧
水
、
食
、

土
木
建
築
、
祭
り
、
風
習
な
ど
有
形
無
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最
も
重
要
な
地
下
水
涵
養
域
で
あ
る

白
川
中
流
域
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、

水
田
を
活
用
し
た
涵
養
事
業
で
す
。
上

流
域
の
大
津
町
や
菊
陽
町
な
ど
と
協
定

を
結
び
、
減
反
に
よ
り
転
作
し
た
農
地

に
１
〜
３
カ
月
間
水
張
り
を
行
な
っ
て
、

熊
本
市
が
参
加
農
家
に
助
成
金
を
交
付

す
る
仕
組
み
を
創
設
し
ま
し
た
。
現
在

は
４
０
０
戸
以
上
の
地
元
農
家
の
協
力

を
得
て
、
年
間
約
２
０
０
０
万
k
の
地

下
水
が
涵
養
さ
れ
て
い
る
と
見
込
ま
れ

て
い
ま
す
。
減
反
に
対
応
す
る
涵
養
事

業
で
す
。

さ
ら
に
地
下
水
保
全
条
例
の
全
面
改

正
の
中
で
、
開
発
や
建
築
物
の
新
築
時

な
ど
に
雨
水
浸
透
施
設
の
設
置
を
義
務

化
し
て
い
ま
す
。
都
市
化
し
て
し
ま
っ

た
区
域
の
地
下
水
涵
養
機
能
を
取
り
戻

す
こ
と
が
狙
い
で
す
。

そ
の
結
果
、
降
水
量
の
影
響
も
あ
り

ま
す
が
、
こ
こ
数
年
、
地
下
水
位
が
上

昇
傾
向
に
転
じ
て
い
ま
す
。
東
海
大
学

の
市
川
勉
教
授
に
よ
る
と
、
白
川
中
流

域
の
人
工
涵
養
事
業
が
付
近
の
地
下
水

位
を
約
２
ｍ
上
昇
さ
せ
て
い
る
と
、
事

業
の
効
果
を
評
価
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
ま
だ
量
に
お
け
る
対
策
は
不
十
分

で
あ
り
、
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
３
月

に
後
継
の
「
熊
本
市
地
下
水
保
全
プ
ラ

ン
」
を
策
定
し
、
事
業
の
継
続
と
定
着
、

強
化
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

一
方
、
水
質
の
面
で
は
、
硝
酸
性
窒

素
の
問
題
が
深
刻
化
し
つ
つ
あ
り
、
こ

れ
は
待
っ
た
な
し
の
状
況
に
あ
り
ま
す
。

地域が教えてくれる大切なもの

民の立場で発信する

岡 裕二
おか ゆうじ

舫
もやい

ワークス有限会社　代表取締役

1955年熊本・川尻出身。本業の地域計画づ

くりのかたわら、緑川の流域連携組織

（NPO法人）や九州の川の流域連携組織

（NPO法人）の事務局を務めている。

地域づくりの実践例として、NPO法人九州

流域連携会議が2000年より毎年主催してい

る九州「川」のワークショップ及び九州川

のオープンカレッジ（2003〜2008）、2008

年熊本県主催：八代元気づくり大賞、2005

年から2007年緑川流域委員会委員。

舫
ワ
ー
ク
ス
（
有
）
の
岡
裕
二
さ
ん
に
、

熊
本
の
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
ス
ポ
ッ
ト
を

案
内
し
て
い
た
だ
い
た
。
岡
さ
ん
は
加
勢

川
の
下
流
に
位
置
す
る
、
川
尻
の
出
身
。

学
生
時
代
以
降
、
熊
本
を
離
れ
た
時
期
が

あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
ず
っ
と
地
域
の
変

遷
を
見
守
っ
て
き
た
人
だ
。

本
業
の
地
域
計
画
づ
く
り
の
か
た
わ

ら
、
流
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
組
織
、
九
州
の
流
域

連
携
組
織
の
運
営
や
事
務
局
を
務
め
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
経
験
と
実
践
を
と
お
し
た

ノ
ウ
ハ
ウ
や
人
材
・
情
報
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
活
か
し
て
、
地
域
づ
く
り
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
、
熊

本
県
内
外
で
地
域
づ
く
り
に
か
か
わ
っ
て

き
た
。

美
し
い
水
が
豊
富
に
あ
る
熊
本
で
も
、

水
質
汚
染
や
地
下
水
位
の
低
下
、
中
山
間

地
の
過
疎
・
高
齢
化
や
都
市
部
の
空
洞
化

と
い
っ
た
悩
み
は
、
全
国
共
通
だ
。

「『
地
域
が
私
の
先
生
』
を
信
条
に
、
中

山
間
地
域
の
振
興
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
し

て
い
ま
す
。そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、

活
動
・
実
践
の
範
囲
が
流
域
環
境
の
保
全

に
と
ど
ま
ら
な
く
な
っ
て
き
た
、
と
い
う

こ
と
。
地
域
福
祉
、
環
境
教
育
、
ひ
い
て

は
防
災
シ
ス
テ
ム
の
研
究
に
ま
で
広
め
て

い
か
な
い
と
、
問
題
解
決
に
は
た
ど
り
着

き
ま
せ
ん
」

と
岡
さ
ん
。

熊
本
地
域
に
は
市
が
積
極
的
に
進
め
る

水
遺
産
を
は
じ
め
、
素
晴
ら
し
い
見
所
が

各
地
に
点
在
す
る
。
都
会
の
真
ん
中
の
水

前
寺
公
園
や
江
津
湖
の
よ
う
な
美
し
い
遊

水
池
は
、
水
の
恵
み
を
身
近
に
感
じ
る
き

っ
か
け
だ
。

岡
さ
ん
が
案
内
し
て
く
れ
た
フ
ィ
ー
ル

ド
は
、
水
と
人
の
暮
ら
し
の
か
か
わ
り
を

再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
、
い
わ
ば
財
産
。

ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
解
釈
を
広
げ
、

「
見
る
」
だ
け
で
は
な
く
「
触
れ
て
」「
か

か
わ
る
」
こ
と
で
、
環
境
保
全
や
地
域
の

活
性
化
に
も
貢
献
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
と
実
感
し
た
。

緑川の支流・加勢川の
下流に位置する川尻は、
岡さんのお膝元。外城
蔵と船荷の積み降ろし
に使われた約150mの石
段が残る。



28

に
し
た
熊
本
市
の
制
度
の
ほ
う
が
、
よ

り
本
質
的
で
あ
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。

登
録
数
も
限
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
現
在
、

60
件
の
水
遺
産
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す

（
２
〜
３
ペ
ー
ジ
を
参
照
）。

熊
本
水
遺
産
は
、
熊
本
市
の
水
文
化

カ
タ
ロ
グ
で
あ
り
、
多
様
性
の
証
明
で

も
あ
り
ま
す
。
水
文
化
と
い
う
と
小
難

し
い
で
す
が
、
い
わ
ば
郷
土
の
再
発
見
。

と
に
か
く
、
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

第
一
歩
な
の
で
す
。

そ
れ
で
「
熊
本
水
遺
産
め
ぐ
り
」
マ

ッ
プ
を
つ
く
り
、
水
遺
産
60
件
を
写
真

付
き
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。
な
か
な
か

好
評
で
、
全
国
紙
の
新
聞
に
紹
介
さ
れ

た
と
き
は
、
熊
本
出
身
の
方
か
ら
た
く

さ
ん
の
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
市
で
は
市
民
講
座
や
ツ
ア
ー
も
開

催
し
て
い
ま
す
。
市
民
の
方
か
ら
「
今

ま
で
知
ら
ん
か
っ
た
！
」「
ど
こ
に
あ

る
の
？
」
と
い
う
声
を
い
た
だ
く
と
、

う
れ
し
い
で
す
ね
。

水
遺
産
の
登
録
が
あ
っ
た
地
元
で
は
、

例
え
ば
埃
を
被
っ
て
い
た
よ
う
な
小
さ

な
湧
水
地
で
も
、
水
遺
産
登
録
を
機
に

見
直
さ
れ
、
清
掃
や
整
備
が
行
な
わ
れ

る
と
こ
ろ
も
出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
制

度
に
一
番
期
待
し
て
い
た
効
用
は
、
こ

の
よ
う
な
地
域
の
動
き
な
の
で
す
。
元

来
そ
れ
ぞ
れ
が
歴
史
を
持
っ
た
素
晴
ら

し
い
資
源
で
あ
り
、
磨
け
ば
光
る
の
で

す
か
ら
。

こ
の
水
遺
産
制
度
は
、
熊
本
市
が
２

０
０
６
年
（
平
成
18
）
11
月
に
策
定
し
た

「
く
ま
も
と
水
ブ
ラ
ン
ド
創
造
プ
ラ
ン
」

事
業
の
一
つ
で
す
。
こ
の
プ
ラ
ン
は
、

「
熊
本
を
訪
れ
た
い
」
あ
る
い
は
「
熊

本
で
暮
ら
し
た
い
」
と
評
価
さ
れ
る
よ

う
な
、
新
た
な
都
市
ブ
ラ
ン
ド
を
水
で

確
立
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

プ
ラ
ン
の
中
で
は
「
保
全
と
活
用
の

好
循
環
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
が
、
魅

力
や
価
値
に
気
づ
い
て
も
ら
う
こ
と
が

大
切
な
の
で
す
。
知
っ
て
価
値
が
あ
る

と
感
じ
れ
ば
、
自
ず
と
守
ろ
う
と
心
が

動
く
。
だ
か
ら
観
光
的
な
情
報
発
信
も

大
事
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
水
遺
産

は
地
味
で
す
が
重
要
な
事
業
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。
打
ち
上
げ
花
火
で
は
な
い
、

長
期
的
視
点
を
備
え
た
「
急
が
ば
回
れ
」

型
の
事
業
の
一
つ
で
す
。

水
と
人
を

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
す
る
「
水
守
」

水
守
制
度
と
は
、
熊
本
の
水
を
愛
し

て
活
動
す
る
人
た
ち
を
〈
水
守
〉
の
愛

称
で
登
録
す
る
制
度
で
す
。
手
続
き
は
、

申
し
込
み
後
に
講
習
会
を
受
講
す
る
だ

け
で
す
。

大
学
教
授
の
「
研
究
水
守
」、
飲
食

店
オ
ー
ナ
ー
の
「
お
い
し
か
水
守
」、

タ
ク
シ
ー
乗
務
員
の
「
ガ
イ
ド
水
守
」

な
ど
な
ど
。
実
は
私
も
「
講
座
・
ガ
イ

ド
水
守
」
な
ん
で
す
よ
。
水
守
の
前
の

部
分
の
名
称
は
自
分
で
自
由
に
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
名
の
自
覚
の

も
と
、
自
身
の
持
ち
場
で
活
動
す
る
の

形
を
問
わ
ず
、
熊
本
市
の
水
文
化
を
構

成
し
て
い
る
水
資
源
を
「
水
遺
産
」
と

し
て
、
市
が
登
録
し
て
い
ま
す
。
候
補

は
市
民
か
ら
募
集
し
、
事
務
局
（
水
保

全
課
）
が
調
査
を
行
な
い
、
熊
本
水
遺

産
委
員
会
の
審
議
を
経
て
、
登
録
さ
れ

ま
す
。

手
前
味
噌
に
な
り
ま
す
が
、
各
地
の

湧
水
を
対
象
に
し
た
名
水
の
選
定
制
度

と
比
べ
る
と
、
多
様
な
水
文
化
を
対
象



清
正
が
あ
り
、
地
名
が
あ
り
、
歳
時
記

が
あ
り
、
わ
り
と
本
格
的
な
熊
本
地
域

の
地
下
水
の
説
明
が
あ
り
、
と
い
ろ
い

ろ
な
角
度
か
ら
水
を
見
せ
て
い
ま
す

（
49
ペ
ー
ジ
を
参
照
）。

市
民
の
皆
さ
ん
が
自
腹
で
テ
キ
ス
ト

ブ
ッ
ク
を
買
っ
て
、
水
の
こ
と
を
勉
強

し
て
く
れ
る
。
有
り
難
い
こ
と
で
す
。

従
来
の
行
政
の
押
し
売
り
と
も
い
え
る

啓
発
講
習
会
と
は
１
８
０
度
違
い
ま
す
。

水
検
定
に
は
１
級
〜
３
級
が
あ
り
、

３
級
は
入
門
レ
ベ
ル
と
い
え
ど
も
、
熊

本
の
水
の
全
体
像
が
理
解
で
き
る
よ
う

な
設
問
形
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。
３
択

30
問
で
、
問
題
を
市
の
広
報
紙
な
ど
に

公
開
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
何
を
見

て
解
答
し
て
も
い
い
。
通
信
試
験
な
の

で
解
答
を
郵
便
で
送
る
だ
け
で
受
験
完

了
で
す
。
70
点
以
上
が
合
格
で
す
が
、

取
り
組
ん
で
も
ら
う
だ
け
で
十
分
価
値

が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
は
海
外
か
ら
も
３
級
の
受
験
者

が
あ
っ
た
ん
で
す
よ
。
合
格
す
る
と
何

か
も
ら
え
る
の
か
？
　
い
え
、
認
定
証

と
自
己
満
足
だ
け
で
す
。

水
検
定
受
験
者
に
は
小
中
学
生
が
多

い
ん
で
す
。
実
は
、
市
内
の
小
学
生
に

は
、
卒
業
す
る
ま
で
に
全
員
に
合
格
し

て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
し
て
、
小
学

校
に
出
張
授
業
に
出
か
け
て
水
検
定
を

受
け
る
よ
う
促
す
活
動
も
し
て
い
ま
す
。

最
終
的
に
は
「
教
育
」
な
ん
で
す
よ
ね
。

29 地下水盆と共存する政策へ

が
水
守
活
動
の
モ
ッ
ト
ー
。

水
守
に
な
る
と
、
水
守
名
簿
が
配
布

さ
れ
ま
す
。
事
務
局
か
ら
「
水
守
ニ
ュ

ー
ス
」
が
配
信
さ
れ
、
各
水
守
さ
ん
の

活
動
情
報
が
届
き
ま
す
。
現
在
１
３
２

名
の
水
守
さ
ん
が
各
地
で
活
動
し
て
い

ま
す
。「
水
守
ニ
ュ
ー
ス
」
も
メ
ル
マ

ガ
会
員
に
登
録
す
れ
ば
受
信
で
き
ま
す
。

制
度
設
計
と
し
て
は
、
人
材
情
報
バ

ン
ク
、
活
動
情
報
バ
ン
ク
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
形
成
の
３
機
能
を
備
え
た
仕
組
み

に
な
っ
て
い
ま
す
。

水
守
に
な
る
に
は
資
格
な
ど
不
要
で
、

熊
本
市
外
の
方
も
登
録
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
の
で
、
登
録
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
　
た
だ
一
つ
求
め
ら
れ
る
の
は
、

マ
イ
ペ
ー
ス
の
活
動
だ
け
で
す
。

合
格
者
１
万
人
突
破
！

く
ま
も
と
「
水
」
検
定

２
０
０
８
年
度
（
平
成
20
）
か
ら
は
、

水
検
定
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
全
国
初

の
〈
水
の
ご
当
地
検
定
〉
と
し
て
も
話

題
に
な
り
ま
し
た
が
、
送
料
負
担
だ
け

の
無
料
検
定
と
し
て
も
関
係
者
に
は
知

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
目
指
し
て
い

る
の
は
、
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
。
も
う

少
し
欲
を
い
え
ば
、
水
を
横
断
的
に
知

っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
繰
り
返
し
に

な
り
ま
す
が
、
多
様
性
で
す
。

公
式
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
を
読
ん
で
も

ら
え
ば
、
横
断
的
と
い
う
意
味
が
理
解

で
き
る
と
思
い
ま
す
。
阿
蘇
が
あ
り
、

熊本県上益城郡嘉島町で生まれ育った宮地小百合さんは、熊本
大学文学部総合人間学科で学び、卒業論文に「嘉島町の水環境
と人のかかわり」をテーマに選んだ。右ページ上、右下：「か
き原」湧水。右ページ左下：「寺の下」と呼ばれる洗い場。宮
地さんの聞き取り調査によると、50年以上にわたってここを利
用してきた道の向かいにある岩野商店の岩野要子さん（78歳）
は、「少し離れた人は、わざわざ洗濯ものを持ってくるのが大
変だからやめていった」と言う。上の2枚：湧水天然プール。
地元村民、川野益雄さんが1927年（昭和2）の明治神宮大会に
おいて、水泳競技800m自由形で優勝した記念につくられた。
周辺にプール施設がなかったこともあって、水泳選手の練習場
所としても重宝されたが、近年、利用者のマナーが悪く存続が
危ぶまれている。木道の左の水面に茂るのは、ウォーターレタ
ス。繁殖力が旺盛な外来種で、駆除に頭を痛めている。左：ホ
テルの蛇口にも「安心して飲める井戸水使用」の文字が。

下六嘉湧水群 
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周
年
放
牧
の
試
み

繁
殖
農
家
が
子
牛
を
産
ま
せ
て
、
肥

育
農
家
が
子
牛
を
買
い
取
っ
て
太
ら
せ

て
出
荷
し
、
食
肉
業
者
が
解
体
し
て
商

品
に
す
る
こ
と
で
、
牛
肉
は
皆
さ
ん
の

食
卓
に
上
が
り
ま
す
。

私
は
米
を
つ
く
っ
た
り
牛
を
つ
く
っ

た
り
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
の
畜
産
家

は
、
私
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
が
繁
殖
農

家
で
す
。

阿
蘇
の
繁
殖
農
家
は
、
普
通
、
夏
山

冬
里
方
式
と
い
っ
て
、
夏
は
山
に
放
牧

し
て
、
冬
に
な
る
前
、
11
月
ぐ
ら
い
に

家
に
連
れ
て
帰
っ
て
牛
舎
で
飼
う
。

し
か
し
私
は
ズ
ボ
ラ
か
ら
出
て
い
る

動
機
で
、
一
年
中
、
山
に
置
い
て
お
っ

た
ら
ま
ず
い
ん
だ
ろ
う
か
、
牛
は
嫌
が

る
ん
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
た
。
も
し
そ

れ
が
で
き
た
ら
、
コ
ス
ト
も
下
が
る
、

と
始
め
て
み
た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、

今
は
周
年
放
牧
と
い
っ
て
、
一
年
中
、

山
に
置
い
て
お
く
。
子
牛
も
山
で
産
ま

せ
て
、
離
乳
期
が
済
む
３
カ
月
齢
ぐ
ら

い
の
と
き
に
、
家
に
連
れ
て
く
る
ん
で

す
。
そ
れ
で
10
カ
月
齢
に
な
る
ま
で
育

て
て
市
場
に
持
っ
て
い
き
ま
す
。

近
隣
の
何
軒
か
の
農
家
も
や
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
が
、
家
で
飼
っ
て
い
る

よ
り
も
、
い
な
く
な
っ
た
り
死
ん
で
し

ま
っ
た
り
と
い
う
リ
ス
ク
は
あ
り
ま
す
。

牛
は
生
き
も
の
で
す
か
ら
、
食
べ
も

の
と
水
が
不
可
欠
。
冬
場
に
山
の
水
が

確
保
で
き
る
こ
と
が
、
周
年
放
牧
の
条

件
に
な
り
ま
す
。
冬
山
の
草
は
枯
れ
て

し
ま
い
ま
す
か
ら
、
サ
イ
レ
ー
ジ
を
定

期
的
に
山
に
持
っ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

サ
イ
レ
ー
ジ(silage) 

サ
イ
ロ
（
収
蔵
倉
庫
）
に
牧
草
な
ど
を
詰
め
、
発
酵

さ
せ
、
密
閉
す
る
こ
と
で
カ
ビ
や
腐
敗
を
防
い
で
、

長
期
保
存
を
可
能
に
し
た
家
畜
用
飼
料
の
一
種
。
水

分
量
の
調
整
や
乳
酸
菌
な
ど
を
添
加
す
る
な
ど
、
農

家
に
よ
っ
て
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
る
。

行
方
不
明
は
こ
の
10
年
で
２
頭
。
周

年
放
牧
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
死
亡
は
、

こ
こ
20
年
で
８
、
９
頭
で
す
。

牛
の
場
合
は
役
目
を
終
え
た
ら
屠
殺

さ
れ
ま
す
が
、
う
ち
で
は
引
退
さ
せ
て

死
ぬ
ま
で
飼
う
。
20
年
と
い
う
と
人
間

で
い
え
ば
80
〜
90
歳
で
す
。

周
年
放
牧
で
一
番
肝
要
な
の
は
、
種

付
け
で
す
。
種
付
け
し
な
い
と
、
子
牛

は
産
ま
れ
ま
せ
ん
か
ら
。
本
来
、
牛
の

種
付
け
は
99
％
人
工
授
精
。
人
工
授
精

の
免
許
を
持
っ
た
人
が
、
優
れ
た
遺
伝

子
を
持
っ
た
雄
牛
の
精
子
を
人
工
授
精

さ
せ
、
よ
り
高
く
売
れ
る
牛
を
交
配
で

つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

毎
年
、
県
で
、
種
牛
の
候
補
と
な
る

雄
を
選
抜
し
て
い
く
ん
で
す
が
、
だ
ん

だ
ん
絞
ら
れ
て
き
た
段
階
で
落
選
す
る

雄
が
何
頭
か
出
ま
す
。
そ
の
雄
は
屠
殺

さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
も
な
ん
で

す
か
ら
貸
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
、
と

お
願
い
し
て
連
れ
て
き
ま
す
。
で
す
か

ら
、
周
年
放
牧
プ
ラ
ス
自
然
交
配
。
だ

か
ら
、
雌
牛
は
私
に
感
謝
状
を
く
れ
る
。

30

山口 力男
やまぐち りきお

阿蘇百姓村村長

1947年熊本県阿蘇の赤水に生まれる。
同志社大学法学部へ進むが中退。世界各
国を放浪。1973年に帰郷、30歳を前に
農業を決意。1993年「阿蘇百姓村」開
村。農業の振興と、都市生活者との交流
の拠点にする。1987年全国農協青年組
織協議会委員長、熊本県阿蘇町農協理事
となる。阿蘇山麓の農業経営者らと農作
物の宅配、農作業請負などのグループを
結成し、農村と都市との交流に努める。

くまもと アクアツーリズム

訪れる人と共有する生業の場

高齢化と後継者不足から、存続の危機が取り沙汰される農村。

阿蘇でも、草原保全に不可欠な野焼き作業が続けられない地区があります。

「景観資源」として保全したい観光産業の思惑と農家が生業として牛を飼うことで、

結果として草原保全を行なってきた事実。

とかく対立の構図で語られる農村と都会、地元の暮らしと観光産業ですが、

「それは不毛の議論」、と言う山口力男さんの目指す先をうかがいました。



畜
産
農
家
の
都
合
で
い
え
ば
、
１
年

１
産
し
て
く
れ
た
ら
、
そ
の
牛
は
パ
ー

フ
ェ
ク
ト
。
30
年
、
40
年
の
経
験
を
持

っ
て
い
る
名
人
で
も
、
13
カ
月
か
14
カ

月
１
産
が
限
界
で
す
。
12
カ
月
で
子
供

を
産
ん
だ
ら
、
可
能
な
限
り
早
く
乳
離

れ
を
さ
せ
て
子
宮
を
回
復
さ
せ
て
、
受

胎
可
能
な
状
態
に
雌
牛
の
状
態
を
整
え

て
、
人
工
授
精
し
て
次
の
子
供
を
つ
く

る
。
も
の
す
ご
く
条
件
を
整
え
て
や
っ

て
も
、
１
年
１
産
は
難
し
い
。

牛
と
い
う
の
は
、
人
間
と
違
っ
て
、

月
に
１
回
し
か
発
情
が
こ
な
い
の
で
す

よ
。
そ
れ
も
た
っ
た
３
日
間
ぐ
ら
い
。

こ
れ
を
逃
し
た
ら
雌
は
受
胎
し
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
繁
殖
農
家
に
と
っ
て
、
雌
の
発

情
が
き
て
い
る
か
ど
う
か
を
計
る
の
は
、

非
常
に
重
大
な
問
題
な
の
で
す
。

し
か
し
雄
牛
な
ら
わ
か
る
か
ら
、
１

年
１
産
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、

と
考
え
ま
し
た
。
デ
ー
タ
を
取
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
で
も
１
年
１
産
は
難
し

い
。
や
は
り
雌
牛
の
体
調
も
あ
る
ん
で

し
ょ
う
ね
。
そ
れ
で
平
均
す
る
と
、
13

カ
月
１
産
ぐ
ら
い
に
な
る
ん
で
す
よ
。

借
り
て
き
た
と
は
い
う
も
の
の
、
県

は
返
せ
と
は
言
い
ま
せ
ん
か
ら
、
う
ち

の
雄
も
も
う
６
年
こ
こ
に
い
ま
す
。

ハ
ー
レ
ム
で
す
が
お
相
手
が
22
頭
も

い
る
も
ん
で
す
か
ら
、
最
近
ち
ょ
っ
と

疲
れ
気
味
な
ん
で
す
。
来
た
ば
か
り
の

こ
ろ
は
、
精
悍
な
顔
つ
き
の
自
信
満
々

の
様
子
で
し
た
が
、
最
近
ち
ょ
っ
と
。

で
も
義
務
を
果
た
さ
な
い
と
、
屠
場

に
連
れ
て
行
か
れ
る
と
必
死
で
す
。
だ

か
ら
、「
大
丈
夫
。
役
目
が
果
た
せ
ん

で
も
、
こ
こ
で
死
ぬ
ま
で
飼
っ
て
や
る

か
ら
」
と
言
い
聞
か
せ
て
い
る
ん
で
す
。

な
の
に
、
柵
を
越
え
て
隣
の
か
わ
い

い
牛
の
所
に
行
っ
た
り
し
て
い
る
。
柵

な
ん
て
ね
、
雄
牛
に
と
っ
て
は
あ
っ
て

な
い
よ
う
な
も
の
で
す
。
ジ
ャ
ン
プ
す

る
も
ん
ね
。
助
走
な
し
で
ぱ
っ
と
飛
ぶ
。

牛
は
生
き
も
の
。
好
み
も
あ
っ
て
、

意
思
も
あ
る
。
だ
か
ら
牛
と
つ
き
合
う

の
は
な
か
な
か
大
変
で
す
。

水
場
を
整
え
る
知
恵

今
は
ポ
ン
プ
で
汲
み
上
げ
て
い
ま
す

が
、
じ
い
ち
ゃ
ん
の
代
に
は
技
術
的
に

も
財
政
的
に
も
山
に
飲
み
水
を
確
保
す

る
こ
と
が
無
理
だ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
は
ど
う
し
て
い
た
か
と
い

う
と
、
草
千
里
の
放
牧
地
に
あ
る
窪
地

に
水
が
溜
ま
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ

こ
を
牛
た
ち
は
自
分
た
ち
の
糞
尿
を
踏

み
固
め
て
ビ
ロ
ー
ド
状
に
し
て
、
水
が

地
下
に
浸
透
し
て
い
か
な
い
よ
う
に
し

て
、
飲
み
水
を
確
保
し
て
い
た
ん
で
す
。

だ
か
ら
牛
た
ち
は
、
こ
こ
の
窪
地
に

は
雨
が
降
っ
た
ら
水
が
溜
ま
る
と
い
う

こ
と
を
わ
か
っ
て
い
て
、
地
下
浸
透
し

た
ら
水
が
減
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
て
、

そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
だ
か
ら
、
牛
も
馬
鹿
に
し
た
ら
い

か
ん
の
で
す
。
生
命
体
は
生
き
る
力
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
草
千
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青々した牧草が続く、阿蘇の草原（2010年5月24日撮影）



里
に
は
、
今
で
も
そ
う
し
た
水
飲
み
場

が
残
っ
て
い
ま
す
。
先
輩
か
ら
の
又
聞

き
で
す
け
れ
ど
。

広
大
な
敷
地
を
利
用
す
る

昔
は
大
半
が
牛
飼
い
だ
っ
た
の
に
、

今
は
集
落
３
７
０
戸
中
、
畜
産
農
家
は

５
戸
だ
け
。

と
い
う
こ
と
は
、
あ
の
草
原
は
も
う

維
持
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
、
熊
本
の

人
た
ち
の
水
源
と
し
て
あ
の
草
原
を
守

っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
阿
蘇
の

暮
ら
し
や
畜
産
が
、
結
果
と
し
て
水
源

を
守
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

ス
ト
レ
ー
ト
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

採
算
に
合
う
価
格
で
な
く
な
れ
ば
廃
業

す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
３
７
０

戸
中
、
５
戸
と
い
っ
た
ら
、
統
計
学
上

は
誤
差
の
範
囲
で
す
か
ら
ね
。
も
う
畜

産
農
家
は
な
い
、
と
言
っ
て
も
い
い
ぐ

ら
い
の
数
で
す
。

し
か
し
、
う
ち
の
集
落
が
管
理
し
て

い
る
草
原
が
２
６
０
ha
（
東
京
ド
ー
ム

55
・
６
個
分
）
と
い
い
ま
す
か
ら
、
か

な
り
広
い
。
こ
れ
だ
け
の
面
積
が
あ
る

と
、
畜
産
で
な
い
と
維
持
で
き
な
い
で

し
ょ
う
。
全
部
を
ゴ
ル
フ
場
に
す
る
わ

け
に
も
い
か
な
い
ぐ
ら
い
広
い
。
散
策

コ
ー
ス
に
し
て
も
広
す
ぎ
ま
す
よ
ね
。

所
有
権
と
利
用
権

所
有
者
は
個
人
だ
っ
た
り
百
何
十
名
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の
集
団
で
あ
っ
た
り
市
役
所
だ
っ
た
り

す
る
の
で
す
が
、
利
活
用
は
主
に
入
会

権
で
す
。

入
会
権
の
前
書
き
に
は
、
草
原
利
用

は
「
採
草
放
牧
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
牛
に
ま
つ
わ
る
場
所
だ
、

と
規
定
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
、

も
う
採
草
も
放
牧
も
し
な
い
人
が
圧
倒

的
に
多
い
中
で
は
、
そ
の
入
会
権
は
ど

う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
と
い
う
こ
と

が
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

例
え
ば
畜
産
農
家
と
し
て
の
採
草
放

牧
は
や
め
た
け
れ
ど
、
そ
の
集
落
の
利

益
を
得
る
た
め
に
ゴ
ル
フ
場
に
貸
し
た

場
合
は
、
入
会
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。
拡
大
解
釈
で
す
ね
。

こ
う
い
う
と
き
に
は
、
金
が
発
生
す

る
か
ら
取
り
決
め
が
厳
し
い
ん
で
す
。

例
え
ば
、
ゴ
ル
フ
場
が
１
０
０
万
円
払

っ
た
場
合
、
所
有
者
の
市
は
５
万
円
、

入
会
権
者
の
集
落
が
95
万
円
を
取
り
ま

す
。
こ
の
先
、
こ
う
い
う
こ
と
は
ど
ん

ど
ん
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
ね
。

入
会
権
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
れ
、

権
利
を
主
張
す
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
な

り
の
義
務
が
あ
る
。
草
原
を
維
持
・
管

理
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
象

徴
的
な
行
事
が
野
焼
き
で
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
平
安
時
代
か
ら
行

な
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
。
し
か
し

今
、
継
続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
ま
す
。

集
落
に
よ
っ
て
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
増
え
て
い
ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
自
体
を
否
定
す
る
つ
も
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阿
蘇
の
草
原
と
赤
牛
の
意
味

環
境
省
が
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）
に

行
な
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
観
光
客

は
阿
蘇
の
魅
力
に
つ
い
て
「
草
原
が
広

が
る
風
景
」
77
％
、「
山
の
連
な
り
や
カ

ル
デ
ラ
の
風
景
」
50
％
、「
牛
馬
の
い
る

風
景
」
38
％
と
答
え
て
い
ま
す
。

火
山
の
噴
火
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

こ
の
草
原
は
、
年
平
均
気
温
10
℃
、
降

水
量
３
０
０
０
㎜
を
超
え
る
と
い
う
気

象
条
件
か
ら
考
え
る
と
、
度
重
な
る
火

山
灰
の
影
響
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
現

在
で
は
う
っ
そ
う
と
し
た
森
林
に
覆
わ

れ
て
い
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
10
世
紀
ご

ろ
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
約
１
０
０

０
年
も
の
間
、
広
大
な
面
積
の
草
原
が

維
持
さ
れ
て
き
た
の
は
、
人
間
の
絶
え

間
な
い
働
き
か
け
が
続
け
ら
れ
て
き
た

結
果
で
す
。

こ
こ
は
、
火
山
灰
で
覆
わ
れ
た
酸
性

土
壌
で
あ
っ
た
た
め
に
、
水
田
の
肥
料

と
し
て
大
量
の
草
や
家
畜
の
糞
が
不
可

欠
で
し
た
。
多
く
の
地
域
で
勃
発
し
た

水
争
い
で
す
が
、
阿
蘇
で
は
草
が
、
そ

れ
に
匹
敵
す
る
ぐ
ら
い
重
要
な
価
値
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の
村
が

入
り
合
っ
て
利
用
し
て
き
た
阿
蘇
の
草

原
は
、
草
が
不
足
し
た
時
期
に
は
、
利

用
権
を
巡
っ
て
度
重
な
る
領
土
争
い
が

起
こ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

阿
蘇
の
草
原
景
観
に
大
き
く
関
与
し

て
き
た
の
は
、
赤
牛
で
す
。

褐
毛
和
種
　
あ
か
げ
わ
し
ゅ

一
般
に
赤
牛
と
い
わ
れ
る
。
熊
本
系
と
高
知
系

に
分
け
ら
れ
、
い
ず
れ
も
起
源
は
韓
牛
と
い
わ

れ
て
い
る
。
現
在
の
「
く
ま
も
と
あ
か
牛
」
は

阿
蘇
、
矢
部
及
び
、
球
磨
地
方
で
飼
わ
れ
て
い

た
在
来
種
と
シ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
種
の
交
配
に
よ

り
改
良
さ
れ
た
固
有
種
で
、
１
９
４
４
年
（
昭

和
19
）
に
和
牛
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
肥
育
に

お
い
て
、
黒
毛
和
牛
は
約
５
ｔ
の
飼
料
が
必
要

な
の
に
対
し
、
赤
牛
は
約
４
ｔ
と
、
成
長
効
率

の
良
い
品
種
で
あ
る
。

赤
牛
は
、
耐
寒
・
耐
暑
性
に
優
れ
て

い
る
た
め
放
牧
に
適
し
、
性
格
が
お
と

な
し
い
の
で
群
れ
で
飼
い
や
す
い
。
ま

た
、
ダ
ニ
に
強
い
と
い
う
特
性
の
た
め

に
、
長
ら
く
阿
蘇
で
飼
い
続
け
ら
れ
て

き
た
品
種
で
す
。

戦
後
、
農
業
機
器
の
機
械
化
や
化
学

肥
料
の
導
入
で
、
耕
作
用
の
赤
牛
は
役

能
力
と
し
て
の
役
目
を
終
え
、
畜
産
用

に
飼
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
１

９
５
０
年
代
半
ば
（
昭
和
30
年
代
は
じ
め
）

か
ら
は
、
広
大
な
草
地
を
持
つ
阿
蘇
は
、

国
政
や
県
政
か
ら
も
畜
産
基
地
と
し
て

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１
９
７
０
年
代
（
昭
和
45
〜
）
に
な
る

と
、
農
家
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
転
職
し

て
兼
業
化
が
増
え
る
一
方
、
規
模
を
拡

大
す
る
畜
産
業
者
も
出
て
、
牛
の
頭
数

が
増
え
て
農
家
の
数
が
減
少
す
る
と
い

う
傾
向
に
な
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
１
９
９
１
年
（
平
成
３
）
４

月
に
輸
入
枠
が
撤
廃
さ
れ
牛
肉
の
輸
入

が
自
由
化
さ
れ
て
か
ら
は
、
国
内
の
畜

産
頭
数
は
激
減
し
ま
し
た
。
阿
蘇
も
例

外
で
は
な
く
、
既
に
畜
産
農
家
が
い
な

く
な
っ
た
地
区
も
あ
り
ま
す
。
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り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
分
県
湯
布
院

町
で
の
野
焼
き
に
よ
る
死
亡
事
故
の
よ

う
に
不
慮
の
事
故
が
起
き
た
と
き
に
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し
て
ど
う
い
う
責

任
を
取
る
ん
だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
す
。

う
ち
の
集
落
で
も
２
年
ぐ
ら
い
受
け

入
れ
た
の
で
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

人
た
ち
は
張
り
切
っ
て
い
る
で
し
ょ
。

そ
れ
で
本
来
先
頭
に
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
入
会
権
者
の
ほ
う
が
下
が
っ
ち

ゃ
っ
て
、
観
客
席
に
お
る
ん
で
す
よ
。

そ
れ
は
お
か
し
い
。
権
利
を
主
張
す
る

な
ら
義
務
も
ち
ゃ
ん
と
果
た
す
べ
き
じ

ゃ
な
い
か
、
と
い
っ
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
受
け
入
れ
を
断
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
、
入
会
権
者
だ
け
で
野
焼
き

を
実
行
す
る
の
が
危
う
く
な
っ
て
い
る

集
落
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
所
に

（
財
）
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
と
い

う
団
体
が
入
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。

景
観
は
資
源
か

こ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
て
、
ず
っ
と
お

る
人
間
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
当
た
り

前
の
景
観
で
あ
っ
て
、
景
観
が
資
源
だ

と
言
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん
ね
。

私
も
一
度
出
て
行
っ
た
人
間
で
す
が
、

日
常
の
暮
ら
し
の
中
で
、
こ
こ
を
資
源

と
と
ら
え
た
こ
と
は
な
い
。
自
分
た
ち

の
暮
ら
し
の
場
で
す
か
ら
。
牛
を
飼
う

た
め
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
、
強
い
関
心

を
払
っ
て
き
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
資
源

と
い
う
気
持
ち
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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景
観
維
持
の
た
め
の
野
焼
き

阿
蘇
で
有
名
な
野
焼
き
は
、
草
原
の

維
持
に
重
要
な
行
事
で
す
。

野
焼
き
を
す
る
の
は
、
春
に
な
っ
て

地
面
に
発
生
す
る
ダ
ニ
類
を
撲
滅
す
る

の
が
第
一
の
目
的
で
す
。
こ
の
ダ
ニ
類

は
牛
の
大
敵
で
、
昔
か
ら
壊
滅
を
目
指

し
て
い
る
の
で
す
が
、
ま
だ
果
た
せ
て

い
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
は
、
冬
場
に
枯
れ
野
に
な

る
た
め
に
、
防
災
上
、
極
め
て
危
険
な

状
態
に
あ
る
草
原
に
意
図
的
、
計
画
的

に
火
を
入
れ
て
、
焼
き
払
う
こ
と
で
枯

れ
野
を
整
備
し
ま
す
。
放
牧
地
と
人
の

暮
ら
し
の
場
の
境
界
に
は
森
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
こ
も
燃
え
た
ら
す
ぐ
に
人
家

で
す
か
ら
、
と
て
も
危
な
い
の
で
す
。

ダ
ニ
駆
除
、
防
災
の
ほ
か
に
、
草
の

芽
吹
き
を
い
っ
せ
い
に
そ
ろ
え
る
、
と

い
う
役
割
も
あ
り
ま
す
。
枯
れ
草
の
層

が
厚
い
所
で
は
、
な
か
な
か
新
し
い
草

が
芽
吹
か
な
い
か
ら
で
す
。
観
光
の
面

か
ら
は
、「
い
っ
せ
い
に
芽
吹
い
た
美
し

い
新
緑
」
と
し
て
、
訪
れ
た
人
た
ち
に

大
変
喜
ば
れ
ま
す
。

し
か
し
、
畜
産
農
家
が
減
少
し
、
高

齢
化
す
る
中
で
、
労
力
も
技
術
も
要
求

さ
れ
る
野
焼
き
は
、
徐
々
に
行
な
わ
れ

な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
現
実
的
に
続

け
て
い
く
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
た

の
で
す
。

そ
の
た
め
、
利
用
や
手
入
れ
が
で
き

ず
に
放
置
さ
れ
、
灌
木
林
に
な
り
つ
つ

あ
る
所
、
植
林
さ
れ
た
所
な
ど
が
増
え
、

阿
蘇
全
体
の
草
原
面
積
は
明
治
期
の
３

分
の
１
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

手
入
れ
が
で
き
ず
に
放
置
さ
れ
た
森

林
の
問
題
は
、
阿
蘇
に
限
ら
ず
全
国
に

及
ん
で
い
ま
す
。
一
般
的
に
は
、
最
低

限
の
手
入
れ
を
し
て
密
植
し
た
林
地
に

空
き
地
を
つ
く
っ
て
光
を
入
れ
、
自
然

の
植
生
に
戻
し
て
い
く
整
備
を
す
る
、

と
い
う
対
応
策
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

阿
蘇
に
住
む
人
に
と
っ
て
の
「
生
活
の

場
」
は
、
訪
れ
る
人
に
と
っ
て
「
景
観

資
源
」
と
見
な
さ
れ
る
の
で
、
放
置
し

て
自
然
林
に
戻
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
、

と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
国
立
公
園
の
管
理
を
担
当
す

る
環
境
省
は
、
１
９
９
６
年
（
平
成
８
）

か
ら
景
観
を
守
る
た
め
の
積
極
的
な
保

全
策
を
打
ち
出
し
て
い
く
よ
う
に
な
り

ま
す
。

そ
の
中
に
は
、
こ
れ
ま
で
草
原
景
観

を
維
持
し
て
き
た
農
業
・
畜
産
業
と
両

立
さ
せ
る
た
め
の
試
み
、
例
え
ば
輪
地

切
り
（
延
焼
を
防
ぐ
た
め
の
防
火
帯
づ
く
り
）

労
力
削
減
の
た
め
の
設
備
、
技
術
の
開

発
実
験
や
、
赤
牛
産
直
活
動
の
支
援
、

草
原
再
生
を
活
用
し
た
観
光
・
環
境
教

育
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

景
観
資
源
の
保
全
の
た
め
に
、
環
境

省
が
こ
こ
ま
で
や
る
と
い
う
こ
と
は
、

普
通
に
考
え
る
と
不
思
議
な
気
が
し
ま

す
。し

か
し
、
阿
蘇
の
草
原
が
地
域
資
源

と
し
て
利
用
・
管
理
さ
れ
て
き
た
結
果

と
し
て
つ
く
り
出
さ
れ
、
維
持
さ
れ
て

き
た
経
緯
を
考
え
る
と
、
保
全
す
べ
き

景
観
の
中
に
は
放
牧
や
採
草
、
野
焼
き

と
い
っ
た
「
人
間
の
営
み
」
が
含
ま
れ

る
の
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い

え
ま
す
。

誰
が
守
っ
て
い
く
の
か

民
間
レ
ベ
ル
で
は
、
牛
肉
輸
入
自
由
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た
だ
、
財
産
と
い
う
意
識
は
、
ど
こ

か
に
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
関
心
は

薄
れ
る
け
れ
ど
、
完
全
に
無
関
心
に
な

る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
都

会
の
人
と
か
、
他
人
が
自
由
に
し
よ
う

と
す
る
と
気
に
な
る
は
ず
で
す
。

他
所
か
ら
の
人
が
別
荘
を
建
て
る
こ

と
な
ん
か
は
、
冷
や
や
か
に
見
て
い
ま

す
ね
。
自
分
が
生
産
年
齢
と
し
て
ピ
ー

ク
に
い
る
と
き
に
は
都
会
に
い
て
、
そ

こ
で
税
金
を
納
め
て
お
い
て
、
引
退
し

た
ら
こ
っ
ち
に
暮
ら
す
、
と
い
う
よ
う

な
こ
と
に
は
、
感
情
論
と
し
て
で
す
が
、

違
和
感
を
覚
え
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
実
際
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
例
え
ば
集
落
で
つ
く
っ
て
維
持
し

て
い
る
水
道
を
別
荘
の
人
に
分
け
る
か

ど
う
か
。
自
分
で
買
っ
た
土
地
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
挨
拶
も
な
し
に

家
を
建
て
て
住
む
よ
う
な
場
合
に
、
水

を
や
ら
な
い
ケ
ー
ス
も
出
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
う
な
る
と
、
そ
の
人
は

「
田
舎
の
人
と
い
う
の
は
な
ん
て
閉
鎖

的
だ
ろ
う
」
と
思
う
で
し
ょ
う
が
、
そ

こ
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
問
題
に
な
り
ま

す
も
の
ね
。

で
も
、
こ
れ
だ
と
永
遠
に
平
行
線
。

村
の
封
建
制
と
か
閉
鎖
性
と
か
い
い
ま

す
け
ど
ね
、
所
詮
、
人
で
す
か
ら
。
お

互
い
が
向
か
い
合
お
う
と
い
う
気
持
ち

が
あ
る
か
ど
う
か
で
す
。

今
の
都
会
の
人
た
ち
は
、
生
き
る
た

め
の
イ
ン
フ
ラ
が
す
べ
て
整
備
さ
れ
て

い
る
所
で
暮
ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、

35 訪れる人と共有する生業の場

化
の
翌
年
、
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）
に

地
元
の
新
聞
社
が
「
草
原
の
危
機
」
と

題
し
て
連
載
し
た
記
事
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
、
大
手
観
光
業
者
や
熊
本
市
内

の
生
活
協
同
組
合
な
ど
が
行
動
を
起
こ

し
ま
し
た
。

く
じ
ゅ
う
高
原
の
大
手
リ
ゾ
ー
ト
ホ

テ
ル
が
１
９
９
３
年
（
平
成
５
）
に
「
く

じ
ゅ
う
環
境
保
全
基
金
」
を
設
置
し
た

の
を
皮
切
り
に
、
１
９
９
５
年
（
平
成
７
）

に
は
「
全
国
草
原
サ
ミ
ッ
ト
」
が
、
１

９
９
８
年
（
平
成
10
）
に
は
「
野
焼
き
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
・
検
討
会
」（
観
光
協

会
な
ど
が
主
催
）
が
開
催
さ
れ
て
い
ま

す
。一

方
、
環
境
収
奪
型
の
観
光
に
危
機

感
を
抱
い
て
い
た
研
究
者
や
熊
本
市
内

の
生
活
協
同
組
合
な
ど
が
中
心
に
な
っ

て
、（
財
）
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
が

１
９
９
４
年
（
平
成
６
）
に
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
財
団
の
事
業
は
、
草
原
の

緊
急
避
難
的
保
全
対
策
と
並
ん
で
、「
新

し
い
か
た
ち
で
の
人
と
草
原
の
共
生
」

を
掲
げ
て
お
り
、
都
市
住
民
の
思
い
を

受
け
止
め
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
も
な
っ
て

い
ま
す
。

負
け
る
勇
気
を
共
有
す
る

（
財
）
阿
蘇
グ
リ
ー
ン
ス
ト
ッ
ク
で
は

１
９
９
８
年
（
平
成
10
）
か
ら
野
焼
き
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
組
織
化
を
進
め
て
お
り
、

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
に
は
延
べ
６
０

０
人
近
い
応
募
者
が
集
ま
る
ま
で
に
な

り
ま
し
た
。
野
焼
き
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
中
断
し
て
い
た

野
焼
き
を
再
開
し
た
地
区
も
増
え
始
め

て
い
ま
す
。

た
だ
、
野
焼
き
は
危
険
を
伴
う
作
業

で
す
し
、
技
術
や
経
験
が
必
要
と
さ
れ

る
た
め
に
「
野
焼
き
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
入
れ
な
い
」
と
決
め
て
い
る
集
落

も
あ
り
ま
す
。

草
原
の
利
用
方
法
が
変
わ
る
こ
と
で
、

そ
の
価
値
も
変
わ
り
ま
す
。
農
業
や
畜

産
業
に
よ
る
利
用
が
減
っ
た
こ
と
で
、

観
光
に
よ
る
「
景
観
資
源
」
と
い
う
新

た
な
価
値
を
与
え
ら
れ
た
阿
蘇
の
草
原

は
、
今
後
ど
の
よ
う
に
維
持
・
管
理
さ

れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。

お
そ
ら
く
、
今
ま
で
の
よ
う
に
実
際

の
利
用
者
の
考
え
だ
け
で
、
草
原
の
維

持
・
管
理
が
進
む
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
利
用
権
を
持
つ
人
た
ち
の
意
見
を

尊
重
し
、
直
接
利
用
し
て
い
な
い
が

「
景
観
資
源
」
と
し
て
草
原
を
大
切
に
思

う
人
た
ち
の
意
見
に
も
耳
を
傾
け
る
。

そ
う
い
っ
た
、
歩
み
寄
り
が
必
要
な
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

草
原
を
維
持
し
て
き
た
農
家
の
人
た

ち
は
、
自
分
が
こ
こ
で
暮
ら
す
こ
と
の

意
味
を
考
え
抜
い
て
、
生
活
し
て
い
る

人
た
ち
で
す
。
経
済
成
長
期
や
バ
ブ
ル

景
気
と
い
っ
た
時
代
に
は
、
そ
の
感
覚

は
間
尺
に
合
わ
な
い
と
見
な
さ
れ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
阿
蘇
の
あ
る
農
家
の
人
は
、

そ
れ
は
「
負
け
る
勇
気
」
で
あ
る
、
と

表
現
し
ま
し
た
。

今
後
の
草
原
の
保
全
に
際
し
て
も
、

単
に
観
光
資
源
と
し
て
貨
幣
換
算
で
き

る
価
値
を
求
め
て
い
た
の
で
は
解
決
に

な
り
ま
せ
ん
。
　

住
民
の
人
が
自
分
た
ち
の
将
来
を
考

え
抜
い
て
決
め
る
こ
と
は
、
外
部
の
人

た
ち
の
思
い
と
、
そ
う
か
け
離
れ
た
選

択
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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新　潟 
京　都 
愛　媛 
香　川 
埼　玉 
千　葉 
静　岡 
徳　島 
愛　知 
鳥　取 
滋　賀 
広　島 
岡　山 
山　口 
福　岡 
秋　田 
長　野 
三　重 
島　根 
茨　城
青　森 
群　馬 
岐　阜 
山　形 
兵　庫 
栃　木 
大　分 
福　島 
佐　賀 
長　崎 
宮　城 
沖　縄 
岩　手 
熊　本 
北海道 
宮　崎 
鹿児島 

飛騨牛 
米沢牛 
神戸牛 

近江牛 

松坂牛 

仙台牛 

熊野牛 

前沢牛 
石垣牛 

宮崎牛 

（ブランド牛） 

佐賀牛 
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繁殖用の雌牛の頭数 

全国の肥育農家は、九州、沖縄、北海道の繁殖農家によって 
支えられていることがわかる。 

畜養牛全体 
の頭数 肥育牛の頭数 

各都道府県における畜養牛と
繁殖用の雌牛、肥育牛の頭数
農林水産省「畜産統計 平成 21年版」より編集部で作図



農
村
に
は
そ
れ
ら
が
不
備
な
所
が
多
い
。

だ
か
ら
、
入
会
的
に
物
事
を
決
め
て
い

か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
場
面
が
た
く
さ

ん
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。

田
舎
で
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
暮
ら

し
て
い
け
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
田
舎
に

住
も
う
と
決
め
た
と
き
に
は
、
そ
の
こ

と
を
覚
悟
し
な
い
と
。

集
落
３
７
０
戸
の
う
ち
、
入
会
に
関

し
て
も
無
関
心
な
家
が
増
え
て
き
て
、

今
現
在
、
参
加
者
は
１
５
０
戸
で
す
。

採
草
地
は
分
け
て
、
不
公
平
感
が
な

い
よ
う
に
毎
年
場
所
を
変
え
な
が
ら
利

用
し
ま
す
。
草
原
に
印
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
ん
で
す
が
、
み
ん
な
、
も
う
わ

か
っ
て
い
ま
す
か
ら
。

た
だ
、
今
は
も
う
５
戸
し
か
な
い
も

ん
で
す
か
ら
。
私
が
農
業
を
始
め
た
ば

か
り
の
こ
ろ
は
、
ま
だ
40
戸
ぐ
ら
い
は

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
今
は
１
人
で
10
倍

ぐ
ら
い
の
土
地
を
利
活
用
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
も
、
５
戸
で

分
け
て
い
る
ん
で
す
よ
。

万
が
一
、
こ
れ
か
ら
新
規
に
畜
産
に

参
入
し
た
い
と
い
う
人
が
現
れ
た
ら
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
土
地
は
増
え
な
い

わ
け
で
す
か
ら
、
１
戸
あ
た
り
の
土
地

は
狭
く
な
り
ま
す
。
で
も
ま
あ
、
そ
う

な
っ
た
ら
、
み
ん
な
喜
ん
で
狭
く
し
ま

す
よ
。

幸
い
、
私
は
経
験
し
な
く
て
済
み
ま

し
た
が
、
昔
は
採
草
も
大
き
な
鎌
で
切

り
ま
し
た
。
も
の
す
ご
い
重
労
働
で
す
。

作
業
に
よ
っ
て
は
か
な
り
ハ
ー
ド
で
す
。

危
険
も
あ
り
ま
す
。
平
坦
地
で
何
の
障

害
物
も
な
か
っ
た
ら
、
ト
ラ
ク
タ
ー
も

安
全
な
ん
で
す
。
で
も
傾
斜
が
あ
っ
た

り
、
谷
が
あ
っ
た
り
。
し
か
も
今
は
人

手
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ト
ラ
ク
タ
ー

を
使
わ
な
い
と
や
り
き
れ
ま
せ
ん
。

自
慢
じ
ゃ
な
い
で
す
け
れ
ど
、
４
年

前
に
私
は
ト
ラ
ク
タ
ー
の
下
敷
き
に
な

っ
た
ん
で
す
。
骨
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

て
、
今
で
も
身
体
に
鉄
板
が
入
っ
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す

か
ら
ね
。
直
後
は
身
体
が
怖
が
っ
て
、

ア
ク
セ
ル
を
踏
め
な
い
ん
で
す
よ
。
や

っ
ぱ
り
、
思
い
出
す
と
怖
い
で
す
よ
。

そ
ん
な
目
に
遭
っ
て
ま
で
、
な
ん
で

私
は
畜
産
を
続
け
る
の
か
。「
お
前
は

ま
だ
死
ん
で
は
い
か
ん
。
生
き
て
社
会

貢
献
し
ろ
」
と
神
の
啓
示
が
あ
っ
た
ん

で
す
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
今
ご
ろ
死

ん
で
い
る
。

金
で
解
決
す
る
こ
と
で
は
な
い

環
境
税
と
か
水
源
税
と
か
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
資
金
は
も
ち
ろ
ん
大
切
で
す

が
、
そ
う
い
う
税
金
を
集
め
れ
ば
畜
産

農
家
が
増
え
た
り
、
地
域
が
活
性
化
す

る
か
と
い
う
と
、
私
は
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

そ
れ
よ
り
も
社
会
の
雰
囲
気
と
い
う

か
、
意
識
や
価
値
観
が
変
わ
ら
な
い
と

だ
め
で
す
よ
ね
。

今
の
社
会
は
、
ま
す
ま
す
都
市
に
一

極
集
中
し
た
り
、
価
値
観
が
限
ら
れ
て

き
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
う
じ
ゃ
な
く

て
、
価
値
観
が
も
っ
と
多
様
化
し
、
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
受
容
す
る
社
会
に
な

っ
て
い
か
な
い
と
、
い
く
ら
金
が
あ
っ

て
も
解
決
し
な
い
。

長
い
間
、
比
較
論
が
い
わ
れ
て
き
て
、

都
市
と
農
村
で
は
ど
っ
ち
が
良
い
と
い

う
よ
う
な
発
想
し
か
な
か
っ
た
。
そ
う

い
う
つ
ま
ら
な
い
議
論
は
そ
ろ
そ
ろ
や

め
た
ほ
う
が
い
い
。

誰
に
権
利
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
普
通
に

生
き
て
い
く
人
た
ち
の
価
値
観
の
中
に

「
都
市
だ
ろ
う
が
農
村
だ
ろ
う
が
同
じ

よ
う
に
大
事
」
と
い
う
気
持
ち
が
芽
生

え
て
、
も
し
そ
こ
が
損
な
わ
れ
よ
う
と

し
て
い
た
ら
そ
れ
を
「
サ
ポ
ー
ト
す
る

の
は
当
た
り
前
だ
」
と
思
う
社
会
に
し

て
い
か
な
い
と
。
そ
う
い
う
意
識
が
一

般
化
さ
れ
な
い
と
、
も
う
田
舎
は
、
農

業
は
、
畜
産
は
守
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

田
舎
に
い
る
こ
と
が
、
さ
も
負
い
目

や
引
け
目
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
社
会

が
異
常
な
の
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
正
常

な
社
会
を
つ
く
ら
な
い
と
。

比
較
優
位
論
は
、
金
や
効
率
で
し
か
、

も
の
を
見
な
い
ん
で
す
よ
。
価
格
だ
け

比
べ
て
高
い
か
ら
買
わ
な
い
、
と
い
う

素
朴
な
行
為
が
日
本
の
畜
産
を
ど
ん
ど

ん
追
い
つ
め
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
高

い
け
れ
ど
日
本
の
生
産
者
が
こ
れ
だ
け

頑
張
っ
て
い
る
ん
だ
か
ら
と
、
ご
く
普

通
に
選
択
す
る
人
が
、
ご
く
普
通
に
い

る
よ
う
な
社
会
に
な
れ
ば
、
ず
い
ぶ
ん
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す
か
。
比
較
論
ば
か
り
言
っ
て
。

都
会
か
ら
来
る
人
間
は
フ
リ
ー
ラ
イ

ダ
ー
だ
、
と
い
う
ば
か
り
で
は
、
不
毛

の
議
論
。
人
の
喜
び
が
自
分
の
喜
び
に

な
る
よ
う
な
世
の
中
に
な
ら
な
い
と
。

そ
う
い
う
関
係
を
早
く
つ
く
ら
な
い
と
、

田
舎
は
守
れ
な
い
。

「
た
ま
た
ま
違
う
場
所
に
住
ん
で
い

る
け
れ
ど
、
目
指
す
と
こ
ろ
は
同
じ
」

と
思
い
を
共
有
で
き
る
よ
う
な
社
会
に

な
っ
た
ら
、
農
村
は
守
れ
る
。
そ
う
で

な
い
と
、
い
く
ら
ふ
ん
だ
ん
に
農
業
補

助
金
を
こ
こ
に
入
れ
て
も
、
田
舎
は
守

れ
な
い
、
と
私
は
思
い
ま
す
。

こ
の
場
所
を
大
切
に
し
た
い

こ
う
言
い
な
が
ら
、
ど
う
し
て
も
立

場
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
な
あ
、
と
自
分

で
も
反
省
し
ま
す
。
よ
く
考
え
た
ら
、

今
は
農
村
の
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や

価
値
観
も
都
会
と
変
わ
ら
な
い
。
だ
か

ら
、
本
当
に
議
論
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な

い
こ
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

気
づ
く
こ
と
で
す
ね
。

そ
う
い
う
世
の
中
を
つ
く
る
た
め
に

は
、
も
っ
と
立
場
が
違
う
人
た
ち
が
話

し
合
う
場
を
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
。

う
ち
の
集
落
で
も
入
会
権
者
は
１
５

０
戸
と
言
い
ま
し
た
が
、
自
分
の
意
志

で
出
た
人
は
と
も
か
く
、
入
れ
な
い
人

は
「
な
ぜ
、
う
ち
に
は
入
会
権
が
な
い

の
か
」
と
い
う
こ
と
が
今
、
議
論
さ
れ

て
い
ま
す
。
集
落
に
よ
っ
て
与
え
方
が

違
う
ん
で
す
が
、
う
ち
の
集
落
で
は
長

男
だ
け
が
継
承
し
て
き
た
と
い
う
経
緯

が
あ
る
の
で
、
次
男
以
下
や
分
家
が
発

言
し
始
め
た
。
昔
か
ら
の
家
で
も
持
っ

て
い
な
い
場
合
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

私
個
人
の
考
え
と
し
て
は
、
こ
の
議

論
を
プ
ラ
ス
に
持
っ
て
い
き
た
い
。
入

会
権
者
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
る
今
だ

か
ら
こ
そ
、
新
し
い
人
を
入
れ
た
ら
い

い
。
た
だ
、
そ
の
た
め
に
一
定
の
条
件

を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
合
意

形
成
が
必
要
。

入
会
権
と
い
う
の
は
慣
習
法
の
よ
う

な
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
々
で
決
め
て

い
け
ば
い
い
ん
で
す
。

た
だ
、
み
ん
な
権
利
に
は
敏
感
だ
け

れ
ど
、
そ
れ
に
は
義
務
が
つ
い
て
く
る

か
ら
ね
。
そ
の
両
方
を
果
た
す
と
い
う

の
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
す
。

資
源
と
考
え
て
野
焼
き
に
来
る
の
か
、

財
産
と
考
え
て
野
焼
き
に
来
る
の
か
、

そ
ん
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
な

い
。
こ
の
場
所
を
大
事
に
し
た
い
、
と

い
う
気
持
ち
が
共
有
で
き
て
い
れ
ば
い

い
ん
で
す
。

住
む
人
と
訪
れ
る
人
が
、
ど
の
よ
う

に
阿
蘇
を
共
有
す
る
か
。
ど
ち
ら
も
阿

蘇
が
好
き
な
ら
、
好
き
と
い
う
こ
と
が

両
者
の
共
通
項
で
す
か
ら
。
そ
こ
に
は

差
異
は
あ
り
ま
せ
ん
。

立
場
の
違
い
を
、
対
立
関
係
で
と
ら

え
る
こ
と
は
な
い
ん
で
す
よ
。

37 訪れる人と共有する生業の場

多
く
の
こ
と
が
解
決
す
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
生
産
者
側

の
勝
手
な
願
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

牛
肉
偽
装
事
件
の
こ
と
を
い
え
ば
、

今
の
流
通
の
問
題
点
も
あ
る
。
一
生
懸

命
つ
く
る
人
、
一
生
懸
命
売
る
人
が
、

そ
れ
ぞ
れ
２
割
ず
つ
ぐ
ら
い
の
利
幅
し

か
も
ら
え
ず
、
そ
の
中
間
に
い
る
流
通

業
者
が
６
割
の
利
幅
を
持
っ
て
い
っ
て

し
ま
う
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て

お
い
て
い
い
の
か
、
と
い
う
議
論
も
当

然
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。

こ
れ
も
含
め
て
、
も
う
少
し
日
本
人

の
人
間
と
し
て
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
が
必

要
で
し
ょ
う
。
品
格
と
い
う
の
は
、
そ

う
い
う
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
が
。

だ
っ
て
、
都
会
か
ら
来
る
人
た
ち
が

喜
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
、
田
舎
に
住
む

人
た
ち
が
胸
を
張
っ
て
共
有
で
き
る
よ

う
な
環
境
に
な
っ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
で
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新
し
い
ツ
ー
リ
ズ
ム
・
地
域
活
性
策

と
し
て
有
望
視
さ
れ
る
「
ア
ク
ア
ツ
ー

リ
ズ
ム
」。

実
際
に
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
謳
っ

て
い
る
例
は
ま
だ
な
い
が
、
こ
れ
に
先

行
す
る
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
農

林
水
産
省
や
環
境
省
に
も
推
奨
さ
れ
、

各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

教
育
旅
行
に
代
表
さ
れ
る
受
注
型
企

画
旅
行
で
、
あ
る
程
度
の
収
益
を
上
げ

な
い
と
成
立
し
な
い
と
い
わ
れ
る
グ
リ

ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
だ
が
、
観
光
産
業
の

側
面
か
ら
で
は
な
く
、「
公
益
的
機
能

に
金
を
払
う
」
と
い
う
世
論
形
成
活
動

と
し
て
位
置
づ
け
る
と
し
た
ら
、
話
は

別
だ
。

実
際
に
、
世
論
形
成
の
た
め
に
グ
リ

ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
実
践
し
、
観
光
の

光
の
部
分
だ
け
で
な
く
影
も
見
せ
る

「
ブ
ラ
ッ
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
を
提
唱
し

て
い
る
、
熊
本
県
の
水
俣
市
久
木
野

く
ぎ
の

ふ

る
さ
と
セ
ン
タ
ー
愛
林
館
（
以
下
、
愛
林

館
）
の
活
動
を
紹
介
し
よ
う
。

ま
ず
は
、
編
集
部
の
グ
リ
ー
ン
ツ
ー

リ
ズ
ム
体
験
か
ら
。

お
も
て
な
し

昼
近
く
、
愛
林
館
に
到
着
。
こ
の
日

は
月
に
２
回
の
食
堂
営
業
日
。
地
元
の

女
性
た
ち
が
、
地
場
の
野
菜
や
米
を
使

っ
て
お
い
し
い
定
食
を
つ
く
っ
て
い
る
。

タ
イ
カ
レ
ー
な
ど
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
料
理

第28回 水の文化楽習 実践取材

の
日
も
あ
る
が
、
こ
の
日
は
棚
田
で
と

れ
た
餅
米
と
あ
ず
き
で
炊
い
た
赤
飯
、

九
州
産
の
小
麦
粉
で
つ
く
っ
た
団
子
汁

に
地
域
で
採
れ
た
柚
子
で
つ
く
っ
た
柚

子
胡
椒
と
い
っ
た
、
１
０
０
％
国
産
ど

こ
ろ
か
１
０
０
％
地
場
産
の
和
定
食
だ

っ
た
。

館
長
は
、
愛
林
館
が
で
き
た
と
き
に

公
募
で
選
ば
れ
た
沢
畑
亨
さ
ん
。

「
こ
の
割
り
箸
も
熊
本
産
の
間
伐
材
で

で
き
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
使
っ

て
く
だ
さ
い
。
杉
の
良
い
香
り
が
し
ま

す
ね
。
白
い
割
り
箸
は
、
ポ
プ
ラ
や
柳
、

シ
ラ
カ
バ
な
ど
が
材
料
で
、
防
カ
ビ
材

を
使
っ
て
い
る
か
ら
要
注
意
で
す
よ
」

と
、
食
事
に
か
か
わ
る
話
に
も
、
環

境
を
学
ぶ
要
素
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

赤
飯
に
使
っ
た
あ
ず
き
は
、
研
修
生

の
村
田
佐
代
子
さ
ん
が
手
塩
に
か
け
て

育
て
た
も
の
。

「
あ
ず
き
の
花
は
、
バ
ラ
バ
ラ
と
咲
き

ま
す
。
そ
こ
で
、
実
も
い
っ
せ
い
に

は
完
熟
せ
ず
、
収
穫
時
期
が
バ
ラ
バ
ラ

な
の
で
、
も
の
す
ご
く
手
間
が
か
か
り

ま
し
た
。
サ
ヤ
の
中
の
あ
ず
き
を
取
り

出
す
作
業
も
ひ
と
苦
労
。
あ
ず
き
の
国

内
生
産
が
減
っ
た
理
由
が
、
栽
培
し
て

み
て
わ
か
り
ま
し
た
」

と
村
田
さ
ん
。

餅
米
は
万
石

ま
ん
ご
く

と
い
う
品
種
の
香
り
米

だ
。
久
木
野
地
区
の
棚
田
で
は
、
昔
か

ら
う
る
ち
米
と
餅
米
の
２
種
の
香
り
米

が
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
う
る
ち
種
の
香

り
米
は
草
丈
が
２
ｍ
と
高
く
、
長
い
藁わ

ら

ブラックツーリズムのススメ
熊本県水俣市久木野ふるさとセンター愛林館の提言
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が
取
れ
る
た
め
、
細
工
用
と
し
て
も
栽

培
さ
れ
て
い
た
が
、
背
が
高
い
と
い
う

こ
と
は
倒
れ
や
す
く
、
栽
培
が
難
し
い
。

ど
ち
ら
も
収
穫
量
が
少
な
い
、
高
価

な
稀
少
品
。
普
通
の
米
に
１
割
ほ
ど
混

ぜ
て
炊
い
て
食
べ
る
。

香
り
米
は
付
加
価
値
を
つ
け
ら
れ
る

の
で
、
愛
林
館
で
は
、
つ
く
り
手
の
い

な
い
水
田
を
預
か
っ
て
香
り
米
を
栽
培

し
、
物
産
館
や
道
の
駅
で
販
売
し
た
り
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
Ｐ
Ｒ
な
ど
に
取
り

組
ん
で
い
る
。

寒
川
水
源

ま
ず
は
両
側
に
棚
田
を
見
な
が
ら
、

寒
川

さ
む
か
わ

水
源
へ
。
水
俣
市
民
の
水
道
の
水

源
で
も
あ
る
。

「
寒
川
を
抱
く
、
大
関
山

お
お
ぜ
き
さ
ん

は
標
高
９
０

１
ｍ
。
寒
川
水
源
は
、
標
高
３
０
０
ｍ

ほ
ど
の
所
に
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

よ
ほ
ど
う
ま
い
具
合
に
水
が
集
ま
っ
て

き
て
い
る
よ
う
で
、
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
湧

い
て
い
ま
す
。
１
日
あ
た
り
の
湧
水
量

は
、
３
０
０
０
ｔ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
山
が
深
く
な
い
の
で
、
ほ
か

の
所
は
す
ぐ
に
涸
れ
ま
す
。
川
は
頼
り

に
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
湧
き
水
は
涸

れ
な
い
の
で
、
こ
こ
か
ら
下
は
安
定
し

た
水
量
が
豊
富
に
あ
り
ま
す
。

こ
の
湧
き
水
の
お
蔭
で
、
あ
れ
だ
け

の
棚
田
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
下
に
18

軒
の
集
落
が
あ
り
ま
す
が
、
飲
料
水
を

こ
こ
か
ら
取
っ
て
い
ま
す
。
水
洗
便
所

も
風
呂
も
、
全
部
こ
の
湧
き
水
。
贅
沢

で
す
よ
ね
。
ニ
ジ
マ
ス
の
養
殖
も
や
っ

て
い
ま
す
。

今
上
が
っ
て
き
た
谷
間
に
は
、
両
側

に
約
30
ha
、
約
６
０
０
枚
の
棚
田
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
30
ha
の
棚
田
と
い
う

と
、
九
州
で
は
上
か
ら
３
番
目
ぐ
ら
い

の
規
模
で
す
。『
棚
田
１
０
０
選
の
中

で
日
本
一
私・

の・

家・

か・

ら・

近
い
棚
田
』
で

す
。
略
し
て
、
日
本
一
の
棚
田
」

久
木
野
を
過
ぎ
て
山
越
え
す
る
と
、

す
ぐ
に
鹿
児
島
県
だ
。

こ
の
急
な
峠
越
え
に
は
、
以
前
、
国

鉄
山
野
線
が
走
っ
て
い
た
。
水
俣
〜
久

木
野
間
は
１
９
３
４
年
（
昭
和
９
）
に
、

久
木
野
〜
薩
摩
布
計

ふ
け

間
は
１
９
３
７
年

（
昭
和
12
）
に
開
通
し
た
。
１
９
８
８
年

（
昭
和
63
）
に
廃
線
に
な
る
ま
で
、
わ
ず

か
50
年
ほ
ど
の
間
、
地
元
の
貴
重
な
足

と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

水
俣
〜
久
木
野
間
の
廃
線
跡
は
、
廃

止
後
早
々
に
撤
去
工
事
が
進
み
、
水
俣

駅
起
点
で
14
㎞
の
日
本
一
の
長
さ
を
誇

る
運
動
場
と
な
っ
た
。
愛
林
館
で
は
こ

こ
で
毎
年
、
久
木
野
し
し
鍋
マ
ラ
ソ
ン

大
会
を
開
催
し
て
い
る
。

棚
田傾

斜
地
の
ま
ま
で
は
耕
作
地
が
つ
く

れ
な
い
か
ら
、
一
部
を
削
っ
て
そ
の
土

を
谷
側
に
落
と
す
こ
と
で
平
ら
な
土
地

を
つ
く
る
。
棚
田
は
、
そ
こ
か
ら
出
て

き
た
石
を
山
側
の
矩の

り
面
に
積
ん
で
崩

沢畑 亨さん

さわはた とおる

水俣市久木野ふるさとセンター 愛林館館長

1961年熊本県生まれ。東京大学農学系大学院林
学専攻修士課程を修了。農学修士。修士論文

「80年代後半のむらおこし運動の考察」

卒業後、西武百貨店に入社。1988年に退社、今
井俊博さんと「熱帯文化研究開発機構」を創設
し、コンサルテーション・執筆・編集などを行
なう。1994年、愛林館の館長に全国公募で選ば
れ現在に至る。水俣市環境審議委員、熊本県地
域づくりコーディネーター、熊本大学講師など。

主な著書に『森と棚田で考えたー水俣発　山里
のエコロジー』（不知火書房 2005）

上：久木野の棚田を見る一番のビューポイント。沢畑館長の家から日本一近い棚田だ。1枚1枚が狭いこの棚田
に耕うん機を出し入れする苦労はいかばかりか。また、水俣市の森林は90％が人工林。用材林とするには不向
きな奥山までもが、杉や檜の人工林に変えられていった。沢畑さんは、奥山には適地適木でもっと広葉樹の森
を増やそうと、水源の森づくりにも励んでいる。右：豊かな水と人の努力に育まれた収穫物が食卓に上がる。
研修生の村田佐代子さんが丹誠込めてつくったあずきと棚田の米でつくった赤飯は、大変なご馳走だ。

5月22日行なわれた
「棚田のあかり」。約
2000本の竹筒に稲わ
らの芯を入れたたい
まつを灯す。
ご先祖に「今でも元
気に耕作をしていま
すよ」とご報告。燃
料は、使用済みの天
ぷら油を加工したバ
イオディーゼル燃料。
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鹿
力
を
発
揮
す
る
機
械
。
う
っ
か
り
す

る
と
畦
を
破
壊
し
て
下
の
田
ん
ぼ
に
転

落
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
ん
で
す
」

１
０
０
年
も
つ
仕
事

棚
田
に
石
垣
積
み
の
技
術
は
不
可
欠
。

石
垣
は
一
度
つ
く
っ
た
ら
お
し
ま
い
で

は
な
く
、
水
路
か
ら
の
水
漏
れ
な
ど
で

崩
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
手
入
れ
が
必
要

だ
。
だ
か
ら
今
で
も
、
70
歳
代
の
男
性

は
み
ん
な
石
垣
積
み
の
技
術
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
。

そ
の
中
の
お
一
人
、
寒
川
敦
さ
ん
に

指
導
を
お
願
い
し
て
、
石
垣
積
み
教
室

を
行
な
っ
て
、
幅
13
ｍ
の
石
垣
を
新
た

に
積
ん
だ
。

「
完
成
し
た
と
き
に
は
表
面
し
か
見
え

ま
せ
ん
が
、
立
体
で
考
え
た
と
き
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
石
が
必
ず
３
点
で
支
え
ら

れ
る
よ
う
に
し
て
置
い
て
い
き
ま
す
。

そ
の
際
に
、
な
る
べ
く
平
ら
な
面
を
表

の
面つ

ら

に
そ
ろ
え
る
よ
う
に
し
ま
す
。
２

点
は
何
と
か
な
る
け
れ
ど
、
３
点
目
を

見
つ
け
る
の
が
ち
ょ
っ
と
大
変
。
奥
の

ほ
う
に
石
を
か
ま
せ
た
り
し
て
、
支
え

を
つ
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

大
き
な
石
は
、
ユ
ン
ボ
を
使
っ
て
ワ

イ
ヤ
ー
で
吊
っ
て
下
ろ
し
ま
す
が
、
機

械
が
な
い
時
代
に
は
、
本
当
に
大
変
な

作
業
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
結
構
大
き

な
石
も
バ
ー
ル
を
差
し
込
め
ば
動
く
の

で
、
微
調
整
で
き
ま
す
。
て
こ
の
原
理

を
使
う
と
、
大
き
な
力
が
出
る
ん
で
す

ね
。こ

れ
だ
け
の
も
の
を
つ
く
る
と
、
達

成
感
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
ら
、
１
０

０
年
は
も
つ
。
な
か
な
か
１
０
０
年
も

つ
仕
事
っ
て
で
き
な
い
で
す
よ
ね
。
だ

か
ら
、
す
ご
い
ん
で
す
」

沢
畑
さ
ん
が
久
木
野
に
来
て
一
番
実

感
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
１
０

０
年
で
も
残
る
で
あ
ろ
う
仕
事
に
従
事

で
き
る
喜
び
と
充
足
感
だ
。
そ
れ
は
石

垣
に
も
造
林
に
も
い
え
る
こ
と
だ
。

石
工
集
団
近
江
穴
太
衆

あ
の
う
し
�
う

は
、
戦
国
時

代
に
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
の
城
の
石

垣
を
つ
く
っ
た
こ
と
で
能
力
が
高
く
評

価
さ
れ
た
。
そ
れ
以
降
、
全
国
の
藩
主

に
召
し
抱
え
ら
れ
た
と
い
う
。

「
熊
本
で
は
、
は
じ
め
は
加
藤
清
正
の

召
し
抱
え
た
穴
太
衆
が
熊
本
城
の
築
城

に
協
力
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
細

川
時
代
に
な
る
と
細
川
さ
ん
も
自
前
の

穴
太
衆
を
召
し
抱
え
て
い
た
の
で
加
藤

家
の
穴
太
衆
は
地
位
を
追
わ
れ
ま
す
。

そ
の
人
た
ち
が
各
地
に
散
ら
ば
っ
て
い

っ
た
こ
と
で
、
熊
本
県
内
に
は
石
垣
が

広
く
普
及
し
た
、
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
」久

木
野
に
は
高
さ
が
３
ｍ
20
㎝
も
あ

る
石
垣
が
あ
っ
て
、
特
別
な
風
格
を
持

っ
て
い
る
。

「
こ
こ
は
、
１
９
２
４
年
（
大
正
13
）
生

ま
れ
の
じ
っ
さ
ま
が
、『
天
草
か
ら
指

導
者
が
来
て
つ
く
ら
れ
た
石
垣
だ
と
、

う
ち
の
じ
い
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
』
と

い
う
こ
と
な
の
で
、
多
分
江
戸
時
代
に

て
美
し
い
と
感
じ
る
こ
と
は
た
や
す
い

が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
苦
労
に
も
思
い

を
至
ら
せ
た
い
も
の
だ
。

久
木
野
の
棚
田
は
、
１
枚
あ
た
り
の

面
積
が
２
ａ
、
約
60
坪
。
畳
で
い
う
と

１
２
０
枚
ほ
ど
の
広
さ
で
あ
る
。
農
作

業
に
は
、
田
ん
ぼ
か
ら
田
ん
ぼ
へ
と
耕

う
ん
機
を
出
し
入
れ
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
が
、
そ
の
手
間
と
危
険
性
は
、
耕

作
断
念
地
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。

「
耕
作
放
棄
地
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、

放
棄
し
て
い
る
の
で
は
な
く
断
念
し
て

い
る
ん
で
す
。
耕
作
が
続
け
ら
れ
て
い

る
田
ん
ぼ
も
、
ほ
と
ん
ど
は
ほ
か
に
勤

め
を
持
っ
た
棚
田
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
時

間
と
サ
ラ
リ
ー
を
注
ぎ
込
ん
で
維
持
さ

れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
米
は
棚
田
で
つ

く
る
よ
り
買
っ
て
き
た
ほ
う
が
安
く
て

楽
な
の
で
、『
先
祖
か
ら
の
田
畑
を
荒

ら
し
た
ら
い
か
ん
』
と
い
う
棚
田
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
の
善
意
に
頼
る
の
も
、
そ
ろ

そ
ろ
限
界
だ
と
思
い
ま
す
。

棚
田
は
牛
馬
と
人
間
が
作
業
す
る
時

代
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
作
業

道
は
狭
く
、
田
の
段
差
が
大
き
い
。
機

械
を
使
う
に
は
不
向
き
な
ん
で
す
。

石
垣
の
段
差
の
近
く
で
は
、
牛
馬
も

人
間
も
危
険
を
感
じ
て
慎
重
に
な
り
ま

す
が
、
機
械
で
あ
る
耕
う
ん
機
に
は
そ

ん
な
芸
当
は
で
き
ま
せ
ん
。
上
下
の
棚

田
を
つ
な
ぐ
ア
ル
ミ
板
の
上
を
、
耕
う

ん
機
で
後
ろ
向
き
に
降
り
て
い
く
の
は
、

命
が
縮
む
思
い
で
す
。

そ
も
そ
も
耕
う
ん
機
は
平
坦
地
で
馬

れ
て
こ
な
い
よ
う
に
固
め
る
こ
と
で
つ

く
ら
れ
る
。

「
こ
ん
な
狭
い
土
地
に
こ
れ
だ
け
の
石

が
埋
ま
っ
て
い
る
、
石
し
か
な
い
よ
う

な
土
地
だ
っ
た
ん
で
す
」

よ
く
千
枚
田
と
い
う
言
葉
を
聞
く
が
、

比
喩
で
は
な
く
、
本
当
に
１
０
０
０
枚

以
上
の
小
さ
い
田
ん
ぼ
が
連
な
る
地
域

も
あ
る
。
傾
斜
が
急
で
１
枚
あ
た
り
の

耕
作
田
を
広
く
で
き
な
い
た
め
に
、
小

さ
な
田
ん
ぼ
を
い
く
つ
も
つ
く
る
こ
と

で
千
枚
田
は
で
き
上
が
る
。
景
観
と
し

上は、石垣積み名人の寒川敦さんに指導をお願いして、石垣
積み教室で積んだ幅13mの石垣。左は、高さ3m20cmの超高
層石垣と沢畑さん。重機がない時代に、人力でどうやって積
んでいったのか。想像もつかない大変な作業だ。
左ページは、崩れた石垣を修復する霧島食育研究会の平島さ
ん。ムエタイの達人でもある。愛林館が借りている棚田には、
草刈り機としてヤギが大活躍。栄養が良いと双子を生むそう
だが、1匹は育児放棄されているので人工飼育中。
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グ
は
気
象
条
件
な
ど
に
左
右
さ
れ
、
地

域
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
こ
の
辺
り
で

す
と
、
だ
い
た
い
15
〜
16
年
で
す
ね
。

林
齢
15
年
の
小
径
木
は
、
昔
は
足
場
丸

太
な
ど
に
活
用
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、

今
は
需
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ス
ト
が

合
わ
な
い
た
め
に
、
間
伐
を
行
な
わ
な

い
か
、
行
な
っ
て
も
切
り
捨
て
に
な
っ

て
、
林
内
に
放
置
さ
れ
る
場
合
が
多
い

の
で
す
。

そ
れ
で
私
は
『
巻
き
枯
ら
し
間
伐
』

と
い
う
方
法
を
広
め
て
い
ま
す
。

根
か
ら
吸
い
上
げ
た
水
や
養
分
は
、

樹
皮
と
木
部
の
間
の
部
分
に
よ
っ
て
運

ば
れ
る
の
で
、
樹
皮
を
は
が
す
と
木
が

死
ん
で
立
ち
枯
れ
し
ま
す
。
そ
の
性
質

を
利
用
し
て
、
腹
巻
き
状
に
樹
皮
を
は

が
し
、
立
ち
枯
れ
さ
せ
る
間
伐
方
法
で

す
。伐

採
は
危
険
を
伴
う
し
、
結
構
、
労

力
が
か
か
る
作
業
。
樹
皮
を
は
ぐ
だ
け

な
ら
、
半
日
で
１
０
０
本
ぐ
ら
い
に
施

せ
る
か
ら
、
軽
減
に
な
り
ま
す
」

強
間
伐
し
た
（
一
時
に
た
く
さ
ん
の
木
を

間
引
く
）
場
合
に
、
風
通
し
が
良
く
な
り

す
ぎ
て
、
木
が
倒
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

巻
き
枯
ら
し
間
伐
な
ら
、
し
ば
ら
く
は

間
伐
し
た
木
が
立
っ
て
い
る
の
で
、
風

で
倒
れ
る
こ
と
を
予
防
し
て
く
れ
る
と

い
う
利
点
も
あ
る
。

し
か
し
、
沢
畑
さ
ん
に
よ
れ
ば
せ
っ

か
く
巻
き
枯
ら
し
間
伐
を
し
て
い
る
の

に
、
わ
ざ
わ
ざ
伐
採
し
て
切
り
捨
て
て

い
る
例
が
多
い
の
だ
と
い
う
。

「
立
ち
枯
れ
し
て
い
る
状
態
を
『
見
た

目
が
悪
い
』
と
感
じ
る
よ
う
で
す
。
伐

採
す
る
な
ら
、
巻
き
枯
ら
し
で
や
る
必

然
性
が
な
い
ん
で
す
が
。

最
初
は
１
ha
に
３
０
０
０
本
植
え
て
、

最
終
的
に
は
７
０
０
か
ら
８
０
０
本
ま

で
に
減
ら
し
ま
す
。
こ
こ
ま
で
減
ら
し

た
ら
、
あ
と
は
も
う
ず
っ
と
置
い
て
お

い
て
も
い
い
。
杉
は
成
長
が
早
い
け
れ

ど
、
寿
命
も
長
い
木
な
の
で
、
そ
の
ま

ま
置
い
て
お
い
て
も
よ
く
育
ち
ま
す
」

照
葉
樹
林
の
森

次
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
の
は
、

皆
伐
し
た
森
林
を
放
っ
て
お
い
て
回
復

さ
せ
た
自
然
林
。

「
皆
伐
や
山
火
事
、
火
山
噴
火
と
い
っ

た
撹
乱
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
ん
森
林
が

な
く
な
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
で
き
た
自

然
林
を
二
次
林
と
い
い
ま
す
。
原
生
林

と
い
う
の
は
、
一
度
も
な
く
な
ら
ず
に

続
い
て
き
た
森
林
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

二
次
林
も
何
百
年
も
す
れ
ば
原
生
林
に

近
づ
い
て
い
き
ま
す
。

こ
の
辺
り
の
二
次
林
で
最
後
に
優
勢

に
な
る
の
は
シ
イ
、
カ
シ
、
タ
ブ
の
類

い
の
常
緑
広
葉
樹
。
こ
れ
ら
は
暗
闇
に

強
い
種
で
す
の
で
、
落
ち
た
実
（
ド
ン

グ
リ
）
が
育
っ
て
い
き
後
継
者
に
な
り

ま
す
。

空
を
見
上
げ
る
と
、
樹
冠
が
鬱
閉
し

て
い
ま
す
ね
。
空
い
て
い
る
所
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
は
台
風
で
大
木
が
倒
れ

つ
く
ら
れ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
こ
れ

だ
け
の
高
さ
を
積
ん
だ
お
蔭
で
、
こ
の

上
に
は
相
当
広
い
面
積
の
田
ん
ぼ
を
つ

く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

コ
ン
ク
リ
ー
ト
も
重
機
も
な
い
時
代

に
、
人
力
で
、
身
体
と
頭
を
使
っ
て
つ

く
っ
た
の
が
棚
田
の
石
垣
で
す
。
下
手

に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
う
と
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
寿
命
が
き
た
ら
お
し
ま
い
で

す
か
ら
」

人
工
林
の
整
備

樹
齢
５
年
ほ
ど
の
杉
の
人
工
林
に
案

内
し
て
も
ら
う
。

「
杉
は
日
本
で
一
番
成
長
の
早
い
樹
木

で
す
。
こ
こ
に
植
林
さ
れ
て
い
る
杉
は
、

材
木
に
す
る
の
で
、
上
か
ら
下
ま
で
な

る
べ
く
同
じ
太
さ
で
あ
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。
そ
う
い
う
理
想
的
な
杉
を
目
指

す
た
め
に
、
な
る
べ
く
光
を
当
て
て
や

り
ま
す
。

杉
を
植
え
る
と
き
に
は
、
１
ha
に
３

０
０
０
本
。
野
球
場
は
だ
い
た
い
１
ha

か
ら
1.3
ha
で
す
か
ら
、
野
球
場
ぐ
ら
い

の
広
さ
の
所
に
３
０
０
０
本
の
杉
を
植

え
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。

１
ha
が
何
g
だ
か
わ
か
り
ま
す
か
？

１
万
g
で
す
ね
。
で
す
か
ら
１
坪
、
畳

２
枚
分
に
１
本
ぐ
ら
い
の
割
合
で
植
え

て
い
く
ん
で
す
。

時
間
が
経
過
す
る
と
枝
が
伸
び
て
葉

が
茂
り
、
鬱
閉

う
っ
ぺ
い

し
ま
す
。
そ
う
な
っ
た

ら
間
引
く
ん
で
す
が
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
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た
た
め
に
で
き
た
空
間
で
す
。
そ
う
い

う
隙
間
を
『
ギ
ャ
ッ
プ
』
と
い
い
ま
す
。

ギ
ャ
ッ
プ
が
で
き
る
と
、
地
表
ま
で

光
が
入
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
今
度
は

光
を
必
要
と
す
る
樹
種
が
大
き
く
な
れ

る
可
能
性
が
で
き
て
く
る
、
と
い
う
わ

け
で
す
。
あ
そ
こ
の
光
が
当
た
っ
て
い

る
所
に
、
山
桜
と
か
針
葉
樹
と
か
赤
松

な
ん
か
の
種
が
も
し
も
あ
っ
た
ら
、
大

き
く
な
る
チ
ャ
ン
ス
が
で
き
て
き
た
の

で
す
。
台
風
の
お
蔭
で
ね
。

ド
ン
グ
リ
な
ん
か
は
早
め
に
腐
り
ま

す
が
、
そ
れ
以
外
の
植
物
の
種
は
結
構

長
く
も
ち
ま
す
。
弥
生
時
代
の
遺
跡
か

ら
出
て
き
た
蓮
の
種
を
植
え
た
ら
、
芽

が
出
て
花
が
咲
い
た
と
か
、
ツ
タ
ン
カ

ー
メ
ン
の
墓
か
ら
出
て
き
た
エ
ン
ド
ウ

豆
の
種
が
発
芽
し
た
と
か
、
場
合
に
よ

っ
て
は
何
千
年
も
生
き
る
の
で
す
。

こ
の
辺
の
地
面
に
も
種
は
い
っ
ぱ
い

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
今
か
今
か
と
チ
ャ

ン
ス
を
狙
っ
て
い
て
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
で

き
て
光
が
射
す
と
、
地
面
の
温
度
が
上

が
っ
て
発
芽
し
ま
す
。
い
っ
た
ん
ギ
ャ

ッ
プ
に
枝
を
伸
ば
し
て
葉
を
茂
ら
せ
る

と
、
光
を
た
く
さ
ん
浴
び
て
大
き
く
生

長
す
る
か
ら
、
ま
す
ま
す
優
位
に
な
る

の
で
す
。

下
か
ら
伸
び
る
だ
け
で
は
な
く
、
横

か
ら
も
ギ
ャ
ッ
プ
を
取
ろ
う
と
枝
を
伸

ば
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
静
寂
の

中
で
結
構
激
し
い
競
争
が
行
な
わ
れ
て

い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

今
度
は
足
下
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ

れ
は
、
ギ
ン
リ
ョ
ウ
草
と
い
う
植
物
で

す
。
白
っ
ぽ
い
で
す
ね
。
葉
緑
素
を
少

し
し
か
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
栄
養
は

も
っ
ぱ
ら
根
か
ら
吸
い
上
げ
る
養
分
だ

け
で
ま
か
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
光

は
あ
ま
り
必
要
な
い
。
鱗
の
よ
う
な
模

様
が
あ
る
か
ら
銀
竜
草
。
こ
の
よ
う
に
、

自
然
の
条
件
の
中
で
適
応
で
き
る
も
の

だ
け
が
生
き
残
り
ま
す
」

土
壌こ

の
日
は
、
数
日
間
、
雨
が
降
り
続

い
た
あ
と
の
久
し
ぶ
り
の
晴
れ
間
。
沢

畑
さ
ん
は
森
の
中
の
地
面
を
掘
っ
て
見

せ
た
。

「
結
構
雨
が
降
り
続
い
た
あ
と
な
の
に
、

あ
ま
り
地
中
は
湿
っ
て
い
ま
せ
ん
ね
。

湿
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
水
が

浸
透
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

照
葉
樹
の
葉
っ
ぱ
が
地
表
を
マ
ル
チ

（
覆
い
）
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で

す
。
水
源
涵
養
力
だ
け
を
考
え
た
場
合
、

こ
の
森
に
は
あ
ま
り
力
が
な
い
。

落
葉
広
葉
樹
の
森
に
は
、
下
草
が
た

く
さ
ん
生
え
て
い
ま
す
ね
。
な
ぜ
な
ら
、

秋
に
落
葉
す
る
と
光
が
地
表
に
届
く
か

ら
で
す
。
下
草
が
生
え
る
森
で
は
、
草

の
根
が
開
け
た
穴
を
伝
っ
て
、
雨
水
が

地
中
に
浸
透
し
て
い
き
ま
す
。

た
だ
、
森
林
は
水
源
涵
養
の
た
め
に

存
在
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人

間
が
勝
手
に
機
能
を
分
け
て
考
え
て
い

る
だ
け
な
ん
で
す
よ
」

若
い
森

愛
林
館
で
管
理
し
て
い
る
森
林
は
、

現
在
21
ha
。
そ
の
内
の
3.2
ha
の
地
区
に

や
っ
て
き
た
。

「
こ
こ
も
、
も
と
も
と
は
照
葉
樹
の
森

で
し
た
。
国
は
こ
の
照
葉
樹
林
を
皆
伐

し
て
、
杉
や
檜
を
２
回
植
え
ま
し
た
。

２
回
目
の
伐
採
を
終
え
た
の
が
14
年
前

で
す
。
13
年
前
に
国
有
林
と
愛
林
館
が

分
収
林
（
他
人
の
所
有
地
を
借
り
て
、

森
を
育
て
る
）
契
約
を
し
て
、
植
林
し

ま
し
た
。
あ
る
程
度
年
数
が
経
っ
た
ら

皆
伐
し
て
売
り
上
げ
を
分
け
ま
す
。
貸

与
年
数
と
分
配
率
は
契
約
時
に
決
め
ま

す
。
こ
の
場
合
は
、
80
年
で
30
％
で
す
」

普
通
、
分
収
造
林
と
い
え
ば
、
用
材

に
な
る
樹
種
を
植
え
る
。
し
か
し
、
沢

畑
さ
ん
は
奥
山
ま
で
杉
や
檜
を
植
え
す

ぎ
た
か
ら
、
そ
う
で
な
い
森
を
つ
く
り

た
い
、
と
考
え
た
。

こ
こ
九
州
は
照
葉
樹
林
帯
に
属
し
て

い
る
の
で
、
照
葉
樹
は
風
土
に
合
っ
て

い
る
。
た
だ
、
全
部
照
葉
樹
だ
と
色
気

が
な
い
の
で
、
落
葉
広
葉
樹
も
植
え
て

い
る
と
い
う
。
そ
の
ま
ま
で
も
森
に
な

る
樹
種
を
植
え
て
い
る
か
ら
、
別
に
放

っ
て
お
い
て
も
い
い
の
だ
が
、
草
刈
り

と
ツ
ル
切
り
を
し
た
。
こ
れ
は
、
人
間

が
手
を
入
れ
る
こ
と
で
、
森
林
が
生
長

す
る
時
間
を
短
縮
す
る
作
業
で
あ
る
。

今
年
は
、
25
ｍ
四
方
の
区
画
に
ど
の

よ
う
な
生
物
が
い
る
か
生
態
系
調
査
を



実
施
す
る
そ
う
だ
。

「
ど
れ
ぐ
ら
い
の
広
さ
を
調
査
す
る
か

は
、
そ
の
地
方
で
一
番
大
き
く
な
る
木

の
高
さ
に
応
じ
ま
す
。
こ
の
辺
だ
と
、

イ
チ
イ
ガ
シ
が
25
ｍ
ぐ
ら
い
に
な
る
の

で
す
。
本
当
は
10
ｍ
四
方
で
や
れ
ば
楽

な
ん
だ
け
れ
ど
、
律
儀
に
25
ｍ
で
や
り

ま
す
」

13
年
前
は
ま
っ
た
く
の
禿
げ
山
で
、

木
は
１
本
も
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
広
葉
樹
は
落
葉
し
て
枯
れ
木
み
た
い

な
状
態
の
も
の
を
植
え
る
の
で
、
植
林

し
た
ば
か
り
の
こ
ろ
は
、
と
て
も
森
と

は
呼
べ
な
い
様
子
で
し
た
。
こ
こ
ま
で

育
っ
て
、
大
変
う
れ
し
い
で
す
よ
」

ま
さ
に
、
１
０
０
年
残
る
で
あ
ろ
う

仕
事
で
あ
る
。

今
日
は
取
材
な
の
で
駆
け
足
で
フ
ィ

ー
ル
ド
を
回
っ
た
が
、
参
加
す
る
人
の

興
味
に
応
じ
て
テ
ー
マ
を
選
ん
で
案
内

し
て
く
れ
る
。
企
業
研
修
で
参
加
し
た

人
の
中
に
は
意
識
が
高
い
人
も
多
く
、

沢
畑
さ
ん
が
感
心
す
る
こ
と
も
多
い
と

い
う
。

独
自
な
立
ち
位
置

愛
林
館
は
、『
水
俣
市
振
興
会
』
と

い
う
地
元
団
体
が
、
市
か
ら
委
託
を
受

け
る
形
で
運
営
さ
れ
て
い
る
。
年
間
の

運
営
費
は
、
市
か
ら
委
託
費
と
し
て
受

け
取
る
基
本
的
な
運
営
費
（
館
長
や
パ
ー

ト
職
員
の
給
料
や
光
熱
費
な
ど
の
固
定
費
。
年
間

約
６
０
０
万
円
）
と
事
業
収
益
約
１
５
０

０
万
円
と
を
合
わ
せ
た
２
１
０
０
万
円
。

館
長
は
、
１
９
９
４
年
（
平
成
６
）
の

創
立
時
に
公
募
で
選
ば
れ
た
。
愛
林
館

は
市
の
施
設
だ
が
、
沢
畑
さ
ん
は
市
の

職
員
と
し
て
で
は
な
く
、
１
年
契
約
の

団
体
職
員
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

観
光
産
業
と
し
て
儲
か
っ
た
り
、
目

減
り
し
て
い
く
生
業
の
代
わ
り
に
な
る

こ
と
が
、
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
目

的
の
す
べ
て
で
は
な
い
。
愛
林
館
も
沢

畑
さ
ん
の
館
長
と
し
て
の
立
ち
位
置
も
、

沢
畑
さ
ん
が
描
く
目
標
を
実
践
す
る
場

と
し
て
、
と
て
も
都
合
が
い
い
の
で
あ

る
。

実
益
だ
け
で
は
な
く

沢
畑
さ
ん
が
愛
林
館
の
館
長
に
応
募

し
た
の
は
、
実
践
の
場
が
欲
し
か
っ
た

か
ら
だ
と
い
う
。
経
歴
を
見
て
も
、
そ

の
た
め
に
歩
ん
で
き
た
人
生
の
よ
う
だ
。

小
説
や
漫
画
だ
っ
た
ら
「
設
定
が
完
璧

す
ぎ
て
不
自
然
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う

と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
経
験
が
、

今
の
愛
林
館
運
営
に
フ
ル
に
生
か
さ
れ

て
い
る
。

沢
畑
さ
ん
が
目
指
し
て
い
る
こ
と
は

い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
近
い
将
来
不
足
す

る
で
あ
ろ
う
食
料
や
木
材
や
水
と
い
っ

た
「
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
」

を
今
か
ら
手
当
て
し
て
お
く
こ
と
が
、

一
番
大
き
な
目
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
、
現
存
す
る
棚
田
や
森
林
の
手
入
れ

を
行
な
っ
て
、
放
置
さ
れ
る
土
地
を
少

し
で
も
減
ら
そ
う
と
し
て
い
る
。

「
食
料
や
木
材
や
水
が
将
来
不
足
す
る

と
考
え
る
の
は
、
人
口
爆
発
、
地
球
温

暖
化
に
よ
る
気
候
変
動
、
円
安
に
よ
る

貨
幣
価
値
の
目
減
り
で
輸
入
が
難
し
く

な
る
、
と
い
う
３
つ
が
大
き
な
理
由
で

す
。
私
が
久
木
野
で
保
全
し
て
い
る
の

は
、
棚
田
や
森
林
で
は
な
く
、
実
は

『
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
を
確

保
す
る
』
と
い
う
安
心
感
な
の
で
す
」

現
代
流
ノ
ア
の
方
舟
の
よ
う
な
こ
の

考
え
は
、
沢
畑
流
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
原
則
、

「
風
土
に
合
う
」「
循
環
さ
せ
る
」「
自

律
す
る
」「
集
中
よ
り
分
散
」「
分
析
よ

り
統
合
」、
に
も
は
っ
き
り
表
れ
て
い

る
。

応
援
団
を
つ
く
る

新
米
館
長
が
就
任
し
て
最
初
の
年
は
、

檜
林
の
下
草
刈
り
と
除
伐
を
し
て
川
で

泳
ぐ
と
い
う
企
画
を
立
て
た
。
と
こ
ろ

が
募
集
活
動
に
出
遅
れ
て
、
テ
レ
ビ
局

ま
で
取
材
に
き
た
の
に
、
参
加
し
た
の

は
わ
ず
か
２
名
。

「
し
か
し
、
久
木
野
の
人
た
ち
が
『
わ

ざ
わ
ざ
福
岡
か
ら
交
通
費
ば
使つ

こ

う
て
ま

で
下
払
い
ば
し
に
来こ

ら
し
た
』
と
驚
い

た
の
は
収
穫
で
し
た
。
山
仕
事
は
き
つ

い
、
と
骨
身
に
沁
み
て
い
る
ム
ラ
の
人

に
と
っ
て
、
マ
チ
の
人
が
お
金
を
払
っ

て
体
験
し
に
く
る
ん
だ
、
と
気
づ
く
だ
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右から、巻き枯らし間伐／葉緑素を少ししか持たない、不思議な植物ギンリョウ草／
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け
で
も
意
味
が
あ
っ
た
の
で
す
」

〈
働
く
ア
ウ
ト
ド
ア
〉
と
名
づ
け
ら
れ

た
労
働
合
宿
は
、
そ
の
後
も
毎
年
続
い

て
い
る
。
翌
年
か
ら
は
〈
水
源
の
森
づ

く
り
〉
の
下
草
刈
り
と
豆
腐
づ
く
り
を
、

そ
の
後
も
炭
焼
き
や
し
し
鍋
マ
ラ
ソ
ン

大
会
と
い
っ
た
「
金
を
か
け
ず
に
頭
を

使
っ
た
」
ア
イ
デ
ィ
ア
満
載
の
山
村
体

験
を
、
次
々
と
繰
り
出
し
て
い
る
。

「
中
途
半
端
な
遊
び
で
は
な
く
、
本
気

で
働
い
て
も
ら
い
ま
す
。
思
い
切
り
働

い
て
、
う
ま
い
ビ
ー
ル
を
飲
む
。
そ
の

こ
と
で
ム
ラ
の
仕
事
の
大
変
さ
と
楽
し

さ
の
両
方
を
知
る
、
山
村
の
味
方
を
増

や
し
て
い
る
ん
で
す
」

ブ
ラ
ッ
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム

沢
畑
さ
ん
が
今
、
提
唱
し
て
い
る
の

は
グ
リ
ー
ン
で
は
な
く
「
ブ
ラ
ッ
ク
ツ

ー
リ
ズ
ム
」。
山
村
の
暮
ら
し
を
礼
賛

す
る
だ
け
で
な
く
、
影
の
部
分
も
見
せ

て
い
こ
う
と
い
う
の
だ
。
例
え
ば
、
効

率
優
先
で
増
え
て
き
た
森
林
の
皆
伐
。

最
近
、
増
え
す
ぎ
が
問
題
に
な
っ
て

い
る
鹿
も
皆
伐
が
関
係
し
て
い
る
。
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「
皆
伐
後
に
放
置
さ
れ
る
と
、
多
様
な

木
が
育
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
新
芽
は
、

鹿
に
と
っ
て
の
ご
馳
走
で
す
。
鹿
は
栄

養
状
態
が
良
く
な
り
、
双
子
を
生
み
ま

す
。
温
暖
化
し
て
雪
が
少
な
く
な
り
ま

し
た
か
ら
、
冬
で
も
食
べ
も
の
に
困
ら

ず
に
生
き
延
び
る
。
そ
れ
で
、
鹿
が
増

え
て
い
ま
す
」

「
人
工
林
は
伐
る
た
め
に
植
え
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
伐
り
方
に
問
題
が
あ
る
。

林
業
の
効
率
化
の
た
め
に
、
森
林
作

業
に
機
械
導
入
を
勧
め
る
政
策
も
裏
目

に
出
て
い
ま
す
。
集
材
の
機
械
を
入
れ

る
た
め
に
無
計
画
に
つ
け
た
作
業
道
が
、

土
砂
崩
れ
を
誘
引
し
て
い
る
か
ら
で

す
」数

千
万
円
の
相
続
税
の
た
め
に
、
森

林
を
皆
伐
し
た
た
め
に
崩
落
が
起
き
、

そ
の
復
旧
に
億
単
位
の
税
金
が
投
入
さ

れ
る
例
も
あ
る
と
い
う
。
要
は
、
前
述

の
沢
畑
流
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
原
則
に
則
っ

て
い
れ
ば
、
起
き
ず
に
済
ん
だ
過
ち
だ
。

「
農
業
に
し
て
も
林
業
に
し
て
も
、
市

場
経
済
の
中
で
の
活
動
で
す
。
で
す
か

ら
、
今
の
日
本
の
現
状
を
考
え
る
と

『
儲
か
ら
な
い
こ
と
は
し
な
い
』
と
い

う
経
済
行
動
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、

廃
れ
て
い
く
の
は
止
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
今
ま
で
、
山
村
の
住
民
は
主

に
農
業
と
林
業
で
、
水
源
涵
養
と
か
二

酸
化
炭
素
吸
収
と
か
い
っ
た
公
益
的
機

能
を
タ
ダ
で
川
下
に
提
供
し
て
き
ま
し

た
。農

業
も
林
業
も
経
済
的
に
成
立
し
な

く
な
っ
た
今
、
山
村
の
住
民
が
『
損
す

る
こ
と
は
や
め
ま
す
』
と
や
め
て
し
ま

っ
た
ら
、
そ
の
後
始
末
、
例
え
ば
、
洪

水
の
後
片
付
け
や
山
崩
れ
の
あ
と
の
治

山
工
事
、
食
料
危
機
に
陥
っ
て
高
い
食

料
を
輸
入
す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
、
莫

大
な
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
税
金
の
額

の
み
な
ら
ず
、
人
命
が
奪
わ
れ
る
よ
う

な
事
態
に
な
っ
た
ら
、
取
り
返
し
が
つ

か
な
い
悲
劇
で
す
。

ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
、

こ
ん
な
簡
単
な
こ
と
に
誰
も
気
づ
か
な

い
。
い
え
、
気
づ
い
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
気
づ
か
ぬ
振
り
を
し
て
解

決
を
先
送
り
に
し
て
い
る
。
そ
れ
を
見

せ
て
い
く
の
が
ブ
ラ
ッ
ク
ツ
ー
リ
ズ
ム

な
ん
で
す
」

久
木
野
の
よ
う
な
地
域
は
、
日
本
全

国
ど
こ
に
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
愛
林

館
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
市
の
施

設
は
稀
有
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
稀

有
な
存
在
で
あ
る
沢
畑
館
長
の
素
質
に

依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
う
し
た
ア

イ
デ
ィ
ア
を
ど
ん
ど
ん
真
似
し
て
、
マ

チ
に
発
信
し
て
い
く
の
も
ツ
ー
リ
ズ
ム

の
働
き
の
一
つ
だ
。

水
源
か
ら
発
し
、
広
く
流
域
を
視
野

に
入
れ
た
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
グ

リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
枠
を
超
え
る
可

能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

水俣市 

不知火海 

寒川川
 湯出川 

湯
浦
川 

新水俣 
水俣 

球磨川 

水俣川 

久木野川 

愛林館 

鹿児島県

国見山
大関山

球磨村

津奈木町

芦北町

右上：クレソンが溝にびっしり生えていた。農家の人には嫌われものだ
が、食べるとおいしい。タイ風の味つけで鍋にしてみた。
右下：寒川水源。斜面から白糸のように水が湧き出ている。1日3000tの
湧水量を誇る、大切な水源だ。
左：水俣は、チッソが起こした公害の記憶を今も背負っている。農水産
物に「水俣産」と謳うとイメージが悪くなる、と言われたのもその一例
だ。愛林館はこうした問題をも解決していこうとしている。
地図：国土地理院基盤地図情報(縮尺レ
ベル25000)「熊本、鹿児島」および国土
交通省国土数値情報「河川データ（平成
20年）、鉄道データ（平成20年）、道路デ
ータ（平成7年）」より編集部で作図
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で
気
づ
か
な
か
っ
た
身
近
な
宝
を
発
見

で
き
れ
ば
、
地
域
が
活
性
化
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
、
交
流
人
口
を
増
や

し
て
観
光
収
入
を
得
る
こ
と
だ
け
が
目

的
で
は
な
い
。
そ
こ
に
生
き
る
人
た
ち

が
水
資
源
を
愛
し
、
活
用
す
る
こ
と
で
、

生
き
生
き
と
し
た
美
し
い
暮
ら
し
方
が

実
現
さ
れ
る
の
を
願
っ
て
の
こ
と
だ
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
外
か
ら
訪
れ
た
人

に
安
ら
ぎ
や
癒
し
を
提
供
で
き
る
は
ず

も
な
い
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
続
い
て
、
今
号
の
特

集
で
も
「
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
を
取

り
上
げ
た
の
は
、
単
な
る
ニ
ュ
ー
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
一
潮
流
と
し
て
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
新
た
な
価
値
観
の
構
築
に

役
立
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
期
待
し
た

か
ら
で
あ
る
。

今
ま
で
は
、
川
の
上
流
で
あ
る
山
間

地
で
営
ま
れ
る
農
林
業
に
よ
っ
て
、
結

果
と
し
て
健
全
な
水
循
環
が
維
持
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
山
間
地
の
暮
ら
し

は
、
健
全
な
水
循
環
の
た
め
や
景
観
を

維
持
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
て
き
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
生
業
が
果
た

し
て
き
た
役
割
（
公
益
的
機
能
）
は
、

結
果
と
し
て
川
の
下
流
に
住
む
人
た
ち

見
聞
を
広
め
る
旅

日
本
人
は
旅
好
き
だ
。
江
戸
時
代
に

は
、
お
伊
勢
参
り
や
熊
野
詣
、
善
光
寺

参
り
や
お
遍
路
さ
ん
と
い
っ
た
巡
礼
が

き
っ
か
け
に
な
っ
て
旅
が
発
達
し
た
。

巡
礼
と
い
っ
て
も
、
五
体
投
地
で
チ
ベ

ッ
ト
の
ラ
サ
を
目
指
す
仏
教
徒
や
、
イ

ス
ラ
ム
教
徒
の
ハ
ッ
ジ
（
メ
ッ
カ
巡
礼
）

の
よ
う
に
禁
欲
的
な
苦
行
で
は
な
い
。

道
中
の
楽
し
み
を
目
的
と
し
た
、
い
わ

ゆ
る
「
物
見
遊
山
」
の
旅
で
あ
る
。

従
来
型
の
マ
ス
ツ
ー
リ
ズ
ム
で
は
地

域
住
民
が
翻
弄
さ
れ
る
と
い
っ
た
弊
害

が
生
じ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
近
年
、

物
見
遊
山
を
否
定
的
に
語
る
人
も
い
る
。

し
か
し
、
生
ま
れ
在
所
を
離
れ
る
こ

と
が
稀
だ
っ
た
当
時
は
、
見
聞
を
広
め
、

蒙も
う

を
啓ひ

ら

く
チ
ャ
ン
ス
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

水
の
力

人
は
、
水
の
持
つ
根
源
的
な
価
値
を

無
意
識
に
感
じ
て
、
水
辺
に
安
ら
ぎ
を

感
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

水
の
魅
力
は
、
そ
う
し
た
癒
し
効
果

を
伴
う
自
然
景
観
以
外
に
も
た
く
さ
ん

あ
る
。
温
泉
は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ
の
対
象
で
あ
る
海
・
湖
・
川
・

プ
ー
ル
。
米
を
筆
頭
と
し
た
農
産
物
。

魚
介
類
や
日
本
酒
、
豆
腐
、
蕎
麦
と
い

っ
た
食
べ
も
の
も
、
水
が
与
え
て
く
れ

た
恩
恵
だ
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
水
に
か
か
わ
る

旅
—
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
日
本
中
、

ど
こ
に
で
も
成
立
可
能
。
ア
ク
ア
ツ
ー

リ
ズ
ム
に
な
り
得
る
資
源
は
、
ど
こ
に

で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
価
値
に
気
づ
い
て

い
な
い
か
、
わ
か
っ
て
い
て
も
外
に
向

け
て
発
信
し
て
い
な
い
場
合
が
ほ
と
ん

ど
だ
。
熊
本
の
よ
う
に
一
丸
と
な
っ
て

発
信
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
先
進

例
と
い
え
よ
う
。

目
的
は
美
し
い
暮
ら
し
方

当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
昨
年
（
２
０
０

９
年
）
の
交
流
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
「
ア
ク

ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
を
テ
ー
マ
に
取
り
上

げ
た
。

他
地
域
の
人
と
の
交
流
は
、
地
元
に

埋
も
れ
た
宝
の
再
発
見
に
つ
な
が
り
、

プ
ラ
イ
ド
の
醸
成
に
も
役
立
つ
。
人
と

人
と
の
交
流
が
き
っ
か
け
で
、
そ
れ
ま

を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
。

水
が
取
り
持
つ
縁

熊
本
大
学
の
徳
野
貞
雄
さ
ん
は
、
崩

壊
の
危
機
に
あ
る
地
縁
、
血
縁
に
代
わ

る
新
た
な
暮
ら
し
の
基
盤
づ
く
り
と
し

て
、
「
知
り
合
い
を
増
や
す
こ
と
は
大

切
だ
」
と
言
う
。
一
歩
進
め
て
「
友
だ

ち
」
に
な
れ
た
ら
も
っ
と
い
い
。

昨
今
の
口
蹄
疫
流
行
の
影
響
で
、
宮

崎
県
へ
の
ふ
る
さ
と
納
税
（
県
外
在
住

者
が
税
金
の
使
い
道
を
指
定
し
て
申
し

込
む
こ
と
が
で
き
る
制
度
）
が
急
増
。

５
月
24
日
現
在
で
、
２
０
０
９
年
度
１

年
間
の
約
6.7
倍
に
あ
た
る
約
２
６
７
０

万
円
が
納
税
さ
れ
た
と
い
う
。
知
り
合

い
が
困
っ
て
い
た
ら
放
っ
て
お
け
な
い

人
情
の
現
れ
だ
。

放
っ
て
お
け
な
い
知
り
合
い
を
つ
く

る
に
は
、
訪
ね
て
い
く
こ
と
が
前
提
と

な
る
。
交
流
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
出
会

い
も
学
び
も
生
ま
れ
な
い
。

ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
未

来
に
希
望
が
持
て
る
、
水
環
考
資
産
を

増
や
し
た
い
。

文
化
を
つ
く
る
　

ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
—
目
的
は
美
し
い
暮
ら
し
方

編
集
部

に
も
恩
恵
を
与
え
て
き
た
が
、
そ
の
恩

恵
は
長
ら
く
意
識
さ
れ
ず
に
い
た
の
が

実
状
だ
。

水
に
か
か
わ
る
旅
を
す
る
こ
と
で
、

健
全
な
水
循
環
を
支
え
る
た
く
さ
ん
の

プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
こ
と
を
知
る
—
。
ア

ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
は
、
下
流
に
住
む
人

た
ち
が
、
上
流
に
住
む
人
た
ち
に
依
存

し
て
き
た
こ
と
や
、
農
林
業
に
公
益
的

機
能
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
た
め
の
き

っ
か
け
に
も
な
る
よ
う
に
思
う
。

阿
蘇
百
姓
村
の
山
口
力
男
さ
ん
は
、

雄
牛
と
雌
牛
を
群
れ
で
飼
い
、
草
原
の

草
を
自
由
に
食
べ
さ
せ
る
、
ま
っ
た
く

の
自
然
流
畜
産
を
行
な
っ
て
い
る
。
交

配
に
も
分
娩
に
も
、
人
は
手
出
し
し
な

い
。
太
ら
な
い
か
ら
高
値
が
つ
か
な
い

そ
う
だ
が
、
牛
は
ス
ト
レ
ス
も
な
く
健

康
そ
の
も
の
だ
。
ま
さ
に
「
牛
飼
い
」

と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
が
、
一
般
的
な

畜
産
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
、
特
殊

な
や
り
方
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

農
作
物
の
化
学
肥
料
や
農
薬
に
は
敏

感
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
現
状
で
は
、

人
工
的
に
育
っ
た
食
肉
に
は
無
関
心
な

人
が
多
い
。
し
か
し
、
無
関
心
で
い
る

こ
と
が
、
生
産
者
の
生
活
に
も
阿
蘇
の

景
観
に
も
下
流
の
水
資
源
に
も
、
影
響



シ
リ
ー
ズ
里
川
　
小
金
井
市
中
央
商
店
街
「
六
地
蔵
の
め
ぐ
み
　
黄
金
の
水
」

マ
イ
蛇
口
を
持
っ
て
深
井
戸
天
然
水
を
飲
も
う

シ
リ
ー
ズ
里
川
　
小
金
井
市
中
央
商
店
街
「
六
地
蔵
の
め
ぐ
み
　
黄
金
の
水
」

マ
イ
蛇
口
を
持
っ
て
深
井
戸
天
然
水
を
飲
も
う

Ｊ
Ｒ
中
央
線
の
武
蔵
小
金
井
駅
南
口
か
ら
、
徒
歩
３
分
。
小
金

井
市
中
央
商
店
街
を
過
ぎ
、
小
金
井
街
道
と
連
雀
通
り
が
交
差
す

る
前
原
坂
上
交
差
点
を
左
折
す
る
と
、
六
地
蔵
と
井
戸
が
あ
り
ま

す
。

「
商
店
街
っ
て
い
っ
て
も
、
み
ん
な
通
り
過
ぎ
ち
ゃ
う
よ
ね
。
み

ん
な
が
足
を
止
め
て
く
れ
る
何
か
い
い
方
法
は
な
い
か
な
」
と
、

商
店
街
の
活
性
化
に
悩
む
商
店
主
た
ち
が
集
ま
っ
て
勉
強
会
を
始

め
ま
し
た
。
小
金
井
は
「
水
と
緑
の
ま
ち
」
が
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
だ
か
ら
、
水
か
緑
で
何
か
で
き
な
い
か
、
と
言
い
出
し
た
の
が

き
っ
か
け
で
す
。

緑
と
い
っ
て
も
立
地
的
に
難
し
い
。
水
も
国
分
寺
崖
線
は
有
名

だ
け
れ
ど
、
湧
い
て
出
る
の
は
も
っ
と
下
の
野
川
の
ほ
う
だ
し
、

と
い
う
話
に
な
っ
て
、
み
ん
な
で
あ
ち
ら
こ
ち
ら
視
察
に
行
っ
た

り
し
ま
し
た
。
す
る
と
結
構
井
戸
が
あ
っ
て
、
自
噴
し
て
い
た
り

し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
井
戸
を
掘
れ
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
小
金
井
市
中
央
商
店
街
協
同
組
合
で
管
理
し
て
い
た

六
地
蔵
の
敷
地
に
掘
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

六
地
蔵
と
い
う
の
は
、
１
７
０
７
年
（
宝
永
４
）
に
奉
納
さ
れ
た

笠
付
き
の
六
面
地
蔵
尊
の
こ
と
。
前
原
坂
上
交
差
点
は
、
か
つ
て

東
西
に
延
び
る
江
戸
道
と
南
北
の
志
木
街
道
な
ど
が
交
わ
る
六
つ

の
辻
で
し
た
。

仏
教
で
は
地
獄
界
、
餓
鬼
界
、
畜
生
界
、
修
羅
界
、
人
間
界
、

天
界
の
六
道
が
あ
っ
て
、
人
間
は
こ
の
迷
界
を
生
ま
れ
変
わ
っ
て

輪
廻
転
生
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
六
つ
の
辻
は
六
道
の
辻
と
見

な
さ
れ
、
人
が
迷
わ
な
い
よ
う
に
六
地
蔵
が
祀
ら
れ
た
の
で
す
。

浅
井
戸
だ
と
雑
菌
が
入
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
ね
。
不
特
定
多
数

の
人
に
利
用
し
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
生
の
水
を
安
心
し
て
飲
め

る
水
質
の
井
戸
で
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
そ
こ
で
小
金
井
市
と
東

京
都
か
ら
補
助
を
受
け
、
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
暮
れ
に
１
０
０

ｍ
の
深
井
戸
を
掘
り
ま
し
た
。

幸
い
、
井
戸
掘
削
後
１
年
に
２
回
行
な
っ
て
い
る
26
項
目
の
水

質
検
査
に
お
い
て
「
水
質
基
準
に
適
合
」
と
の
結
果
を
継
続
し
て

得
て
い
ま
す
。
硬
度
は
１
４
５
で
、
国
内
産
の
水
と
し
て
は
珍
し

い
中
硬
水
で
す
。
石
鹸
は
あ
ま
り
泡
立
た
な
い
の
で
洗
濯
に
は
向

46



47 マイ蛇口を持って深井戸天然水を飲もう

き
ま
せ
ん
が
、
茶
道
家
な
ど
か
ら
は
高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

浸
透
力
と
抽
出
力
が
高
い
こ
と
か
ら
、
素
材
の
味
を
引
き
出
し
て

く
れ
る
水
で
す
。

実
際
に
こ
の
水
を
使
う
飲
食
店
も
あ
り
ま
す
。
パ
ン
や
コ
ー
ヒ

ー
、
蕎
麦
の
ほ
か
、
商
店
街
協
同
組
合
理
事
長
の
斉
藤
さ
ん
の
和

洋
菓
子
屋
さ
ん
は
フ
ル
ー
ツ
ゼ
リ
ー
に
使
っ
て
い
ま
す
。

水
を
飲
む
だ
け
な
ら
、
プ
ッ
シ
ュ
式
の
蛇
口
を
押
せ
ば
、
コ
ッ

プ
１
杯
の
水
が
出
ま
す
か
ら
、
誰
に
で
も
飲
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

も
っ
と
じ
ゃ
ん
じ
ゃ
ん
使
い
た
い
場
合
は
、
会
員
に
。
中
央
商

店
街
の
菊
屋
文
具
店
で
登
録
料
５
０
０
円
を
払
え
ば
、
専
用
蛇
口

の
水
栓
が
も
ら
え
ま
す
。
誰
で
も
会
員
に
な
れ
ま
す
し
、
市
外
の

人
も
多
い
ん
で
す
よ
。
２
０
１
０
年
（
平
成
22
）
３
月
現
在
で
、
登

録
利
用
者
は
３
０
０
０
人
を
超
え
て
い
ま
す
。

結
構
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
利
用
者
が
来
ま
す
で
し
ょ
。
毎
日
通

っ
て
く
る
う
ち
に
、
健
康
に
な
っ
た
よ
、
と
い
う
お
年
寄
り
も
お

ら
れ
る
ん
で
す
よ
。
杖
を
つ
い
て
き
た
の
に
、
忘
れ
て
置
い
て
帰

っ
て
し
ま
っ
た
り
ね
。
そ
う
い
う
意
外
な
効
果
も
あ
り
ま
す
。

商
店
街
に
設
置
し
た
石
の
お
地
蔵
さ
ん
も
６
体
に
な
り
ま
し
た
。

市
内
在
住
の
作
詞
家
星
野
哲
郎
さ
ん
が
「
３
６
５
歩
の
マ
ー
チ
」

に
ち
な
ん
で
命
名
し
た
「
し
あ
わ
せ
地
蔵
」
は
、
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ

ク
を
背
負
っ
た
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
姿
。
武
蔵
小
金
井
駅
南
口
か
ら
、

市
内
を
ゆ
っ
く
り
巡
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
商
店
街
の
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
か
ら
は
多
磨
霊
園
も
ほ
ど
近
く
。
門
前
町
に
は
石
屋
さ
ん

が
並
び
ま
す
。
地
蔵
さ
ん
も
、
地
元
の
石
屋
さ
ん
に
協
力
し
て
も

ら
い
ま
し
た
。
地
場
の
産
業
で
活
性
化
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
の

表
れ
な
ん
で
す
。

小
金
井
市
は
雨
水
浸
透
ま
す
の
設
置
率
世
界
一
を
誇
る
町
（
２

０
１
０
年
〈
平
成
22
〉
４
月
の
設
置
率
53
・
４
％
、
設
置
数
５
万
８

０
０
０
基
）。
第
３
回
日
本
水
大
賞
に
お
い
て
、
グ
ラ
ン
プ
リ
も

受
賞
し
て
い
ま
す
。
急
激
な
都
市
化
で
減
少
し
た
湧
水
を
、
な
ん

と
か
復
活
さ
せ
保
全
し
て
い
こ
う
と
目
指
し
て
き
ま
し
た
。

「
水
と
緑
の
ま
ち
」
が
お
題
目
で
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
商
店
街

も
率
先
し
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。

上：小金井市経済課職員で小金井市商工会産業振興プラン
推進室「黄金井（こがね）の里」支援担当の内田雄二さん。
右上：「六地蔵のめぐみ　黄金の水」の登録事務を引き受
ける、菊屋文具店の大久保昌弘さん
右：小金井市中央商店街協同組合理事長で亀屋本店代表の
斉藤浩さん。和洋菓子の店亀屋本店では、湧水デザートと
してゼリーに利用している。

上：カフェ・ド・ペリ
ーヌはゆったりとコー
ヒーが楽しめる。黄金
の水を使っている店は
ペナントが目印。
左：黄金の水で仕込ん
だパンを販売する馬路
音（ばろーね）。
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夏
目
漱
石
は
29
歳
の
と
き
、
第
五
高
等

学
校
教
授
と
し
て
熊
本
に
赴
任
し
た
。
桃

山
様
式
の
回
遊
式
庭
園
や
江
津
湖
周
辺
の

散
策
を
楽
し
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
漱
石

は
水
前
寺
公
園
の
水
景
を
眺
め
〈
湧
く
か

ら
に
流
る
ゝ
か
ら
に
春
の
水
〉
の
句
を
残

し
、
ま
た
高
浜
年
尾
は
〈
江
津
の
水
浮
藻

を
流
し
止
ま
ざ
り
し
〉
と
詠
ん
だ
。
熊
本

県
は
い
た
る
処
で
湧
水
に
遭
遇
す
る
。
阿

蘇
山
に
降
っ
た
雨
は
地
下
水
と
な
り
、
や

が
て
伏
流
水
と
し
て
表
わ
れ
る
。
豊
か
な

地
下
水
を
涵
養
す
る
九
州
山
地
の
広
葉
樹

林
帯
を
有
す
る
熊
本
県
は
、
水
源
地
や
湧

水
群
の
宝
庫
で
あ
る
。
肥
後
は
「
火
の
国
」

と
言
わ
れ
る
が
「
水
の
国
」
で
も
あ
る
。

昭
和
60
年
選
定
、
昭
和
の
名
水
に
轟
渓
流
、

白
川
水
源
、
菊
池
水
源
、
池
山
水
源
が
選

ば
れ
、
日
本
の
水
を
き
れ
い
に
す
る
会
編

『
平
成
の
名
水
百
選
』（
ぎ
よ
う
せ
い
２
０
０

９
）
に
は
、
水
前
寺
江
津
湖
湧
水
群
、
金

峰
山
湧
水
群
、
南
阿
蘇
村
湧
水
群
、
六
嘉

湧
水
群
・
浮
島
の
４
地
点
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
名
水
の
書
と
し
て
、
田
中
伸
廣
著

『
阿
蘇
山
と
水
』（
一
の
宮
町
２
０
０
０
）、
熊

本
日
日
新
聞
社
編
・
発
行
『
熊
本
の
名
水
』

（
１
９
９
８
）、
同
『
く
ま
も
と
水
と
緑
の
百

景
』（
１
９
８
６
）
が
あ
る
。
嘉
島
町
下
六

嘉
の
六
嘉
湧
水
群
の
中
に
、
縦
25
ｍ
、
横

20
ｍ
、
７
コ
ー
ス
の
天
然
プ
ー
ル
が
あ
る
。

ロ
ー
マ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
１
０
０
ｍ
背
泳
ぎ

で
銅
メ
ダ
ル
を
獲
得
し
た
田
中
聡
子
さ
ん

は
、
中
学
時
代
こ
の
湧
水
天
然
プ
ー
ル
で

水の文化書誌 26

《熊本の水循環》

練
習
を
重
ね
た
。
阿
蘇
の
湧
水
が
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
水
泳
選
手
を
育
て
た
と
い
え
る
。

数
あ
る
名
水
の
な
か
で
上
益
城
郡
御
船

町
田
代
の
吉よ

し

無
田

む
た

水
源
を
取
り
上
げ
て
み

る
。
阿
蘇
外
輪
山
の
裾
野
に
あ
る
水
源
で
、

吉
無
田
の
国
有
林
地
の
伏
流
水
と
地
下
水

が
一
緒
に
な
り
湧
水
と
な
っ
て
い
る
。
周

囲
に
茂
っ
て
い
る
大
木
は
、
文
化
12
年

（
１
８
１
５
）
に
当
時
の
細
川
藩
山
支
配
役

が
、
水
不
足
解
消
の
一
大
植
林
事
業
を
興

し
、
杉
や
檜
な
ど
が
う
っ
そ
う
と
林
立
し
、

水
を
蓄
え
、
そ
れ
が
八
勢

や
せ

川
に
注
ぎ
、
農

業
用
水
に
利
用
さ
れ
、
村
の
人
々
の
暮
ら

し
を
助
け
た
。
２
０
０
年
経
た
今
で
も
役

立
っ
て
い
る
。
湧
水
量
は
一
日
当
た
り
約

1.3
万
ｔ
、
水
温
14
℃
（
水
温
は
湧
水
地
の

温
度
と
同
じ
だ
と
い
う
）、
水
質
も
良
く

多
く
の
人
が
水
汲
み
に
訪
れ
る
。
水
源
の

そ
ば
に
は
、
道
を
隔
て
て
「
水
神
社
」
と

「
山
神
社
」
が
祀
ら
れ
て
あ
り
、
さ
き
に

「
水
神
社
」
に
お
参
り
し
て
、
湧
水
を
戴

き
、
帰
り
に
は
「
山
神
社
」
に
お
礼
を
す

る
と
い
う
。

熊
本
の
湧
泉
研
究
会
編
『
水
は
伝
え
る

熊
本
の
湧
泉
』（
熊
本
電
波
工
業
高
等
専
門
学
校

出
版
会
２
０
０
４
）
は
、
１
９
８
４
年
か
ら

９
年
を
か
け
て
、
県
下
の
自
然
の
湧
水
を

対
象
と
し
た
調
査
研
究
書
で
あ
る
。
調
査

湧
水
は
１
３
３
３
カ
所
で
、
調
査
項
目
は
、

湧
水
に
ま
つ
わ
る
伝
説
・
伝
承
、
行
事
・

風
習
、
湧
水
の
呼
称
の
由
来
、
利
用
現
況
、

水
質
分
析
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
調
査
で

は
、
お
寺
や
神
社
以
外
に
、
多
く
の
個
人

の
家
庭
で
使
わ
れ
て
い
る
湧
水
も
紹
介
さ

れ
て
お
り
、
日
常
の
生
活
用
水
に
重
宝
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
水
を
使
っ
て
、

水
を
守
る
精
神
が
生
き
て
い
る
。

こ
こ
で
、
熊
本
県
の
河
川
の
姿
を
追
っ

て
み
た
い
。
熊
本
県
は
九
州
地
方
の
ほ
ぼ

中
央
に
位
置
し
、
人
口
は
１
８
２
万
人
を

擁
し
、
面
積
は
７
４
０
５
h
、
そ
の
内
訳

は
森
林
62
・
７
％
、
農
用
地
17
・
２
％
、

宅
地
4.8
％
、
道
路
3.8

％
、
水
路
・
河
川

2.7
％
、
原
野
0.1
％
、
そ
の
他
8.7
％
と
な
っ

て
い
る
。
熊
本
県
の
北
東
部
に
は
、
世
界

的
な
カ
ル
デ
ラ
を
持
つ
阿
蘇
山
、
南
部
に

は
九
州
山
地
が
広
が
り
、
こ
れ
ら
の
山
地

を
水
源
と
す
る
菊
池
川
、
白
川
、
緑
川
、

球
磨
川
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
東
か
ら
西
へ

向
か
っ
て
流
れ
、
有
明
海
と
八
代
海
に
注

ぐ
。
八
代
海
を
挟
ん
で
天
草
諸
島
が
連
な

る
。
気
候
は
内
陸
山
地
と
海
岸
で
は
か
な

り
違
う
が
、
全
体
的
に
温
暖
多
雨
で
寒
暑

の
差
は
大
き
い
。
阿
蘇
の
外
輪
山
の
渓
流

を
集
め
、
菊
池
渓
谷
を
下
り
菊
池
平
野
を

潤
し
、
有
明
海
に
注
ぐ
菊
池
川
、
阿
蘇
根

子
岳
に
源
を
発
し
、
豊
富
な
湧
水
を
集
め

て
南
郷
谷
を
流
れ
、
阿
蘇
谷
を
下
っ
て
き

た
黒
川
と
合
流
し
、
熊
本
市
を
流
下
し
有

明
海
に
注
ぐ
白
川
、
熊
本
県
の
ほ
ぼ
中
央

部
を
東
西
に
横
断
し
て
有
明
海
に
注
ぐ
緑

川
、
九
州
山
地
を
水
源
と
し
て
人
吉
盆
地
、

八
代
平
野
を
流
れ
八
代
海
に
注
ぐ
球
磨
川

の
四
つ
の
河
川
で
あ
る
。

江
戸
初
期
に
、
加
藤
清
正
は
こ
れ
ら
の

四
つ
の
河
川
に
対
し
、
治
水
と
利
水
事
業

を
行
な
い
、
現
在
の
熊
本
の
町
を
形
成
し

た
。
清
正
は
慶
長
12
年
（
１
６
０
７
）
熊
本

城
を
築
き
、
そ
の
城
や
町
を
守
る
た
め
に
、

白
川
を
付
け
替
え
、
水
門
、
堰
を
造
り
、

土
砂
の
流
入
を
防
ぐ
た
め
に
、
白
川
と
坪

井
川
を
分
離
さ
せ
、
洪
水
を
減
災
さ
せ
、

ま
た
坪
井
川
に
は
城
を
防
禦
す
る
堀
の
役

割
を
も
た
せ
、
舟
運
に
も
役
立
つ
よ
う
に

改
修
し
た
。
城
内
に
は
１
２
０
基
の
井
戸

を
掘
り
、
食
用
の
た
め
の
銀
杏
を
植
え
た
。

古賀 邦雄
こが くにお

水・河川・湖沼関係文献研究会

1967年西南学院大学卒業
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
2008年5月に収集した書籍を所蔵する

「古賀河川図書館」を開設
URL：http://mymy.jp/koga/
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井
手
堰
で
取
水
さ
れ
た
白
川
の
水
は
、
白

川
中
流
域
の
灌
漑
用
水
と
し
て
使
わ
れ
る
。

こ
こ
の
水
田
は
ザ
ル
田
で
あ
っ
て
、
普
通

の
水
田
の
減
水
深
は
30
㎜
ほ
ど
で
あ
る
が
、

１
１
０
㎜
程
に
の
ぼ
る
。
こ
の
水
量
は
地

下
水
涵
養
と
な
っ
て
、
地
下
水
バ
イ
パ
ス

を
通
じ
て
、
砥
川
溶
岩
分
布
域
の
健
軍
・

庄
口
水
源
地
、
江
津
湖
、
秋
田
水
源
地
、

浮
島
な
ど
に
湧
き
出
て
く
る
。
清
正
に
よ

っ
て
開
発
さ
れ
た
人
工
の
地
下
水
流
で
あ

る
。
清
正
に
よ
っ
て
開
田
さ
れ
た
白
川
中

流
域
（
大
津
町
・
菊
陽
町
）
に
あ
る
約
１
５

０
０
ha
の
水
田
で
使
用
さ
れ
た
水
、
す
な

わ
ち
熊
本
の
飲
料
・
生
活
用
水
の
１
０

０
％
を
ま
か
な
う
地
下
水
は
、
そ
こ
か
ら

の
浸
透
水
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
水

田
に
お
け
る
使
用
水
量
が
熊
本
市
民
の
命

の
水
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
減

反
政
策
に
よ
り
、
地
下
水
涵
養
量
の
減
少

が
生
じ
た
た
め
、
そ
の
対
策
と
し
て
、
湛

水
面
積
を
な
る
べ
く
減
少
さ
せ
な
い
営
農

方
式
と
し
て
、
飼
料
イ
ネ
の
導
入
、
ニ
ン

ジ
ン
畑
の
湛
水
（
水
張
り
）
が
行
な
わ
れ
て

い
る
。

熊
本
の
水
道
は
１
０
０
％
地
下
水
で
ま

か
な
わ
れ
て
い
る
が
、
熊
本
市
水
道
局

編
・
発
行
『
熊
本
市
水
道
80
年
史
』（
２
０

０
７
）
を
ひ
も
解
け
ば
、
そ
の
地
下
水
の

確
保
は
苦
労
の
連
続
で
あ
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
恵
ま
れ
た
地
下
水
は

産
業
の
発
展
に
伴
い
次
第
に
汚
染
が
拡
が

り
、
過
剰
汲
み
上
げ
の
結
果
、
水
の
減
少

を
き
た
し
て
い
る
。
く
ま
も
と
の
地
下
水

を
考
え
る
会
編
・
発
行
『
地
下
水
か
ら
の

警
告
—
市
民
が
つ
く
っ
た
地
下
水
の
本
』

（
１
９
９
０
）、
朝
日
新
聞
熊
本
支
局
編
『
水

は
救
え
る
か
』（
葦
書
房
１
９
８
９
）
は
、
熊

本
の
水
の
汚
染
、
枯
渇
の
実
態
と
そ
の
対

策
に
迫
っ
て
い
る
。
昭
和
51
年
３
月
熊
本

市
議
会
は
、
次
の
よ
う
な
地
下
水
保
全
都

市
宣
言
を
行
な
っ
た
。「
わ
が
熊
本
市
は

豊
か
な
緑
と
清
冽
な
地
下
水
に
恵
ま
れ
た

自
然
の
下
生
成
発
展
を
遂
げ
て
来
た
が
、

今
日
に
お
け
る
無
秩
序
な
地
下
水
の
開
発

と
自
然
環
境
の
破
壊
は
、
今
や
地
下
水
の

汚
染
を
は
じ
め
そ
の
枯
渇
さ
え
憂
慮
さ
れ

る
状
態
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
議
会
は
市

民
の
総
意
を
結
集
し
て
自
然
環
境
の
回
復
、

保
全
を
は
か
り
、
貴
重
な
水
資
源
を
後
世

ま
で
守
り
伝
え
て
い
く
こ
と
を
誓
い
、
こ

こ
に
わ
が
熊
本
市
を
地
下
水
保
全
都
市
と

す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
」。
そ
し
て
熊
本

市
地
下
水
保
全
条
例
を
制
定
し
た
。
熊
本

県
保
険
医
協
会
編
『
く
ま
も
と
水
防
人

さ
き
も
り

物

語
』（
槙
書
房
１
９
９
８
）
、
熊
本
市
環
境
保

全
局
編
・
発
行
『
く
ま
も
と
「
水
」
検
定

公
式
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
』（
２
０
０
８
）
の

書
は
、
日
本
一
地
下
水
都
市
熊
本
を
ア
ピ

ー
ル
す
る
と
と
も
に
、
熊
本
市
民
の
手
に

よ
っ
て
、
森
と
川
と
海
の
地
下
水
を
含
ん

だ
水
の
循
環
シ
ス
テ
ム
の
健
全
化
と
永
続

性
を
図
り
、
そ
の
行
動
を
強
調
す
る
。

終
わ
り
に
、
熊
本
に
お
け
る
農
業
水
利

と
し
て
、
本
田
彰
男
著
『
肥
後
農
業
水
利

史
』（
熊
本
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
１
９

７
０
）
、
熊
本
県
編
・
発
行
『
熊
本
県
農
業

水
利
誌
』（
１
９
７
４
）
、『
砥
用
東
部
土
地

改
良
区
史
』（
１
９
７
６
）
、
高
田
素
次
編
・

著
『
百
太
郎
溝
史
』（
百
太
郎
溝
土
地
改
良
区

１
９
９
３
）
、
幸
野
溝
土
地
改
良
区
編
・
発

行
『
復
刻
　
幸
野
溝
』（
１
９
９
６
）
、
矢
部

町
・
通
潤
地
区
土
地
改
良
区
編
・
発
行

『
通
潤
橋
架
橋
１
５
０
周
年
記
念
誌
』（
２
０

０
４
）
を
挙
げ
る
。

白
川
で
の
治
水
、
利
水
技
術
は
堰
を
造
り
、

そ
の
堰
か
ら
の
灌
漑
用
水
路
に
は
「
鼻
ぐ

り
」
と
い
う
工
法
を
用
い
、
水
勢
で
土
砂

が
用
水
路
に
溜
ま
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
さ

れ
て
い
る
。
白
川
の
下
流
に
は
石
塘ど

も

、
石

塘
堰
、
二
本
木
堰
を
築
き
、
水
量
調
節
や

水
田
保
護
を
図
っ
た
。
菊
池
川
で
は
、
河

口
玉
名
の
干
拓
、
横
島
小
島
石
塘
、
唐
人

川
改
修
、
く
つ
わ
塘
８
カ
所
、
船
着
場
の

工
事
を
行
な
っ
た
。
さ
ら
に
緑
川
で
は
、

鵜
の
瀬
堰
の
施
工
、
御
船
川
の
付
け
替
え
、

六
門
わ
ん
ど
（
流
土
の
沈
降
池
）、
杉
島
ど
ん

と
（
石
造
り
の
直
線
水
路
）
、
た
ん
た
ん
落
と

し
（
乗
越
堤
）
、
清
正
堤
を
築
い
た
。
球
磨

川
で
は
遥
拝
堰
を
造
っ
た
。
清
正
は
こ
れ

ら
の
工
事
従
事
者
に
は
男
女
の
区
別
な
く

米
や
給
金
を
支
払
い
、
労
働
時
間
を
厳
守

さ
せ
た
と
い
う
。
清
正
の
事
業
に
つ
い
て

は
、
熊
本
城
跡
保
存
会
編
・
発
行
『
加
藤

清
正
の
土
木
治
水
』（
１
９
３
６
）
、
中
野
嘉

太
郎
著
『
復
刻
版
加
藤
清
正
伝
』（
青
潮
社

１
９
７
９
）
、
矢
野
四
年
生
著
『
加
藤
清
正

—
治
水
編
』（
清
水
弘
文
堂
１
９
９
１
）
、
谷

川
健
一
編
『
加
藤
清
正
—
築
城
と
治
水
』

（
冨
山
房
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
２
０
０
６
）
、

熊
本
工
事
事
務
所
編
・
発
行
『
加
藤
清
正

の
川
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
』（
１
９
９
５
）

に
詳
し
く
論
じ
る
。

中
世
か
ら
近
世
に
向
か
っ
て
、
河
川
舟

運
が
最
も
発
達
し
た
時
代
で
あ
り
、
次
の

よ
う
な
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

熊
本
県
教
育
委
員
会
編
・
発
行
『
熊
本
県

歴
史
の
道
調
査
—
菊
池
川
水
運
』（
１
９
８

７
）、
同
『
熊
本
県
歴
史
の
道
調
査
—
菊
池

川
水
運
・
資
料
編
』（
１
９
８
７
）
、
同
『
熊

本
県
歴
史
の
道
調
査
—
緑
川
水
運
』（
１
９

８
９
）
、
同
『
熊
本
県
歴
史
の
道
調
査
—
球

磨
川
水
運
』（
１
９
８
８
）
の
書
で
あ
る
。

菊
池
川
の
高
瀬
湊
、
緑
川
の
河
口
川
尻
湊

は
米
や
小
麦
の
物
資
輸
送
で
賑
わ
っ
た
。

肥
後
米
は
有
明
海
、
瀬
戸
内
海
を
通
し
て

大
坂
の
米
蔵
に
運
ば
れ
た
。

清
正
は
坪
井
川
と
白
川
を
分
離
し
治
水

対
策
を
行
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
後
も
た
び
た
び
水
害
は
起
こ
っ
た
。
１

９
５
３
年
６
月
、
西
日
本
を
襲
っ
た
豪
雨

は
白
川
を
氾
濫
さ
せ
、
熊
本
市
内
に
大
災

害
を
及
ぼ
し
た
。
白
川
の
流
路
が
洪
水
の

た
め
旧
河
川
に
流
れ
込
ん
だ
。
総
降
水
量

は
阿
蘇
黒
川
で
８
８
０
㎜
を
超
え
、
熊
本

市
で
も
６
０
０
㎜
近
い
記
録
的
な
豪
雨
で

阿
蘇
の
山
肌
は
削
り
と
ら
れ
、
火
山
灰
を

含
ん
だ
泥
水
が
市
街
地
を
埋
め
つ
く
し
た
。

こ
の
未
曾
有
の
災
害
に
つ
い
て
、
熊
本
工

事
事
務
所
編
・
発
行
『
濁
流
の
中
か
ら
昭

和
28
年
６
月
26
日
白
川
大
水
害
体
験
記
』

（
１
９
９
５
）、
熊
本
日
日
新
聞
社
編
・
発
行

『
６
・
26
白
川
水
害
50
年
』（
２
０
０
３
）
に

そ
の
惨
事
を
映
し
出
す
。
こ
の
災
害
を
機

に
白
川
は
河
川
改
修
が
進
ん
だ
。
な
お
、

坪
井
川
に
つ
い
て
は
、
柿
本
竜
治
編
『
坪

井
川
と
と
も
に
く
ら
す
』（
成
文
堂
２
０
０

７
）
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
白
川
は
、
と
き
に
は
流
域

の
人
々
に
害
を
及
ぼ
す
が
、
古
来
か
ら
農

業
用
水
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
水
は
還

元
さ
れ
て
下
流
域
の
熊
本
市
に
お
け
る
豊

富
で
清
浄
な
湧
水
を
も
た
ら
し
、
水
前

寺
・
江
津
湖
・
浮
島
な
ど
の
湧
泉
も
地
下

水
バ
イ
パ
ス
を
通
じ
て
表
れ
、
そ
れ
が
ま

た
熊
本
市
民
の
水
道
水
と
し
て
供
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
、
柴

崎
達
雄
編
著
『
農
を
守
っ
て
水
を
守
る
—

新
し
い
地
下
水
の
社
会
学
』（
築
地
書
館
２

０
０
４
）
で
あ
る
。
大
津
町
上
井
手
堰
、
下
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日時：2010年10月15日（金）13時30分〜18時

会場：東京ウィメンズプラザ
東京都渋谷区神宮前5-53-67

今、水ビジネスが大きな関心を集めています。地

域の水循環の一部を担い、社会資本である水道事業

においても、市場メカニズムと公共制度をどのよう

に組み合わせれば利用者の公平と循環が両立される

のかが、解かれぬ問題として立ち現れています。　　

共有的な資源であり、「みんなのもの」であるは

ずの水。しかし現実には、水事業を持続的に運営す

るために、誰がどのように費用を負担し、どのよう

な利用権が与えられればよいのでしょうか。

人口爆発が続く世界にも、人口減少が本格化する

日本にも、「公平と循環を両立できる水事業」を可

能とする水文化の構築が求められています。

本フォーラムでは、さまざま水文化の視点から

「公平と循環を両立できる水事業」について討議し

ます。

問題提起

健全な地下水循環への取り組み 熊本県の事例から

小嶋 一誠 前熊本県環境生活部水環境課課長

日本と世界の水ビジネス 現状と将来

中村吉明 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）研究開発推進部長

途上国の水道事情 開発援助の現場から

橋本和司 八千代エンジニアリング株式会社国際事業本部顧問

水資源は誰のモノ？ 水法の観点から

創価大学法学部教授

討 論

公平と循環を両立する水事業と水文化とは
コーディネーター：沖大幹 東京大学生産技術研究所教授

登壇者：小嶋一誠、中村吉明、橋本和司、

なお、プログラムは予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
本フォーラムへの参加申込は、2010年9月1日(水)より、
ホームページ（http://www.mizu.gr.jp）にて受付を開始します。

※ 氏名五十音順、敬称略

ミツカン水の文化交流フォーラム2010 開催のお知らせ

水は誰のモノ？
公平と循環を両立するために

写真は昨年開催された、ミツカン水の文化交流フォーラム2009。
於：東京ウィメンズプラザ。

水探検ワークブック
『大切な水を探検』

ーもしも蛇口が止まったら？ー

当センターが作成した水のワークブック
（小学生向け）です。詳細は事務局までお
問い合わせください。

夏休み、子供たちと一緒に
ご活用ください
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企画協力 沖 大幹 東京大学生産技術研究所教授

古賀邦雄 水・河川・湖沼関係文献研究会
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発行 ミツカン水の文化センター 
〒104 - 0033  東京都中央区新川 1-22-15 茅場町中埜ビル9F
株式会社ミツカングループ本社　広報室内
Tel. 03（3555）2607　Fax. 03（3297）8578

お問い合わせ ミツカン水の文化センター  事務局
〒104-0043  東京都中央区湊1ー13ー2　アリス・マナーガーデン11F
Tel. 03（3552）7504　Fax. 03（3552）7506

ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化

第35号

ホームページアドレス
http: //www.mizu.gr.jp/

※ 禁無断転載複写

■水の文化36号予告

特集「愛知用水」（仮）

2011年、愛知用水は通水を開始して50年。

地元民の発案を世銀融資で実現し、

愛知県東部地域を戦後復興から高度成長期に移行

させたナショナルプロジェクトでした。

次号では愛知用水事業を題材に、

高度成長期の流域開発とは何だったのかについて

考えます。

『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わ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

◆
今
回
よ
り
参
画
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
！
　
今
は
皆
さ
ん
の
議
論
を

聞
く
の
み
。
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
っ
て
何
？
　
と
思
い
な
が
ら
も
言
葉
の

響
き
の
心
地
よ
さ
に
幼
き
こ
ろ
、
尾
張
の
田
舎
の
川
で
遊
ん
で
い
た
風
景

を
思
い
出
し
て
い
ま
し
た
（
現
実
逃
避
か
…
）。（
宮
）

◆
高
速
で
の
移
動
手
段
が
な
い
時
代
、
目
的
地
ま
で
の
道
中
そ
の
も
の
が

旅
で
あ
り
、
楽
し
み
で
あ
っ
た
は
ず
。
時
間
を
か
け
て
そ
の
土
地
の
風
土

や
風
景
、
風
味
に
触
れ
、
そ
の
土
地
の
価
値
を
実
感
す
る
。
道
中
を
楽
し

む
暇
が
な
い
現
代
に
お
い
て
、
水
の
流
れ
は
緩
や
か
で
あ
り
、
ツ
ー
リ
ズ

ム
に
相
応
し
い
素
材
と
思
う
が
…
。（
新
）

◆

都
会
っ
子
の
私
。
正
直
、
水
資
源
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
た
こ
と
が

な
か
っ
た
。
今
回
水
源
地
を
訪
れ
、
そ
こ
で
暮
ら
す
方
々
と
交
流
し
て
か

ら
、
端
切
れ
で
拭
い
て
か
ら
食
器
を
洗
う
よ
う
に
。「
相
手
の
顔
を
知
る
」

ツ
ー
リ
ズ
ム
の
可
能
性
を
実
感
し
た
取
材
だ
っ
た
。（
松
）

◆
高
校
の
修
学
旅
行
以
来
二
度
目
の
阿
蘇
。
熊
本
城
と
草
千
里
の
記
憶
だ

け
が
残
る
。
熊
本
が
こ
れ
ほ
ど
豊
か
な
水
文
化
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
説

明
は
聞
い
た
記
憶
が
な
い
。
日
本
の
歴
史
観
光
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
水

文
化
に
触
れ
る
旅
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。（
ゆ
）

◆
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
、
ア
グ
リ
ツ
ー
リ
ズ
ム
…
。
今
度
は
ア
ク
ア
ツ
ー
リ

ズ
ム
か
？
　
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
水
循
環
の
も
た
ら
す
経
済

的
・
社
会
的
な
波
及
効
果
は
「
移
動
者
の
世
界
」
に
対
し
て
も
予
想
以
上

に
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
熊
本
の
ケ
ー
ス
を
読
ん
で
実
感
し
た
。（
中
）

◆
水
は
、
時
に
は
命
を
育
み
、
時
に
は
命
を
脅
か
す
。
そ
ん
な
水
が
媒
介

に
な
っ
て
つ
な
が
っ
た
人
々
が
暮
ら
す
地
域
に
は
、
命
の
鼓
動
が
聞
こ
え

る
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
感
じ
ら
れ
る
。
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
と
は
、
こ

う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
す
る
「
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
巡
り
」
な
の
か
も

し
れ
な
い
。（
緒
）

◆
ま
た
訪
れ
た
い
と
い
う
場
所
は
よ
く
あ
る
が
、
住
み
た
い
と
思
わ
せ
る

と
こ
ろ
は
な
か
な
か
な
い
。
熊
本
は
そ
ん
な
魅
力
を
持
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ

た
。
も
と
も
と
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
が
備
わ
っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
磨

き
上
げ
た
人
の
手
が
生
み
出
し
た
魅
力
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
力
）

◆
日
本
全
国
（
た
ま
に
海
外
も
）、
取
材
先
は
水
に
か
か
わ
り
の
あ
る
と

こ
ろ
ば
か
り
。
編
集
部
の
仕
事
は
、
ま
さ
に
ア
ク
ア
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
積
み

重
ね
だ
。
各
地
で
出
会
う
人
た
ち
の
層
の
厚
さ
に
、
日
本
も
ま
だ
捨
て
た

も
ん
じ
ゃ
な
い
、
と
希
望
が
湧
い
て
く
る
。（
賀
）

水の文化 
Information



表紙

上：水をたたえた田んぼが、眠りから目覚めて命を宿す。水俣市久木野ふるさとセンター愛林館が、2005年から毎年行なっている
「棚田のあかり」。棚田が美しさと力強さを持つことを、見る者すべてが心に刻む祭りである。

下：地元の子供たちも一緒に働く。2000個の竹筒だから、着火用のたいまつも半端な数ではない。

裏表紙

上：舫ワークスの岡裕二さんが飛んでる！　ここは、浮き島神社のそばにある馬洗い場。地面に衝撃を加えると、水底から泡が出
てくるのがわかる。まさに浮島だ。

下左：「あかりの正体」。 使用済みの天ぷら油を加工したバイオディーゼル燃料を使う。燃料を吸い上げるための芯は、棚田で穫
れた稲藁。使い終わった竹筒は、炭にして棚田の土壌改良に。

下中：代掻きを終えた棚田の昼間の風景。

下左：今年の「棚田のあかり」助っ人は約50人。熊本大学の徳野研究室の学生が中心となって手伝いに来る。
この交流から、美しいムラづくりが発展することが望まれる。

水
の
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化
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