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雪
の
恵
み

雪
や
こ
ん
こ
ん
　
あ
ら
れ
や
こ
ん
こ
ん
。

シ
ー
ズ
ン
最
初
の
雪
に
喜
び
、

駆
け
回
る
の
は
子
ど
も
と
犬
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

と
う
と
う
冬
が
や
っ
て
き
た
か
、
と

半
ば
溜
息
を
つ
き
な
が
ら
も
、

大
人
だ
っ
て
、
白
く
美
し
い
雪
に
は

心
が
躍
り
ま
す
。

雪
は
ス
キ
ー
な
ど
の
ウ
ィ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
や

雪
祭
り
と
い
っ
た
観
光
資
源
に
も
な
る
し
、

春
に
雪
が
ゆ
っ
く
り
融
け
る
こ
と
は
、

地
下
水
涵
養
や
稲
作
に
も
好
都
合
。

雪
国
に
大
き
な
恵
み
を
も
た
ら
し
ま
す
。

こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
雪
が
降
る
地
域
に

こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
人
が
住
ん
で
い
る
の
は

日
本
だ
け
だ
そ
う
で
す
。

日
本
人
は
雪
の
プ
ラ
ス
面
を
活
か
し
、

寄
り
添
い
な
が
ら
暮
ら
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
で
も
雪
に
閉
ざ
さ
れ
た
長
い
期
間
、

雪
国
の
人
た
ち
は
、

じ
っ
と
我
慢
を
し
て
き
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

今
の
時
代
に
合
っ
た
新
し
い
暮
ら
し
の
知
恵
が

雪
を
有
用
な
資
源
に
で
き
た
ら
、

そ
ん
な
我
慢
も
少
し
は
軽
く
な
る
の
で
は
。

そ
こ
を
出
発
点
と
し
て
、

雪
利
用
を
見
直
し
て
み
ま
し
た
。
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雪
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
位
置
づ
け

西
暦
２
１
０
０
年
は
特
別
な
年
で
す
。

今
の
ま
ま
使
い
続
け
て
い
る
と
、
地
下

の
資
源
は
２
１
０
０
年
に
は
枯
渇
す
る
、

と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

化
石
燃
料
の
枯
渇
に
対
応
す
る
た
め

の
方
法
と
し
て
〈
環
境
未
来
都
市
〉
を

構
想
し
ま
し
た
。

環
境
未
来
都
市
に
は
、
例
え
ば
大
容

量
の
排
熱
が
あ
る
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
の

誘
致
やSm

art C
om

plex 

構
想
（
７
ペ
ー

ジ
を
参
照
）
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

雪
の
冷
熱
を
活
用
す
れ
ば
夏
の
冷
房

雪
を
冷
熱
と
し
て
組
み
込
む
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
。

雪
は
厄
介
も
の
と
し
て
、
捨
て
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
札
幌
市
だ
け
で
も
雪
対

策
経
費
は
年
間
１
５
０
億
円
。
１
人
当

た
り
に
換
算
す
る
と
１
万
円
ぐ
ら
い
に

な
り
ま
す
。

私
は
札
幌
出
身
な
の
で
す
が
、
札
幌

で
育
っ
た
子
に
と
っ
て
雪
は
避
け
て
は

通
れ
な
い
存
在
で
す
。
中
学
校
の
そ
ば

の
河
川
敷
は
雪
捨
て
場
で
、
春
先
に
な

る
と
汚
れ
た
雪
が
目
に
つ
き
ま
し
た
。

降
っ
て
い
る
と
き
は
あ
ん
な
に
き
れ
い

な
の
に
な
ん
で
汚
れ
て
し
ま
う
ん
だ
ろ

う
、
と
思
っ
て
「
何
だ
か
可
哀
想
だ
な
」

と
心
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
ま
し
た
。

雪
捨
て
場
と
い
う
の
は
、
悲
し
い
呼

び
名
で
す
ね
。
札
幌
市
で
は
一
冬
に
１

８
０
０
万
k
の
雪
を
排
雪
し
て
い
ま
す

か
ら
、
底
辺
７
７
５
ｍ
角
の
ス
ペ
ー
ス

に
10
階
建
て
（
30
ｍ
）
の
箱
が
あ
る
と
す

る
と
、
そ
れ
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
ぐ
ら

い
の
容
積
の
雪
が
毎
年
捨
て
ら
れ
て
、

た
だ
融
け
去
っ
て
い
ま
す
。
冷
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
と
ら
え
た
ら
膨
大
な
資
源
で

あ
る
１
８
０
０
万
k
の
巨
大
な
氷
山
を
、

み
す
み
す
川
へ
捨
て
て
い
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
雪
の
無
念
の
泣
き
声
が
聞
こ

え
ま
せ
ん
か
。

雪
に
は
、
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
以

外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
義
と
効
果
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。

○
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
果
（
石
油
の
代
替
）

○
Ｃ
Ｏ
２

の
排
出
抑
制

媚山政良さん

こびやま まさよし

室蘭工業大学大学院工学研究科教授　工学博士

1946年北海道札幌市生まれ。室蘭工業大学工学部卒業、北海道大学工学研

究科博士課程修了後、1976年より室蘭工業大学文部技官、83年より同大工

学部機械システム工学科熱流体講座熱エネルギー研究室助教授。専門分野

は熱工学、放射熱伝達、雪工学など。雪冷房・空調システム、冷温乾燥な

どさまざまな冷熱利用の研究、施設の設計を行なう。1985年氷室型農産物

長期貯蔵庫（北海道幕別町）、1994年全空気方式雪冷房システム（山形県舟

形町）、1996年低温もみ貯蔵施設（北海道沼田町）、1999年冷水循環式雪冷

房システム（北海道美唄市）、2000年沼田式雪山（北海道沼田町）、2005年

雪山-雪洞式雪冷房システム（北海道豊浦町）など。

主な論文、著書に『圧縮式冷凍機によるガスタービンの吸気冷却』（日本

機械学会論文集 1976）、『冬期間の自然冷熱エネルギーの利用に関する研究

（氷室型農産物長期保冷庫の開発と実証実験）』（日本機械学会論文集 1987）、

『雪－空気直接熱交換による空気の冷却』（空気調和・衛生工学会論文集

1998）、『熱交換器ハンドブックV編第11章 雪冷房システム』（省エネルギー

センター 2005）、『雪山横穴空洞式熱交換システムの開発に関する研究（イ

チゴ育苗ハウスへの雪冷房システムの利用）』（日本雪工学会誌 2007）など。

雪は、人間の基本的な生存権を大事にする

〈環境未来都市〉をつくるのに有効だ、

というのが媚山政良さんの考えです。

視線の先には、いつも人の暮らしがある媚山さん。

現代技術や科学を駆使することで、

雪がいかに人の暮らしを豊かにするか、

教えていただきました。

新エネルギーとしての雪資源

克雪から利雪へ

に
か
か
る
コ
ス
ト
を
抑
え
ら
れ
ま
す
か

ら
、
積
雪
寒
冷
地
で
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ

ー
の
実
現
は
将
来
有
望
と
思
っ
て
い
ま

す
。
私
は
そ
れ
を
ホ
ワ
イ
ト
（
雪
）
デ

ー
タ
セ
ン
タ
ー
と
名
づ
け
て
、
積
極
的

に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
ま
す
。

Sm
art C

om
plex 

構
想
と
い
う
の
は
、

〈
共
同
体
の
複
合
体
シ
ス
テ
ム
〉
で
す
。

域
内
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
効
率
良
く
利
用

し
、
生
活
基
盤
と
な
る
食
物
と
住
環
境

（
暖
冷
房
）
の
確
保
も
図
る
、
自
給
を
基

本
と
し
た
新
集
落
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

熱
は
、
温
度
順
に
適
切
な
用
途
に
利

用
す
る
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
ロ
ス
が
減
っ
て

環
境
負
荷
が
軽
減
で
き
ま
す
。
そ
こ
に
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媚山政良さんの資料をもとに編集部で作図
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克雪から利雪へ5

○
臭
気
・
塵
埃

じ
ん
あ
い

の
吸
収
・
吸
着
（
フ
ィ
ル

タ
ー
効
果
）

○
作
物
な
ど
の
鮮
度
維
持
・
で
ん
ぷ
ん

の
糖
化

○
豪
雪
地
帯
と
他
の
地
域
と
の
差
別
化

○
そ
の
他：

保
湿
効
果
、
消
音
効
果
、

芸
術･

遊
び
の
素
材

大
学
に
入
っ
て
か
ら
は
エ
ン
ジ
ン
や

ボ
イ
ラ
ー
の
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。

実
は
大
学
に
入
っ
て
か
ら
「
雪
貯
蔵
の

研
究
を
や
っ
て
み
た
い
」
と
教
官
に
話

し
た
と
こ
ろ
、「
春
の
終
わ
り
に
は
雪

な
ん
か
全
部
融
け
て
し
ま
う
じ
ゃ
な
い

か
」
と
反
対
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
気

持
ち
を
封
印
し
て
き
た
の
で
す
が
、
こ

ん
な
に
多
く
の
可
能
性
を
秘
め
た
雪
は
、

ま
さ
に
自
然
か
ら
の
贈
り
も
の
で
す
。

降
ら
な
い
と
こ
ろ
に
は
存
在
し
な
い
資

源
だ
と
考
え
る
と
、
厄
介
も
の
扱
い
は

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
発
想
を
１
８
０
度
転
換
し
て
、

克
雪
で
は
な
く
利
雪
と
考
え
て
み
よ
う
、

と
提
案
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

氷
室

ひ
む
ろ

の
効
能
を
実
証

37
歳
で
助
教
授
に
な
っ
て
自
分
の
研

究
室
を
持
っ
た
こ
ろ
、
市
内
の
若
い
技

術
者
た
ち
と
「
ヒ
ー
ト
パ
イ
プ
研
究
会
」

を
つ
く
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。

ヒ
ー
ト
パ
イ
プ
　(H

eat pipe) 

熱
伝
導
性
が
高
い
材
質
の
パ
イ
プ
中
に
揮
発
性
の

液
体
を
封
入
し
、
パ
イ
プ
中
の
温
度
差
を
利
用
し

て
液
体
を
動
か
す
こ
と
で
、
熱
を
移
動
さ
せ
る
仕

組
み
。
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
に
よ
り
人
工
衛
星
中
の
放
熱
に

利
用
さ
れ
た
の
が
実
用
化
の
端
緒
で
あ
る
。

優
秀
な
青
年
技
術
者
ば
か
り
で
、
当

初
の
ヒ
ー
ト
パ
イ
プ
の
製
造
技
術
の
開

発
と
い
う
研
究
目
的
を
半
年
で
達
成
し

て
し
ま
っ
た
の
で
、
残
り
の
半
年
間
、

何
を
し
よ
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

長
年
温
め
て
い
た
雪
の
可
能
性
を
氷
室

ひ
む
ろ

で
実
証
実
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

農
業
の
こ
と
は
全
然
わ
か
ら
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
導
い
て
く
れ
る
人
が
い

て
、
中
川
郡
幕
別
町
の
農
家
の
納
屋
を

借
り
、
雪
の
貯
蔵
庫
を
併
設
し
て
長
芋

の
「
氷
室
貯
蔵
」
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

長
芋
と
い
う
の
は
貯
蔵
が
大
変
難
し

く
、
減
耗
と
い
う
の
で
す
が
、
し
な
び

や
す
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
氷
室
に
入

れ
た
と
こ
ろ
、
３
０
０
日
経
っ
て
も
減

耗
率
が
５
％
以
下
で
、
農
家
の
人
が
と

て
も
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
長
芋
よ
り

も
貯
蔵
が
難
し
い
ご
ぼ
う
も
減
耗
率
が

低
い
こ
と
が
わ
か
り
、
農
業
普
及
員
も

驚
く
ほ
ど
の
成
果
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

し
か
も
野
菜
、
特
に
根
菜
類
は
凍
り

た
く
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
で
ん
ぷ
ん

質
が
凍
り
に
く
い
糖
分
に
変
わ
る
の
で

甘
く
な
り
ま
す
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
で
も
サ

ツ
マ
イ
モ
よ
り
甘
く
な
る
ん
で
す
よ
。

植
樹
の
た
め
の
苗
木
を
氷
室
で
保
存

す
る
こ
と
も
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
生
長

さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
ら
し
い
の

で
す
が
、
こ
う
す
る
と
活
着
率
が
高
く

な
る
そ
う
で
す
。
私
た
ち
が
開
発
し
た

氷
室
で
育
て
た
苗
木
が
知
床
に
植
え
ら

れ
て
、
世
界
遺
産
に
な
っ
た
。
そ
う
思

う
と
、
私
ま
で
誇
ら
し
い
気
持
ち
に
な

り
ま
す
。

戦
前
は
あ
ち
こ
ち
に
氷
室
が
あ
っ
て
、

沖
に
漁
に
行
く
に
も
雪
を
積
ん
で
い
っ

た
そ
う
で
す
。
進
駐
軍
が
来
た
途
端
に
、

そ
う
い
う
も
の
は
一
切
な
く
な
っ
た
、

と
現
地
の
人
が
言
っ
て
い
ま
し
た
。
奈

良
に
は
氷
室
神
社
と
い
う
神
社
も
あ
り

ま
す
が
、
私
た
ち
が
開
発
を
行
な
っ
た

当
時
に
は
技
術
も
記
憶
も
ま
っ
た
く
伝

承
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

氷
室
の
記
録
は
日
本
書
紀
に
も
あ
る

ほ
ど
、
歴
史
が
古
い
。
そ
の
こ
ろ
は
毎

年
の
こ
と
で
す
か
ら
経
験
則
で
「
こ
う

や
っ
た
ら
こ
れ
ぐ
ら
い
の
雪
が
残
る
」

と
い
う
こ
と
で
氷
室
を
つ
く
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
産
業
化
す
る
に
は
、
確
か
な

裏
づ
け
が
な
い
と
な
り
ま
せ
ん
。
私
の

仕
事
は
、
工
学
的
な
裏
づ
け
の
上
で
、

確
実
な
も
の
を
設
計
す
る
こ
と
で
す
。

氷
と
雪
の
違
い

氷
室
と
雪
室
の
違
い
は
？
　
と
気
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
特
に
違
い

は
あ
り
ま
せ
ん
。

水
は
１
k
で
１
ｔ
、
比
重
は
１
で
す
。

比
重
が
0.7
（
１
K
で
0.7
ｔ
）
以
上
が
氷
、

0.7
以
下
に
な
る
と
雪
と
呼
ば
れ
ま
す
。

比
重
0.7
と
い
う
の
は
、
通
気
性
が
あ
る

か
な
い
か
の
分
か
れ
目
で
す
。
雪
崩
が

起
き
て
遭
難
し
た
と
き
に
、
比
重
が
0.7

雪融け水の効用

雪の結晶は、中に核を持った六角形です。

（右図）日本の雪の場合、核になっている

のは中国の黄砂か日本海の塩。雪は融ける

に従いザラメ状になっていきますが、その

ときに核を表に押し出す性質があります。

下から排水できるようにした容器に雪を

詰めて上から25％まで雪を融かすと、こ

の性質で表に押し出された核、つまり不純

物が融けた水によって押し流されて容器の

下から流れ出し、残った純水だけを取り出

すことができます。これで硬度５度以下の

超軟水になります。

雪融け水は分子が小さくなるため、生物

が吸収しやすいのです。実は、雪融け水が

二日酔いに効くことは、経験則として実感

していました。吸収しやすい水になるから

でしょうね。この超軟水を農業に利用して、

冷熱エネルギー以外にも雪を活かそうと考

えています。
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以
上
に
な
る
と
通
気
性
が
な
く
て
人
は

呼
吸
で
き
ま
せ
ん
。

雪
は
い
わ
ば
、
密
度
の
低
い
氷
で
す
。

氷
を
つ
く
る
に
は
冷
凍
機
が
必
要
と
な

り
、
そ
の
冷
凍
機
を
動
か
す
に
は
石
油

を
燃
料
と
し
た
発
電
機
が
必
要
で
す
か

ら
、
氷
を
１
ｔ
つ
く
る
た
め
に
は
約
10

r
の
石
油
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
も
し

も
降
っ
た
雪
を
１
ｔ
そ
の
ま
ま
で
使
え

ば
、
石
油
の
消
費
を
節
約
で
き
、
約
30

kg
の
炭
酸
ガ
ス
の
放
出
を
抑
制
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
計
算
に
な
り
ま
す
。

こ
う
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
認
め
ら
れ
て
、

雪
氷
熱
利
用
は
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
（
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置

法
）
の
施
行
令
が
改
正
さ
れ
た
２
０
０

２
年
（
平
成
14
）
に
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

降
っ
た
ば
か
り
の
雪
の
比
重
は
0.2
ぐ

ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
重
で
少

し
ず
つ
圧
縮
さ
れ
て
い
き
、
氷
に
も
な

り
ま
す
。
で
す
か
ら
氷
室
と
呼
ん
で
も

雪
室
と
呼
ん
で
も
い
い
の
で
す
が
、
私

た
ち
が
敢
え
て
雪
室
と
呼
ぶ
の
は
、
雪

は
運
び
や
す
く
、
整
形
し
や
す
い
と
い

う
利
点
が
あ
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、

冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
貯
蔵
す
る

に
は
、
雪
の
状
態
で
動
か
す
ほ
う
が
都

合
が
い
い
の
で
す
。

雪
は
降
ら
な
い
け
れ
ど
気
温
が
低
く

な
る
地
域
で
は
、
氷
を
つ
く
っ
て
代
替

で
き
ま
す
。
土
を
凍
ら
せ
て
凍
土
と
い

う
形
で
冷
熱
を
蓄
え
る
研
究
を
、
帯
広

畜
産
大
学
が
進
め
て
い
ま
す
。
雪
国
の

湖
の
底
に
は
一
年
中
５
℃
程
度
の
雪
融

け
水
が
貯
ま
っ
て
い
て
、
も
ち
ろ
ん
ダ

ム
湖
の
底
も
同
様
で
す
か
ら
、
冷
熱
エ

ネ
ル
ギ
ー
資
源
は
探
せ
ば
ま
だ
ま
だ
眠

っ
て
い
る
の
で
す
。

集
め
て
貯
め
る
と
エ
ネ
ル
ギ
ー

今
の
私
た
ち
は
昔
と
違
い
、
重
機
と

手
軽
な
断
熱
材
と
設
計
能
力
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
を
活
用

す
れ
ば
、
効
率
の
良
い
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ

ー
貯
蔵
が
、
昔
よ
り
は
る
か
に
簡
単
に

実
現
で
き
ま
す
。

実
際
、
２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
北
海

道
の
新
千
歳
空
港
で
は
雪
山
を
築
き
、

木
の
皮
の
バ
ー
ク
で
被
覆
す
る
試
験
を

行
な
い
、
翌
年
オ
ー
プ
ン
し
た
新
タ
ー

ミ
ナ
ル
に
雪
冷
房
を
開
始
し
ま
し
た
。

新
千
歳
空
港
の
年
降
雪
量
は
２
～
３

ｍ
に
達
し
ま
す
。
各
航
空
会
社
が
飛
行

機
に
付
い
た
雪
や
氷
を
落
と
す
た
め
に

融
雪
剤
を
吹
き
つ
け
る
と
、
駐
機
場
の

雪
と
一
緒
に
川
に
流
れ
て
し
ま
う
た
め
、

国
土
交
通
省
は
除
雪
し
た
雪
を
貯
蔵
し

融
雪
剤
が
自
然
に
分
解
さ
れ
る
の
を
待

つ
こ
と
に
し
ま
し
た
。

こ
の
雪
解
け
水
は
約
３
℃
。
そ
れ
を

５
月
か
ら
９
月
の
５
カ
月
間
、
冷
房
に

生
か
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

雪
を
冷
熱
源
と
し
て
利
用
す
る
面
積

は
、
約
27
万
g
に
及
び
、
予
想
年
間
必

要
冷
房
負
荷
（
９
万
７
５
０
０
Ｇ
Ｊ
／
ｈ
）

の
内
の
約
18
％
を
ま
か
な
い
ま
す
。
こ

雪の意外な利用法
氷の結晶はサッカーボールのような形をしていますが（p4）、その中

心部には空間があり、ある温度と圧力を与えるとプロパンガスやメタン
ガスの分子を取り込むことができます。この状態を３日間ほど維持する
と燃える雪ができます。

冗談のような話ですが、世界に 31 億頭も飼われている牛、羊や山羊
のゲップに含まれるメタンガスは、温暖化ガス総量の５％（国によって
は 30％超）に達するといわれています。今は遺伝子組み換えやメタン
ガスを出す原因になっている胃の中の微生物を変更することで、ゲップ
を抑える研究が行なわれているほどです。

ゲップのメタンガスを雪に閉じ込めて燃料として利用するというのは、
雪の有効な利用法の一つになり得るのです。

コージェネレーションにおける冷熱
排熱を回収して利用することを、コージェネレーションと呼びます。

ディーゼルエンジンサイクルは発電効率は火力発電サイクルにかないませ

んが、排熱も利用すると熱利用率を80％まで高めることが可能です。

コージェネレーションをディーゼルエンジンで実現し、地域で電力ととも

に熱を「とことん」利用するモデルを以下のように考えてみました。

１ 菜種油や藻から精製した、再生産が可能な燃料を使う。

２ 熱併給発電（コージェネレーション）の主機として、ディーゼルエン

ジンを採用。

３ 周囲のコージェネレーションやソーラー発電とつなぐスマートグリッ

ドを形成し、発電した電気は積極的に蓄電する。

４ 熱の遠距離輸送は困難なので、熱源であるコージェネレーションに近

接して熱を有効活用する。

このモデルからは、発電と熱を利用する新しい都市の在り方が見えてき

ました。持続可能な方法で生産された燃料を使えば、化石燃料に頼らなく

てもディーゼルエンジンを動かすことができます。そして熱利用の部分に、

今まで捨てていた「雪」を資源として活用しようと気づいたのです。

雪利用の一般的な特徴

 1 雪の融解熱が大きいため、夏までの保存は比較的簡
単な断熱構造体を用い容易に行なうことができる。

 2 雪の融解温度が0℃であるため、低温の安定した熱
環境をつくり出すことができる。

 3 雪の表面積は広いため、空気を用いても水を用いて
も簡単な装置により冷熱を抽出することができる。

 4 冷熱を使用しても冷凍機によるような温排熱を排
出しない（ヒートアイランド形成にかかわらない）。

 5 融解しつつある雪の表面で水溶性のガスと塵挨の
吸収除去ができる。

 6 雪の冷熱を利用する装置、システムは簡素な構造で
できるため安価であり、維持･管理は容易である。

 7 電力（化石燃料など）の大幅な節約ができる（1tの雪
利用で13ℓの石油を節約し、35kgのCO2削減）。

 8 フロンガスを使用しない。　　　　　　　　　　　
　

 9 除雪と組み合わせることにより、雪対策に費やした
経費、エネルギを回収できる。

 10 0℃以下の状態を冷凍機との組み合わせ、あるいは、
寒材を利用することによりつくり出せる。

 11 太陽熱など他の自然エネルギーとの組み合わせ利
用が可能である。

 12 夏まで保存する貯雪庫、貯雪槽、雪山が必要である。
　

 13 毎年、雪を集める必要がある。　　　　　　　　　
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Smart Complex 構想

年
間
降
雪
量
８
〜
11
ｍ
の
特
別
豪
雪

地
帯
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
空
か
ら

タ
ダ
で
資
源
が
降
っ
て
く
る
と
い
う
こ

と
。
そ
の
資
源
を
ど
う
や
っ
た
ら
利
用

で
き
る
か
と
、
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）

に
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
会
（
会
長
は
専

修
大
学
教
授
山
上
重
吉
さ
ん
）
を
立
ち
上
げ

ま
し
た
。
研
究
の
目
標
の
一
つ
に
雪
山

を
選
び
、
ま
ず
は
、
そ
の
模
型
づ
く
り

を
行
な
い
ま
し
た
。

翌
年
に
は
実
際
に
雪
山
を
築
造
し
、

失
敗
も
あ
り
ま
し
た
が
、
後
年
、
雪
山

に
よ
る
冷
風
利
用
の
実
用
化
に
漕
ぎ
着

け
る
な
ど
の
成
果
を
得
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

し
か
し
私
は
、
成
果
の
中
で
最
大
の

も
の
は
「
雪
山
職
人
の
連
帯
感
」
で
は

な
か
ろ
う
か
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
働

く
人
が
楽
し
め
な
い
技
術
は
継
承
さ
れ

ま
せ
ん
。
雪
山
や
雪
室
を
つ
く
る
こ
と

で
育
ま
れ
た
連
帯
感
は
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
結
び
つ
け
、
雪
国
の
自
立
を

後
押
し
す
る
強
い
力
に
な
り
ま
す
。

２
１
０
０
年
へ
の
贈
り
も
の

経
済
評
論
家
の
内
橋
克
人

う
ち
は
し
か
つ
と

さ
ん
は

「
今
は
競
争
よ
り
も
共
生
が
大
切
。
共

生
と
は
、
連
帯
と
参
加
と
協
同
を
原
理

と
しF

ood
s

（
食
料
）
・E

n
erg

y

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
・C

are

（
自
給
圏
・

権
）
な
ど
人
間
の
基
本
的
な
生
存
権
を

大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
」

と
述
べ
、
基
本
的
な
生
存
権
で
あ
る

克雪から利雪へ7

の
結
果
、
Ｃ
Ｏ
２

排
出
削
減
量
は
約
１

２
０
０
ｔ
／
年
に
な
り
ま
し
た
。

縦
１
０
０
ｍ
、
横
２
０
０
ｍ
、
深
さ

２
～
３
ｍ
の
貯
雪
ピ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る

巨
大
な
空
間
に
、
除
雪
さ
れ
た
雪
が
高

さ
約
９
ｍ
ま
で
積
ま
れ
ま
す
。

断
熱
用
に
厚
さ
５
b
の
発
泡
ス
チ
ロ

ー
ル
を
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
製
シ
ー
ト
で
挟

ん
だ
カ
バ
ー
を
か
ぶ
せ
る
だ
け
で
、
夏

で
も
ほ
と
ん
ど
融
け
ま
せ
ん
。
将
来
的

に
は
最
大
貯
雪
量
を
倍
に
し
て
、
Ｃ
Ｏ

２
排
出
量
２
１
０
０
ｔ
／
年
削
減
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

地
域
密
着
型
エ
ネ
ル
ギ
ー

北
海
道
は
自
然
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
利

用
の
先
進
地
で
す
。

美
唄
市
を
例
に
挙
げ
る
と
、
世
界
初

の
雪
冷
房
マ
ン
シ
ョ
ン
が
１
９
９
９
年

（
平
成
11
）
誕
生
し
て
い
ま
す
。
美
唄
市

が
雪
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
昭
和
30
年

代
初
期
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
転
換
に
あ

り
ま
す
。
黒
ダ
イ
ヤ
、
つ
ま
り
炭
鉱
景

気
に
沸
い
た
あ
と
の
地
域
経
済
は
、
農

業
を
基
幹
産
業
へ
転
換
し
て
頑
張
っ
て

き
ま
し
た
。
今
で
は
、
北
海
道
内
３
位
、

国
内
８
位
の
稲
作
収
量
を
誇
る
稲
作
地

帯
で
す
。

ご
多
分
に
漏
れ
ず
少
子
高
齢
化
が
進

ん
で
い
ま
す
が
、
地
域
経
済
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
自
立
を
目
指
す
た
め
に
、
雪
を

核
と
し
た
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
を
形
成
し

よ
う
と
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

Ｆ
と
Ｅ
と
Ｃ
を
大
切
に
す
る
と
い
う
価

値
観
の
下
で
新
た
な
基
幹
産
業
を
創
出

し
、
持
続
可
能
な
社
会
に
変
え
る
と
い

う
経
済
モ
デ
ル
を
提
唱
し
て
い
ま
す
。

内
橋
克
人
（
１
９
３
２
年
〜
）

神
戸
新
聞
記
者
を
経
て
、
経
済
評
論
家
。
大
量
生

産
・
大
量
消
費
を
前
提
と
し
た
日
本
経
済
の
弱
点
、

市
場
原
理
主
義
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

私
が
考
え
て
い
る
〈
環
境
未
来
都
市

構
想
〉
は
、
内
橋
さ
ん
が
い
う
基
本
的

な
生
存
権
を
雪
国
で
実
現
す
る
た
め
の

設
計
図
で
す
。

地
下
の
資
源
枯
渇
へ
の
懸
念
に
対
し

て
、「
沿
岸
海
洋
下
に
あ
る
メ
タ
ン
ハ

イ
ド
レ
ー
ト
な
ど
を
代
替
す
れ
ば
大
丈

夫
」
と
い
う
楽
観
論
も
あ
り
ま
す
が
、

私
は
有
限
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
き
る

こ
と
に
今
の
我
々
の
無
責
任
さ
と
奢
り

が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
未
来
の
子

ど
も
た
ち
が
所
有
す
る
は
ず
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
使
い
き
る
こ
と
が
、
な
ぜ
い
け

な
い
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
使
用
を

避
け
た
ほ
う
が
い
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

２
１
０
０
年
ま
で
は
あ
と
87
年
。
私

た
ち
は
生
き
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
子

ど
も
た
ち
に
未
来
を
保
障
す
る
責
任
が

あ
る
。
そ
の
と
き
に
食
の
地
産
地
消
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
、
人
の
地
産

地
承●

の
実
現
が
鍵
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

地
産
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
雪
の
活
用
は

循
環
型
社
会
へ
の
移
行
に
と
っ
て
、
大

変
大
き
な
切
り
札
に
な
る
は
ず
で
す
。

取
材：

２
０
１
３
年
7
月
24
日
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伊藤親臣 さん
いとう よしおみ

公益財団法人雪だるま財団主任研究員

1971年愛知県名古屋市生まれ。静岡大学工業短期大学部機械工
学科卒業後、室蘭工業大学工学部機械システム工学科編入。
2008年室蘭工業大学大学院工学研究科博士後期課程修了。2000
年より公益財団法人雪だるま財団に勤務。

主な論文、著書に『建築設備と配管工事Vol.48：雪国らしい
snow-life』（日本工業出版2010）、『ゆきVol.74：天からの贈り物

「雪・太陽・雨」を組み合わせた「自然エネルギー循環システム」』
（雪センター 2009）ほか

雪
だ
る
ま
財
団
と
は

安
塚
（
新
潟
県
上
越
市
安
塚
区
）
は
、
日

本
有
数
の
多
雪
地
帯
で
す
。
雪
国
ら
し

い
文
化
、
経
済
、
生
活
の
在
り
方
を
、

外
部
と
の
交
流
の
中
で
見
出
そ
う
と
す

る
〈
雪
国
文
化
村
構
想
〉
を
掲
げ
、
１

９
８
９
年
度
（
平
成
元
）
か
ら
雪
を
逆
手

に
取
っ
た
ま
ち
お
こ
し
に
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。

そ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
昭

和
後
期
に
度
々
起
き
た
豪
雪
で
す
。

五
六
豪
雪
（
ご
う
ろ
く
ご
う
せ
つ
）

１
９
８
０
年
（
昭
和
55
）
12
月
〜
１
９
８
１
年

（
昭
和
56
）
３
月
に
か
け
て
、
東
北
地
方
か
ら
北
近

畿
ま
で
を
襲
っ
た
記
録
的
豪
雪
。

あるがままの雪利用

雪室と雪だるま財団

豪雪地帯に人が住む、ということを当たり前と思っていましたが、

実は日本特有の現象、と伊藤親臣さんは教えてくれました。

克雪も重要です。ただ、克雪だけでなく、

雪に寄り添う暮らしを育んできたからこそ、

雪の持つ資源としての有効性を活用することができます。

新潟県上越市安塚を拠点に展開される、先進的な雪利用の取り組みを紹介します。

五
九
豪
雪
（
ご
う
き
ゅ
う
ご
う
せ
つ
）

１
９
８
３
年
（
昭
和
58
）
12
月
〜
１
９
８
４
年

（
昭
和
59
）
３
月
に
か
け
て
、
日
本
列
島
全
体
を
襲

っ
た
記
録
的
豪
雪
。
雪
慣
れ
し
て
い
な
い
地
域
を

襲
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
交
通
機
関
の
乱
れ
な
ど
都

市
機
能
が
麻
痺
し
た
地
域
も
あ
っ
た
。

同
時
に
高
齢
化
と
過
疎
化
が
、
加
速

度
的
に
進
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、

安
塚
で
は
「
高
齢
化
は
あ
る
程
度
仕
方

が
な
い
。
過
疎
は
我
々
の
心
の
中
の
問

題
。
過
疎
を
雪
の
せ
い
に
し
が
ち
だ
が
、

本
当
に
そ
う
な
の
か
。
雪
を
も
っ
と
見

直
し
て
み
よ
う
」
と
考
え
、
雪
を
ま
ち

づ
く
り
の
核
に
据
え
た
活
動
を
行
な
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
試
行
錯
誤
の
末

に
雪
の
利
用
に
関
す
る
研
究
、
実
践
を

行
な
う
組
織
と
し
て
、
１
９
９
０
年

（
平
成
２
）
に
設
立
し
た
の
が
〈
財
団
法

人
雪
だ
る
ま
財
団
〉
で
す
。

や
が
て
、
安
塚
の
町
長
（
当
時
）
は
、

室
蘭
工
業
大
学
で
雪
を
用
い
た
冷
熱
エ

ネ
ル
ギ
ー
研
究
を
し
て
お
ら
れ
る
媚
山

政
良
先
生
に
行
き
着
き
、「
こ
う
い
う

経
緯
で
こ
れ
か
ら
雪
を
有
効
活
用
し
て

い
き
た
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る

人
は
い
ま
せ
ん
か
」
と
室
蘭
に
来
ら
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
雪
冷
房
の
研
究
を

し
て
い
た
私
が
、
推
薦
さ
れ
て
安
塚
に

来
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

雪
の
研
究
を
本
業
と
し
て
生
き
て
い

く
の
は
難
し
い
と
わ
か
っ
て
い
ま
し
た

か
ら
、
学
生
時
代
の
テ
ー
マ
と
割
り
切

っ
て
い
た
の
で
す
が
、
次
第
に
は
ま
っ

て
し
ま
っ
て
。
で
す
か
ら
、
安
塚
か
ら

オ
フ
ァ
ー
が
あ
っ
た
と
き
に
、
単
身
、

飛
び
込
ん
で
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

13
年
も
前
の
こ
と
で
す
。

雪
を
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

私
が
財
団
に
勤
務
し
て
最
初
の
大
仕

事
は
「
雪
を
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
国

に
認
め
て
も
ら
う
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
資
料
づ
く
り
で
し
た
。
町
長
は

「
雪
を
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
」
と
、
積
極

的
に
国
に
働
き
か
け
て
い
ま
し
た
か
ら
、

私
も
毎
月
の
よ
う
に
、
国
会
に
随
行
し

ま
し
た
。
衆
参
の
議
員
会
館
や
省
庁
の

官
僚
の
執
務
室
に
赴
く
な
ど
、
安
塚
の

日
常
で
は
経
験
で
き
な
い
貴
重
な
体
験

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
関
係
部
局
と

の
調
整
が
功
を
奏
し
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
審
査
す
る
国
の
会
議
に
提
出
さ
れ
た

デ
ー
タ
に
は
「
雪
だ
る
ま
財
団
調
べ
」

と
書
い
て
あ
り
、
一
連
の
活
動
が
法
制

化
に
一
役
買
い
、
自
分
も
そ
の
歴
史
的

な
場
面
に
立
ち
会
え
た
ん
だ
な
あ
と
感

慨
深
く
思
い
ま
し
た
。
そ
の
会
議
を
傍

聴
し
た
の
ち
、
帰
り
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

の
中
で
媚
山
先
生
か
ら
「
決
ま
っ
た
ね
」

と
言
わ
れ
握
手
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い

ま
す
。
こ
れ
か
ら
「
雪
や
雪
国
が
表
舞

台
に
立
つ
」
と
実
感
し
た
瞬
間
で
し
た
。

雪
室

ゆ
き
む
ろ

を
産
業
に

有
史
以
来
、
人
間
は
雪
を
利
用
し
て

き
た
は
ず
で
す
。
雪
国
の
人
は
収
穫
し



お
つ
き
合
い
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
お
手

本
と
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

１
９
９
２
年
（
平
成
４
）
に
農
畜
産
物

集
出
荷
施
設
と
し
て
、
安
塚
で
第
１
号

の
雪
室
が
で
き
ま
し
た
。
１
９
９
５
年

（
平
成
７
）
か
ら
は
隣
の
〈
雪
だ
る
ま
物

産
館
〉
で
雪
室
貯
蔵
の
製
品
や
野
菜
を

販
売
し
て
い
ま
す
。
ま
た
〈
雪
だ
る
ま

物
産
館
〉
で
は
、
雪
室
の
雪
融
け
水
を

冷
房
に
利
用
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
安
塚
の
雪
室
は
、
単
な
る

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
と
し
て
で
は
な
く
、
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
を
掘
り
起
こ
す
ツ
ー
ル
の

延
長
線
上
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

雪
室
効
果
の

見
え
る
化
へ
の
取
り
組
み

お
い
し
さ
は
曖
昧
な
も
の
で
す
か
ら
、

雪
室
貯
蔵
が
お
い
し
さ
に
与
え
る
影
響

を
科
学
的
に
証
明
す
る
こ
と
で
、
雪
室

活
用
の
成
果
を
実
証
し
よ
う
と
研
究
会

を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
高
野
克
己
先
生

（
東
京
農
業
大
学
応
用
生
物
科
学
部
教
授
）
を
中

心
に
評
価
基
準
を
つ
く
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
高
野
先
生
は
研
究
会
の
度
に

各
分
野
の
一
流
の
研
究
者
を
招
聘
し
て

く
だ
さ
る
の
で
驚
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

ど
な
た
も
「
雪
の
貯
蔵
と
冷
蔵
庫
の
貯

蔵
と
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
？
」
と
雪
中

貯
蔵
に
対
し
て
半
信
半
疑
意
な
印
象
で

し
た
が
、
回
を
重
ね
る
う
ち
に
雪
の
隠

れ
た
可
能
性
に
引
き
込
ま
れ
興
味
を
持

っ
て
く
だ
さ
っ
た
よ
う
で
、
研
究
の
幅

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。

雪
の
市
民
会
議
開
催
に

雪
を
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
認

め
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
雪
の
有
効
性

を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
こ
で
、
第
１
回
の
〈
雪
サ
ミ
ッ

ト
〉
を
北
海
道
の
沼
田
町
で
開
催
し
ま

し
た
。
第
２
回
は
安
塚
で
開
催
さ
れ
て

い
ま
す
。
私
は
ど
ち
ら
に
も
参
加
し
て

い
て
、
第
１
回
の
と
き
に
安
塚
町
長
が

鼻
息
荒
く
講
演
す
る
の
を
聞
い
て
い
ま

す
が
、
ま
さ
か
、
そ
の
あ
と
自
分
が
そ

の
人
の
町
に
来
る
こ
と
に
な
る
な
ん
て
、

夢
に
も
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

〈
雪
サ
ミ
ッ
ト
〉
は
第
８
回
を
愛
・
地

球
博
（
２
０
０
５
年
日
本
国
際
博
覧
会
　
通
称：

愛
・
地
球
博
、
愛
知
万
博
）
で
開
催
し
、
発

展
的
に
解
散
し
ま
し
た
。

終
わ
っ
た
こ
と
は
終
わ
っ
た
ん
で
す

が
、「
違
う
形
で
も
続
け
た
い
ね
」
と

い
う
人
が
た
く
さ
ん
い
て
、
市
民
レ
ベ

ル
で
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。〈
雪
の
市
民
会
議
〉
と
形
を
変
え

て
、
安
塚
を
第
１
回
の
開
催
地
に
し
て

再
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

雪
と
共
生
し
て
き
た
日
本

人
間
が
住
ん
で
い
る
所
に
こ
れ
ほ
ど

の
冷
熱
が
あ
る
場
所
と
い
う
の
は
、
世

界
的
に
見
て
極
め
て
珍
し
い
の
で
す
。

普
通
は
そ
う
い
う
所
に
は
人
は
住
ま
な

9 雪室と雪だるま財団

た
白
菜
を
玄
関
脇
の
雪
の
中
に
埋
め
て

保
存
す
る
な
ど
、
ご
く
普
通
に
生
活
の

中
に
雪
利
用
を
取
り
入
れ
て
い
ま
し
た
。

保
存
の
た
め
に
し
て
い
た
こ
と
で
す

が
、
雪
の
中
に
保
存
す
る
と
野
菜
が
甘

く
な
っ
た
り
お
い
し
く
な
っ
た
り
し
ま

す
。
し
か
し
他
所
と
比
べ
て
い
な
い
か

ら
、
そ
の
味
は
安
塚
の
人
に
と
っ
て
は

当
た
り
前
。
お
い
し
く
な
る
こ
と
に
気

づ
い
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
す
。

岩
の
原
葡
萄
園
（
上
越
市
大
字
北
方
）
で

は
、
１
８
９
８
年
（
明
治
31
）
か
ら
世
界

に
先
駆
け
て
雪
で
発
酵
熱
を
抑
え
る
醸

造
法
を
採
用
し
て
き
ま
し
た
（
表
紙
裏
面

参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
に
雪
の
利

用
が
行
な
わ
れ
て
き
た
の
で
す
。

現
在
、
雪
を
利
用
し
て
い
る
施
設
は
、

安
塚
で
は
大
小
あ
わ
せ
て
12
施
設
。
上

越
市
内
に
は
15
施
設
。
全
国
で
は
、
冷

蔵
、
冷
房
に
利
用
し
て
い
る
施
設
は
１

５
０
カ
所
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

そ
の
先
駆
け
的
な
施
設
は
、
30
年
ぐ

ら
い
前
に
、
新
潟
県
湯
之
谷
村
（
現
・
魚

沼
市
）
で
農
産
物
、
山
菜
類
の
加
工
販

売
を
し
て
い
る
株
式
会
社
大
沢
加
工
さ

ん
が
始
め
た
も
の
で
す
。

大
沢
加
工
さ
ん
は
、
雪
国
で
昔
か
ら

行
な
わ
れ
て
い
た
貯
蔵
庫
を
、
電
気
を

使
わ
ず
雪
で
年
中
０
℃
に
冷
や
す
〈
現

代
版
の
雪
室

ゆ
き
む
ろ

〉
と
し
て
進
化
さ
せ
ま
し

た
。
そ
れ
は
、
か
ま
く
ら
の
周
囲
を
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
で
す
っ
ぽ
り
覆
っ
た

外
観
で
、
上
に
屋
根
を
か
け
た
形
で
す
。

安
塚
で
は
大
沢
加
工
さ
ん
と
古
く
か
ら

右ページ：〈雪だるま物産館〉。隣接した農畜産物集出
荷施設の雪室で貯蔵した農産物を販売している。
左ページ：雪のまちみらい館の外観。2階に上がる緩
やかなスロープには、雪だるまの形をした滑り止めが。
住民が一つひとつに表情を描き込んだ1点ものだそうだ。
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い
か
ら
で
す
。

カ
ナ
ダ
で
発
表
し
た
と
き
に
は
「
な

ん
で
そ
ん
な
所
に
人
が
住
ん
で
い
る
の

か
」
と
い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
ほ
ど
雪
が
降
る
所
は
リ
ゾ
ー
ト
で
あ

っ
て
、
住
宅
冷
房
に
利
用
す
る
こ
と
を

理
解
で
き
な
い
よ
う
な
の
で
す
。
上
越

市
は
人
口
約
20
万
人
で
す
し
、
十
日
町

は
人
口
密
度
と
積
雪
の
割
合
が
世
界
一

だ
そ
う
で
す
。
雪
だ
け
あ
っ
て
も
人
が

い
な
い
と
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
利
用
で

き
な
い
の
で
、
日
本
に
は
そ
れ
だ
け
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
で
は
有
史
以
来
、
雪
国
に
住
ん

で
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
雪
と
共
生
し

な
が
ら
暮
ら
し
て
き
た
の
で
す
。
日
本

人
は
、
そ
こ
に
雪
が
た
く
さ
ん
降
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
い
て
住
む
。
そ
れ
は
、

そ
こ
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
で
す
。

雪
融
け
水
が
田
畑
を
潤
す
と
か
湿
度

が
下
が
っ
た
冬
場
に
森
の
木
を
伐
採
す

る
と
良
材
が
取
れ
る
と
か
、
メ
リ
ッ
ト

が
あ
る
か
ら
住
む
。
狩
猟
を
す
る
と
き

に
も
、
雪
が
あ
れ
ば
獲
物
の
足
跡
が
わ

か
っ
て
都
合
が
良
い
。
寒
け
れ
ば
暖
を

取
れ
ば
い
い
。
食
べ
も
の
も
蓄
え
れ
ば

い
い
。
食
べ
も
の
を
確
実
に
確
保
で
き

て
、
暮
ら
し
て
い
か
れ
た
か
ら
住
ん
で

き
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
今
に
な
っ
て
「
こ
ん
な
に

雪
深
い
所
で
は
暮
ら
し
て
い
か
れ
な
い
」

と
言
う
の
は
、
雪
が
悪
い
の
で
は
な
く
、

私
た
ち
の
暮
ら
し
方
が
変
わ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
す
。

あ
る
が
ま
ま
の
価
値

学
生
時
代
か
ら
雪
冷
房
に
か
か
わ
っ

て
き
て
、
つ
く
づ
く
思
う
の
は
「
雪
は

悪
さ
を
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
。
融
け

る
だ
け
で
す
し
、
融
け
た
も
の
は
た
だ

の
水
で
す
。

自
然
に
降
っ
て
く
る
も
の
を
待
っ
て
、

邪
魔
だ
よ
と
い
わ
れ
た
も
の
を
よ
け
て

集
め
て
、
集
め
た
も
の
を
冷
熱
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
し
て
取
っ
て
お
い
て
利
用
で
き

る
よ
う
に
し
て
あ
げ
る
。
融
け
る
速
度

を
我
々
が
上
手
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て

あ
げ
れ
ば
、
有
効
に
使
え
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
自
然
に
寄
り
添
う
仕
組

み
だ
か
ら
、
汎
用
性
は
高
く
あ
り
ま
せ

ん
。「
農
産
物
の
輸
入
量
が
増
え
た
か

ら
も
っ
と
た
く
さ
ん
冷
や
し
た
い
」
と

い
っ
て
も
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
越
え
た

も
の
に
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
と
何
で
も
電
気

に
変
換
し
て
、
自
由
に
使
う
こ
と
を
考

え
が
ち
で
す
が
、
雪
は
そ
の
ま
ま
使
え

る
形
で
利
用
す
る
こ
と
に
価
値
が
あ
り

ま
す
。
あ
り
の
ま
ま
の
雪
の
良
い
と
こ

ろ
に
、
私
た
ち
の
ほ
う
が
合
わ
せ
て
い

け
ば
い
い
の
で
す
。

し
か
し
雪
は
、
雪
国
の
人
に
と
っ
て
、

あ
ま
り
に
も
身
近
過
ぎ
て
価
値
を
見
出

せ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

私
は
そ
の
こ
と
に
常
々
も
ど
か
し
さ

を
感
じ
て
き
ま
し
た
が
、
雪
で
お
金
儲

け
が
で
き
る
こ
と
を
見
せ
れ
ば
、
雪
を

見
直
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
活
用
例
が
、

雪
国
で
採
れ
る
も
の
を
雪
で
う
ま
く
貯

蔵
す
る
こ
と
、
雪
室
の
活
用
な
の
で
す
。

雪
室
貯
蔵
の
利
点

今
ま
で
は
米
、
そ
ば
、
野
菜
を
貯
蔵

し
て
い
ま
し
た
が
、
も
う
少
し
範
囲
を

広
げ
て
コ
ー
ヒ
ー
、
肉
、
魚
、
酒
、
醤

油
の
貯
蔵
方
法
を
研
究
し
て
い
ま
す
。

肉
を
０
℃
で
貯
蔵
す
る
と
き
、
電
気

冷
蔵
庫
は
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
を
Ｏ
Ｎ
と

Ｏ
Ｆ
Ｆ
で
繰
り
返
す
か
ら
必
ず
プ
ラ
ス

マ
イ
ナ
ス
の
幅
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
雪
は
０
℃
以
下
に
は
な
り

ま
せ
ん
か
ら
、
０
℃
付
近
で
安
定
し
て

い
ま
す
。
凍
っ
た
り
融
け
た
り
を
繰
り

返
す
と
食
品
に
ス
ト
レ
ス
が
か
か
り
ま

す
が
、
雪
で
低
温
環
境
を
安
定
的
に
維

持
す
れ
ば
温
度
差
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
を

与
え
な
い
た
め
、
鮮
度
よ
く
貯
蔵
で
き

る
と
い
う
仕
組
み
で
す
。

し
か
も
食
品
は
低
温
貯
蔵
下
に
お
い

て
も
、
熟
成
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
低
温
熟
成
が
う
ま
く
い
く
よ

う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
た
ら
、
省
エ

ネ
に
加
え
て
、
お
い
し
い
と
い
う
付
加

価
値
の
つ
い
た
食
材
に
生
ま
れ
変
わ
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

今
後
Ｔ
Ｐ
Ｐ
も
含
め
て
考
え
た
と
き
、

農
業
の
付
加
価
値
を
高
め
、
強
い
産
業

と
し
て
育
て
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

雪
国
に
お
け
る
冷
熱
産
業
は
そ
の
付
加
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の
方
法
で
つ
く
っ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
節
約
で
き
る
の
で
す
か
ら
。

私
が
住
ん
で
い
る
町
営
住
宅
で
は
、

高
齢
化
が
進
ん
で
雪
掘
り
（
屋
根
の
雪
下

ろ
し
）
が
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。
友

人
に
声
を
か
け
て
雪
掘
り
を
し
た
と
こ

ろ
、
帰
宅
し
た
玄
関
先
に
野
菜
や
心
づ

く
し
の
総
菜
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
雪
国
の
暮
ら
し
は
、
持
ち
つ

持
た
れ
つ
。
そ
う
い
う
暮
ら
し
の
中
に

雪
室
が
活
か
せ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ら
い
雪
掘
り
だ
っ
て
、
夏
に
使
う

雪
を
集
め
て
い
る
、
と
考
え
れ
ば
気
持

ち
が
違
っ
て
き
ま
す
。
誰
に
で
も
降
っ

て
く
る
雪
で
す
か
ら
使
い
方
次
第
。
う

ま
い
仕
組
み
を
考
え
て
、
雪
国
に
住
み

た
い
と
思
う
人
を
増
や
し
た
い
で
す
ね
。

雪
に
は
名
前
な
ん
て
書
い
て
い
な
い

し
、
ち
ょ
っ
と
風
向
き
が
変
わ
っ
た
ら

落
ち
る
所
も
変
わ
り
ま
す
。
今
は
厄
介

も
の
扱
い
さ
れ
て
い
る
雪
で
す
が
、
有

効
利
用
で
き
る
資
源
に
な
っ
た
ら
、

「
う
ち
の
雪
だ
」
と
雪
利
権
を
主
張
し

合
う
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

毎
年
み
ん
な
が
「
早
く
冬
に
な
ら
な
い

か
な
」
と
雪
が
降
る
の
を
首
を
長
く
し

て
待
つ
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
「
そ
う
な
れ
ば
い
い
な
あ
」
と

思
い
ま
す
。
マ
グ
ロ
の
ト
ロ
だ
っ
て
昔

は
捨
て
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
う
ま
く

利
用
す
る
方
法
さ
え
見
出
せ
ば
、
雪
だ

っ
て
第
二
の
ト
ロ
に
な
れ
る
可
能
性
は

あ
る
の
で
す
。

取
材：

２
０
１
３
年
２
月
８
日

値
を
高
め
る
力
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

雪
国
文
化
の
復
活
を

実
は
東
日
本
大
震
災
（
２
０
１
１
年
〈
平

成
23
〉）
の
あ
と
群
馬
県
の
漬
物
屋
さ
ん

か
ら
「
そ
ち
ら
に
雪
室
が
あ
る
の
で
す

ね
」
と
問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
。

東
京
電
力
管
内
に
計
画
停
電
が
あ
っ
た

時
期
で
、
雪
室
を
使
わ
せ
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
話
で
し
た
。
新
潟
県
外
の
方

か
ら
そ
う
い
う
申
し
出
を
受
け
た
の
は
、

私
が
財
団
に
勤
務
し
て
以
来
初
め
て
の

こ
と
で
し
た
。

経
済
の
中
心
は
い
つ
の
間
に
か
太
平

洋
側
に
移
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
歴

史
を
振
り
返
る
と
、
北
前
船
の
時
代
に

は
日
本
海
側
の
経
済
に
は
勢
い
が
あ
り

ま
し
た
。
雪
を
使
っ
た
産
業
が
興
れ
ば
、

再
び
日
本
海
側
の
経
済
圏
が
復
活
す
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
感
触
を
持
ち

始
め
て
い
ま
す
。

今
は
宅
配
便
が
発
達
し
て
い
ま
す
か

ら
、
雪
室
倉
庫
を
こ
ち
ら
に
置
い
て
も

ら
っ
て
必
要
な
分
を
送
れ
ば
い
い
の
で

す
。
新
潟
は
関
西
、
中
部
、
関
東
の
扇

の
要
に
位
置
し
ま
す
か
ら
、
北
海
道
と

は
違
う
形
で
、
新
潟
が
雪
利
用
で
経
済

を
興
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
北
海
道
の
雪
を
東
京
の
ホ
テ

ル
な
ど
に
運
ん
で
雪
冷
房
に
利
用
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
進
ん
で
い
ま
す
。
企

業
と
し
て
は
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
も
役
立
ち
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
東
京
の
ホ
テ
ル
で
で
き

る
の
に
札
幌
や
新
潟
の
ホ
テ
ル
で
は
で

き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
技
術
面
で
は

既
に
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

誰
か
が
口
火
を
切
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

雪
国
以
外
に
住
ん
で
い
る
絶
対
数
の
多

い
人
た
ち
の
賛
同
は
、
そ
の
追
い
風
に

な
れ
る
は
ず
で
す
。

豪
雪
地
帯
の
エ
リ
ー
ト

安
塚
の
子
ど
も
は
、
雪
の
英
才
教
育

を
小
さ
い
う
ち
か
ら
受
け
て
い
ま
す
。

雪
が
降
る
こ
ろ
、
ど
こ
が
危
な
く
て
、

何
を
し
た
ら
い
け
な
い
か
。
ま
た
、
万

が
一
の
と
き
の
た
め
に
、
何
を
ど
う
備

え
る
か
。
日
頃
か
ら
訓
練
さ
れ
て
い
る

し
食
料
の
備
蓄
も
充
分
あ
り
ま
す
か
ら
、

大
雪
が
降
っ
た
緊
急
時
で
も
そ
れ
ほ
ど

困
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
昔
、
雪
で

外
界
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
か
ら
育
ま

れ
た
、
雪
国
の
知
恵
が
あ
る
の
で
す
。

雪
国
と
そ
う
で
な
い
地
域
と
の
人
口

比
率
は
、
日
本
で
は
８
対
２
に
な
り
ま

す
。
降
っ
た
雪
（
積
雪
深
）
を
ど
ん
ど
ん

足
し
て
い
き
、
冬
季
間
の
積
雪
深
の
合

計
が
50
ｍ
以
上
の
所
が
〈
豪
雪
地
帯
〉、

さ
ら
に
生
活
苦
を
伴
う
ほ
ど
降
る
地
域

が
〈
特
別
豪
雪
地
帯
〉
で
す
。〈
豪
雪

地
帯
〉
に
住
ん
で
い
る
の
は
全
人
口
の

20
％
、〈
特
別
豪
雪
地
帯
〉
は
わ
ず
か

３
％
で
す
。

私
は
市
内
の
学
校
に
出
向
き
、
雪
の

出
前
授
業
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

中
学
生
に
対
し
て
は
「
安
塚
は
〈
特
別

豪
雪
地
帯
〉
で
、
君
た
ち
は
選
ば
れ
た

３
％
な
ん
だ
か
ら
雪
国
エ
リ
ー
ト
と
し

て
の
自
覚
を
持
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
経
験
し
て
い
る

こ
と
は
、
97
％
の
人
に
は
体
験
で
き
な

い
特
別
な
こ
と
。
雪
国
だ
か
ら
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
ー
で
雪
が
降
っ
て
不
便
だ
と
い

う
の
で
は
な
く
、
雪
国
だ
か
ら
こ
ん
な

こ
と
も
で
き
る
、
と
身
を
も
っ
て
体
感

し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
の
一
例
が
雪
冷
房
で
す
。
安
塚
小

学
校
で
は
、
２
０
０
１
年
（
平
成
13
）
雪

冷
房
を
導
入
し
ま
し
た
。
安
塚
は
山
に

囲
ま
れ
た
盆
地
特
有
の
気
候
で
夏
は
結

構
暑
く
な
る
の
で
す
が
、
当
初
は
「
学

校
は
暑
い
の
が
当
た
り
前
。
贅
沢
だ
」

と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

雪
冷
房
だ
っ
た
ら
環
境
教
育
に
も
な
る

と
い
う
こ
と
で
、
厨
房
と
ラ
ン
チ
ル
ー

ム
（
食
堂
）
に
導
入
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、

次
の
段
階
で
、
中
学
校
は
全
館
雪
冷
房

に
な
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
安
塚
の
子
ど
も
た
ち
は
、

物
心
つ
い
た
と
き
か
ら
雪
冷
房
が
あ
る

の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
県
立
高
校
に
上
が
っ
た
ら
冷
房

が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
安
塚
に
は
雪

冷
房
が
あ
っ
て
す
ご
い
、
し
か
も
雪
を

使
っ
た
エ
コ
な
冷
房
だ
、
と
み
ん
な
か

ら
う
ら
や
ま
し
が
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

感
受
性
が
強
い
時
期
の
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
経
験
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。

雪
を
資
源
に

二
酸
化
炭
素
を
地
中
に
埋
め
た
り
、

石
油
の
代
わ
り
に
シ
ェ
ー
ル
ガ
ス
に
期

待
す
る
と
い
う
の
は
、
方
向
性
が
間
違

っ
て
い
る
気
が
し
ま
す
。
捨
て
て
し
ま

っ
て
い
る
雪
を
有
効
利
用
す
れ
ば
、
別

雪のまちみらい館の1階は雪室になっていて、夏
の冷房に使われている。
伊藤さんのニックネームは、スノーマン！
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水分水分

空気

27℃

空気が蓄えられる水分の量
は、空気の温度によって決ま
る。温度が高いとたくさん
の水分を蓄えることができ
る。

温度が下がると空気の体
積が収縮し、水分をあま
り蓄えることができなく
なる。空気中にいられな
くなった水分は、水滴と
してあふれ出る（結露）。

再び温度の高い部屋に戻す
と、同じ水分量のまま空気の
体積が膨張するため、湿度が
低くなる、という仕組み。

除湿の理論の湿除 論理の

分分水水分分水水

の湿除

分分分

論理の

。る
がとこるえ蓄を分水の
くたとい高が度温。る
てっよに度温の気空、は
分水るれらえ蓄が気空

水水分分水水

る出れふあてし
分水たっなく
に中気空。るな
がとこるえ蓄り
水、し縮収が積
とるが下が度温

きでが
んさ
ま決
量の

分分分

るなく低
膨が積体
水じ同、と
度温び再

。）露結（る
と滴水、は
なれらいに
くなきでが
まあを分水
体の気空と

。み組仕ういと、
が度湿、めたるす張膨
の気空ままの量分水
す戻に屋部い高の度

魚
沼
市
の
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策

新
潟
県
魚
沼
市
で
は
、
新
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
活
用
を
進
め
る
た
め
に
２
０
０
４

年
（
平
成
16
）
に
〈
地
域
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

ビ
ジ
ョ
ン
〉
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

２
０
０
７
年
度
（
平
成
19
）
に
は
、〈
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
考
え
る
会
〉
を
立
ち
上

げ
、
燃
料
に
木
を
使
っ
た
ス
ト
ー
ブ
や

太
陽
光
発
電
な
ど
の
研
究
会
を
月
に
１

〜
２
回
ず
つ
行
な
っ
て
い
ま
し
た
。
当

社
で
は
14
〜
15
年
前
か
ら
太
陽
光
パ
ネ

ル
の
設
置
を
手
が
け
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
研
究
会
に
参
画
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
に
長
岡
技
術
科
学
大
学
の

上
村

か
み
む
ら

靖
司
先
生
が
講
師
と
し
て
来
ら
れ
、

雪
を
使
っ
た
冷
房
は
ど
う
か
、
と
い
う

こ
と
を
提
案
さ
れ
た
の
で
す
。

年
度
末
に
は
、
雪
と
薪
を
活
用
し
て

魚
沼
ら
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
提
案

さ
れ
、
そ
の
成
果
は
〈
ユ
キ
★
マ
キ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
と
し
て
、
提
言
書
に
ま

と
め
ら
れ
ま
し
た
。

雪
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

提
言
書
を
出
し
た
２
０
０
７
年
（
平

成
19
）
の
翌
年
か
ら
、
魚
沼
市
が
雪
冷

熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
住
宅
に
対
し
て
も
補
助

金
を
出
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の

補
助
金
を
利
用
し
て
、
２
０
１
０
年
度

（
平
成
22
）
当
社
で
最
初
に
雪
冷
熱
エ
ネ

ル
ギ
ー
住
宅
を
建
築
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
２
０
１
２
年
度
（
平
成
24
）
に
２
軒
、

施
工
し
て
い
ま
す
。

換
気
の
た
め
の
フ
ァ
ン
は
電
動
で
す
。

魚
沼
市
役
所
環
境
課
で
１
シ
ー
ズ
ン
の

デ
ー
タ
を
収
集
し
検
証
し
て
も
ら
っ
た

と
こ
ろ
、
エ
ア
コ
ン
だ
と
１
万
３
０
０

０
〜
１
万
４
０
０
０
円
か
か
る
と
こ
ろ
、

フ
ァ
ン
を
動
か
す
た
め
の
電
気
代
だ
け

で
す
の
で
、
７
０
０
円
ほ
ど
で
済
む
と

い
う
試
算
が
出
ま
し
た
。

魚
沼
と
い
う
の
は
、
新
潟
県
内
で
最

も
暑
く
な
る
こ
と
の
多
い
地
域
で
す
。

冬
の
雪
も
多
い
の
で
す
が
、
夏
に
暑
く

な
る
の
で
雪
を
溜
め
て
お
く
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
は
高
い
の
で
す
。

ち
な
み
に
暖
房
や
屋
根
の
融
雪
の
た

め
に
使
わ
れ
る
灯
油
代
な
ど
も
馬
鹿
に

な
り
ま
せ
ん
。

勾
配
の
緩
い
屋
根
で
融
雪
シ
ス
テ
ム

を
導
入
し
て
い
る
お
宅
で
は
、
燃
料
に

灯
油
や
ガ
ス
を
使
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

屋
根
の
雪
の
処
理
に
も
お
金
が
か
か
る

の
で
す
。
家
や
そ
の
年
の
降
雪
量
な
ど

に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
が
、
１
シ
ー
ズ

ン
20
万
〜
30
万
円
程
度
の
灯
油
代
が
か

か
っ
て
い
ま
す
。
最
近
に
な
っ
て
灯
油

が
値
上
が
り
し
た
こ
と
で
、
薪
ス
ト
ー

ブ
や
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
へ
の
関
心
が

高
く
な
り
ま
し
た
。

春
先
の
ザ
ラ
メ
雪
を
貯
蔵

最
初
に
手
が
け
た
お
宅
は
、
傾
斜
地
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最
新
の
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用

利
雪
の
家

山田正人さん

やまだ まさと
有限会社山良工務店代表取締役

1967年、新潟県魚沼市
生まれ。県立小出高校
卒業後上京、（株）丸吉

（現（株）ジャパン建材）
入社。その後、地元建
設会社を経て、（有）山
良工務店入社。2004年

（平成16）より現職。

雪
を
貯
蔵
し
て
、
夏
の
冷
房
に
活
用
し
て
い
る
住
宅
が
あ
り
ま
す
。

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
て
い
る
の
は
、
環
境
意
識
。

シ
ス
テ
ム
導
入
に
は
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
が
、

融
け
て
消
え
て
し
ま
う
雪
が
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
充
分
活
用
で
き
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

快
適
な
室
内
環
境
と
エ
コ
を
か
な
え
る
、

雪
冷
房
の
実
力
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

雪室

室内から27℃の空気
▼　

雪室で3℃の冷気に
▼　

冷気を27℃の空気と混ぜて15℃に 部屋

GL

排水

27℃

3℃

15℃

雪冷熱エネルギー住宅システム
山田正人さんの資料をもとに編集部で作図



に
建
つ
た
め
基
礎
部
分
が
高
く
な
っ
た

高
床
式
の
住
宅
で
す
。
そ
の
基
礎
部
分

の
一
部
を
雪
室
に
し
ま
し
た
。

雪
室
の
壁
と
天
井
と
床
下
に
断
熱
材

を
入
れ
て
、
春
先
の
ザ
ラ
メ
に
な
っ
た

雪
を
、
家
庭
用
除
雪
機
で
雪
室
に
入
れ

て
い
き
ま
す
。
わ
ざ
わ
ざ
ザ
ラ
メ
雪
を

入
れ
る
の
は
、
入
れ
た
雪
が
締
ま
り
、

長
期
保
存
に
都
合
が
い
い
か
ら
で
す
。

最
初
の
年
は
４
月
末
の
雪
を
貯
蔵
し

た
の
で
す
が
、
こ
の
辺
り
は
結
構
黄
砂

が
飛
ん
で
き
て
雪
が
汚
れ
ま
す
。
構
造

上
、
雪
室
の
塵
が
室
内
に
入
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
き
れ
い
な
雪

を
入
れ
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
今
年
は

３
月
に
作
業
し
ま
し
た
。

こ
の
お
宅
で
は
約
40
帖
の
面
積
を
冷

房
す
る
の
に
約
31
ｔ
の
雪
を
貯
蔵
し
ま

し
た
。
雪
室
の
床
面
積
は
16
帖
、
高
さ

は
普
通
の
居
室
と
同
じ
2.4
ｍ
で
す
。
10

月
を
過
ぎ
て
も
雪
が
残
っ
て
い
て
、
次

シ
ー
ズ
ン
に
備
え
て
融
か
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
ほ
ど
で
し
た
。

も
と
も
と
締
ま
っ
て
い
る
ザ
ラ
メ
雪

13 利雪の家

送
る
、
と
い
う
仕
組
み
で
冷
房
し
ま
す

が
、
暖
か
く
湿
度
の
高
い
空
気
が
雪
室

に
送
ら
れ
て
冷
や
さ
れ
た
と
き
に
、
湿

気
は
雪
室
の
天
井
な
ど
に
結
露
し
て
、

乾
い
た
冷
風
が
室
内
に
送
り
込
ま
れ
ま

す
。
そ
の
際
に
、
湿
気
も
塵
も
臭
い
も

雪
室
で
落
と
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
の
代

わ
り
、
雪
室
の
雪
は
だ
ん
だ
ん
黒
く
汚

れ
て
い
き
ま
す
。
雪
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー

住
宅
第
一
号
の
お
宅
に
は
煙
草
を
吸
わ

れ
る
方
が
い
る
の
で
す
が
、
室
内
に
は

煙
草
の
臭
い
が
ま
っ
た
く
し
ま
せ
ん
。

エ
ア
コ
ン
の
冷
房
と
同
じ
で
、
温
度

設
定
が
で
き
る
の
で
す
が
、
湿
度
が
低

い
の
で
あ
ま
り
温
度
を
下
げ
な
く
て
も

ひ
ん
や
り
し
て
、
快
適
な
環
境
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

環
境
負
荷
を
か
け
な
い
た
め
に

こ
の
よ
う
に
長
所
が
た
く
さ
ん
あ
る

の
で
す
が
、
設
置
コ
ス
ト
が
高
い
の
が

悩
み
の
種
で
す
。
工
法
と
し
て
は
難
し

い
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
ど
な
た
で
も

で
き
る
と
思
う
の
で
す
が
、
魚
沼
市
で

は
今
の
と
こ
ろ
当
社
で
し
か
取
り
組
ん

で
い
ま
せ
ん
。

雪
冷
房
に
か
か
る
費
用
の
７
割
が
市

か
ら
の
補
助
金
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、

採
択
さ
れ
る
の
は
１
シ
ー
ズ
ン
に
１
軒

だ
け
で
す
し
、
期
間
が
３
年
と
い
う
こ

と
で
始
ま
っ
た
補
助
金
制
度
で
す
の
で
、

い
ず
れ
終
了
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
事
情
な
の
で
、
な
か
な
か
普

及
は
難
し
い
と
い
う
の
が
現
実
で
す
。

電
気
代
を
浮
か
せ
て
、
施
工
費
用
の

元
を
取
ろ
う
と
思
う
と
無
理
が
あ
る
の

で
す
が
、
環
境
に
負
荷
を
か
け
な
い
生

活
を
し
よ
う
と
い
う
視
点
で
見
た
ら
、

大
変
意
義
の
あ
る
シ
ス
テ
ム
だ
と
思
い

ま
す
。
実
際
に
、
導
入
さ
れ
た
お
宅
で

は
そ
う
い
う
意
識
で
も
生
活
さ
れ
て
い

ま
す
。

雪
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
住
宅
と
い
っ
て

も
、
立
地
条
件
な
ど
で
い
ろ
い
ろ
な
や

り
方
が
あ
り
ま
す
。
も
う
１
軒
の
お
宅

で
は
、
家
の
横
に
屋
根
の
な
い
雪
室
を

つ
く
っ
て
お
い
て
、
母
家
の
屋
根
か
ら

落
ち
る
雪
を
直
接
受
け
止
め
る
形
に
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
方
法
だ
と
除
雪
機

を
動
か
す
燃
料
代
が
節
約
で
き
ま
す
し
、

手
間
が
か
か
り
ま
せ
ん
。

も
と
も
と
氷
室
の
伝
統
が
あ
る
地
域

で
し
て
、
農
業
関
係
や
酒
蔵
で
は
、
今

で
も
雪
を
活
用
し
た
冷
蔵
貯
蔵
が
行
な

わ
れ
て
い
ま
す
。

自
然
に
降
る
雪
が
、
夏
の
冷
房
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ

ば
、
生
活
の
支
障
に
も
な
っ
て
い
た
雪

へ
の
見
方
が
変
わ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
雪
室
の
横
に
保
冷
室
を
つ
く

っ
て
、
野
菜
や
飲
み
も
の
を
貯
蔵
す
る

の
に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
地
方
は
、
有
名
な
米
ど
こ
ろ
で

す
。
そ
れ
も
、
雪
の
お
蔭
。
夏
暑
く
て

冬
雪
深
い
と
い
う
自
然
か
ら
の
恵
み
で

す
。

を
入
れ
る
の
で
す
が
、
時
間
が
経
つ
に

つ
れ
て
雪
に
圧
が
か
か
っ
て
氷
に
変
わ

り
ま
す
。
そ
れ
で
、
ま
す
ま
す
融
け
に

く
い
状
態
に
な
っ
て
保
存
さ
れ
ま
す
。

付
加
価
値
の
高
い
雪
冷
房

実
は
雪
冷
房
シ
ス
テ
ム
に
は
、
除
湿

や
除
塵
、
消
臭
効
果
が
あ
る
こ
と
も
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。

雪
室
か
ら
得
た
冷
熱
を
室
内
に
取
り

込
み
、
室
内
の
暖
か
い
空
気
を
雪
室
に

上段：基礎部を高くとって雪室に利用している大羽賀邸。家庭用除雪機による初めての雪入れは、
2010年（平成22）3月13日。約31tの雪が入れられた。下右：雪を入れる前の雪室内のダクト配管の様
子。このダクトを通り、各部屋にクリーンな冷気が送られる。下左：利雪住宅の衆知と普及のために、
大羽賀さんの家の前に掲げられていた看板。 　　　　　　　　　　　上段左以外の写真提供：山田正人さん



雪
冷
熱
住
宅
ユ
ー
ザ
ー

大
羽
賀

お
お
は
が

一
夫
さ
ん

あ
ま
り
関
心
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、

ち
ょ
う
ど
建
て
替
え
る
と
き
に
工
務
店

さ
ん
か
ら
「
市
の
ほ
う
か
ら
補
助
も
出

る
し
、
や
っ
て
み
な
い
か
」
と
誘
わ
れ

た
の
で
、
採
用
し
て
み
ま
し
た
。
普
通

は
基
礎
部
を
高
く
と
っ
て
駐
車
場
に
す

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
傾
斜
が
あ

る
土
地
な
の
で
駐
車
場
に
は
で
き
ず
、

ど
う
せ
物
置
ぐ
ら
い
に
し
か
使
え
な
い

の
な
ら
雪
室
を
つ
く
る
の
も
い
い
か
な
、

と
思
い
ま
し
た
。

電
気
料
金
の
伝
票
も
並
べ
て
見
て
い

る
の
で
す
が
、
や
は
り
夏
の
利
用
料
金

は
減
り
ま
し
た
よ
。
た
だ
、
１
階
に
し

か
冷
風
が
い
か
な
い
の
で
、
２
階
は
エ

ア
コ
ン
を
使
っ
て
い
ま
す
。
１
階
の
リ

ビ
ン
グ
に
い
る
と
快
適
な
の
で
、
夕
飯

が
済
ん
で
も
、
家
族
み
ん
な
で
こ
こ
に

い
る
時
間
が
長
く
な
り
ま
し
た
。

ク
ー
ラ
ー
は
冷
た
く
な
り
す
ぎ
る
け

れ
ど
、
こ
の
冷
房
は
ち
ょ
う
ど
い
い
。

雪
の
所
を
通
っ
て
く
る
風
だ
か
ら
湿
気

て
し
ま
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
だ
け
れ
ど
、

逆
に
湿
気
が
取
れ
た
空
気
が
く
る
ん
で

す
よ
。
不
思
議
で
す
ね
。

特
に
蒸
し
て
き
た
と
き
に
、
フ
ァ
ン

を
回
す
と
快
適
で
す
。

シ
ー
ズ
ン
の
変
わ
り
目
に
は
、
雪
室

を
一
度
空
に
し
て
、
塵
を
掃
除
し
て
湿

気
を
乾
か
さ
な
い
と
カ
ビ
臭
く
な
っ
て

し
ま
う
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
あ
ま
り

雪
が
残
る
の
も
問
題
な
ん
で
す
。

雪
室
に
雪
を
入
れ
る
作
業
は
、
朝
か

ら
や
れ
ば
一
日
で
終
わ
り
ま
す
。
４
月

に
入
る
と
黄
砂
も
飛
ぶ
し
、
杉
花
粉
が

す
ご
く
な
る
。
そ
れ
で
今
年
は
３
月
に

作
業
し
ま
し
た
。

前
の
家
の
と
き
は
雪
下
ろ
し
を
し
て

い
ま
し
た
が
、
建
て
替
え
の
と
き
に
自

然
落
下
す
る
よ
う
な
４
寸
勾
配
の
屋
根

に
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
の
辺
の
家

は
、
み
ん
な
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

敷
地
に
余
裕
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
の
ほ
う

が
楽
で
す
か
ら
。
そ
う
し
て
庭
に
溜
ま
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雪
冷
熱
住
宅
ユ
ー
ザ
ー

瀬
下

せ
し
も

克
志
さ
ん

家
っ
て
、
自
分
の
興
味
の
あ
る
部
分

に
お
金
を
か
け
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

庭
に
お
金
を
か
け
た
り
、
内
装
に
凝
っ

た
り
。
私
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
環
境
の
こ

と
に
関
心
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
家
で

は
趣
味
を
実
現
し
た
よ
う
な
も
の
で
す
。

雪
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
以
外
に
も
、
薪

ス
ト
ー
ブ
と
太
陽
光
発
電
、
父
の
代
か

ら
使
っ
て
き
た
太
陽
熱
温
水
器
な
ど
の

機
器
類
を
導
入
し
た
ほ
か
、
断
熱
材
も

標
準
以
上
の
も
の
を
使
い
、
お
風
呂
で

使
っ
た
水
を
ト
イ
レ
の
流
し
水
に
再
利

用
し
た
り
、
自
分
な
り
に
で
き
る
と
こ

ろ
を
工
夫
し
ま
し
た
。
と
こ
と
ん
突
き

詰
め
た
ら
ど
う
い
う
暮
ら
し
が
で
き
る

の
か
な
、
と
思
っ
て
建
て
た
実
験
住
宅

な
ん
で
す
。

新
潟
県
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
ロ
ー

タ
リ
ー
エ
ン
ジ
ン
の
除
雪
機
で
雪
室
に

雪
を
入
れ
る
の
が
標
準
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
が
、
落
雪
式
で
直
接
雪
室
に
入

る
よ
う
に
し
て
み
た
ら
ど
う
か
な
、
と

上段右：周囲に巡らされた水路は、屋根から落ちた雪を融か
すため。建て替え前からあったものを残した。上段左：積雪
時にガラス窓が割れないように、防護板をはめるための金具。
下段：左側のシルバーシートで覆われている所が雪室。片流
れの屋根から雪が落ちて、自然に溜まっていく仕組みだ。

左側写真右から：天候、気温などを
記録したデータ帳／冷気が出てくる
空気孔／調整室の気温は10℃／業務
用の冷蔵扉を使わない代わりに、フ
ァン室を独立させ、熱交換ダクトも
その中に収めた／瀬下家でも調整室
は冷蔵庫として大活躍／雪室稼動１
年目は、山良工務店が準備してくれ
た雪で。室内の塵が空気と一緒に運
ばれて落ちるため、雪室の雪は徐々
に汚れていく。
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考
え
ま
し
た
。
そ
う
す
れ
ば
除
雪
機
を

買
う
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
燃
料
も

い
り
ま
せ
ん
か
ら
。

雪
の
シ
ー
ズ
ン
が
終
わ
っ
て
か
ら
完

成
し
た
家
な
の
で
、
今
、
入
っ
て
い
る

の
は
山
良
さ
ん
が
入
れ
て
く
れ
た
雪
な

の
で
す
。
実
際
に
、
自
分
で
実
験
が
で

き
る
の
は
次
の
シ
ー
ズ
ン
か
ら
に
な
り

ま
す
。
降
雪
量
は
年
に
よ
っ
て
も
の
す

ご
く
変
動
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
一
応
、

少
雪
の
年
で
も
こ
の
程
度
の
屋
根
の
面

積
が
あ
れ
ば
大
丈
夫
だ
ろ
う
、
と
い
う

計
算
は
し
て
い
ま
す
。
ま
あ
、
ダ
メ
な

ら
ダ
メ
で
暑
さ
を
我
慢
す
れ
ば
済
む
こ

と
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
に
厳
密
に
考
え

て
い
ま
せ
ん
。

雪
冷
房
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
食
品

貯
蔵
庫
と
し
て
も
優
れ
も
の
で
す
。
野

菜
や
果
物
、
米
の
保
管
以
外
に
飲
み
も

の
も
た
く
さ
ん
置
い
て
お
け
ま
す
か
ら
、

マ
マ
友
の
集
ま
り
な
ど
で
も
重
宝
し
て

い
ま
す
。

コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
に
も
気
を
配
り
ま
し

た
。
業
務
用
の
扉
は
高
価
で
す
の
で
、

家
庭
用
の
扉
で
も
断
熱
性
能
の
高
い
も

の
を
使
用
し
ま
し
た
。
フ
ァ
ン
室
を
仕

切
っ
て
独
立
し
た
部
屋
に
す
る
こ
と
で
、

二
重
扉
に
し
て
冷
気
を
保
つ
よ
う
に
し

て
あ
り
ま
す
。

雪
貯
蔵
室
か
ら
く
る
冷
気
は
、
０
〜

５
℃
な
の
で
、
そ
の
ま
ま
使
う
に
は
冷

た
す
ぎ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
は
外
気
と
混
ぜ
て
温
度
を
調
節

す
る
と
あ
り
ま
し
た
が
、
独
立
さ
せ
た

フ
ァ
ン
室
で
熱
交
換
す
る
こ
と
で
フ
ァ

ン
室
を
ク
ッ
シ
ョ
ン
に
使
お
う
と
考
え

ま
し
た
。
結
露
す
る
と
き
の
融
解
熱

（
気
体
に
含
ま
れ
る
水
分
が
液
体
に
な
る
と
き
に
発

す
る
熱
）
は
意
外
と
大
き
い
の
で
、
フ
ァ

ン
室
で
熱
交
換
す
る
こ
と
で
、
融
解
熱

を
抑
え
雪
の
節
約
に
も
な
り
ま
す
。
パ

イ
プ
も
熱
伝
導
率
が
良
い
ス
テ
ン
レ
ス

管
に
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

冷
風
の
温
度
は
26
℃
ぐ
ら
い
な
の
で
、

そ
ん
な
に
冷
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
。
そ
れ
な
の
に
湿
度
が
低
い
か
ら
か
、

充
分
に
涼
し
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
そ
う

い
う
身
体
で
感
じ
る
こ
と
は
、
単
に
気

温
や
湿
度
と
い
っ
た
デ
ー
タ
か
ら
は
わ

か
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

新
潟
県
十
日
町
市
の
樋
口
さ
ん
と
い

う
方
が
、
20
年
以
上
前
に
利
雪
住
宅
を

つ
く
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
大
羽
賀
さ

ん
や
樋
口
さ
ん
の
お
宅
を
見
学
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
教
え
て
い
た

だ
い
た
こ
と
で
、
こ
の
家
を
つ
く
る
こ

と
が
で
き
、
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

降
る
と
き
は
し
っ
か
り
降
る
し
、
冬

が
明
け
た
ら
あ
っ
と
言
う
間
に
暑
く
な

る
。
こ
こ
は
世
界
で
一
番
、
四
季
が
は

っ
き
り
し
た
地
域
で
す
。
生
ま
れ
育
っ

た
の
も
こ
の
地
で
す
し
、
雪
と
は
嫌
で

も
う
ま
く
つ
き
合
っ
て
い
か
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
雪
が
こ
う
し
て
役
に
立

っ
て
く
れ
る
な
ら
、
い
い
の
か
な
と
思

っ
て
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
３
年
８
月
１
日

っ
た
雪
を
、
家
庭
用
除
雪
機
で
雪
室
に

入
れ
て
い
ま
す
。

２
階
は
子
ど
も
と
孫
が
住
ん
で
い
て
、

昼
間
は
仕
事
に
出
て
い
る
か
ら
雪
冷
房

は
い
ら
な
い
だ
ろ
う
、
と
導
入
し
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
日
当
た
り
が
良
い
せ

い
も
あ
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
暑
い
ん
だ

そ
う
で
す
。

１
階
で
快
適
な
こ
と
を
体
験
し
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
入
れ
れ
ば

よ
か
っ
た
、
と
後
悔
し
て
い
ま
す
。
ど

う
せ
雪
が
余
る
ん
だ
か
ら
、
追
加
工
事

で
２
階
に
も
入
れ
ら
れ
な
い
か
、
山
良

さ
ん
に
相
談
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

左：大羽賀邸。傾斜地に建つため、
駐車スペースに利用できないこと
から、基礎部分の一部を雪室にし
た。下段右：倉庫として使われて
いる空間と雪室との境には、標準
設計の指示通りに業務用の冷蔵扉
が使われている。下段中：調整室
は優秀な冷蔵庫。下段左：室内の
空気を雪室に送り込むダクト。
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課
題
は
雪
よ
り
も
氷

１
９
９
１
年
（
平
成
３
）
に
ス
パ
イ
ク

タ
イ
ヤ
が
禁
止
に
な
っ
た
こ
と
が
、
ス

タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
開
発
に
と
っ
て
大

き
な
転
機
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
の
路
面
は
、
気
候
や
気
温
の
影

響
で
雪
と
い
う
よ
り
氷
に
な
る
路
面
が

非
常
に
多
い
の
で
す
。
昼
間
、
０
℃
以

上
に
気
温
が
上
が
っ
て
夜
に
な
る
と
再

び
下
が
る
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す

か
ら
で
す
。
海
外
の
場
合
は
、
気
温
が

低
い
ま
ま
で
雪
の
状
態
が
維
持
さ
れ
る

と
か
、
除
雪
が
し
っ
か
り
行
な
わ
れ
る

の
で
氷
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
ほ
と
ん

ど
で
す
。

例
え
ば
北
米
の
場
合
は
乾
燥
路
と
雪

道
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
北
欧
や
ロ

シ
ア
の
例
で
い
え
ば
、
冬
中
、
雪
道
の

状
態
が
保
た
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
北

欧
や
ロ
シ
ア
で
は
今
で
も
ス
パ
イ
ク
タ

イ
ヤ
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

雪
よ
り
氷
の
ほ
う
が
格
段
に
滑
り
ま

す
。
実
は
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
ス
パ
イ

ク
は
雪
と
い
う
よ
り
は
氷
に
効
い
て
い

た
の
で
す
。
氷
に
刺
さ
っ
て
効
い
て
い

た
ス
パ
イ
ク
を
抜
い
て
、
ゴ
ム
だ
け
で

そ
の
性
能
を
ど
う
実
現
す
る
か
、
と
い

う
の
が
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
開
発
の

要
で
し
た
。

氷
や
い
っ
た
ん
融
け
て
シ
ャ
ー
ベ
ッ

ト
状
に
な
っ
た
路
面
を
克
服
す
る
べ
く

開
発
さ
れ
た
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
と

い
う
の
は
、
日
本
で
育
っ
た
、
と
言
っ

て
い
い
と
思
い
ま
す
。

ゴ
ム
の
中
の
気
泡

ち
ょ
う
ど
四
半
世
紀
前
の
１
９
８
８

年
（
昭
和
63
）
に
発
表
し
た
発
泡
ゴ
ム
は
、

日本の雪道と
スタッドレスタイヤ

昼間の気温が上がることで、

融けた雪が氷やシャーベット状になる日本。

雪道だったり、凍っていたり、除雪道だったり。

日本の路面はさまざまな状態が同時期に交錯しています。

このような特殊性に鍛えられ、

日本のスタッドレスタイヤは世界トップレベルになっています。

土橋健介さん
どばし けんすけ

株式会社ブリヂストン
ウィンタータイヤ開発部ユニットリーダー

1968年千葉市生まれ。東京理科大学卒
業後、入社。3年間製造部門を経験し、
1995年より補修用乗用車向けタイヤの
開発の業務に携わる。

当
社
独
自
の
技
術
で
あ
り
、
ス
タ
ッ

ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
の
歴
史
そ
の
も
の
を

物
語
り
ま
す
。

滑
る
原
因
に
な
る
の
は
、
氷
の
上

に
浮
い
て
い
る
水
で
す
。
そ
の
水
を

い
か
に
吸
い
取
る
か
と
い
う
発
想
で
、

最
初
は
ゴ
ム
の
中
に
小
さ
な
気
泡
を

つ
く
り
ま
し
た
。
ス
ポ
ン
ジ
が
水
を

吸
い
上
げ
る
要
領
で
す
。
ゴ
ム
の
中

に
吸
収
さ
れ
た
水
は
、
走
行
中
に
遠

心
力
で
抜
け
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
、
ゴ
ム
の
中

に
気
泡
で
水
路
を
つ
く
っ
た
り
、
水

路
の
中
に
親
水
性
の
コ
ー
テ
ィ
ン
グ

を
施
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

発
泡
ゴ
ム
の
発
想
の
き
っ
か
け
は
、

低
温
に
な
る
と
硬
く
な
る
ゴ
ム
を
ど

う
や
っ
て
軟
ら
か
く
す
る
か
、
と
い

う
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
発
想
を
転

換
し
て
ス
ポ
ン
ジ
だ
っ
た
ら
ど
う
な

る
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
ゴ
ム
の
中
に
泡
を
つ
く
っ
て
み
ま

し
た
。
す
る
と
、
軟
ら
か
く
す
る
効

果
だ
け
で
な
く
吸
水
性
も
高
ま
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
ま
た
ゴ
ム
の

配
合
で
は
な
く
気
泡
で
軟
ら
か
さ
を

実
現
し
て
い
る
の
で
、
ゴ
ム
自
体
の

劣
化
が
進
み
に
く
い
、
と
い
う
メ
リ

ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
気
泡
を
た
く
さ
ん
入
れ

て
し
ま
う
と
普
通
の
路
面
で
の
走
行

性
能
が
落
ち
る
の
で
、
一
定
の
割
合

を
超
え
な
い
よ
う
に
気
泡
を
入
れ
な

が
ら
、
い
か
に
効
果
を
上
げ
る
か
が

日本の雪道と
スタッドレスタイヤ
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開
発
の
ポ
イ
ン
ト
と
い
っ
て
い
い
と
思

い
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
対
応

日
本
の
都
市
の
住
宅
事
情
を
考
え
て
、

販
売
店
で
は
季
節
タ
イ
ヤ
の
保
管
サ
ー

ビ
ス
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

東
京
や
福
岡
な
ど
、
数
年
に
１
度
雪

が
降
る
か
降
ら
な
い
か
と
い
う
地
域
で

す
と
、
な
か
な
か
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ

ヤ
を
買
う
気
に
な
れ
ま
せ
ん
ね
。
し
か

し
雪
に
慣
れ
て
い
な
い
地
域
で
は
、
た

っ
た
３
b
の
積
雪
で
も
交
通
マ
ヒ
が
起

こ
る
状
況
に
陥
り
ま
す
か
ら
、
都
市
部

の
微
量
な
積
雪
に
対
応
し
た
タ
イ
ヤ

（
非
降
雪
地
区
限
定
タ
イ
ヤ
）
も
、
今
年
（
２
０

１
３
年
〈
平
成
25
〉）
販
売
開
始
し
ま
し
た
。

非
降
雪
地
区
限
定
タ
イ
ヤ
は
、
氷
は

苦
手
な
ん
で
す
が
雪
に
は
強
く
、
オ
ー

ル
シ
ー
ズ
ン
対
応
タ
イ
ヤ
と
し
て
海
外

に
も
需
要
が
あ
り
ま
す
。
特
に
北
米
で

は
非
常
に
人
気
が
あ
り
ま
す
。

北
海
道
な
ど
の
雪
国
で
は
や
は
り
安

全
第
一
で
高
性
能
タ
イ
ヤ
が
よ
く
売
れ

て
い
ま
す
。
販
売
数
で
い
う
と
自
動
車

保
有
台
数
の
差
も
あ
っ
て
、
雪
国
よ
り

も
東
京
や
名
古
屋
の
ほ
う
が
多
い
の
で

す
が
、
本
州
の
都
市
部
で
は
も
う
一
段

階
リ
ー
ズ
ナ
ブ
ル
な
タ
イ
ヤ
が
売
れ
ま

す
。
そ
こ
に
非
降
雪
地
区
限
定
タ
イ
ヤ

を
加
え
て
、
ユ
ー
ザ
ー
の
ニ
ー
ズ
に
適

応
し
た
性
能
の
タ
イ
ヤ
を
メ
ー
カ
ー
と

し
て
開
発
し
て
き
ま
し
た
。

開
発
に
当
た
っ
て
は
、
登
坂
路
は
も

ち
ろ
ん
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
状
況
の
道

を
走
っ
て
テ
ス
ト
し
ま
す
。
ス
ケ
ー
ト

リ
ン
ク
で
も
テ
ス
ト
し
て
い
ま
す
。
ま

た
プ
ロ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
だ
け
で
な
く
、

普
通
の
人
に
運
転
し
て
も
ら
う
走
行
テ

ス
ト
も
行
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
運
転

に
自
信
が
な
い
方
も
安
心
し
て
い
た
だ

け
ま
す
。

要
求
事
項
が
多
い
の
が
、
日
本
の
道

路
状
況
で
す
。
雪
が
融
け
て
氷
や
シ
ャ

ー
ベ
ッ
ト
状
に
な
る
よ
う
に
、
日
本
の

路
面
は
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
が
同
時
期
に

交
錯
し
て
い
ま
す
。
雪
道
だ
っ
た
り
、

凍
っ
て
い
た
り
、
除
雪
道
だ
っ
た
り
。

そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
に
対
応
で
き
な
い
と

い
け
な
い
、
と
い
う
日
本
の
特
殊
性
に

私
た
ち
は
鍛
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

高
速
道
路
で
の
安
定
走
行
や
燃
費
も
、

昔
に
比
べ
て
格
段
に
向
上
し
て
い
ま
す
。

ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
を
履
い
て
い
た
経

験
の
あ
る
方
か
ら
、「
昔
の
ス
パ
イ
ク

タ
イ
ヤ
は
よ
く
効
い
た
な
あ
。
も
う
つ

く
ら
な
い
の
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
の
で
す
が
、
実
は
既
に
あ
の
こ
ろ
の

性
能
を
越
え
て
い
る
ん
で
す
。

つ
ま
り
ス
パ
イ
ク
な
し
の
ゴ
ム
だ
け

で
、
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
の
性
能
を
ク
リ

ア
で
き
て
い
る
の
が
今
の
日
本
の
ス
タ

ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
で
す
。

取
材：

２
０
１
３
年
７
月
３
日

左から：1988年（昭和63）発泡ゴムを初めて採用したスタッドレスタイヤ。
ゴムの中に同じぐらいの大きさの気泡が入っている／2003年（平成15）の
製品。太い水路を採用したことが特徴だ／2009年（平成21）の製品。気泡
と水路が、摩耗時に連結して氷上の水膜を効果的に取り除く。
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か
ま
く
ら
三
つ
の
ル
ー
ツ

横
手
の
か
ま
く
ら
の
歴
史
は
４
０
０

年
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
は
っ

き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

さ
ま
ざ
ま
な
文
献
に
残
っ
て
い
る
断

片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
と
、
ど
こ
か
の

神
様
を
お
祀
り
し
た
神
事
で
は
な
く
、

複
数
の
行
事
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

元
に
な
っ
た
行
事
は
三
つ
あ
り
ま
す
。

ま
ず
は
、
農
村
の
行
事
と
し
て
鳥
追

い
が
あ
り
ま
す
。
当
時
は
鳥
は
農
作
物

を
荒
ら
す
害
鳥
で
し
た
か
ら
、
横
手
に

限
ら
ず
全
国
の
農
村
に
あ
っ
た
行
事
で

す
。鳥

追
い
は
子
ど
も
の
祭
り
で
、
歌
を

歌
い
な
が
ら
家
を
一
軒
一
軒
回
っ
て
行

く
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
行
事
は
今
は

行
な
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
１
９
３
６

年
（
昭
和
11
）
生
ま
れ
の
母
が
子
ど
も
の

こ
ろ
は
ま
だ
や
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

私
は
母
か
ら
鳥
追
い
の
歌
を
教
え
て
も

ら
い
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
は
、
お
ひ
ね
り
の

中
に
小
さ
く
切
っ
た
餅
や
お
菓
子
を
入

れ
て
く
れ
た
そ
う
で
、
子
ど
も
た
ち
が

鳥
追
い
を
し
て
い
る
間
に
お
父
さ
ん
た

ち
が
大
き
な
か
ま
く
ら
を
つ
く
っ
て
お

き
、
帰
っ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
は
、
中

で
炭
を
熾お

こ
し
て
餅
を
焼
い
た
り
し
た

の
で
す
。

い
わ
ば
、
鳥
追
い
の
打
ち
上
げ
で
す
。

照井吉仁さん

てるい よしひと
横手市観光協会 かまくら委員会委員長

1964年横手市生まれ。18歳のとき、横手公園
を会場として活動する民間団体〈かまくら村実
行委員会〉に参加。自分たちの手でかまくらを
つくり、自分たちでおもてなしをすることにこ
だわり、現在も活動中。2010年「横手のかま
くら」を運営する〈横手市観光協会 かまくら
委員会〉委員に就任。2012年より、現職。

14万〜17万人もの人が訪れる横手のかまくら祭は、

「なければ生きていかれないのに　あって当たり前だと思っているもの」

に感謝する日でもあると、照井吉仁さん。

さまざまな時代の洗礼を受けながらも、

雪を楽しむ気持ちとおもてなしの心を持ちながら

かまくらをつくり続ける想いをうかがいます。

水神様を祀る
かまくら
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こ
の
日
ば
か
り
は
い
く
ら
夜
更
か
し
を

し
て
も
怒
ら
れ
な
い
し
、
さ
ぞ
か
し
楽

し
い
行
事
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

侍
の
町
、
内
町

う
ち
ま
ち

に
も
、
か
ま
く
ら
の

ル
ー
ツ
が
あ
り
ま
す
。
正
月
の
14
日
に

な
る
と
屋
根
の
な
い
土
蔵
の
よ
う
な
も

の
を
雪
で
つ
く
っ
て
、
前
に
注
連

し

め

飾
り

を
し
て
、
空
に
な
っ
た
米
俵
を
据
え
、

お
神
酒

み
き

を
上
げ
て
子
ど
も
の
成
長
を
祈

り
ま
し
た
。
あ
と
か
ら
米
俵
に
火
を
つ

け
て
燃
や
す
火
祭
り
、
左
義
長

さ
ぎ
ち
ょ
う

で
す
。

左
義
長

小
正
月
に
行
な
わ
れ
る
火
祭
り
。
年
末
に
出
迎
え

た
歳
神
を
、
依
り
代
と
な
っ
た
門
松
や
注
連
飾
り

を
焼
く
こ
と
に
よ
っ
て
炎
と
と
も
に
見
送
る
意
味

が
あ
る
と
さ
れ
る
。

か
ま
く
ら
に
鎌
倉
と
い
う
字
を
当
て

る
の
も
、
左
義
長
の
と
き
に
は
鎌
倉
大

明
神
を
祀
る
か
ら
、
と
思
わ
れ
ま
す
。

鎌
倉
大
明
神
と
い
う
は
、
後
三
年

ご
さ
ん
ね
ん

の

役え
き

に
活
躍
し
た
鎌
倉
権
五
郎
景
政

ご
ん
ご
ろ
う
か
げ
ま
さ

の
こ

と
。
景
政
は
関
東
か
ら
戦
の
応
援
に
来

て
い
た
人
な
の
で
す
が
、
武
士
の
気
概

に
あ
ふ
れ
た
人
物
と
し
て
祀
ら
れ
た
の

で
し
ょ
う
。
昔
の
絵
図
に
は
、
左
義
長

の
と
き
に
鎌
倉
大
明
神
の
幟

の
ぼ
り

を
立
て
て

い
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

鎌
倉
権
五
郎
景
政

平
安
時
代
後
期
の
武
将
。
父
の
代
か
ら
相
模
国
鎌

倉
（
現
在
の
神
奈
川
県
鎌
倉
市
周
辺
）
を
領
し
て

鎌
倉
氏
を
称
し
た
。
16
歳
の
こ
ろ
、
後
三
年
の
役

（
１
０
８
３
〜
１
０
８
７
年
）
に
従
軍
し
、
右
目
を

射
ら
れ
な
が
ら
も
奮
闘
し
た
逸
話
が
『
奥
州
後
三

年
記
』
に
残
さ
れ
て
い
る
。
右
目
に
矢
が
刺
さ
っ

た
ま
ま
敵
を
討
ち
取
り
自
陣
に
帰
っ
た
景
政
に
対

し
、
仲
間
の
三
浦
平
太
郎
為
次
が
駈
け
寄
り
、
矢

を
抜
こ
う
と
景
政
の
顔
に
足
を
か
け
た
と
こ
ろ
、

怒
っ
た
景
政
は
「
武
士
で
あ
れ
ば
矢
が
刺
さ
り
死

ぬ
の
は
本
望
だ
が
、
土
足
で
顔
を
踏
ま
れ
る
の
は

恥
辱
だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
。

後
三
年
の
役

11
世
紀
の
東
北
地
方
で
起
こ
っ
た
前
九
年
の
役
と

呼
ば
れ
る
豪
族
に
よ
る
勢
力
争
い
で
、
陸
奥
国
司

と
対
立
し
た
安
倍
氏
は
、
12
年
間
の
戦
い
の
末
に

１
０
６
２
年
（
康
平
５
）
に
滅
ぶ
。
の
ち
に
親
族

内
で
の
内
紛
が
後
三
年
の
役
に
発
展
。
安
倍
氏
の

血
を
引
く
清
衡
が
勝
ち
残
っ
て
奥
州
藤
原
氏
を
興

し
、
三
代
に
わ
た
る
栄
華
の
基
礎
を
築
い
た
。

か
ま
く
ら
の
も
う
一
つ
の
ル
ー
ツ
は
、

商
人
の
町
、
外
町

そ
と
ま
ち

の
行
事
で
す
。

横
手
と
い
う
の
は
、
今
か
ら
は
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
水
が
得
に
く
い
土
地

で
し
た
。
毎
日
の
水
汲
み
も
、
相
当
遠

く
か
ら
集
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
だ

け
井
戸
の
数
も
少
な
か
っ
た
の
で
す
。

年
を
取
る
と
水
汲
み
も
難
儀
で
す
か
ら
、

〈
水
汲
み
若
勢

わ
か
ぜ

〉
と
い
っ
て
、
水
汲
み

作
業
員
が
い
た
と
い
い
ま
す
。

１
月
15
日
に
は
井
戸
に
き
れ
い
な
幕

を
張
っ
て
、
水
の
神
様
に
感
謝
し
た
そ

う
で
す
。
現
在
、
か
ま
く
ら
の
中
に
水

神
様
を
祀
る
の
は
、
井
戸
に
感
謝
し
た

行
事
の
名
残
で
す
。

時
代
の
流
れ
で

姿
を
変
え
る
か
ま
く
ら

こ
の
三
つ
の
行
事
は
、
時
代
の
流
れ

の
中
で
行
き
場
を
失
っ
て
い
き
ま
し
た
。

都
市
化
が
進
む
と
火
を
燃
や
す
こ
と

が
は
ば
か
ら
れ
る
、
上
水
道
が
き
ま
し

た
か
ら
水
は
あ
っ
て
当
た
り
前
、
害
を

及
ぼ
す
ほ
ど
鳥
に
悩
む
こ
と
も
な
く
な

右ページ：武家屋敷の通りに建つかまくら。内側から外を見る。分厚い壁に覆われて、
内部は寒さを遮り、不思議な静寂がもたらされた空間だ。
左ページ：横手市内は市民によってかまくらで埋め尽くされる。大きさがマチマチなの
は、使うバケツの違いによる。武家屋敷で雪に埋もれた民家を発見。実はこれが通常の
姿。雪まつりのときは、必死で雪かきをして来客を出迎えるのだ。
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る
、
そ
う
い
う
中
で
、
徐
々
に
姿
を
消

し
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
か
ま

く
ら
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
、
水
の
神
様

を
祀
る
風
習
だ
け
が
残
っ
て
い
き
ま
し

た
。ち

な
み
に
、
か
ま
く
ら
と
い
う
の
は

雪
室
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
行
事

全
体
を
指
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
横
手
の
か
ま
く
ら
は
、
高
さ

３
c
、
直
径
3.5
c
ほ
ど
の
室
で
、
中
に

水
の
神
様
を
お
祀
り
し
て
い
ま
す
。
子

ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
、
大
人
も
お
酒

を
飲
ん
だ
り
し
ま
す
。
狭
い
の
で
す
が
、

初
対
面
で
も
普
通
に
話
が
で
き
る
不
思

議
な
空
間
で
す
。

私
は
１
９
６
４
年
（
昭
和
39
）
生
ま
れ
。

30
年
ほ
ど
か
ま
く
ら
に
か
か
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
か
ま
く
ら
を
愛
す
る
気
持
ち

は
、
誰
に
も
負
け
な
い
と
自
負
す
る
か

ま
く
ら
馬
鹿
で
す
。

私
が
見
て
き
た
30
年
で
も
、
か
ま
く

ら
の
形
は
変
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
昔

は
も
っ
と
大
き
か
っ
た
の
で
す
が
、
し

ょ
せ
ん
材
料
は
雪
で
す
か
ら
、
崩
れ
て

事
故
が
あ
る
と
困
る
、
と
い
う
こ
と
で

今
の
大
き
さ
に
落
ち
着
い
て
き
ま
し
た
。

い
っ
た
ん
雪
を
室
の
形
に
積
み
上
げ
て

固
め
、
一
晩
置
い
て
雪
を
締
め
て
か
ら

く
り
抜
い
て
い
き
ま
す
。
こ
う
す
る
こ

と
で
崩
れ
た
り
し
な
い
丈
夫
な
室
に
仕

上
げ
る
の
で
す
。

想
像
し
た
以
上
に
切
り
立
っ
た
イ
メ

ー
ジ
で
す
ね
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
幅
を
取
ら
な
い
よ
う
に
ス

リ
ム
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
自
動
車

の
通
行
を
妨
げ
な
い
よ
う
に
、
と
い
う

現
代
的
な
理
由
で
す
。
あ
ま
り
に
も
垂

直
で
風
情
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ

こ
数
年
は
裾
を
少
し
つ
け
た
形
に
変
化

し
て
い
ま
す
。

横
手
の
お
も
て
な
し

か
ま
く
ら
に
は
甘
酒
が
つ
き
も
の
。

横
手
で
は
甘
酒
を
甘
え
っ
こ
と
呼
ぶ
の

で
す
が
、「
甘
え
っ
こ
、
飲
ん
で
た
ん

せ
」
と
言
っ
て
、
お
客
様
を
も
て
な
す

の
も
子
ど
も
た
ち
の
楽
し
み
で
す
。

こ
う
い
う
言
葉
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん

と
か
お
母
さ
ん
が
、
お
客
様
に
使
う
丁

寧
な
言
葉
な
の
で
す
。
子
ど
も
た
ち
は
、

日
頃
そ
う
い
う
言
葉
を
聞
き
な
が
ら
、

自
分
で
も
使
っ
て
み
た
い
な
、
と
思
っ

て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

ち
ょ
っ
と
大
人
に
な
っ
た
気
持
ち
で
、

一
家
の
主
に
な
っ
た
よ
う
な
気
分
で
、

「
上
が
っ
て
た
ん
せ
」「
神
様
、
拝
ん
で

た
ん
せ
」
と
言
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。

私
が
想
像
す
る
に
、
こ
の
日
だ
け
は
、

子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
れ
る
特
別
な

日
な
の
で
す
。

外
か
ら
人
が
来
て
く
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
横
手
の
人
間
は
励
ま
さ
れ
る
ん

で
す
ね
。
そ
れ
で
、
み
ん
な
「
自
分
の

で
き
る
こ
と
で
参
加
し
た
い
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。
昔
語
り
を
や
っ
た
り
、
シ

ャ
ト
ル
バ
ス
の
中
で
か
ま
く
ら
の
説
明

を
し
た
り
。
言
わ
れ
て
や
る
の
で
は
な

右ページ：一番のメインストリートでは、歩道にかまくらがつくられる。夜までの時間、かまくらを借りる
〈かまくら先取り体験〉も申し込める。

左ページ：横手南小学校校庭には生徒がつくったミニかまくらが。明かりが灯されると、とても美しい。この
日は交番もかまくら。テレビの取材クルーにも「上がってたんせ」と子どもたちから声がかかる。
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く
、「
こ
れ
ぐ
ら
い
だ
っ
た
ら
自
分
に

も
で
き
る
か
ら
」
と
手
を
上
げ
た
人
た

ち
が
や
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。
首
か
ら

「
道
案
内
」「
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
押
し
ま
す
」

と
い
う
札
を
下
げ
た
人
も
い
ま
す
。

馬
喰

ば
く
ろ
う

町
の
そ
ば
の
不
動
産
屋
さ
ん
が

つ
く
ら
れ
る
雪
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
が
注

目
を
集
め
て
い
ま
す
が
、
豪
快
な
女
性

社
長
さ
ん
が
や
っ
て
お
ら
れ
、
毎
年
バ

ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
て
い
る
の
で
す
。

「
と
に
か
く
み
ん
な
に
元
気
に
な
っ
て

ほ
し
い
」
と
言
っ
て
、
お
金
も
か
か
る

の
に
全
部
自
腹
で
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

も
と
も
と
、
人
を
も
て
な
す
こ
と
が

大
好
き
な
土
地
柄
な
の
で
す
。
隣
の
人

が
寄
る
だ
け
で
も
、
自
慢
の
が
っ
こ

（
漬
物
）
で
テ
ー
ブ
ル
の
上
が
い
っ
ぱ
い

に
な
り
ま
す
。
道
を
教
え
て
も
「
ち
ゃ

ん
と
間
違
え
な
い
で
行
っ
た
か
な
」
と

あ
と
を
つ
け
て
行
く
ぐ
ら
い
に
、
親
切

な
人
ば
か
り
で
す
。

か
ま
く
ら
が
ほ
か
の
お
祭
り
と
違
う

の
は
、
観
光
の
お
客
さ
ん
も
参
加
で
き

る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
普
通
は
地
元
の
人
間
だ
け
が
楽

し
ん
で
い
て
、
観
光
客
は
見
て
い
る
だ

け
で
す
が
、
か
ま
く
ら
祭
は
観
光
で
来

た
人
に
も
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
行
事
で

す
。
そ
れ
で
リ
ピ
ー
タ
ー
が
多
い
の
だ

と
思
い
ま
す
。

基
本
的
に
夜
が
本
番
な
の
で
、
昼
は

空
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
夕
方
４
時

ま
で
の
空
い
て
い
る
時
間
に
、
先
に
か

ま
く
ら
に
入
っ
て
楽
し
ん
で
も
ら
う

〈
か
ま
く
ら
先
取
り
体
験
〉
を
し
た
と

こ
ろ
、
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

美
の
再
発
見

と
に
か
く
た
く
さ
ん
雪
が
降
り
ま
す

か
ら
、
川
に
捨
て
る
に
し
て
も
、
途
中

で
溜
ま
ら
な
い
よ
う
に
川
の
真
ん
中
ま

で
雪
が
い
く
よ
う
に
、
樋
を
渡
し
て
い

る
ほ
ど
な
の
で
す
。

昔
は
さ
ぞ
か
し
大
変
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
が
、
そ
れ
が
当
た
り
前
で
生
き
て

き
ま
し
た
。
私
の
小
さ
い
こ
ろ
は
、
藁

で
で
き
た
米
俵
の
中
に
藁
草
履
を
固
定

し
た
〈
踏
み
俵
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

踏
み
固
め
な
が
ら
道
を
つ
く
っ
た
も
の

で
す
。

し
か
し
、
雪
の
な
い
地
方
か
ら
来
た

人
に
と
っ
て
は
、
こ
の
雪
の
多
さ
が
堪こ

た

え
ら
れ
な
い
魅
力
の
よ
う
で
す
ね
。
今

年
の
か
ま
く
ら
祭
で
も
、
途
中
か
ら
す

ご
く
雪
が
降
っ
て
き
て
、
我
々
は
「
参

っ
た
な
あ
」
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
雪

が
降
ら
な
い
地
方
か
ら
来
た
人
た
ち
は

感
動
し
て
、
雪
ま
み
れ
に
な
っ
て
ず
っ

と
降
る
雪
を
見
上
げ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

桂
離
宮
を
絶
賛
し
た
ド
イ
ツ
人
建
築

家
、
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
は
横
手
を
来

訪
し
、
か
ま
く
ら
を
見
て
「
私
は
い
ま

だ
か
つ
て
、
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
も
の
を

見
た
こ
と
が
な
い
」
と
言
っ
た
そ
う
で

す
。
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
横
手
の
か

ま
く
ら
を
訪
れ
た
の
は
１
９
３
６
年

（
昭
和
11
）
。
こ
の
と
き
の
様
子
を
、
著
書



『
日
本
美
の
再
発
見
』
の
中
で
紹
介
し

て
い
ま
す
。

ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
（B

runo Julius F
lorian

T
aut

１
８
８
０
〜
１
９
３
８
年
）
ド
イ
ツ
の
東

プ
ロ
イ
セ
ン
・
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
生
ま
れ
の
建

築
家
、
都
市
計
画
家
。
ブ
リ
ッ
ツ
の
ジ
ー
ド
ル
ン

ク
（
住
宅
団
地
）
で
国
際
的
な
評
価
を
受
け
、

現
・
ベ
ル
リ
ン
工
科
大
学
の
教
授
に
就
任
。
ナ
チ

ス
が
政
権
を
掌
握
し
た
ド
イ
ツ
で
、
ソ
連
で
の
活

動
が
問
題
視
さ
れ
、
職
と
地
位
を
追
わ
れ
る
。
日

本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
か
ら
の
招
待
を

機
に
日
本
を
訪
れ
、
祖
国
ド
イ
ツ
に
家
族
を
残
し

た
ま
ま
、
１
９
３
３
年
５
月
に
亡
命
し
た
。
桂
離

宮
を
評
価
し
世
界
に
広
め
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

仙
台
の
商
工
省
工
芸
指
導
所
（
現
在
の
産
業
技
術

総
合
研
究
所
の
前
身
の
一
つ
）
に
着
任
。
の
ち
に

井
上
房
一
郎
の
招
き
に
よ
り
高
崎
に
移
り
、
群
馬

県
工
業
試
験
場
高
崎
分
場
に
着
任
し
、
竹
、
和
紙
、

漆
器
な
ど
日
本
の
素
材
を
生
か
し
た
家
具
や
工
芸

品
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
産
業
の
近

代
化
に
大
い
な
る
貢
献
を
し
た
。
１
９
３
６
年
ト

ル
コ
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ら

の
招
請
に
応
え
、
移
住
。
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ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
が
か
ま
く
ら
を

評
価
し
た
の
は
、
た
ん
な
る
造
形
と
し

て
で
は
な
く
、
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
る

人
の
姿
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。た

だ
の
雪
だ
け
で
も
美
し
い
の
に
、

そ
の
雪
で
室
を
つ
く
っ
て
中
に
招
き
入

れ
る
。
そ
の
お
も
て
な
し
が
人
の
心
を

動
か
す
力
と
い
う
か
、
何
ら
か
の
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

か
ま
く
ら
復
活
と

か
ま
く
ら
職
人

基
本
的
に
は
町
会
ご
と
や
地
域
で
つ

く
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
通
行
の
邪
魔

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
一
時
期
規
制

が
か
か
っ
た
と
き
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
以
降
、
つ
く
る
人
が
減
っ
て
し
ま
っ

て
、
技
術
が
廃す

た

れ
そ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
で
か
ま
く
ら
職
人
と
い
う
役

職
を
つ
く
っ
て
、
観
光
協
会
で
募
集
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
も
20
人

が
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
ま
く
ら
祭

に
向
け
て
、
３
週
間
ぐ
ら
い
の
間
に
、

20
人
で
１
０
０
基
の
か
ま
く
ら
を
つ
く

る
ん
で
す
よ
。

日
本
全
国
に
か
ま
く
ら
を
出
前
す
る

〈
横
手
出
前
か
ま
く
ら
〉
も
請
け
負
っ

て
い
ま
す
。
韓
国
・
ソ
ウ
ル
に
も
行
っ

て
き
ま
し
た
。
私
自
身
も
こ
の
間
は
兵

庫
・
加
古
川
に
行
き
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
雪
は
降
り
ま
せ
ん
が
、
山
間
に
は
雪

大通りに面した不動産屋さんが15年ほど前から始めた光のかまくら。年々規
模が大きくなり、今年はろうそくが1108本。雪が融けないようにろうそくの
下に敷く大根の薄切りを置くだけで、2時間かかったという。誰からともなく
点火を手伝い出した。全社挙げてのイベント準備だが、「みんなの笑顔が見た
い」と続ける南部亮子さん（右端）の志に、一致団結して取り組んでいる。
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い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
か
ま
く
ら
を
、

他
所
か
ら
来
た
人
た
ち
が
「
美
し
い
」

と
評
価
し
て
く
れ
た
。
そ
の
こ
と
で
横

手
の
人
間
が
誇
り
を
持
ち
、
お
も
て
な

し
の
気
持
ち
が
い
っ
そ
う
大
き
く
な
る
、

と
い
う
良
い
相
互
作
用
が
働
い
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
観
光
と

し
て
外
か
ら
か
か
る
力
と
、
地
元
の
祭

り
と
し
て
の
楽
し
さ
と
い
う
も
の
が
、

う
ま
く
バ
ラ
ン
ス
し
て
い
く
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。

今
の
時
代
、
蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
が

出
ま
す
。
治
水
工
事
に
よ
っ
て
川
の
氾

濫
も
抑
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

私
も
考
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、

そ
こ
で
敢
え
て
水
の
神
様
を
祀
る
意
味

は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

人
間
は
水
が
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け

ま
せ
ん
。
年
に
１
回
ぐ
ら
い
は
、「
な

け
れ
ば
生
き
て
い
か
れ
な
い
の
に
、
あ

っ
て
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
る
も

の
」
に
感
謝
す
る
日
、
と
い
う
の
が
あ

っ
て
も
い
い
の
か
な
、
と
い
う
の
が
私

の
想
い
で
す
。

か
ま
く
ら
祭
は
雪
祭
り
と
し
て
楽
し

ま
れ
て
い
ま
す
が
、
か
ま
く
ら
の
中
に

祀
ら
れ
た
水
神
様
を
見
た
と
き
に
、
そ

ん
な
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
た
だ
け
た

ら
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

取
材：

２
０
１
３
年
２
月
15
日

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
横
手
か
ら
わ

ざ
わ
ざ
運
ば
な
い
で
近
隣
の
山
か
ら
運

ん
で
か
ま
く
ら
を
つ
く
り
ま
し
た
が
、

雪
の
な
い
所
に
は
横
手
か
ら
雪
を
持
っ

て
い
き
ま
す
。

交
通
の
邪
魔
に
な
る
か
ら
、
と
い
っ

た
ん
廃
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
が
、
観
光

の
価
値
が
高
く
な
る
こ
と
で
復
活
し
た

わ
け
で
す
が
、
今
は
子
ど
も
も
減
っ
て

い
ま
す
か
ら
観
光
化
し
な
か
っ
た
ら
な

く
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
思

っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
観
光
化
は
悪

い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
横
手
市
観

光
物
産
課
の
統
計
で
は
、
観
光
客
数
は

こ
こ
５
年
間
、
14
万
～
17
万
人
で
推
移
、

冬
の
観
光
の
目
玉
に
成
長
し
ま
し
た
。

た
だ
、
地
元
の
行
事
の
部
分
も
大
切

に
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
小

学
生
が
校
庭
に
つ
く
る
ミ
ニ
か
ま
く
ら

や
、
二
葉
町
か
ま
く
ら
通
り
や
武
家
屋

敷
の
通
り
で
、
地
元
の
子
ど
も
会
が
お

も
て
な
し
す
る
か
ま
く
ら
な
ど
も
、
大

事
に
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

感
謝
す
る
日
と
し
て
も

時
代
の
変
化
で
、
こ
う
い
う
行
事
が

な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
全
国
的

な
傾
向
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
横
手
で

は
残
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

か
ま
く
ら
で
遊
ん
で
楽
し
い
思
い
を

経
験
し
た
世
代
が
、「
自
分
の
子
ど
も

や
孫
に
も
味
わ
わ
せ
て
や
り
た
い
」
と

身
体
を
動
か
し
た
こ
と
が
一
番
で
は
な

下段右：大きくは７カ所に分かれた
会場で、それぞれに特色あるかまく
らがつくられている。武家屋敷の通
りには、ルーツとなった左義長に因
んで松明（たいまつ）が灯されてい
た。
下段左：かまくら祭の翌日に行なわ
れる梵天（ぼんでん）。梵天は頭飾
りの豪華さを競いながら、旭岡山神
社へ先陣を競って勇壮に奉納する小
正月行事。約280年の歴史があると
いわれている。
1845年（弘化2）全町挙げての巻狩
りが行なわれ、旭岡山神社に無事終
了の報告と無火災祈願をして解散し
たことがルーツといわれる。巻狩り
に参加した火消し、火防組のまとい
の形が、今に受け継がれているとさ
れる。
かまくら祭とは関係ないが、雪祭り
の一つで、城下町 横手の成り立ちを
物語る行事だ。

上段右：個人の敷地内に建つかまくら（写
真上）に上がらせていただき、一献。水神
様にお賽銭を上げるのが、ならわしだ。
上段左：雪道を踏み固めるのに使われた踏
み俵。中に履きものを固定するための藁縄
がつけられている。
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初
回
は
試
験
的
に

〈
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
〉
は
今
年
（
２

０
１
３
年
（
平
成
25
））
64
回
目
を
終
え
ま

し
た
。
始
ま
っ
た
の
は
１
９
５
０
年

（
昭
和
25
）
。
私
が
生
ま
れ
る
は
る
か
前
の

こ
と
で
、
こ
の
形
態
に
な
っ
て
か
ら
、

既
に
長
い
時
間
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

札
幌
市
と
雪
ま
つ
り
は
、
戦
後
の
成
長

の
道
を
と
も
に
歩
ん
で
お
り
、
札
幌
市

に
と
っ
て
象
徴
的
な
存
在
だ
と
思
い
ま

す
。ち

な
み
に
初
回
は
試
験
的
な
催
し
で

回
数
表
示
が
な
く
、〈
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま

つ
り
〉（
以
下
、
雪
ま
つ
り
と
表
記
）
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
成
功
し
好
評
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、
翌
年
に
第
２
回
さ
っ
ぽ

ろ
雪
ま
つ
り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

初
回
は
２
月
18
日
の
み
。
今
は
会
期

が
７
日
間
な
の
で
す
が
、
１
日
だ
け
の

イ
ベ
ン
ト
で
し
た
。
場
所
も
大
通
７
丁

目
の
一
角
で
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

新
潟
県
の
十
日
町
の
雪
ま
つ
り
と
同

じ
回
数
で
、
十
日
町
さ
ん
の
ほ
う
が
一

週
間
程
早
く
開
催
し
た
の
で
、
日
本
で

二
番
目
に
歴
史
の
あ
る
雪
ま
つ
り
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

大
通
公
園
と
い
う
の
は
北
側
が
官
庁
、

南
側
が
商
業
地
帯
。
江
戸
の
大
火
同
様
、

北
海
道
も
火
事
が
非
常
に
多
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
、
大
通
公
園
は
公
園
で
は

な
く
て
防
火
道
路
と
し
て
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。

札
幌
は
雪
が
降
り
ま
す
し
、
こ
の
気

候
な
の
で
降
り
積
も
っ
た
雪
は
融
け
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
大
通
公
園
は
雪
捨
て
場

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

冬
を
明
る
く
す
ご
す
た
め
に

札
幌
市
と
札
幌
市
教
育
委
員
会
が

『
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
』（
北
海
道
新
聞
社
）
と
い

う
文
化
叢
書
を
シ
リ
ー
ズ
で
刊
行
し
て

い
ま
す
。
そ
の
47
で
雪
ま
つ
り
に
つ
い

て
取
り
上
げ
て
い
ま
す
（
１
９
８
８
年
〈
昭

和
63
〉）。

さ
っ
ぽ
ろ
文
庫

北
海
道
新
聞
社
か
ら
年
４
巻
前
後
の
ペ
ー
ス
で
出

版
さ
れ
た
。
第
１
巻
は
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）

の
『
札
幌
地
名
考
』、
最
終
巻
の
第
１
０
０
巻
が

『
北
都
、
そ
の
未
来
』（
２
０
０
２
〈
平
成
14
〉）。

札
幌
市
の
図
書
館
で
閲
覧
で
き
る
ほ
か
、
67
巻
分

は
電
子
文
庫
と
し
て
公
開
し
て
い
る
。

そ
こ
に
雪
ま
つ
り
の
誕
生
の
経
緯
が

書
か
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
札
幌
は
食

糧
や
燃
料
も
不
足
し
が
ち
で
、
敗
戦
の

暗
さ
を
ま
だ
引
き
ず
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
雪
国
特
有
の
寒
く
長
い
冬
を
い

か
に
明
る
く
す
ご
す
か
、
と
い
う
こ
と

に
も
課
題
が
あ
り
ま
し
た
。

復
興
を
象
徴
し
、
冬
を
楽
し
く
す
ご

す
た
め
の
お
ま
つ
り
を
ど
ん
な
も
の
に

す
る
か
と
い
う
企
画
に
は
、
カ
ー
ニ
バ

ル
と
雪
戦
会
が
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

カ
ー
ニ
バ
ル
と
い
う
の
は
、
１
９
２

５
年
（
大
正
14
）
か
ら
、
２
月
11
日
に
中

島
公
園
の
ス
ケ
ー
ト
リ
ン
ク
で
行
な
わ

れ
て
い
た
氷
上
祭
で
す
。
一
方
、
雪
戦

会
と
い
う
の
は
札
幌
一
中
（
現
・
札
幌
南

高
校
）
の
伝
統
行
事
。
ブ
ロ
ッ
ク
状
に

固
め
た
雪
で
城
を
築
き
、
旗
取
り
合
戦

を
繰
り
広
げ
る
勇
壮
な
も
の
で
、
１
８

９
８
年
（
明
治
31
）
か
ら
１
９
４
５
年

（
昭
和
20
）
ま
で
続
い
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
小
樽
の
子
ど
も
た
ち
が
校
庭

の
雪
を
集
め
て
雪
像
を
つ
く
っ
た
と
い

う
ニ
ュ
ー
ス
映
像
が
ヒ
ン
ト
と
な
っ
て
、

雪
ま
つ
り
の
骨
子
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
さ
さ
や
か
な
ま
つ
り
が
、
高
度
経

済
成
長
期
や
バ
ブ
ル
経
済
を
経
て
続
い

て
い
る
の
で
す
。

雪
輸
送
の
苦
労

雪
ま
つ
り
の
実
施
日
は
、
２
月
11
日

を
一
つ
の
目
安
に
し
て
、
曜
日
の
並
び

で
前
後
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
雪
の
輸
送

は
毎
年
１
月
７
日
か
ら
始
め
ま
す
。
だ

い
た
い
一
週
間
程
度
雪
の
輸
送
に
時
間

を
要
す
る
の
で
す
が
、
運
ん
だ
ら
終
わ

り
で
は
な
く
、
雪
は
し
ば
ら
く
置
い
て

お
き
、
締
め
る
と
い
い
ま
す
か
塊
に
な

る
ま
で
待
ち
ま
す
。
塊
に
な
っ
た
ら
、

だ
い
た
い
１
月
16
日
ぐ
ら
い
か
ら
削
り

札
幌
市
と
歩
ん
だ

〈
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
〉

〈
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
〉
は
２
０
１
４
年
（
平
成
26
）
に
65
回
目
を
迎
え
ま
す
。

市
民
の
雪
捨
て
場
で
さ
さ
や
か
に
始
め
ら
れ
た
〈
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
〉
は
、

世
界
中
か
ら
人
が
集
ま
る
経
済
効
果
２
５
０
億
円
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
に
成
長
し
ま
し
た
。

マ
ン
ネ
リ
化
と
闘
い
な
が
ら
、

安
全
優
先
で
運
営
さ
れ
る
〈
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
〉
に
つ
い
て
う
か
が
い
ま
し
た
。



始
め
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ほ
ぼ
２
週
間

と
い
う
短
期
間
で
つ
く
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

会
場
に
降
っ
た
雪
を
そ
の
ま
ま
使
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
雪
は
不
純
物

が
入
っ
て
い
る
と
融
け
や
す
く
な
る
の

で
、
雪
不
足
と
は
関
係
な
く
、
人
が
あ

ま
り
手
を
触
れ
な
い
所
か
ら
き
れ
い
な

雪
を
持
っ
て
き
て
い
ま
す
。

始
ま
っ
た
当
初
は
札
幌
も
人
口
が
そ

れ
ほ
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
大

通
公
園
は
こ
の
辺
り
の
雪
捨
て
場
だ
っ

た
わ
け
で
す
が
、
今
は
都
市
機
能
が
こ

こ
に
集
中
し
て
い
ま
す
し
、
人
口
も
１

９
３
万
人
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
の
で
、
札

幌
市
も
郊
外
の
あ
ち
こ
ち
に
雪
捨
て
場

を
用
意
し
て
い
ま
す
。

雪
の
輸
送
量
は
、
５
t
ト
ラ
ッ
ク
で

前
回
は
４
８
３
０
台
。
そ
の
前
は
６
５

３
４
台
で
す
。
一
週
間
で
そ
れ
だ
け
の

台
数
の
ト
ラ
ッ
ク
が
絶
え
間
な
く
ど
ん

ど
ん
や
っ
て
き
ま
す
が
、
長
年
続
け
て

い
る
の
で
交
通
の
流
れ
も
シ
ス
テ
ム
化

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
有
償
で
運
営
費
の

中
で
動
か
し
て
い
ま
す
。

我
々
の
努
力
で
ど
う
も
な
ら
な
い
の

が
、
や
は
り
天
候
で
す
ね
。
こ
れ
に
は

か
な
り
悩
ま
さ
れ
ま
す
。
１
月
７
日
に

市
内
近
郊
に
雪
が
な
い
と
、
市
を
ま
た

い
で
岩
見
沢
市
ま
で
取
り
に
行
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
札
幌
と
岩
見
沢
市
と
で

は
往
復
に
か
か
る
時
間
が
違
っ
て
き
ま

す
。
そ
う
な
る
と
用
意
す
る
ト
ラ
ッ
ク

の
台
数
が
増
え
る
た
め
、
経
費
が
倍
増

し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
天
候

に
よ
っ
て
費
用
も
大
幅
に
変
わ
り
、
頭

が
痛
い
と
こ
ろ
で
す
。

雪
像
を
壊
し
て
い
る
シ
ー
ン
を
ニ
ュ

ー
ス
で
見
た
方
が
「
こ
の
ま
ま
春
ま
で

取
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
る

の
で
す
が
、
や
は
り
安
全
上
の
問
題
と

か
、
通
行
の
妨
げ
に
な
る
と
か
い
う
理

由
で
壊
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

終
わ
っ
た
あ
と
は
融
け
や
す
い
よ
う

に
崩
す
の
で
す
が
、
気
温
が
低
い
時
期

で
す
の
で
融
け
る
こ
と
は
望
め
ま
せ
ん
。

結
局
、
融
け
な
け
れ
ば
雪
捨
て
場
に
持

っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

雪
は
な
い
と
困
る
け
ど
終
わ
っ
た
と

き
に
は
速
や
か
に
融
け
て
く
れ
た
ほ
う

が
有
り
難
い
の
で
す
。
と
は
言
う
も
の

の
、
会
期
中
の
気
温
が
あ
ま
り
上
が
る

と
そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
危
険
で
す
の
で
、

会
期
中
は
寒
く
て
終
わ
っ
た
ら
暖
か
く

な
っ
て
く
れ
る
の
が
、
我
々
と
し
て
は

最
高
の
天
候
で
す
。

雪
像
づ
く
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ

今
の
雪
ま
つ
り
は
観
光
客
も
多
く
、

一
大
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
市
民
が
置
き
去
り
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
て
、
大
通
公
園
で
は

今
で
も
１
０
０
基
近
い
市
民
雪
像
が
つ

く
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
民
雪
像
は
人
気
が
あ
っ
て
、
つ
く

り
手
は
抽
選
で
決
め
ら
れ
ま
す
。

つ
く
り
や
す
い
よ
う
に
３
ｍ
四
方
で

高
さ
１
ｍ
の
台
座
の
上
に
直
径
２
ｍ
の

球
が
乗
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
削
っ
て
つ

く
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
ま
す
。
毎
年
つ

く
っ
て
い
る
方
は
慣
れ
て
い
ま
す
し
、

指
導
員
の
先
生
も
い
ま
す
。

問
題
は
大
雪
像
で
す
。
大
雪
像
は
水

平
器
を
使
っ
て
ず
れ
て
な
い
か
を
測
っ

た
り
、
制
作
に
は
建
築
物
と
同
等
の
難

易
度
が
求
め
ら
れ
、
も
う
素
人
の
仕
事

の
域
を
超
え
て
い
ま
す
。

現
在
で
は
高
さ
15
〜
20
ｍ
近
い
大
雪

像
が
５
基
つ
く
ら
れ
、
そ
の
内
の
３
基

を
陸
上
自
衛
隊
北
部
方
面
隊
の
方
々
が

制
作
し
て
い
ま
す
。
第
６
回
か
ら
自
衛

隊
の
参
加
が
始
ま
り
、
大
雪
像
の
精
度
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齊藤洋平さん

さいとう ようへい

一般社団法人札幌観光協会事業・
イベントグループ統括係長

1979年、新潟県生まれ。札幌大学
卒業後、入社。イベントグループ
として〈さっぽろ雪まつり〉をは
じめとする札幌市を代表するイベ
ントの企画・運営に携わる。

が
飛
躍
的
に
上
が
り
ま
し
た
。
自
衛
隊

で
は
民
生
支
援
と
い
う
こ
と
と
、
冬
場

の
訓
練
の
一
環
と
し
て
参
加
さ
れ
て
い

ま
す
。
自
衛
隊
担
当
の
大
雪
像
は
、
現

在
で
は
４
丁
目
と
７
丁
目
と
８
丁
目
に

置
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
の
２
基
を
つ
く
っ
て
い
る

の
は
札
幌
市
大
雪
像
制
作
団
と
い
う
団

体
で
す
。
そ
こ
の
隊
長
は
自
衛
隊
の
Ｏ

Ｂ
が
担
当
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
職
員
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
、
企
業
か
ら
派
遣
さ
れ
た

方
々
な
ど
が
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
ま

す
。

雪
ま
つ
り
の
仕
組
み

大
通
会
場
で
は
１
丁
目
か
ら
12
丁
目

ま
で
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
丁

目
に
管
理
者
が
い
ま
す
。
全
体
管
理
は

実
行
委
員
会
が
し
て
い
ま
す
が
、
個
別

の
会
場
ご
と
に
管
理
者
が
い
て
、
例
え

2013年（平成25）第64回さっぽろ雪まつりの風景。上： HBC
タイ王国広場〈ワット・ベンチャマボピット〉 中段右：大
通会場2丁目 道新氷の広場〈氷の国～白き翼のプリンセス～〉
ともに写真提供／©北海道新聞社 中段左：〈氷の国～白き翼のプ
リンセス～〉のライトアップ写真提供／©HBC 下：大通会場3丁
目 高さ24ｍ、全長60ｍ、最大斜度39°の白い恋人PARK AIRジ
ャンプ台で日本トップレベルのスノーボード、フリースタイ
ルスキーが繰り広げられた。写真提供／さっぽろ雪まつり実行委員会
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ば
２
丁
目
で
す
と
北
海
道
新
聞
社
さ
ん
、

３
丁
目
で
す
と
北
海
道
テ
レ
ビ
放
送
さ

ん
、
と
い
う
風
に
マ
ス
コ
ミ
が
核
と
な

っ
て
会
場
管
理
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
〈
会
場
管
理
者
制
度
〉
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。

個
々
の
管
理
者
が
１
年
間
、
ア
イ
デ

ア
を
練
り
な
が
ら
デ
ザ
イ
ン
も
決
め
ま

す
。
実
行
委
員
会
と
管
理
者
が
協
議
を

し
て
、
調
整
し
な
が
ら
ど
う
い
っ
た
も

の
を
つ
く
る
か
決
め
て
い
き
ま
す
。

古
い
資
料
で
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、

今
か
ら
15
年
ほ
ど
前
の
試
算
で
は
、
経

済
波
及
効
果
は
２
３
８
億
円
で
し
た
。

実
行
委
員
会
の
資
料
を
見
て
い
た
だ

く
と
わ
か
る
と
お
り
、
経
費
予
算
は
１

億
円
程
度
、
協
賛
金
は
２
６
０
０
万
円

程
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
れ

ほ
ど
の
規
模
の
事
業
を
や
っ
て
い
る
と

は
思
え
な
い
金
額
で
す
。
普
通
で
す
と

協
賛
金
は
い
っ
た
ん
実
行
委
員
会
に
入

れ
て
再
配
分
す
る
形
に
な
り
ま
す
が
、

〈
会
場
管
理
者
制
度
〉
で
各
自
が
独
立

し
て
運
営
し
て
い
る
の
で
こ
の
金
額
で

で
き
て
い
る
の
で
す
。
雪
像
を
つ
く
る

経
費
と
か
プ
レ
ハ
ブ
の
設
置
と
か
は
各

会
場
の
管
理
者
が
自
前
で
や
っ
て
い
ま

す
。運

営
に
し
て
も
企
画
デ
ザ
イ
ン
に
し

て
も
独
立
し
て
い
る
の
で
、
競
い
合
う

う
ち
に
ど
ん
ど
ん
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
や
り
方
だ
と
、
景

気
と
か
に
あ
ま
り
左
右
さ
れ
ま
せ
ん
。

地
元
の
ま
つ
り
と
し
て
あ
く
ま
で
も
自

分
た
ち
で
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢

を
貫
い
て
き
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
各
会
場
で
の
イ
ベ
ン
ト

管
理
は
会
場
ご
と
に
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
か
ら
、
そ
こ
に
直
接
代
理
店
さ
ん
が

入
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

自
立
し
て
堅
実
に
や
っ
て
い
こ
う
と

い
う
方
向
性
が
、
初
回
か
ら
ぶ
れ
ず
に

き
た
か
ら
、
64
回
続
い
て
き
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。

観
光
協
会
へ
移
管

全
体
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
は
実
行
委

員
会
が
行
な
っ
て
い
て
、
市
長
が
名
誉

会
長
で
す
。

実
は
平
成
24
年
度
（
２
０
１
２
）
ま
で

札
幌
市
に
事
務
局
が
あ
り
ま
し
た
。
22

年
度
（
２
０
１
０
）
か
ら
24
年
度
の
３
年

か
け
て
観
光
協
会
に
業
務
委
託
し
、
す

べ
て
の
事
務
局
機
能
を
移
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

雪
ま
つ
り
の
一
週
間
だ
け
で
、
２
５

０
億
円
の
波
及
効
果
が
あ
る
事
業
規
模

で
す
。
こ
の
先
、
事
業
拡
大
し
た
と
き

に
、
市
だ
と
で
き
な
い
こ
と
も
出
て
く

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
観
光
協

会
に
移
管
し
た
の
は
そ
う
い
う
可
能
性

を
視
野
に
入
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
ノ

ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
主
な
理
由
で
す
。
地

方
公
務
員
で
あ
る
札
幌
市
職
員
は
３
〜

４
年
で
替
わ
っ
て
い
き
ま
す
か
ら
、
異

動
の
少
な
い
観
光
協
会
に
実
行
委
員
会

を
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

札
幌
の
魅
力
を
内
外
に

雪
ま
つ
り
は
当
時
、
札
幌
市
経
済
部

長
だ
っ
た
板
垣
武
四

た
け
し

（
１
９
１
６
〜
１
９
９

３
年
　
１
９
７
１
年
（
昭
和
46
）
初
当
選
し
た
第

７
代
札
幌
市
長
）
さ
ん
が
発
案
し
た
よ
う

で
す
が
、
高
度
経
済
成
長
期
に
入
っ
て
、

う
ま
く
観
光
と
結
び
つ
け
る
よ
う
舵
取

り
し
た
こ
と
が
成
功
し
ま
し
た
。

板
垣
さ
ん
は
、
札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

が
決
ま
る
前
に
各
国
の
大
使
な
ど
を
雪

ま
つ
り
に
招
待
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う

で
す
。
こ
ん
な
に
街
が
近
く
て
宮
の
森

ジ
ャ
ン
プ
競
技
場
と
か
大
倉
山
ジ
ャ
ン

プ
競
技
場
と
か
も
あ
り
、
都
市
機
能
と

競
技
で
き
る
所
が
近
い
と
い
う
こ
と
と
、

独
自
性
に
富
ん
だ
雪
ま
つ
り
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
、
各
国
か
ら
の
お
客
様
が

大
変
驚
か
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
と
き

に
、
札
幌
の
持
つ
良
さ
を
大
き
く
ア
ピ

ー
ル
で
き
た
こ
と
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

招
致
に
大
き
く
影
響
し
ま
し
た
。

札
幌
市
は
早
く
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
産

業
と
し
て
の
観
光
を
重
視
し
て
き
ま
し

た
。
特
に
外
国
人
観
光
客
へ
の
対
応
は

早
く
、
当
時
は
海
外
か
ら
の
お
客
様
が

他
の
観
光
地
に
比
べ
て
断
ト
ツ
に
多
か

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ス
キ
ー
場
な

ど
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
カ
ナ
ダ
の
ス

キ
ー
リ
ゾ
ー
ト
な
ど
に
学
ん
で
つ
く
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
よ
う
で
す
。

か
つ
て
外
国
人
観
光
客
が
多
か
っ
た
の

は
、
変
な
言
い
方
で
す
が
、
日
本
が
ま

さっぽろ雪まつり期間中（下） 写真提供／さっぽろ雪まつり実行委員会
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だ
そ
ん
な
に
豊
か
で
は
な
か
っ
た
、
と

い
う
理
由
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

札
幌
は
一
年
を
通
し
て
イ
ベ
ン
ト
が

多
い
都
市
で
す
が
、
総
数
だ
け
で
な
く

一
日
当
た
り
の
人
数
や
滞
留
時
間
の
長

さ
で
い
っ
た
ら
、
雪
ま
つ
り
は
ほ
か
の

イ
ベ
ン
ト
と
は
比
べ
も
の
に
な
り
ま
せ

ん
。か

つ
て
の
北
海
道
は
、
冬
場
に
観
光

客
が
ほ
と
ん
ど
見
込
め
な
い
地
域
で
し

た
。
冬
の
観
光
と
し
て
は
、
や
は
り
ス

キ
ー
以
外
で
は
大
変
厳
し
い
状
況
で
す
。

そ
の
札
幌
が
「
冬
に
も
来
た
い
場
所
」

に
な
っ
て
い
る
の
は
雪
ま
つ
り
の
お
蔭
。

非
常
に
素
晴
ら
し
い
宝
物
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

動
員
数
の
推
移

来
場
者
数
は
、
今
年
（
第
64
回
）
が
２

３
６
万
７
０
０
０
人
、
東
日
本
大
震
災

後
の
開
催
と
な
る
昨
年
（
第
63
回
）
で
２

０
５
万
４
０
０
０
人
。
た
だ
、
第
60
回

が
２
０
８
万
人
で
す
か
ら
、
震
災
が
理

由
で
落
ち
込
ん
だ
と
は
言
え
な
い
状
況

で
す
。
外
国
か
ら
の
お
客
さ
ま
は
少
し

落
ち
ま
し
た
が
、
実
際
現
場
に
出
て
み

て
だ
い
ぶ
回
復
し
て
い
る
印
象
を
持
ち

ま
し
た
。

や
は
り
雪
が
降
ら
な
い
国
の
方
に
と

っ
て
は
「
一
度
来
て
雪
を
見
た
い
」
と

い
う
憧
れ
も
あ
る
よ
う
で
す
、
香
港
、

台
湾
の
ほ
か
、
直
行
便
が
飛
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
タ
イ
・
バ
ン
コ
ク
か

ら
の
お
客
様
が
す
ご
く
伸
び
て
き
て
い

ま
す
。
そ
う
い
う
富
裕
層
の
方
が
ア
ジ

ア
で
増
え
て
い
る
、
と
い
う
実
感
を
抱

い
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
雪
ま
つ
り

長
年
や
っ
て
き
て
形
が
で
き
上
が
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
市
民
か
ら
は

「
マ
ン
ネ
リ
だ
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
で
昨
年
は
、
東
京
駅
で
も
行
な

っ
た
〈
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン

グ
〉（
３
Ｄ
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
を
大
雪

像
に
、
と
い
う
企
画
を
立
て
ま
し
た
。

東
京
で
話
題
に
な
っ
た
あ
と
だ
っ
た
の

で
非
常
に
評
判
を
生
み
ま
し
て
、
大
変

有
り
難
い
こ
と
に
大
勢
の
方
が
来
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
ち
ょ
っ

と
お
客
様
が
い
っ
ぱ
い
来
過
ぎ
て
、
安

全
に
支
障
が
出
る
と
い
う
判
断
か
ら
中

止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
う
れ

し
い
悲
鳴
を
通
り
越
し
て
悲
し
い
結
果

に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
の
対
応
も
大
変
だ
っ
た
の
で

す
が
、
や
は
り
安
全
な
運
営
を
最
優
先

に
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
何

か
事
故
が
あ
っ
た
ら
、
取
り
返
し
が
つ

き
ま
せ
ん
か
ら
。

消
極
的
な
よ
う
で
す
が
、
や
は
り
み

ん
な
の
期
待
や
今
ま
で
ず
っ
と
続
い
て

い
る
こ
と
を
最
低
限
や
め
な
い
よ
う
に

こ
の
ま
ま
い
く
、
守
る
と
い
う
こ
と
が

大
前
提
で
す
。

雪
ま
つ
り
も
す
べ
て
順
風
満
帆
に
い

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
ど
う
し

て
も
毎
年
新
た
な
課
題
が
出
る
の
で
す
。

魅
力
ア
ッ
プ
と
い
う
の
は
当
然
、
常
に

求
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
な
の

で
す
が
、
課
題
の
克
服
を
優
先
的
に
や

っ
て
い
ま
す
。
第
63
回
の
開
期
中
に
小

雪
像
が
壊
れ
、
来
場
者
が
怪
我
を
さ
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
昨
年
は

そ
れ
に
対
す
る
安
全
対
策
に
重
点
的
に

取
り
組
み
ま
し
た
。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
を

途
中
で
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

い
う
状
況
が
あ
り
ま
し
た
が
、
次
年
度

は
そ
れ
を
課
題
の
克
服
と
と
ら
え
、
中

止
す
る
の
で
は
な
く
て
新
し
い
取
り
組

み
に
変
え
ら
れ
な
い
か
と
検
討
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

時
代
に
合
わ
せ
た
取
り
組
み
を
求
め

ら
れ
る
場
面
は
多
い
で
す
ね
。
例
え
ば

昨
年
で
し
た
ら
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

も
含
め
て
商
用
電
力
を
な
る
べ
く
使
わ

ず
実
施
す
る
方
法
と
か
。

そ
う
考
え
る
と
エ
コ
の
観
点
か
ら
、

全
部
で
は
な
く
て
も
一
部
で
も
雪
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
使
う
、
と
い
う
の
は
新
し

い
チ
ャ
レ
ン
ジ
と
し
て
意
義
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
雪
を
使
っ
て

何
か
す
る
こ
と
で
、
今
の
時
代
に
合
っ

た
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ

な
い
で
す
ね
。

取
材：

２
０
１
３
年
７
月
25
日

札幌の大通公園テレビ塔からの眺め。夏（上）
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〈世界冬の都市市長会〉の活動をご存知でしょうか。

「冬は資源であり、財産である」というスローガンを掲げ、

課題解決や冬の都市ならではの知恵を分かち合ってきました。

ひと冬に6mの降雪があるのに多くの人口を抱え、

社会インフラが整備された札幌は、

冬を資源に変えることで発展し続けている好例です。

快適な北方都市の創造
〈世界冬の都市市長会〉

今井啓二さん

いまい けいじ

札幌市総務局国際部長

1955年生まれ。北海道上川郡新得町出身。小樽商科大学卒業、
札幌市役所。財団法人地域創造（企画課長）派遣、財団法人
札幌市芸術文化財団（総務課長）派遣、企画課長、教職員人
事担当課長、連絡調整担当部長などを経て、2011年より現職。

〈
世
界
冬
の
都
市
市
長
会
〉
と
は

〈
世
界
冬
の
都
市
市
長
会
〉（
以
下
、
市
長

会
と
表
記
）
は
、
１
９
８
１
年
（
昭
和
56
）

に
〈
北
方
都
市
会
議
〉
の
開
催
が
提
唱

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
誕
生
し
ま
し
た
。

北
方
圏
に
位
置
す
る
都
市
は
、
積
雪

寒
冷
の
厳
し
い
気
象
条
件
を
克
服
し
な

が
ら
ま
ち
づ
く
り
を
行
な
わ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
、
共
通
し
た
課
題
を

抱
え
て
い
ま
す
。

「
冬
は
資
源
で
あ
り
、
財
産
で
あ
る
」

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
気
候
・

風
土
の
似
て
い
る
世
界
の
北
方
都
市
が

集
ま
り
、
共
通
す
る
課
題
に
つ
い
て
話

し
合
い
、
快
適
な
北
方
都
市
を
創
造
し

よ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
札
幌
市
の

呼
び
か
け
に
６
カ
国
９
都
市
が
賛
同
し

ま
し
た
。
翌
年
、
第
１
回
会
議
が
札
幌

で
開
催
さ
れ
、
雪
で
つ
な
が
る
独
自
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ア
ジ
ア
、
北
米
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
北
方
都
市
の
間
に
形
成
さ

れ
た
の
で
す
。

ま
た
、
第
３
回
会
議
（
１
９
８
８
年
〈
昭

和
63
〉
カ
ナ
ダ
・
エ
ド
モ
ン
ト
ン
で
開
催
）
か
ら

は
、
企
業
や
団
体
が
冬
関
連
の
商
品
や

技
術
を
出
展
す
る
〈
冬
の
見
本
市
〉
や

専
門
家
や
学
術
研
究
者
が
発
表
す
る

〈
冬
の
都
市
フ
ォ
ー
ラ
ム
〉
が
併
催
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
情
報
に
加
え
て
、

モ
ノ
と
技
術
が
行
き
交
う
コ
ン
ベ
ン
シ

ョ
ン
に
発
展
し
ま
し
た
。

第
６
回
の
会
議
（
１
９
９
４
年
〈
平
成
６
〉

ア
メ
リ
カ
・
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
開
催
）
で
は
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
さ
ら
な
る
強
化
を
目
指
し
、

会
員
制
の
組
織
と
し
て
〈
北
方
都
市
市

長
会
〉
が
設
立
さ
れ
、
会
議
の
名
称
も

〈
北
方
都
市
市
長
会
議
〉
に
変
更
さ
れ

ま
し
た
。
１
９
９
７
年
（
平
成
９
）
に
は

そ
れ
ま
で
の
活
動
が
評
価
さ
れ
、
国
連

経
済
社
会
理
事
会
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
登

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

冬
は
南
半
球
に
も
あ
り
ま
す
。
第
７

回
会
議
が
終
っ
た
こ
ろ
で
し
た
か
、
南

半
球
の
複
数
の
都
市
か
ら
も
関
心
が
寄

せ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
北
方
だ
け
で
な
く
南
方
も
含
め

た
名
称
変
更
の
検
討
を
始
め
ま
し
た
。

第
11
回
会
議
（
２
０
０
４
年
〈
平
成
16
〉
ア
メ

リ
カ
・
ア
ン
カ
レ
ッ
ジ
開
催
）
に
お
い
て
、

会
の
名
称
を
〈
世
界
冬
の
都
市
市
長
会
〉

に
変
更
し
、
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
来

年
（
２
０
１
４
年
〈
平
成
26
〉）
１
月
、
市
長

会
議
は
16
回
目
を
迎
え
ま
す
。

こ
れ
ま
で
環
境
問
題
、
都
市
交
通
、

除
排
雪
、
都
市
計
画
、
観
光
促
進
、
冬

の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の

知
恵
と
経
験
を
分
か
ち
合
う
た
め
の
意

見
交
換
が
行
な
わ
れ
、
ま
ち
づ
く
り
へ

の
ヒ
ン
ト
や
厳
し
い
気
象
条
件
を
克
服

す
る
手
立
て
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。

き
っ
か
け
は
、
木
製
の
遊
具

〈
北
方
都
市
会
議
〉
は
、
板
垣
武
四

た
け
し

市

長
（
当
時
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
き
っ
か
け
の
一
つ
に
な
っ
た
の
は
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
首
都
ヘ
ル
シ
ン
キ
の

助
役
が
札
幌
に
講
演
で
来
ら
れ
た
際
、

木
製
の
遊
具
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
た

だ
い
た
こ
と
に
あ
る
、
と
い
い
ま
す
。

木
製
の
遊
具
と
い
う
の
は
、
当
時
、

大
変
珍
し
い
も
の
で
し
た
。
木
製
だ
と

温
か
み
も
あ
る
し
、
ほ
か
の
素
材
に
は

な
い
良
さ
が
あ
っ
て
、
デ
ザ
イ
ン
も
優

れ
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
、

そ
の
よ
う
な
北
国
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、
生
活

の
知
恵
を
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
交
換
す

る
場
が
あ
れ
ば
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
最
初
の
人
の
つ
な

が
り
は
北
欧
で
す
。

何
回
目
か
の
会
議
の
と
き
に
イ
ギ
リ

ス
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
調
べ
た
レ
ポ
ー

ト
に
よ
る
と
、
北
方
圏
地
域
に
は
10
億

人
く
ら
い
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
、

2013年（平成25）、札幌市で開かれた実務者会議　写真提供／札幌市



う
こ
そ
）
」
を
合
言
葉
に
、
市
民
が
外
国

か
ら
の
お
客
さ
ん
を
お
も
て
な
し
す
る

と
い
う
感
覚
も
生
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
。

あ
る
ビ
ー
ル
会
社
の
「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
、

札
幌
、
ミ
ル
ウ
ォ
ー
キ
ー
」
と
い
う
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
を
聞
い
た
記
憶
が
あ
り
ま

せ
ん
か
？
　
こ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
も

札
幌
は
名
前
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
し
、
ビ
ー
ル
で
も
札
幌
は
世
界

と
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と

を
知
っ
た
気
が
し
ま
す
。
３
都
市
と
も

北
緯
45
度
付
近
に
あ
っ
て
優
秀
な
ホ
ッ

プ
を
栽
培
で
き
る
気
候
に
あ
り
、
世
界

三
大
ビ
ー
ル
名
産
地
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
実
は
札
幌
は
、
日
本
人
に
よ
る

ビ
ー
ル
づ
く
り
発
祥
の
地
で
も
あ
り
ま

す
。
歴
史
的
に
も
深
い
か
か
わ
り
が
あ

る
ビ
ー
ル
を
活
用
し
た
文
化
の
創
出
を

目
指
し
て
「
ビ
ー
ル
の
ま
ち
　
さ
っ
ぽ

ろ
」
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

１
年
を
通
じ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
暮
ら

す
、
自
然
と
共
生
し
な
が
ら
生
き
る
と

い
う
知
恵
が
、
北
方
圏
に
は
あ
る
気
が

し
ま
す
。
そ
う
い
う
暮
ら
し
方
が
、
戦

後
間
も
な
い
１
９
５
０
年
（
昭
和
25
）
に
、

さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
（
以
下
、
雪
ま
つ
り
と

表
記
）
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
雪
ま
つ
り
は
、「
冬
を
楽
し
む
」

と
い
う
と
こ
ろ
が
出
発
点
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
市
長
会
議
の
考
え
方
に
も
通

じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
札
幌
の
ま

ち
が
世
界
の
人
々
に
知
ら
れ
、
雪
ま
つ

り
が
国
際
的
に
な
り
世
界
各
地
か
ら
大

勢
の
観
光
客
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
先
ほ
ど
の
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

大
会
開
催
の
影
響
が
大
き
い
と
聞
い
て

い
ま
す
（
26
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
こ
れ
ま
で
市

長
会
で
も
幹
事
会
や
実
務
者
会
議
な
ど

を
札
幌
で
何
回
か
や
っ
て
い
ま
す
が
、

ち
ょ
う
ど
雪
ま
つ
り
の
時
期
に
開
催
し

た
会
議
の
参
加
者
は
皆
、
大
雪
像
を
目

の
前
に
し
て
「
ア
メ
ー
ジ
ン
グ
」
と
、

と
て
も
感
激
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
ま
す
。

そ
の
市
長
会
議
で
す
が
、
２
０
１
６

年
（
平
成
28
）
第
17
回
会
議
は
、
札
幌
で

開
催
す
る
こ
と
が
決
定
し
て
い
ま
す
。

札
幌
で
の
本
会
議
は
実
は
１
回
目
以
降

初
め
て
な
の
で
す
。
世
界
か
ら
多
く
の

都
市
に
来
て
い
た
だ
き
、
札
幌
の
い
ろ

い
ろ
な
魅
力
に
直
接
触
れ
た
り
、
市
民

と
の
交
流
を
深
め
た
り
す
る
機
会
に
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

北
の
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

カ
ナ
ダ
の
都
市
は
エ
ド
モ
ン
ト
ン
を

は
じ
め
冬
の
取
り
組
み
に
積
極
的
で
関

心
が
高
い
都
市
が
多
く
、
そ
う
し
た
点

で
つ
な
が
り
の
あ
る
都
市
が
集
ま
っ
て

ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
印
象
を
受
け
て

い
ま
す
。
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
い

ろ
い
ろ
な
都
市
の
情
報
が
容
易
に
得
ら

れ
ま
す
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及

す
る
前
か
ら
お
互
い
の
情
報
を
共
有
し

よ
う
と
、
第
４
回
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ト
ロ

ム
ソ
会
議
で
は
、
時
代
を
先
取
り
す
る

よ
う
な
情
報
交
換
の
提
案
も
エ
ド
モ
ン
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当
時
の
世
界
の
人
口
か
ら
み
て
も
思
い

の
ほ
か
多
い
の
で
す
。
長
い
歴
史
を
持

つ
都
市
も
あ
り
、
気
候
・
風
土
が
似
て

い
る
こ
と
か
ら
、
生
活
の
知
恵
や
工
夫
、

各
都
市
が
抱
え
る
課
題
、
解
決
策
に
つ

い
て
、
市
長
が
集
ま
っ
て
話
し
合
っ
て

い
こ
う
と
着
想
さ
れ
た
の
が
会
議
の
出

発
点
で
す
。

国
際
感
覚
の
ル
ー
ツ

北
海
道
に
は
、
今
か
ら
１
４
０
年
余

り
前
に
、
開
拓
使
が
置
か
れ
た
歴
史
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
海
外
か
ら

ホ
ー
レ
ス
・
ケ
プ
ロ
ン
（
１
８
０
４
〜
１
８

８
５
年：

ア
メ
リ
カ
人
　
道
路
建
設
、
鉱
業
、
工

業
、
農
業
、
水
産
業
な
ど
、
開
拓
の
ほ
ぼ
全
領
域

で
活
躍
）
、
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ダ
ン
（
１
８
４
８

〜
１
９
３
１
年：

ア
メ
リ
カ
人
　
近
代
農
法
及
び

獣
医
学
）
を
は
じ
め
、
多
く
の
外
国
人
技

師
を
集
中
し
て
招
き
、
積
極
的
に
農
業
、

工
業
な
ど
の
技
術
を
導
入
し
、
開
拓
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。
大
通
公
園
、
碁
盤

の
目
の
街
並
み
な
ど
身
近
な
と
こ
ろ
で

当
時
の
先
駆
的
な
構
想
に
触
れ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
札
幌
の
国
際
化
が
進
ん
だ
背

景
と
し
て
は
、
１
９
７
２
年
（
昭
和
47
）

の
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
が
大
き

い
で
す
。
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
は
10
年

か
ら
15
年
早
ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
以
上
に
世
界
中
の
注
目
が

集
ま
り
、
海
外
か
ら
大
勢
の
方
が
訪
れ

ま
し
た
。
当
時
「
Ｙ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
（
よ

上：エストニア・マールドゥで、2011年（平成23）開催された第14回冬の都市市長会議
右上：モンゴル・ウランバートルで、2012年（平成24）開催された第15回冬の都市市長
会議　右下：アメリカ・アンカレッジで行なわれた〈冬の見本市〉　写真提供／札幌市



ト
ン
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

市
長
会
議
を
通
し
て
、
ナ
ト
リ
ウ
ム

灯
の
導
入
、
ス
ノ
ー
ホ
ッ
ケ
ー
や
歩
く

ス
キ
ー
の
普
及
な
ど
も
取
り
入
れ
て
き

ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
市
長
会
議
を
通

し
て
か
か
わ
っ
た
都
市
は
世
界
１
５
０

都
市
を
超
え
、
30
年
も
続
け
て
い
る
と

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
そ
れ
自
体
が
大
変
な
財

産
で
す
。

海
外
諸
都
市
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

い
う
と
、
姉
妹
友
好
都
市
交
流
も
重
要

な
つ
な
が
り
で
す
。
札
幌
市
の
姉
妹
都

市
は
五
つ
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
が
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
で
す
。
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ク
リ
ス

マ
ス
市
は
、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
暖

か
い
灯
り
に
照
ら
さ
れ
て
キ
ラ
キ
ラ
と

輝
く
夢
の
世
界
の
よ
う
で
、
市
民
に
も

観
光
客
に
と
っ
て
も
大
変
人
気
が
あ
る

イ
ベ
ン
ト
で
す
。
そ
の
温
か
い
雰
囲
気

を
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
そ
う
と
札
幌
で

ミ
ュ
ン
ヘ
ン
・
ク
リ
ス
マ
ス
市
を
行
な

う
よ
う
に
な
っ
て
、
今
年
で
12
回
目
に

な
り
ま
す
。
大
勢
の
市
民
や
観
光
客
が

楽
し
み
に
し
て
い
る
冬
の
イ
ベ
ン
ト
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
姉

妹
友
好
都
市
と
の
相
互
の
交
流
を
通
し
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て
も
互
い
の
ま
ち
づ
く
り
の
施
策
を
学

び
合
い
、
互
い
の
ま
ち
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

い
ざ
何
か
あ
っ
た
と
き
に
、「
じ
ゃ

あ
、
あ
の
都
市
あ
の
人
に
聞
け
ば
こ
う

い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
」
と
か
「
確
か
こ
の
都
市
な
ら
そ

う
い
う
施
策
・
情
報
を
持
っ
て
い
た
は

ず
」
と
頭
に
思
い
浮
か
ぶ
、
ま
さ
に
知

恵
の
ス
ト
ッ
ク
で
す
。
そ
の
よ
う
な
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

誰
も
が
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
に

私
が
担
当
し
た
第
７
回
会
議
は
カ
ナ

ダ
・
ウ
ィ
ニ
ペ
グ
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
こ
こ
に
は
Ｄ
Ｐ
Ｉ
（D

isa
b

le
d

P
eoples' International：

障
が
い
者
イ
ン
タ
ー
ナ

シ
ョ
ナ
ル
）
の
世
界
本
部
が
置
か
れ
お
り
、

そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
Ｄ
Ｐ
Ｉ
議
長

に
よ
る
「
冬
の
都
市
に
お
け
る
交
通
と

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
」
に
関
す
る
基
調

報
告
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
ウ
ィ
ニ
ペ

グ
会
議
で
は
、
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
を

考
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
努
め
る
こ
と

を
参
加
都
市
が
決
議
し
ま
し
た
。

今
で
は
低
床
バ
ス
を
当
た
り
前
に
見

か
け
ま
す
が
、
既
に
当
時
か
ら
ウ
ィ
ニ

ペ
グ
で
は
低
床
バ
ス
が
走
っ
て
い
ま
し

た
。
ま
た
、
ス
カ
イ
ウ
ォ
ー
ク
と
い
っ

て
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
の
ビ
ル
の
２
階
を
屋

内
通
路
で
つ
な
ぐ
ま
ち
づ
く
り
を
し
て

い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
冬
の
寒
さ
や

世界冬の都市市長会の会員都市の
風景。
右：ノルウェー・トロムソの市街
地。薪ストーブのための煙突が印
象的な家並み。写真提供／トロムソ市

上段：アメリカ・アンカレッジで。
自動車道をムースが歩く、自然豊
かな立地。写真提供／アンカレッジ市

下段：ロシア・ユジノ・サハリン
スク。色鮮やかな外壁が、長い冬
のまちに彩りを添える。写真提供／

ユジノ・サハリンスク市



課
題
と
テ
ー
マ

現
在
、
市
長
会
で
は
８
カ
国
、
20
都

市
が
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
普
及
で
世
界
の
情
報
が
容
易

に
収
集
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
中
、
市
長
会
の
活
動
を
会
員
都
市
に

と
っ
て
よ
り
魅
力
の
あ
る
も
の
、
ま
ち

づ
く
り
に
お
い
て
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
も

の
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

ま
た
ア
ジ
ア
の
会
員
都
市
が
多
い
こ

と
か
ら
、
市
長
会
の
活
動
を
積
極
的
に

Ｐ
Ｒ
し
て
、
北
米
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都

市
の
入
会
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

最
近
の
会
議
テ
ー
マ
は
、
温
暖
化
な

ど
地
球
環
境
の
問
題
が
大
き
く
な
っ
て

き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
環
境
問
題
に
焦

点
を
当
て
た
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。
冬
の
都
市
だ
か
ら
こ
そ
自
然
環
境

に
敏
感
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ

う
し
、
そ
う
い
う
地
球
規
模
の
問
題
や

課
題
に
対
し
て
も
各
都
市
が
で
き
る
こ

と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
ち
づ
く
り
の
中
に

取
り
入
れ
て
積
極
的
に
行
動
し
て
い
こ

う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
　

次
回
韓
国
・
華
川
で
の
第
16
回
市
長

会
議
は
、
自
然
環
境
の
保
全
と
そ
れ
を

生
か
し
た
観
光
と
い
う
切
り
口
を
テ
ー

マ
に
据
え
て
会
議
を
開
催
す
る
予
定
で

す
。

取
材：

２
０
１
３
年
８
月
20
日
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道
路
の
雪
を
気
に
す
る
こ
と
な
く
車
椅

子
で
街
中
を
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

札
幌
で
も
、
２
０
１
１
年
（
平
成
23
）

３
月
に
札
幌
駅
前
通
地
下
歩
行
空
間
が

開
通
し
、
お
年
寄
り
や
車
イ
ス
の
方
な

ど
誰
も
が
安
全
・
快
適
に
移
動
で
き
る

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
歩
行
空
間
が
で
き
ま

し
た
。
冬
で
も
安
心
し
て
行
き
来
が
で

き
ま
す
。
ま
た
市
役
所
ロ
ビ
ー
に
は
、

〈
元
気
カ
フ
ェ
〉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

〈
元
気
カ
フ
ェ
〉
は
障
が
い
の
あ
る
方

が
接
客
な
ど
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
人

と
交
流
す
る
こ
と
や
、
民
間
企
業
な
ど

に
お
け
る
障
が
い
者
雇
用
の
促
進
を
図

る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

現
在
、
市
役
所
ロ
ビ
ー
の
ほ
か
、
社
会

福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
、
そ
れ
に
中
央
図

書
館
に
あ
り
ま
す
。

姉
妹
友
好
都
市
の
中
で
一
番
最
近
提

携
し
た
の
が
韓
国
の
大
田
広
域
市
で
す

が
、
大
田
市
長
は
札
幌
訪
問
時
に
〈
元

気
カ
フ
ェ
〉
の
こ
と
を
知
っ
て
、
す
ぐ

に
自
分
の
ま
ち
に
取
り
入
れ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

オ
ー
プ
ン
マ
イ
ン
ド
な

国
際
性
を
持
つ
北
の
都
市

札
幌
は
、
都
市
が
つ
く
ら
れ
た
経
緯

も
関
係
あ
り
ま
す
が
、
オ
ー
プ
ン
マ
イ

ン
ド
で
非
常
に
親
し
み
や
す
い
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
自
分
た
ち
も
よ
そ
か
ら

来
た
人
間
だ
か
ら
、
外
か
ら
来
る
人
に

温
か
く
親
切
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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ー
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モ

サ

西
ビ

幌札西
ャ
鶏

瀋

上：2013年（平成25）10月現在の会員
都市。北方圏からアジア地域に遷ってい
ることがわかる。
右：次回2014年（平成26）1月に世界冬
の都市市長会議が開催される韓国・華川。
韓国で最も早く分厚い氷が張る華川郡で
は、ヤマメを素手で捕まえる冬の体験祭
りが行なわれている。写真提供／華川郡

左：札幌市役所ロビーにできた、〈元気
カフェ〉。光が差し込むロビーに、居心
地の良い空間をつくっている。ほかの自
治体も、是非真似してほしいカフェであ
る。

国
際
的
に
開
か
れ
た
風
土
は
、
そ
ん
な

歴
史
に
培
わ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
力
を
入
れ
て
い
く
取
り
組

み
と
し
て
留
学
生
に
関
す
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
取
り
組
み
の
例
を
一
つ
挙
げ

ま
す
と
、
一
昨
年
、
市
長
と
留
学
生
の

ラ
ン
チ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
初
め
て
行
な

い
ま
し
た
。
留
学
生
が
留
学
先
の
市
長

と
会
っ
て
、
自
分
の
ま
ち
の
こ
と
、
留

学
生
活
の
こ
と
に
つ
い
て
話
す
と
い
う

の
は
、
な
か
な
か
経
験
で
き
な
い
こ
と

で
し
ょ
う
。
留
学
を
終
え
帰
国
し
た
と

き
に
、
友
人
や
両
親
兄
弟
に
「
札
幌
っ

て
良
い
よ
。
ま
た
行
き
た
い
」
と
言
っ

て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。
こ
の
よ
う

な
取
り
組
み
に
、
よ
り
一
層
力
を
入
れ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

札
幌
市
内
の
大
学
に
は
、
海
外
に
い

く
つ
か
事
務
所
を
置
い
て
、
留
学
生
の

誘
致
に
力
を
入
れ
て
い
る
大
学
も
あ
り

ま
す
。
こ
こ
で
学
ん
だ
留
学
生
の
人
た

ち
に
は
、
札
幌
の
ま
ち
を
好
き
に
な
っ

て
も
ら
い
、
で
き
れ
ば
札
幌
で
、
経
済

や
観
光
な
ど
の
分
野
で
海
外
と
の
交
流

に
か
か
わ
る
仕
事
に
就
い
て
、
そ
の
能

力
を
生
か
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
海
外
と
の
交
流
を
進
め
て
い

く
上
で
は
、
ア
ク
セ
ス
面
の
利
便
性
も

大
切
で
す
。
現
在
、
新
千
歳
空
港
と
結

ば
れ
て
い
る
海
外
の
都
市
は
10
都
市
で

す
。
今
後
さ
ら
に
多
く
の
都
市
と
つ
な

が
り
、
利
便
性
が
高
ま
る
こ
と
に
よ
り
、

海
外
か
ら
の
来
札
者
が
ま
す
ま
す
増
加

し
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
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い
ま
す
。
雁
木
は
、
雪
国
な
ら
で
は
の

知
恵
の
結
晶
な
の
で
す
。
昔
は
水
道
や

電
話
線
も
雁
木
の
下
に
埋
ま
っ
て
い
ま

し
た
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
す
る
に
も
便
利

で
す
か
ら
。
さ
す
が
に
水
道
は
道
路
内

に
移
り
ま
し
た
が
、
電
話
線
は
ま
だ
雁

木
下
に
あ
る
所
も
残
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
火
事

の
延
焼
を
恐
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
潟
県

は
雁
木
廃
止
令
を
出
し
ま
し
た
。
新
潟

市
は
雪
が
少
な
い
か
ら
高
田
と
は
事
情

が
違
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
ほ
か
の
地
域

で
は
ど
ん
ど
ん
壊
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
高
田
で
は
雁
木
を
残
し
て
き

た
の
で
す
ね
。

小
学
校
で
も
雁
木
の
あ
る
昔
の
雪
国

の
暮
ら
し
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
昔
に

比
べ
た
ら
雪
が
少
な
く
な
っ
て
、
雁
木

に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
も
薄
れ
て
き

ま
し
た
。「
高
田
は
雁
木
が
あ
る
か
ら

発
展
し
な
い
」
と
か
「
車
を
停
め
る
の

に
邪
魔
だ
」
と
厄
介
者
扱
い
さ
れ
た
時

期
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
雁
木
が
特
別

の
も
の
で
素
晴
ら
し
い
雪
国
の
知
恵
な

ん
だ
、
と
い
う
思
い
も
薄
れ
ま
す
。
そ

も
そ
も
高
田
の
人
に
と
っ
て
は
あ
ま
り

に
も
日
常
な
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
注
目
す

る
こ
と
も
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
。し

か
し
、
平
成
に
入
っ
た
こ
ろ
か
ら

は
「
も
う
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
の
ま

ち
づ
く
り
で
は
ダ
メ
だ
」
と
い
う
こ
と

に
気
づ
い
て
き
ま
し
た
。
京
都
や
金
沢

建
築
家
の
目
線
か
ら

ま
ち
づ
く
り
に
か
か
わ
り
続
け
て
い
る

関
由
有
子
さ
ん

い
っ
た
ん
外
に
出
た
関
さ
ん
が
見
出
す

雪
都
・
上
越
高
田
な
ら
で
は
の
魅
力

そ
こ
に
は

人
の
暮
ら
し
と
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
輝
く

資
源
が
息
づ
い
て
い
ま
し
た

雁が
ん

木ぎ

は
雪
国
の
知
恵
の
結
晶

雁
木
と
い
う
の
は
、
主
屋
か
ら
張
り

出
す
軒
や
差
し
掛
け
る
庇

ひ
さ
し

の
こ
と
で
す
。

往
来
の
多
い
街
道
筋
や
、
多
く
の
人
が

集
う
商
家
な
ど
が
連
続
す
る
ま
ち
並
み

に
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
上
越
地
域
が
発

祥
と
も
い
わ
れ
、
高
田
の
現
存
す
る
雁

木
の
総
延
長
は
約
16
d
。
日
本
一
の
長

さ
で
す
。

「
こ
の
下
に
高
田
あ
り
」
と
言
わ
れ

た
ほ
ど
の
豪
雪
地
帯
。
そ
れ
で
主
屋
の

前
面
に
庇
を
張
り
出
し
て
、
歩
く
空
間

を
確
保
し
た
の
が
雁
木
で
す
。

屋
根
か
ら
落
ち
た
雪
や
降
る
雪
が
溜

ま
れ
ば
、
往
来
は
通
れ
な
く
な
り
ま
す
。

周
り
が
雪
に
覆
わ
れ
て
も
、
雁
木
の
下

は
ト
ン
ネ
ル
の
よ
う
に
ぽ
っ
か
り
空
い

て
い
ま
す
。
そ
ん
な
雁
木
の
下
の
細
い

道
を
人
が
歩
い
て
い
る
写
真
も
残
さ
れ

て
い
て
、
そ
れ
を
見
る
と
「
あ
あ
、
本

当
に
役
立
っ
て
き
た
ん
だ
な
あ
」
と
思

雪都・上越高田の宝物
日本一の雁

がん

木
ぎ

通り

関 由有子さん

せき ゆうこ

一級建築士　あわゆき組代表

1956年、新潟市上越市生まれ。京都大学工
学部建築学科卒業後、建築設計事務所へ就職。
フィンランドの家具に出合い、ものづくりの
力に触発されてフィンランドに留学。約3年
間、木工・家具製作の専門学校に通う。
1997年に帰国後は、上越市でせきゆうこ設
計室を開設。森林・林業ボランティア活動か
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ーカルデザインから地域の未来を考える（共
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月刊『ゆきのまち通信』105号　上越市高田

「雁木の街」夢をかたちに… 雁木と町家でま
ちを楽しむ（企画集団ぷりずむ 2006）

雪都・上越高田の宝物
日本一の雁木通り
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な
ど
の
特
別
な
古
都
で
な
く
と
も
、
高

田
の
よ
う
な
地
方
都
市
に
も
、
よ
う
や

く
そ
う
い
う
思
い
が
浸
透
し
て
き
た
の

で
す
。

高
田
人
気
質

興
味
深
い
こ
と
に
、
雁
木
は
そ
れ
自

体
も
そ
の
下
の
通
路
も
、
個
人
の
所
有

で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
土
地
を
歩
道

と
し
て
公
に
提
供
し
て
、
歩
く
人
の
た

め
に
わ
ざ
わ
ざ
私
費
を
投
じ
て
庇
を
か

け
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
江
戸
時
代

か
ら
現
在
ま
で
変
わ
ら
ず
に
続
く
伝
統
。

高
田
の
人
の
助
け
合
い
精
神
と
い
う
か

鷹
揚
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
ね
。
さ

す
が
に
固
定
資
産
税
は
免
除
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
特
別
な
恩
恵
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
の
に
守
ら
れ
続
け
て
き
た
の
で

す
。今

、
新
築
中
の
歯
医
者
さ
ん
も
雁
木

を
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
絶
対
に
つ
く

ら
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
条
例
が

あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

上
越
市
は
２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
４
月

か
ら
〈
雁
木
整
備
事
業
補
助
金
〉
制
度

を
始
め
て
後
押
し
し
て
い
ま
す
。

雁
木
は
個
人
の
資
産
だ
か
ら
、
そ
れ

に
市
が
公
金
を
投
入
す
る
に
は
、
市
民

が
納
得
す
る
よ
う
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

取
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
上
越

市
で
は
ど
れ
ぐ
ら
い
の
雁
木
が
残
さ
れ

て
い
る
か
と
い
っ
た
調
査
を
行
な
い
、

ア
ン
ケ
ー
ト
を
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
の

結
果
を
受
け
て
、
強
制
力
は
あ
り
ま
せ

ん
が
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
定
め
ら
れ
ま
し

た
。そ

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
則
っ
た
雁
木

を
つ
く
る
場
合
に
は
、
７
割
を
補
助

（
限
度
額
は
間
口
１
C
に
つ
き
11
万
９
千
円
）
す

る
と
い
う
の
が
〈
雁
木
整
備
事
業
補
助

金
〉
制
度
で
す
。

ま
た
、
雁
木
は
各
家
が
個
々
に
つ
く

っ
た
の
で
床
の
高
さ
が
ま
ち
ま
ち
で
バ

リ
ア
フ
リ
ー
の
観
点
か
ら
も
問
題
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
、
段
差
解
消
工
事
に

も
６
割
の
補
助
（
限
度
額
は
間
口
１
C
に
つ
き

１
万
８
千
円
）
が
出
ま
す
。

始
ま
っ
た
当
初
は
「
補
助
金
が
出
る

と
い
っ
た
っ
て
、
今
さ
ら
雁
木
な
ん
て
」

と
い
う
雰
囲
気
で
し
た
け
れ
ど
、
一
昨

年
ぐ
ら
い
か
ら
弾
み
が
つ
い
て
き
て
、

４
月
に
受
付
開
始
す
る
と
あ
っ
と
い
う

間
に
予
算
枠
が
一
杯
に
な
っ
て
し
ま
う

ほ
ど
、
利
用
者
が
増
え
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
雁
木
の
あ
る
場
所
を
、
ど

う
こ
う
す
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
。

だ
っ
て
、
自
分
の
家
だ
け
、
も
と
の
雁

木
の
所
に
は
み
出
す
こ
と
な
ん
て
で
き

な
い
で
し
ょ
う
。

一
時
は
家
の
建
て
替
え
の
と
き
に
雁

木
を
つ
く
ら
な
い
家
が
増
え
、
少
し
下

げ
て
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
と
る
例
が
多
く

な
り
ま
し
た
。
家
が
連
な
る
ま
ち
並
み

は
、
壁
面
線
が
概
ね
そ
ろ
う
こ
と
で
美

し
く
見
え
る
の
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う

の
は
困
っ
た
現
象
で
す
。
今
ま
で
歯
抜

け
状
態
に
な
っ
て
デ
コ
ボ
コ
だ
っ
た
壁

右ページ、上：除雪がまま
ならない時代は、雁木下は
貴重な通り道だった。
左右：雁木を支える柱や破
風も、機能一点張りでなく
凝った装飾が見受けられる。
右の柱は、傷んだ根元部分
だけを新しい材料でつくり
直す〈根継ぎ〉という手法
で修理されている。
一番左：屋根の雪を滑らせ
て、道路まで落とすために
用いる雪樋。雁木の屋根裏
に収納される。
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面
線
が
、
雁
木
復
活
で
そ
ろ
っ
て
い
け

ば
、
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

こ
う
い
う
補
助
金
で
復
活
し
た
雁
木

が
連
な
る
ま
ち
並
み
を
見
て
、
み
ん
な
、

「
あ
あ
、
や
っ
ぱ
り
い
い
な
」
と
思
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
「
じ
ゃ
あ
、

う
ち
も
建
て
替
え
て
も
雁
木
を
つ
く
ろ

う
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
き
た
よ

う
で
す
。

豪
雪
地
帯
　
上
越
高
田

高
田
と
い
う
地
名
は
あ
ち
こ
ち
に
あ

り
ま
す
が
、
こ
こ
は
越
後
の
高
田
。
人

が
住
む
平
野
と
し
て
は
、
例
が
な
い
ほ

ど
の
豪
雪
地
帯
で
す
。
そ
も
そ
も
、
江

戸
時
代
前
に
は
こ
こ
に
は
小
さ
な
村
が

あ
っ
た
だ
け
で
し
た
。
直
江
津
の
海
辺

に
あ
っ
た
福
島
城
に
入
っ
た
松
平
忠
輝

が
、
菩
提
が
原
（
高
田
城
敷
地
の
古
名
）
に

新
た
に
城
を
築
き
、
城
下
町
を
つ
く
っ

た
の
で
す
。

こ
れ
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
上
越

市
学
芸
員
の
中
西
聡
さ
ん
は
「
そ
の
背

景
に
は
平
和
が
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
す
で
に
戦
国
の
世
で
は
な
く
、

占
い
で
城
の
位
置
を
決
め
た
と
い
う
の

で
す
。
地
図
に
福
島
城
と
高
田
城
完
成

ま
で
の
陣
頭
指
揮
を
執
っ
た
御
仮
屋
と

高
田
城
の
３
点
を
プ
ロ
ッ
ト
す
る
と
、

南
北
ラ
イ
ン
上
に
等
間
隔
（
２
里
）
で
き

れ
い
に
並
び
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
為
的

に
決
め
ら
れ
た
場
所
だ
と
い
う
の
で
す
。

そ
こ
が
実
は
豪
雪
の
地
で
、
の
ち
の
ま

ち
づ
く
り
に
苦
労
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
が
。

屋
根
の
雪
下
ろ
し
は
大
仕
事
で
す
か

ら
、
落
雪
、
消
雪
、
融
雪
と
い
ろ
い
ろ

と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
落
雪
は

敷
地
が
広
く
な
い
と
問
題
で
す
。
隣
地

に
雪
が
落
ち
な
い
よ
う
に
、
あ
と
か
ら

鉄
骨
造
の
柵
を
建
て
た
例
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
屋
根
か
ら
落
ち
る
と
硬
い
圧
雪

に
な
り
、
な
か
な
か
融
け
に
く
い
の
で

処
理
が
大
変
で
す
。

消
雪
パ
イ
プ
を
屋
根
に
上
げ
て
温
水

を
散
布
す
る
と
、
押
し
入
れ
に
カ
ビ
が

発
生
し
た
り
、
湿
気
が
こ
も
る
恐
れ
が

あ
り
ま
す
。
結
局
、
雪
の
重
さ
に
耐
え

る
よ
う
に
主
屋
を
し
っ
か
り
つ
く
り
、

こ
ま
め
に
雪
下
ろ
し
す
る
の
が
一
番
確

か
な
方
法
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
中
越
地

震
の
と
き
に
、
地
震
の
規
模
に
比
べ
て

倒
壊
家
屋
が
少
な
か
っ
た
の
は
、
屋
根

雪
を
考
え
た
頑
丈
な
造
り
だ
っ
た
か
ら
、

と
い
う
の
も
一
因
で
す
。

主
屋
は
が
っ
ち
り
と
し
た
造
り
だ
か

ら
、
そ
う
そ
う
建
て
替
え
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
雁
木
は
簡
易
な

構
造
で
す
し
、
主
屋
の
雪
を
受
け
止
め

て
壊
れ
も
し
ま
す
。
意
外
と
直
さ
な
く

て
は
な
ら
な
い
も
の
。
だ
か
ら
雁
木
は

そ
れ
自
体
が
文
化
財
で
新
し
く
し
て
は

い
け
な
い
、
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
モ
ノ
が
文
化
財
な
の
で
は
な
く
、

シ
ス
テ
ム
自
体
が
文
化
財
で
す
ね
。
雁

木
は
、
豪
雪
の
高
田
で
生
ま
れ
た
雪
と

共
生
す
る
知
恵
な
の
で
す
。



あ
わ
ゆ
き
組
の
誕
生

雁
木
の
残
る
ま
ち
並
み
や
町
家
と
い

う
と
建
物
に
目
が
い
っ
て
し
ま
い
が
ち

で
す
が
、
大
切
な
の
は
人
が
ど
う
暮
ら

し
て
い
る
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
在
り

方
は
ど
う
か
。
い
く
ら
モ
ノ
が
残
っ
て

も
、
人
が
い
な
く
て
は
ま
ち
（
都
市
）
と

は
い
え
ま
せ
ん
。

私
は
建
築
家
で
す
が
、
建
築
が
人
の

暮
ら
し
や
生
き
方
に
与
え
る
影
響
の
大

き
さ
を
考
え
て
き
ま
し
た
。「
町
家
を

生
か
し
て
何
か
で
き
な
い
か
」
と
考
え

た
の
が
、〈
あ
わ
ゆ
き
組
〉
の
出
発
点

で
す
。

高
田
の
町
家
の
保
存
と
活
性
化
が
話

題
に
な
り
始
め
た
２
０
０
３
年
（
平
成
15
）

末
か
ら
、
大
町
５
丁
目
か
ら
本
町
７
丁

目
の
住
民
と
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
心
の

あ
る
人
が
町
家
に
集
い
、
率
直
な
意
見

を
交
換
す
る
中
で
、
町
家
公
開
（
オ
ー
プ

ン
町
家
）
の
試
み
が
始
ま
り
ま
し
た
。

「
こ
ん
な
に
古
き
良
き
も
の
が
残
さ
れ

て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
生
か
さ
な
い
の

は
も
っ
た
い
な
い
」「
時
流
に
流
さ
れ

て
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
地
方
都
市
に
変

わ
り
果
て
て
か
ら
で
は
手
遅
れ
」「
こ

こ
に
暮
ら
し
て
い
る
私
た
ち
自
身
が
誇

り
に
思
う
ま
ち
を
、
子
ど
も
た
ち
に
伝

え
た
い
」。
そ
ん
な
想
い
が
実
を
結
び
、

２
０
０
４
年
（
平
成
16
）
秋
、「
城
下
町

高
田
・
花
ロ
ー
ド
」
と
い
う
イ
ベ
ン
ト

で
〈
あ
わ
ゆ
き
組
〉
が
誕
生
し
ま
し
た
。

寺
町
の
ま
ち
歩
き
を
し
て
み
て
、
お

茶
を
飲
む
所
が
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て

「
甘
味
処
を
や
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
。

旧
・
麻
糸
商
の
〈
高
野
商
店
〉
を
お
借

り
し
て
甘
味
処
〈
あ
わ
ゆ
き
亭
〉
を
開

店
し
、
着
物
姿
で
大
勢
の
お
客
様
に
町

家
の
雰
囲
気
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

２
０
０
５
年
（
平
成
17
）
２
月
に
は

〈
あ
わ
ゆ
き
道
中
〉
と
題
し
て
、
懐
か

し
い
角
巻

か
く
ま
き

と
雪
下
駄
姿
で
雁
木
の
ま
ち

を
練
り
歩
き
ま
し
た
。
角
巻
と
い
う
の

は
雪
国
の
防
寒
具
。
誰
も
着
な
く
な
っ

て
押
入
の
奥
に
仕
舞
わ
れ
て
い
た
角
巻

を
、
県
内
一
円
か
ら
寄
付
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

雁
木
の
調
査
に
通
っ
て
き
て
い
た
新

潟
大
学
の
学
生
さ
ん
た
ち
も
応
援
し
て

く
れ
ま
し
た
。
あ
わ
ゆ
き
組
に
若
い
男

子
が
多
い
の
は
、
こ
う
い
う
人
た
ち
が

そ
の
後
も
高
田
に
か
か
わ
っ
て
く
れ
た

か
ら
で
す
。
建
築
や
都
市
計
画
は
モ
ノ

だ
け
調
べ
て
も
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
が
、

調
査
し
な
が
ら
地
元
の
人
と
触
れ
合
う

こ
と
で
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
の
か
な
、

と
思
い
ま
す
。
あ
わ
ゆ
き
道
中
で
、
彼

ら
は
ト
ン
ビ
（
イ
ン
バ
ネ
ス
コ
ー
ト
。
日
本
で

は
男
性
の
和
装
用
コ
ー
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
た
）

や
黒
い
マ
ン
ト
を
着
ま
す
。

観
光
は
目
的
で
は
な
く
手
段
。
あ
わ

ゆ
き
組
の
活
動
が
外
か
ら
人
を
呼
び
込

む
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
つ
な
が

り
、
こ
こ
に
住
む
人
が
暮
ら
し
や
す
く

な
る
と
う
れ
し
い
で
す
ね
。

35 日本一の雁木通り

アーケード

雁木

N
0 100 500m

み
な
み

高田城跡

高
田
駅

【
稲
田
】関

川

【四ケ所】 【戸
野目
】

【
北
本
町
】

【
本
町
】

【南本町】

【
大
町
】

【
仲
町
】

【東本町】

【
南
本
町
】

儀
明
川

青
田
川(
以
前
の
堀) 堀

青田川放水
路

青
田
川

儀明川

明
川

儀儀
【
北
本
北北 川北 川

明明
儀儀儀

北
【【

戸戸【】四 戸所所所所所】所所】】 【【戸
野野戸
目目】】】目目目目目

戸野所所 戸戸】
】

戸戸
】目野戸野
目】目目】目野野戸戸戸戸野戸野戸野戸【【【戸【戸【【戸【戸【戸【戸【戸所所所ケ四【【【

高

駅駅駅駅
田
高高高

駅駅駅

高
田田田田
高高高高

】
町
】】

本本本
町町
本

】

本
町町町
本本本

東 町】】町】町町町本本本東東東【【【

川

田
】】
田

関
川

稲

関関
川

田田田
】
田
】
田

【
稲稲
田
稲
【【
稲

】

仲仲
町
】】】
町町町
仲仲

】】

仲
町町町町町町町町町町町町
仲仲仲仲
【【【【【

町町

堀堀

】
川

堀堀

川

の
前
以以
前

(川川
田
青青町

大大
【

堀

跡城田高

川川明儀 川川川明川明明儀儀儀明儀明
】】

【
堀堀

南南

【

町
本本本本本
町
】

】】】本本町町南南本

】

】

)

本

堀

町町町町町】町】町】町】本本本南南南南【【【

町町町
本本本
【【

堀

ドド

00

NN

アー ーケ

木雁木

0 0

雁雁

ドーケケーーアア

5550010

N 青
川

mm

川川川川
田

m000

青
田
川川

青
田田田田田
川
田
青青青
田
青

】
町
本
南
【

田 路路路路路水放田川放放放 路路

み
な
み

水水水水川放放放田川川川田田田青青

】
町
本
南
【

右下：雁木通りにある築100年の映
画館〈高田世界館〉を見学。関さ
んもNPOのメンバーとして保存と
活性化に尽力している。
右、上、下：国登録有形文化財

〈幸村家住宅主屋〉。元・鉄工場主
の住まいで、見事な欅づくりの吹
き抜けと漆塗りの箱階段、渡り廊
下、自作の鉄製手すりが大正期浪
漫を醸し出している。現在は、貸
し出されて事務所として使用。

右ページ：2013年2月9日の〈あわゆき道中〉。女性は角巻、
男性はトンビを着て、なんともレトロな出で立ち。相当数
のカメラマンがシャッターチャンスを狙っていた。

雁木町家と雁木通りの分布（2010年）
出典：『町家読本ー高田の雁木町家のはなしー』（上越市文化振興課 2010 p.1-2）
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高
田
だ
か
ら
で
き
る
こ
と

高
田
は
江
戸
時
代
か
ら
水
田
耕
作
が

経
済
基
盤
で
あ
り
、
工
場
の
少
な
い
町

で
し
た
。
そ
れ
で
明
治
の
末
に
陸
軍
を

誘
致
し
た
け
れ
ど
、
そ
れ
も
一
時
の
こ

と
。
戦
後
引
き
揚
げ
て
き
た
人
た
ち
が

寺
町
に
住
み
始
め
た
か
ら
、
寺
町
な
の

に
ア
パ
ー
ト
が
あ
っ
た
り
し
て
雑
然
と

し
て
い
る
。
あ
り
の
ま
ま
の
高
田
は
、

そ
ん
な
歴
史
を
持
つ
ま
ち
で
す
。

駅
前
の
雁
木
ア
ー
ケ
ー
ド
は
道
路
拡

幅
の
再
開
発
で
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
が
、

で
き
た
あ
と
に
バ
ブ
ル
が
弾
け
て
、
今

は
「
本
物
の
雁
木
の
ま
ち
並
み
を
残
せ

ば
よ
か
っ
た
」
と
い
う
反
省
の
声
も
聞

か
れ
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
木
造
建
築
を
リ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
し
な
が
ら
長
く
使
う
伝

統
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
血
縁
で
残
せ

な
い
も
の
は
社
会
が
残
す
、
と
い
う
思

想
が
あ
る
か
ら
。
建
物
が
個
人
の
私
有

財
産
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
次
世
代
に

引
き
継
が
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
意
識

が
強
い
か
ら
で
す
。

高
田
で
も
調
べ
て
み
る
と
、
景
気
が

良
く
な
っ
た
職
人
が
同
じ
町
内
で
大
き

な
家
に
移
り
住
ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
。

日
本
に
も
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
住
み
替
え

が
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
こ
う
い
う
考
え

が
定
着
す
れ
ば
建
物
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の

意
義
が
高
ま
る
し
、
軒
を
出
し
て
建
物

が
傷
ま
な
い
よ
う
に
気
を
配
り
ま
す
。

ま
た
、
木
造
は
実
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
し

や
す
い
こ
と
に
も
気
づ
き
ま
す
。
地
元

上
越
の
杉
の
価
値
も
高
ま
る
で
し
ょ
う
。

高
田
に
は
ス
キ
ー
を
日
本
で
最
初
に

伝
え
た
レ
ル
ヒ
さ
ん
や
高
田
瞽
女

ご

ぜ

の
歴

史
も
あ
り
ま
す
。
あ
わ
ゆ
き
道
中
で
は
、

瞽
女
唄
を
継
承
し
て
い
る
月
岡
祐
紀
子

さ
ん
に
来
て
い
た
だ
き
、
三
味
線
を
弾

き
な
が
ら
瞽
女
唄
の
門
付

か
ど
つ
け

を
し
て
歩
い

た
り
、
ス
キ
ー
汁
を
振
る
舞
っ
た
り
し

て
、
忘
れ
ら
れ
か
け
た
高
田
の
歴
史
を

楽
し
み
な
が
ら
掘
り
起
こ
し
て
い
ま
す
。

テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
レ
ル
ヒ
（T

h
e

o
d

o
r

E
dler von Lerch

１
８
６
９
〜
１
９
４
５
）

オ
ー
ス
ト
リ
ア=

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
の
軍
人
。
１
９

１
１
年
（
明
治
44
）
高
田
第
13
師
団
を
訪
問
し
て
、

日
本
に
初
め
て
ス
キ
ー
技
術
を
伝
え
指
導
に
当
た

っ
た
。

高
田
瞽
女
　
た
か
だ
ご
ぜ

厳
格
な
師
弟
序
列
の
下
で
三
味
線
と
唄
を
習
い
覚

え
、
１
年
の
大
半
を
巡
業
の
旅
に
費
や
し
た
目
の

不
自
由
な
女
性
を
瞽
女
と
い
う
。
娯
楽
の
少
な
か

っ
た
昭
和
初
期
ま
で
は
、
毎
年
瞽
女
の
唄
を
待
ち

わ
び
る
村
々
が
あ
っ
た
。
地
主
な
ど
の
裕
福
な
家

が
常
宿
と
な
る
こ
と
で
、
瞽
女
た
ち
は
門
付
け
の

長
旅
を
こ
な
し
た
。
祝
儀
に
は
現
金
の
ほ
か
、
米

や
豆
、
野
菜
な
ど
の
農
産
物
、
真
綿
や
和
紙
を
も

ら
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
瞽
女
の
活
動
は
日

本
各
地
に
わ
た
る
が
、
新
潟
県
は
そ
の
一
大
拠
点

で
長
岡
と
高
田
に
は
大
組
織
が
あ
っ
た
。

ス
キ
ー
汁

明
治
時
代
、
上
越
高
田
に
ス
キ
ー
が
伝
え
ら
れ
た

こ
と
か
ら
つ
く
ら
れ
た
一
連
の
も
の
（
ス
キ
ー
民

謡
、
ス
キ
ー
正
宗
、
ス
キ
ー
せ
ん
べ
い
、
ス
キ
ー

小
唄
な
ど
）
の
一
つ
。
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
ス
キ

ー
演
習
の
際
に
食
事
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
肉
入
り

の
味
噌
汁
が
発
祥
と
さ
れ
て
い
る
。
サ
ツ
マ
イ
モ

と
ス
キ
ー
板
に
見
立
て
て
短
冊
形
に
切
っ
た
大
根
、

ウ
サ
ギ
の
肉
が
入
る
が
、
現
在
は
豚
肉
で
代
用
さ

れ
る
。
１
９
９
８
年
（
平
成
10
）、
長
野
冬
季
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
連
動
し
て
始
ま
っ
た
レ
ル
ヒ
祭
を
き

っ
か
け
に
、
ま
ち
づ
く
り
事
業
と
し
て
、
ス
キ
ー

汁
の
宣
伝
・
普
及
活
動
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ち
（
都
市
）
は
、
人
が
訪
れ
て
人
々

が
交
流
す
る
こ
と
か
ら
素
晴
ら
し
さ
が

広
が
っ
て
い
く
も
の
で
す
。
そ
ん
な
ま

ち
の
素
晴
ら
し
さ
と
心
地
良
さ
は
、
自

然
や
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
て

き
た
雪
国
の
人
々
の
歴
史
に
支
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

中
心
市
街
地
が
カ
ラ
ッ
ポ
に
な
っ
て

し
ま
う
前
に
、
ま
ち
歩
き
の
楽
し
さ
や

コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
の
便
利
さ
を
見
直

し
、
歴
史
あ
る
ま
ち
の
魅
力
を
多
く
の

人
々
に
実
感
し
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
始

め
た
あ
わ
ゆ
き
組
の
活
動
。
年
々
、
注

目
度
が
ア
ッ
プ
し
て
、
仲
間
も
増
え
、

当
初
の
願
い
が
か
な
え
ら
れ
つ
つ
あ
る

よ
う
で
す
。

取
材：

２
０
１
３
年
２
月
10
日

瞽女唄を継承している月岡祐紀子さんが門付を再現。三味
線の弾き語りであわゆき道中に花を添えた。
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雪
の
市
民
会
議

雪
特
集
を
す
る
な
ら
「
厄
介
も
の
扱

い
の
雪
を
積
極
的
に
資
源
に
し
て
い
る

例
を
紹
介
し
た
い
」
と
始
ま
っ
た
45
号
。

皮
切
り
は
２
０
１
２
年
（
平
成
24
）
７
月

７
日
に
東
京
農
業
大
学
（
東
京
都
世
田
谷
区
）

で
行
な
わ
れ
た
第
７
回
〈
雪
の
市
民
会

議
〉
で
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
る
と

事
務
局
は
公
益
財
団
法
人
雪
だ
る
ま
財

団
、
し
か
も
所
在
地
は
雪
の
ま
ち
み

ら
い
館
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
こ
で
、

昨
年
の
真
夏
に
雪
の
市
民
会
議
に
参
加

し
て
リ
サ
ー
チ
か
ら
始
め
ま
し
た
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
魅
力

１
９
９
７
年
（
平
成
９
）
「
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
」
に
よ
り
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
規
定

さ
れ
、
２
０
０
８
年
（
平
成
20
）
の
改
正

時
に
、
雪
が
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
認
め
ら

れ
ま
し
た
。

〈
雪
の
市
民
会
議
〉
で
知
っ
た
の
は
、

冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
言
葉
。
雪
は

う
ま
く
貯
蔵
す
る
と
意
外
と
長
い
間
、

融
け
ず
に
残
り
ま
す
。
重
機
と
手
軽
な

断
熱
材
と
設
計
能
力
を
駆
使
す
れ
ば
、

い
う
の
は
主
屋
か
ら
張
り
出
す
個
人
所

有
の
軒
や
差
し
掛
け
る
庇

ひ
さ
し

の
こ
と
。

「
高
田
の
人
の
助
け
合
い
精
神
と
い
う

か
鷹
揚
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
ね
」

と
建
築
家
で
あ
わ
ゆ
き
組
代
表
の
関
由

有
子
さ
ん
（
32
ペ
ー
ジ
参
照
）
は
言
い
ま
す
。

自
然
や
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し

て
き
た
雪
国
の
人
々
に
よ
っ
て
残
さ
れ

た
雁
木
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
求
心
力

に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
さ
っ
ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
は
来
年

65
回
目
を
迎
え
、
経
済
効
果
２
５
０
億

円
と
い
う
雪
の
祭
り
の
横
綱
格
。「
冬

は
資
源
で
あ
り
、
財
産
で
あ
る
」
と
い

う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
始
ま
っ
た

〈
世
界
冬
の
都
市
市
長
会
〉
も
、
さ
っ

ぽ
ろ
雪
ま
つ
り
が
引
き
金
と
な
っ
た
よ

う
で
す
（
28
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
気
候
・
風
土

の
似
て
い
る
世
界
の
北
方
都
市
が
共
通

す
る
課
題
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
快
適

な
北
方
都
市
の
創
造
に
努
め
て
い
ま
す
。

雪
国
は
雪
を
ど
う
見
て
い
る
か

当
セ
ン
タ
ー
が
行
な
っ
て
い
る
第
18

回
水
に
か
か
わ
る
生
活
意
識
調
査
で
は
、

例
年
の
東
京
・
大
阪
・
中
京
圏
と
対
比

さ
せ
る
た
め
、
新
潟
市
の
雪
へ
の
想
い

も
リ
サ
ー
チ
し
ま
し
た
。

文
化
を
つ
く
る
　

雪
の
恵
み
　
　
　

編
集
部

Ｆ
の
切
り
替
え
が
な
く
な
る
か
ら
、
振

れ
幅
が
な
い
一
定
の
温
度
を
保
て
ま
す
。

低
温
貯
蔵
な
ら
食
品
に
ス
ト
レ
ス
が

か
か
ら
ず
、
長
期
保
存
が
可
能
に
な
り
、

味
を
良
く
す
る
効
果
が
あ
る
こ
と
も
わ

か
り
ま
し
た
。〈
雪
の
市
民
会
議
〉
で

試
食
し
た
ニ
ン
ジ
ン
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の

甘
か
っ
た
こ
と
！
　
現
在
は
、
そ
れ
ら

の
効
用
を
見
え
る
化
す
る
た
め
に
、
科

学
的
に
実
証
し
よ
う
と
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

冷
房
に
使
う
と
と
て
も
快
適
な
こ
と

も
、
取
材
中
に
お
邪
魔
し
た
利
雪
住
宅

で
体
験
し
ま
し
た
。

雪
を
核
と
し
た
ま
ち
づ
く
り

今
ま
で
は
、
地
域
が
疲
弊
し
て
い
く

の
を
雪
の
せ
い
に
す
る
地
域
も
あ
り
ま

し
た
。
公
益
財
団
法
人
雪
だ
る
ま
財
団

の
伊
藤
親
臣
さ
ん
に
よ
る
と
、
新
潟
県

上
越
市
安
塚
で
は
「
過
疎
を
雪
の
せ
い

に
し
が
ち
だ
が
本
当
に
そ
う
な
の
か
。

雪
を
見
直
し
て
み
よ
う
」（
８
ペ
ー
ジ
参
照
）

と
、
雪
を
ま
ち
づ
く
り
の
核
に
据
え
た

活
動
を
始
め
た
そ
う
で
す
。

同
じ
上
越
市
の
高
田
で
は
、
江
戸
時

代
か
ら
続
く
雁
木
を
見
直
す
こ
と
で
ま

ち
づ
く
り
が
進
ん
で
い
ま
す
。
雁
木
と

昔
よ
り
は
る
か
に
簡
単
に
効
率
の
良
い

冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
貯
蔵
が
実
現
で
き
る
、

と
室
蘭
工
業
大
学
教
授
の
媚
山
政
良
さ

ん
は
可
能
性
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て
い

ま
す
（
４
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
雪
が
降
ら
な
い

け
れ
ど
寒
い
地
域
で
は
、
土
や
水
を
凍

ら
せ
る
こ
と
で
代
替
で
き
る
そ
う
で
す
。

化
石
燃
料
を
使
っ
て
発
電
し
た
電
気

の
代
わ
り
に
、
融
け
る
ス
ピ
ー
ド
を
調

整
し
な
が
ら
、
雪
の
冷
気
を
そ
の
ま
ま

の
形
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
使
え
ば
、

化
石
燃
料
節
約
、
Ｃ
Ｏ
２

排
出
削
減
に

つ
な
が
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
素
と

な
る
の
は
川
に
お
金
を
か
け
て
捨
て
て

い
る
雪
な
の
で
す
か
ら
、「
雪
の
無
念

の
泣
き
声
が
聞
こ
え
ま
せ
ん
か
」
と
媚

山
さ
ん
が
言
う
の
も
当
然
か
も
し
れ
な

い
、
と
思
え
て
き
ま
す
。

使
っ
て
わ
か
っ
た

副
次
的
メ
リ
ッ
ト

「
使
っ
て
い
る
う
ち
に
、
除
湿
や
除
塵
、

消
臭
効
果
だ
け
で
な
い
メ
リ
ッ
ト
も
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
」
と
言
う
の
は
新
潟

県
魚
沼
市
で
利
雪
住
宅
を
手
が
け
る
山

田
正
人
さ
ん
（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）。

雪
を
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
使
え

ば
、
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
の
Ｏ
Ｎ
と
Ｏ
Ｆ

雪
に
対
す
る
プ
ラ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
は

１
位
が
「
美
し
い
景
色
」
２
位
が
「
ウ

ィ
ン
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
」
と
違
い
が
出
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー

ジ
は
新
潟
市
で
は
「
除
雪
」
を
１
位
に

選
び
83
・
１
％
だ
っ
た
の
に
対
し
、
そ

の
他
の
地
域
で
は
５
位
で
54
・
９
％
。

住
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
苦
労
が
身
に

し
み
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

畏
れ
、
感
謝
す
る
心

秋
田
県
横
手
市
の
か
ま
く
ら
祭
は

「
神
事
で
な
く
行
事
」
と
か
ま
く
ら
委

員
会
委
員
長
の
照
井
吉
仁
さ
ん
（
18
ペ
ー

ジ
参
照
）
。
か
ま
く
ら
祭
を
「
年
に
１
回

ぐ
ら
い
は
、『
な
け
れ
ば
生
き
て
い
か

れ
な
い
の
に
あ
っ
て
当
た
り
前
だ
と
思

っ
て
い
る
も
の
』
に
感
謝
す
る
日
」
だ

と
言
い
ま
す
。

と
か
く
マ
イ
ナ
ス
面
ば
か
り
強
調
さ

れ
が
ち
な
雪
で
す
が
、
今
号
で
は
資
源

と
し
て
生
か
さ
れ
て
い
る
例
を
紹
介
し

ま
し
た
。
利
雪
促
進
が
一
層
進
む
こ
と

で
、
雪
国
に
希
望
の
光
が
射
す
こ
と
を

期
待
し
て
い
ま
す
。



38水の文化 45『雪の恵み』 2013／10

雪
国
の
悲
劇

平
成
25
年
３
月
２
日
、
北
海
道
紋
別
郡

湧
別
町
の
猛
吹
雪
の
中
で
、
父
親
が
９
歳

の
娘
を
護
る
た
め
に
、
自
分
の
服
を
着
せ
、

自
ら
の
命
を
か
け
て
娘
の
体
を
温
め
続
け

た
。
翌
朝
父
親
が
娘
を
抱
い
た
ま
ま
倒
れ

て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
た
。
父
親
は
凍
死
、

娘
は
凍
傷
を
負
っ
て
い
た
が
助
か
っ
た
。

《
父
一
人
子
一
人
の
子
を
雪
中
に
存

な
が
ら

え
さ

せ
し
父
の
体
温
》
（
池
上
晴
夫
）
の
歌
が
、

３
月
25
日
の
朝
日
新
聞
朝
日
歌
壇
に
掲
載

さ
れ
て
い
た
。
ま
さ
し
く
、
父
親
の
体
温

が
娘
の
命
を
救
っ
た
。

冬
期
北
半
球
で
は
、
西
北
の
風
が
吹
く
。

シ
ベ
リ
ア
か
ら
冷
た
い
風
が
日
本
へ
向
か

っ
て
吹
い
て
く
る
。
こ
の
風
は
、
シ
ベ
リ

ア
と
日
本
の
間
に
あ
る
日
本
海
の
水
蒸
気

を
運
び
、
そ
れ
が
日
本
の
中
央
を
縦
走
す

る
山
脈
に
当
た
っ
た
と
き
に
雪
と
な
っ
て

落
ち
て
ゆ
く
。
こ
の
時
期
は
大
体
１
月
か

ら
２
月
に
か
け
て
で
あ
っ
て
、
換
言
す
る

と
、
冬
期
の
季
節
風
の
最
も
旺
盛
な
時
期

に
日
本
海
側
に
大
雪
が
降
る
。
大
雪
に
苦

し
め
ら
れ
る
の
は
、
新
潟
、
富
山
、
石
川
、

山
形
、
長
野
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
北

海
道
、
青
森
、
秋
田
、
岩
手
な
ど
に
及
ん
で

い
る
と
、
雪
の
結
晶
の
研
究
者
・
中
谷
宇

吉
郎
著
『
雪
』（
岩
波
文
庫
１
９
９
４
）
に
述

べ
て
い
る
。

柏
原
辰
吉
著
『
北
海
道
の
自
然
　
雪
を

知
る
』（
北
海
道
新
聞
社
１
９
９
３
）
を
開
い

て
み
る
。
魚
の
え
い
の
形
に
似
た
北
海
道

の
中
央
を
、
北
か
ら
南
に
連
な
る
北
見
・

日
高
の
両
山
脈
、
こ
れ
に
よ
り
北
海
道
の

冬
の
天
気
は
見
事
に
西
と
東
に
分
け
ら
れ

る
。
日
本
海
側
の
留
萌
の
１
月
の
日
照
時

間
は
51
時
間
（
１
日
に
な
お
す
と
1.6
時
間
）、

太
平
洋
側
の
釧
路
で
は
１
７
２
時
間
と
、

３
倍
以
上
の
日
照
に
恵
ま
れ
る
。
釧
路
の

一
冬
の
降
雪
量
の
合
計
は
１
４
８
cm
、
留

萌
で
は
４
７
９
cm
と
、
こ
れ
も
３
倍
と
な

る
。
天
塩
山
地
や
暑
寒
別
岳
付
近
の
積
雪

は
４
～
５
m
に
達
す
る
こ
と
が
あ
り
、
春

の
雪
解
け
水
は
１
０
０
h
当
た
り
約
２
億

k
の
水
が
流
れ
出
す
。
北
海
道
の
河
川
は

４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て
最
も
流
量
が
多

く
な
る
。
山
の
雪
が
天
然
の
ダ
ム
と
か
、

白
い
石
炭
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

酒
井
與
喜
夫
著
『
カ
マ
キ
リ
は
大
雪
を

知
っ
て
い
た
大
地
か
ら
の
天
気
信
号
を
聴

く
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
２
０
０
３
）
に
は
、

カ
マ
キ
リ
が
高
い
所
に
産
卵
す
る
と
大
雪

に
な
る
こ
と
を
約
40
年
間
に
わ
た
っ
て
、

立
証
し
た
。
カ
マ
キ
リ
の
産
卵
が
始
ま
る

の
は
初
雪
の
降
る
90
日
前
後
、
雪
に
埋
も

れ
な
い
よ
う
に
う
ま
く
越
冬
し
、
春
を
迎

え
る
。
大
雪
の
と
き
は
杉
な
ど
高
い
所
に

産
卵
場
所
を
選
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
平

年
積
雪
の
３
倍
の
高
さ
で
あ
る
と
い
う
。

面
白
い
民
間
研
究
者
の
記
録
で
あ
る
。
雪

崩
の
よ
る
雪
国
の
悲
劇
は
あ
と
を
た
た
な

い
。
特
に
豪
雪
の
と
き
に
は
雪
国
で
は
雪

崩
が
起
こ
り
、
人
命
が
失
わ
れ
て
い
る
。

若
林
隆
三
著
『
雪
崩
の
掟
』（
信
濃
毎
日
新

聞
社
２
０
０
７
）
は
、
世
界
及
び
日
本
の

雪
崩
現
象
を
と
ら
え
、
そ
の
対
策
を
教
え

て
く
れ
る
。

鈴
木
牧
之

ぼ
く
し

と
柳
田
国
男

昭
和
25
年
ご
ろ
の
我
が
家
は
、
雨
が
降

れ
ば
天
井
か
ら
水
が
落
ち
て
き
て
、
あ
る

だ
け
の
洗
面
器
を
並
べ
た
が
、
江
戸
期
に

お
い
て
も
雪
漏
れ
水
の
た
め
に
同
じ
こ
と

を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
驚
い
た
。

鈴
木
牧
之
編
撰
『
北
越
雪
譜
』（
岩
波
書
店

１
９
９
１
）
は
、
越
後
塩
沢
の
著
者
（
１
７
７

０
年
～
１
８
４
２
年
）
が
豪
雪
地
帯
で
暮
ら
す

人
々
の
習
俗
を
綴
っ
た
江
戸
期
の
出
版
物

の
復
刻
で
あ
る
。
家
内
の
氷
柱
の
項
目
で
、

「
春
も
稍
深
く
な
れ
ば
雪
も
日
あ
た
り
は
解

あ
る
ひ
は
焚
火
の
所
雪
早
く
解
る
に
い
た

り
て
、
か
の
屋
根
の
損
じ
た
る
処
木
羽
の

下
た
を
く
ぐ
り
て
な
ど
し
て
雪
水
漏
ゆ
ゑ
、

夜
中
に
わ
か
に
畳
を
と
り
の
け
樋
鉢
の
る

ゐ
あ
る
か
ぎ
り
を
な
ら
べ
て
漏
を
う
く
る
」

と
あ
り
、「
漏
は
次
第
に
こ
ほ
り
て
、
座
敷

の
内
に
い
く
す
ぢ
大
な
る
氷
柱
を
見
る
時

あ
り
。
是
暖
国
の
人
に
見
せ
た
く
ぞ
お
も

は
る
」
あ
わ
て
て
、
畳
を
上
げ
て
い
る
光

景
は
滑
稽
で
も
あ
り
、
な
お
、
部
屋
の
中

に
氷
柱
が
張
る
の
も
ま
た
滑
稽
に
映
る
。

も
う
一
つ
、
斎
の
神
の
祭
り
を
挙
げ
て

み
る
。「
吾
が
国
正
月
十
五
日
に
斎
の
神
の

ま
つ
り
と
い
ふ
は
所
謂
左
義
長
な
り
。
正

月
か
ざ
り
た
る
も
の
を
あ
つ
め
て
燃
や
す
。

小
地
谷
と
い
ふ
所
人
家
千
戸
よ
き
と
ち
な

り
、
こ
れ
を
ま
つ
る
に
そ
の
町
々
に
お
の

お
の
毎
年
さ
だ
め
の
場
所
あ
り
て
そ
の
所

の
雪
を
ふ
み
か
た
め
、
さ
し
わ
た
し
三
間

ば
か
り
め
ぐ
ら
し
た
る
高
さ
六
七
尺
の
円

き
壇
を
雪
に
て
作
り
、
こ
れ
に
二
処
の
上

り
階
を
作
る
、
こ
れ
を
雪
に
て
す
る
」
と

事
細
か
に
綴
る
。
他
に
も
「
雪
蟄
（
ゆ
き

こ
も
り
）」、「
熊
人
を
助
」、「
越
後
縮
」、

「
鮭
の
洲
走
り
」、「
餅
花
」
な
ど
が
雪
国
風

土
記
を
現
わ
す
。

昭
和
16
年
ご
ろ
の
秋
田
地
方
に
お
け
る

雪
国
の
生
活
を
捉
え
た
柳
田
国
男
・
三
木

茂
著
『
雪
国
の
民
俗
（
復
刻
版
）』（
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー
２
０
１
２
）
が
あ
る
。
坊
主
頭
に

は
手
ぬ
ぐ
い
を
し
ば
り
、
編
み
笠
を
覆
い
、

草
履
を
ま
と
っ
て
い
る
。
農
に
従
う
、
激

し
い
風
土
の
中
で
、
土
に
生
き
る
人
た
ち
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る
書
と
い
え
る
。
三
八
豪
雪
を
き
っ
か
け

に
、
雪
を
宿
命
と
諦
め
て
い
た
住
民
の
意

識
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
戦
争
に
多
く
の

兵
士
を
送
り
出
し
、
戦
後
の
立
て
直
し
に

米
や
野
菜
の
食
料
を
は
じ
め
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
の
水
力
発
電
、
さ
ら
に
労
働
力
と
し
て

の
団
地
づ
く
り
や
新
幹
線
、
高
速
道
路
建

設
工
事
な
ど
の
出
稼
ぎ
、
み
ん
な
日
本
海

側
の
雪
国
の
人
び
と
が
支
え
て
き
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
雪
国
の
政
治
家
た
ち
が
中

心
と
な
っ
て
、「
表
日
本
」
と
の
生
活
格
差
、

そ
の
矛
盾
を
訴
え
、
積
雪
関
連
の
法
律
が

成
立
し
、
大
型
機
械
力
が
導
入
さ
れ
、
国

道
や
幹
線
道
路
の
無
雪
化
が
実
現
、
屋
根

の
雪
下
ろ
し
に
関
す
る
克
雪
住
宅
も
開
発

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
つ
て
「
雪
地

獄
」
と
嘆
き
、
諦
め
て
い
た
雪
国
に
も
新

時
代
が
到
来
し
た
。

こ
の
書
の
内
容
は
、
冬
へ
の
序
曲
、
雪

に
よ
る
災
害
、
住
ま
い
と
雪
下
ろ
し
、
雪

と
道
路
、
鉄
路
を
守
る
、
民
俗
と
暮
ら
し
、

雪
国
の
伝
統
行
事
、
出
稼
ぎ
と
花
嫁
、
雪

の
恵
み
、
ス
キ
ー
今
昔
、
文
学
と
雪
を
捉

え
る
。
雪
は
マ
イ
ナ
ス
面
ば
か
り
で
は
な

い
。
雪
の
恵
み
は
、
空
気
を
清
浄
に
し
て

く
れ
る
。
気
分
を
爽
や
か
に
、
山
の
雪
が

河
川
の
源
を
養
う
。
そ
り
で
重
い
も
の
を

運
ぶ
、
野
菜
穀
物
を
優
し
く
包
ん
で
寒
気

か
ら
守
る
。
地
中
か
ら
の
水
分
の
蒸
発
を

抑
え
る
。
雪
は
豊
年
を
約
束
、
雪
明
り
が

冬
の
夜
を
明
る
く
す
る
、
詩
人
や
画
家
の

良
い
モ
チ
ー
フ
に
な
る
と
雪
国
を
賛
美
し

て
い
る
。
吉
野
正
敏
編
著
『
雪
と
生
活
』

（
大
明
堂
１
９
８
８
）
で
は
、
雪
の
積
極
利
用

と
し
て
、
降
雪
に
よ
る
無
塵
を
利
用
し
た

小
千
谷
の
縮
、
銘
酒
「
越
の
寒
梅
」、「
麒

麟
山
」、「
太
平
山
」、
秋
田
の
「
い
ぶ
り
ガ

ッ
コ
」、
青
菜
漬
け
、
野
沢
菜
漬
け
、
そ
し

て
ハ
ム
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
な
ど
も
雪
国
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
食
料
で
あ
る
。

雪
の
歌

雪
国
の
昔
話
を
一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、

岩
崎
京
子
／
文
、
井
上
洋
介
／
絵
『
か
さ

こ
じ
ぞ
う
』（
ポ
プ
ラ
社
２
０
０
６
）
で
あ
ろ

う
。
大
晦
日
、
貧
乏
な
じ
い
さ
ん
が
、
吹

雪
の
中
、
町
へ
五
つ
の
か
さ
こ
を
売
り
に

出
か
け
ま
す
が
一
つ
も
売
れ
な
く
、
帰
り

に
六
つ
の
雪
の
中
の
地
蔵
様
が
寒
か
ろ
う

と
、
五
つ
地
蔵
様
に
か
さ
を
か
ぶ
せ
、
一

つ
に
は
、
じ
い
さ
ん
の
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け

の
手
ぬ
ぐ
い
を
か
ぶ
せ
て
家
に
戻
り
ま
す
。

そ
の
夜
、
六
人
の
地
蔵
様
が
じ
い
さ
ん
の

家
に
、
米
の
餅
、
粟
の
餅
の
た
わ
ら
、
そ

れ
に
み
そ
だ
る
、
ニ
ン
ジ
ン
、
ご
ん
ぼ
う
、

お
飾
り
の
松
を
も
っ
て
き
ま
し
た
。
じ
い

さ
ま
と
ば
あ
さ
ま
は
良
い
お
正
月
を
む
か

え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
お
話
に
は
、
お
地
蔵
様
に
対
す
る

優
し
い
心
が
貫
か
れ
、
そ
の
優
し
さ
が
爺

様
と
婆
様
へ
返
っ
て
き
て
い
る
。
雪
に
は

人
と
人
と
の
優
し
さ
を
つ
な
げ
る
効
用
が

あ
る
よ
う
だ
。
太
宰
治
は
「
こ
な
雪
　
つ

ぶ
雪
　
わ
た
雪
　
み
ず
雪
　
か
た
雪
　
ざ

ら
め
雪
　
こ
お
り
雪
」
と
、
七
つ
雪
を
表

現
。
こ
れ
を
演
歌
歌
手
新
沼
謙
治
が
「
津

軽
恋
女
」
で
歌
っ
て
全
国
的
に
ヒ
ッ
ト
し

た
。
雪
に
関
す
る
２
編
の
詩
を
挙
げ
て
終

わ
り
た
い
。

「
雪
」

太
郎
を
眠
ら
せ
、
太
郎
の
屋
根
に
雪
ふ
り

つ
む
。
次
郎
を
眠
ら
せ
、
次
郎
の
屋
根
に

雪
ふ
り
つ
む
。（
三
好
達
治
）

「
積
も
っ
た
雪
」

上
の
雪
　
さ
む
か
ろ
う
な
　
つ
め
た
い
月

が
さ
し
て
い
て
　
下
の
雪
　
重
か
ろ
う
な

何
百
人
も
の
せ
て
い
て
　
中
の
雪
　
さ
み

し
か
ろ
う
な
　
空
も
地
面
も
み
え
な
い
で

（
金
子
み
す
ゞ
）

が
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
農
村
歳
時
記
で

は
、
大
正
月
お
飾
り
、
ト
シ
ナ
、
秋
田
萬

歳
、
カ
ン
モ
チ
、
ナ
マ
ハ
ゲ
、
ボ
ン
デ
ン
、

出
稼
ぎ
、
天
神
祭
、
早
苗
振
り
、
鹿
島
さ

ま
、
盆
の
市
、
雀
追
ひ
、
籾
摺
り
、
田
舎

芝
居
、
薪
と
り
、
年
の
市
、
餅
つ
き
を
捉

え
、
衣
食
住
と
民
具
で
は
、
ア
ネ
コ
モ
ッ

ぺ
、
輪
髪
、
分
け
髪
、
ト
ン
ビ
、
カ
ク
マ

キ
、
ケ
ラ
、
キ
ダ
ラ
、
ホ
シ
モ
チ
の
飾
り
、

箱
電
車
、
煙
だ
し
、
飯
櫃
と
箱
膳
、
カ
ヤ

ギ
ザ
ラ
と
岩
七
輪
、
ド
ジ
ョ
ウ
ド
、
そ
し

て
信
仰
・
ま
じ
な
ひ
で
は
、
小
祠
、
虫
送

り
、
エ
モ
ナ
ガ
シ
、
犬
コ
、
百
萬
遍
の
綱
、

ナ
ナ
ク
ラ
ヨ
セ
、
薬
師
の
絵
馬
、
庚
申
講

を
映
し
出
す
。

こ
の
よ
う
な
雪
国
の
生
活
を
柳
田
国
男

は
、「
雪
国
の
分
散
せ
ぬ
冬
の
家
庭
に
は
、

単
な
る
安
静
と
か
平
和
と
か
い
ふ
も
の
以

上
に
、
無
言
の
愛
情
の
調
和
が
醸
し
出
さ

れ
て
居
た
の
で
あ
っ
た
。
祖
父
に
赤
い
鼻

緒
の
草
履
を
こ
し
ら
え
て
も
ら
っ
て
居
る

悦
び
な
ど
小
さ
な
こ
と
だ
が
一
生
覚
え
て

居
る
女
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と

を
今
一
段
と
念
入
り
に
心
を
籠
め
て
、
年

を
と
っ
て
か
ら
男
に
し
て
返
そ
う
と
す
る

こ
と
が
、
永
い
世
代
に
亙
っ
て
一
家
の
繋

が
り
を
引
き
し
め
て
居
た
の
で
あ
る
」
と
、

指
摘
す
る
。
し
か
し
、
雪
国
の
生
活
も
ま

た
時
代
と
共
に
変
化
す
る
。

雪
国
の
生
活

山
川
肇
著
『
雪
ぐ
に
の
人
生
―
風
土
を

生
き
る
―
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
１
９
８
６
）

か
ら
、
そ
の
変
遷
を
追
っ
て
見
る
。
昭
和

21
年
の
第
１
次
農
地
改
革
、
次
い
で
第
２

次
改
革
で
、
不
在
地
主
制
は
否
定
さ
れ
、

耕
作
権
が
物
権
化
さ
れ
、
小
作
料
が
金
納

化
さ
れ
、
農
地
の
移
動
が
制
限
さ
れ
た
。

暦
が
新
暦
に
変
わ
っ
た
。
旧
暦
は
農
事
暦

で
、
特
に
雪
国
の
地
方
で
は
、
旧
暦
が
便

利
で
あ
っ
た
。
独
立
農
民
の
モ
ラ
ー
ル
は

高
ま
り
、
農
業
生
産
力
は
高
ま
り
、
60
年

代
の
高
度
成
長
で
農
業
の
機
械
化
が
進
む
。

次
は
、
燃
料
革
命
で
あ
る
。
集
落
共
同
で

伐
採
し
、
細
分
し
た
木
を
沢
に
お
ろ
し
、

雪
を
利
用
し
て
雪
そ
り
で
運
び
、
各
戸
で

薪
に
し
た
。
こ
れ
が
石
油
に
変
わ
っ
た
。

そ
し
て
、
農
耕
馬
が
姿
を
消
し
、
馬
力
が

耕
運
機
に
変
わ
っ
た
。
旧
暦
が
な
く
な
り
、

農
耕
馬
が
消
え
、
薪
に
よ
る
燃
料
が
変
わ

り
、
雪
国
の
暮
ら
し
の
サ
イ
ク
ル
が
大
き

く
変
わ
っ
た
。
秋
田
地
方
に
残
っ
て
い
る

犬
こ
ま
つ
り
、
か
ま
く
ら
、
竹
打
ち
も
観

光
行
事
に
変
わ
り
、
そ
こ
に
は
生
活
が
な

い
と
い
う
。
ま
た
、
雪
国
の
住
宅
建
築
に

も
変
化
を
受
け
る
。

雪
の
社
会
的
な
追
求
者
で
あ
る
高
橋
喜

平
著
『
雪
国
の
人
び
と
』（
創
樹
社
１
９
７
９
）

は
、
昭
和
28
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
、

好
評
な
の
で
新
版
と
な
っ
た
書
で
あ
る
。

こ
の
書
で
「
雪
と
文
学
」
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
雪
の
文
学
は
、

詩
の
形
式
に
よ
る
も
の
が
多
い
と
あ
り
、

そ
の
理
由
は
「
雪
が
人
の
心
を
揺
さ
ぶ
る

の
は
光
の
諧
調
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

雪
か
ら
光
を
除
け
ば
残
る
も
の
は
石
こ
ろ

同
様
の
単
な
る
個
体
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

つ
ま
り
雪
は
光
の
強
弱
と
陰
影
を
巧
み
に

利
用
し
て
自
ら
の
美
貌
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
の
美
し
さ
つ
き
な
い
余
韻
を
持
っ
て
い

る
た
め
に
、
人
々
が
雪
か
ら
受
け
る
感
動

を
表
現
す
る
に
は
、
詩
が
も
っ
と
も
適
当

な
役
目
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

日
本
列
島
が
高
度
成
長
に
向
か
い
、
雪

国
が
大
き
く
変
貌
し
て
い
く
。
そ
の
変
貌

に
つ
い
て
、
昭
和
一
桁
生
ま
れ
の
新
聞
記

者
が
雪
国
を
く
ま
な
く
歩
い
た
ル
ポ
、
佐

藤
国
雄
著
『
雪
国
大
全
』（
恒
文
社
２
０
０
１
）

は
、
鈴
木
牧
之
の
『
北
越
雪
譜
』
を
超
え



幅
五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
水
路
で
あ
る
。
こ
の
道
は
地
元
の

人
た
ち
が
通
る
道
で
あ
る
が
、
学
校
帰
り
の
セ
ー
ラ
ー
服

の
中
学
生
二
人
が
、
持
っ
て
い
る
傘
を
こ
の
小
流
れ
に
突

き
刺
し
て
遊
ん
で
い
た
。
通
学
路
の
小
流
れ
で
小
学
生
が

遊
ん
で
い
る
姿
は
め
ず
ら
し
く
な
い
が
、
セ
ー
ラ
ー
服
を

着
る
よ
う
に
な
っ
た
女
の
子
は
め
ず
ら
し
い
。
だ
が
、
彼

女
ら
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
は
気
が
向
い
た
ら
い
つ
で
も
遊

ん
で
い
る
空
間
な
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
自
分
た
ち
が
成
長

し
て
い
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
。
こ
の
小
流
れ
は
、

幼
少
の
時
か
ら
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
高
齢
に
な
っ
て
も
、

時
間
を
超
え
て
い
つ
も
同
じ
よ
う
に
存
在
し
つ
づ
け
て
い

る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

私
は
小
川
の
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
い
う
音
か
ら
話
を
は
じ

め
た
が
、
住
ん
で
い
る
場
所
に
よ
る
と
、
流
れ
が
大
き
く

て
い
つ
も
ゴ
ー
と
い
う
音
と
と
も
に
育
っ
た
人
も
い
る
だ

ろ
う
。
地
と
共
鳴
す
る
よ
う
な
こ
の
よ
う
な
音
も
、
そ
こ

で
生
ま
れ
育
つ
と
懐
か
し
い
も
の
に
違
い
な
い
。
私
は
こ

の
五
月
に
福
島
県
檜
枝
岐
村
の
農
村
歌
舞
伎
を
見
物
に
行

っ
て
き
た
が
、
そ
の
神
社
の
前
は
大
き
な
川
で
、
茶
色
く

濁
っ
た
雪
解
け
水
が
恐
ろ
し
い
激
流
と
な
っ
て
、
ゴ
ー
と

い
う
音
を
た
て
て
流
れ
て
い
た
。
こ
の
ゴ
ー
と
い
う
音
を

背
景
に
聞
き
な
が
ら
、
夜
の
と
ば
り
の
お
り
た
歌
舞
伎
の

舞
台
で
は
、
悲
劇
の
恋
の
話
が
展
開
し
て
い
っ
た
。
彼
ら

に
と
っ
て
の
春
の
季
節
は
、
こ
の
ゴ
ー
と
い
う
地
鳴
り
の

よ
う
な
音
と
と
も
に
あ
る
の
が
自
然
な
の
で
あ
ろ
う
。

里
川
は
地
域
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
る
。
た
だ
共

通
す
る
の
は
、
川
が
自
分
た
ち
の
生
活
と
と
も
に
あ
る
こ

と
だ
ろ
う
。
里
川
と
は
地
域
の
人
た
ち
が
自
分
の
生
活
に

取
り
込
ん
で
い
る
川
の
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
多
く

の
ば
あ
い
そ
の
人
の
一
生
と
と
も
に
あ
り
、
ま
た
自
分
た

ち
の
先
祖
も
お
世
話
に
な
り
、
さ
ら
に
は
自
分
た
ち
の
未

来
の
子
や
孫
た
ち
も
お
世
話
に
な
る
だ
ろ
う
川
の
こ
と
で

あ
る
。

40

私
の
里
川
の
イ
メ
ー
ジ
は
水
の
音
で
あ
る
。
谷
間
の
、

ま
た
田
ん
ぼ
の
間
の
小
さ
な
流
れ
で
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
い

う
よ
う
な
音
を
た
て
て
水
が
流
れ
て
い
る
と
、
そ
れ
が
逆

に
ま
わ
り
の
静
け
さ
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ

の
静
け
さ
の
な
か
で
、
春
が
来
た
な
と
か
、
四
季
そ
れ
ぞ

れ
の
移
ろ
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
春
と
い
え
ば
、
雪
国
を
歩

い
て
い
る
と
、
雪
景
色
の
中
で
こ
の
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
い

う
水
の
流
れ
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
上
を
覆
っ
て
い
る
雪

の
蓋
が
溶
け
始
め
て
少
し
穴
が
あ
い
て
い
て
、
そ
こ
か
ら

水
の
流
れ
が
見
え
、
そ
の
流
れ
の
横
で
、
主
張
す
る
よ
う

に
芹
な
ど
の
緑
が
見
え
て
い
た
り
す
る
。
雪
国
に
春
が
来

た
な
と
思
わ
せ
る
瞬
間
で
あ
る
。

水
の
流
れ
が
暮
ら
し
の
す
ぐ
近
く
で
見
ら
れ
る
こ
と
、

こ
れ
は
日
本
の
特
色
で
あ
る
。「
里
川
」
と
い
う
日
本
固

有
の
名
前
が
誕
生
し
た
の
も
こ
の
特
色
と
関
係
が
あ
る
。

チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
と
い
う
水
の
流
れ
の
音
は
、
九
州
で
も
北

海
道
で
も
、
日
本
の
ど
こ
で
も
す
ぐ
身
近
に
聞
け
る
も
の

だ
。
私
に
と
っ
て
印
象
深
い
の
は
、
長
崎
県
島
原
市
の
伝

統
的
な
家
屋
が
並
ん
で
い
る
一
本
道
の
真
ん
中
を
流
れ
る

水の文化 45『雪の恵み』 2013／10

え●岩田健三郎

わたしの里川　 里の水音  川それぞれ
鳥越皓之さん

とりごえ ひろゆき

ミツカン水の文化センターアドバイザー

早稲田大学教授
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109水系

1964年（昭和39）に制定された新河川法
では、分水界や大河川の本流と支流で行政
管轄を分けるのではなく、中小河川までま
とめて治水と利水を統合した水系として一
貫管理する方針が打ち出された。その内、

「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系
で政令で指定したもの」（河川法第4条第1
項）を一級水系と定め、全国で109の水系
が指定されている。

【米代川流域の地図】
国土地理院基盤地図情報(縮尺レベル25000)「秋田、青
森、岩手」及び、国土交通省国土数値情報「河川デー
タ（平成19年）、流域メッシュデータ（平成21年）、ダ
ムデータ（平成17年）、空港データ（平成24年）、世界
自然遺産データ（平成23年）」より編集部で作図
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を
得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（承認番
号　平25情使、 第479号）

川系男子 坂本貴啓さんの案内で、編集部の面々が109水系を巡り、

川と人とのかかわりを探りながら、川の個性を再発見していく連載です。

新潟

青森

秋田 盛岡

仙台
山形

福島

米代川流域

（秋田県）

43ページ（左）地図：国土交通省国土数値情報「行政区域データ（平成25年）、河川データ（平成19
年）、流域メッシュデータ（平成21年）、ダムデータ（平成17年）」をもとに編集部で作図

米代川の由来
米のとぎ汁が川下まで流れてい

って、真っ白になるほどだった、
というのが米代川の由来。

そのとぎ汁は、だんぶり長者の
家から流れ出したものです。だん
ぶりというのはトンボのこと。夢
でトンボに教えられた不思議なお
酒のお蔭で長者になり、その家か
ら川を染めるほどの米のとぎ汁が
出た、という話です。 
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坂本貴啓さん
さかもと たかあき

筑波大学大学院 システム情報工学研究科
博士後期課程 構造エネルギー工学専攻在学中

1987 年福岡県生まれの川系男子。北九州で育ち、
高校生になってから下校途中の遠賀川へ寄り道
をするようになり、川に興味を持ち始め、川に
青春を捧げる。高校時代にはYNHC（青少年博
物学会）、大学時代にはJOC（Joint of College）
を設立。白川直樹研究室『川と人』ゼミ所属。
河川市民団体の活動が河川環境改善に対する潜
在力をどの程度持っているかについて研究中。

米代川：

水系番号 ： 21 
都道府県 ： 秋田県、青森県、岩手県

源流 ： 中岳（標高1024m） 
河口 ： 能代港（日本海） 

本川流路延長 ： 136km 27位／109

支川数 ： 89河川 43位／109

流域面積 ： 4100km2 14位／109

流域耕地面積率 ： 7.7％ 66位／109

流域年平均降水量 ： 1840mm 57位／109

基本高水流量 ： 9200m3/s 29位／109

河口の基本高水流量 ： 10059m3/s 36位／109

流域内人口 ： 28万人 40位／109

流域人口密度 ： 57人/km2 91位／109

（基本高水流量観測地点：二ツ井）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積  ×  比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧，2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）
※ 44号〜46号の訂正：水系本川流路延長順位に誤りがありました。遠賀川は81位か
ら82位へ、米代川は26位から27位へ、旭川は23位から24位へ訂正しました。

川
巡
り
の
醍
醐
味
は
、

人
と
の
出
会
い

川
巡
り
を
す
る
と
き
、
ま
ず
現
地
の

河
川
事
務
所
を
訪
れ
る
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
に
は
治
水
や
利
水
の
状
況

は
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
の
川
に
か
か
わ
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
方
々
の
活
動
な
ど
、
た
く
さ

ん
の
情
報
が
集
積
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

所
属
す
る
白
川
研
究
室
の
３
年
前

（
２
０
１
０
年
〈
平
成
22
〉）
の
ゼ
ミ
合
宿
の

と
き
に
は
、
国
土
交
通
省
能
代
河
川
国

道
事
務
所
と
森
吉
山
ダ
ム
工
事
事
務
所

（
当
時
）
に
ご
連
絡
し
ま
し
た
。
昨
年
（
２

０
１
２
年
〈
平
成
24
〉）
の
４
月
か
ら
運
用

が
開
始
さ
れ
た
森
吉
山
ダ
ム
は
、
訪
問

時
は
試
験
湛
水
中
。
対
応
し
て
く
だ
さ

っ
た
笹
木
綱
彦
さ
ん
が
、「
他
所
か
ら

来
た
人
が
米
代
川
に
興
味
を
持
っ
て
く

れ
る
の
は
う
れ
し
い
」
と
親
身
に
な
っ

て
協
力
し
て
く
れ
ま
し
た
。

笹
木
さ
ん
が
た
ま
た
ま
〈
カ
ヌ
ー
シ

ー
ダ
秋
田
〉
と
い
う
組
織
に
所
属
し
て

い
た
の
で
、
秋
田
杉
で
会
員
の
方
が
自

作
し
た
カ
ヌ
ー
に
乗
れ
る
よ
う
に
手
配

し
て
く
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
二
ツ
井
町
郷
土
史
研
究
会
会

長
で
〈
き
み
ま
ち
観
光
ガ
イ
ド
の
会
〉

の
顧
問
を
務
め
る
伊
藤
徳
治
さ
ん
と
も

つ
な
が
り
、
岳
岱

だ
け
だ
い

自
然
観
察
教
育
林
の

ブ
ナ
林
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

岳
岱
（
だ
け
だ
い
）
自
然
観
察
教
育
林

樹
齢
４
０
０
年
と
い
わ
れ
る
巨
大
な
ブ
ナ
の
あ
る
保

護
林
で
、
遊
歩
道
や
ト
イ
レ
、
広
い
駐
車
場
な
ど
も

整
備
さ
れ
て
い
て
入
り
や
す
い
。
ま
た
、
近
く
に
は

田
苗
代
湿
原
が
あ
る
。
１
９
９
２
年
（
平
成
４
）
自

然
観
察
教
育
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。

川
巡
り
の
楽
し
み
は
、
人
と
出
会
う

こ
と
。
編
集
部
の
み
な
さ
ん
に
も
笹
木

さ
ん
、〈
カ
ヌ
ー
シ
ー
ダ
秋
田
〉
の
み

な
さ
ん
、
伊
藤
先
生
を
紹
介
し
た
い
、

と
思
っ
て
第
２
回
は
米
代
川
に
決
め
ま

し
た
。
ぼ
く
自
身
、
再
会
を
心
待
ち
に

し
て
。

米
代
川
の
成
り
立
ち

米
代
川
流
域
の
上
流
部
に
は
阿
仁
川

の
マ
タ
ギ
文
化
、
秋
田
杉
、
鉱
山
な
ど

が
あ
り
、
山
か
ら
の
恵
み
で
流
域
全
体

が
潤
っ
て
い
た
と
予
想
で
き
ま
す
。
１

０
９
水
系
別
ラ
ン
キ
ン
グ
の
流
域
耕
地

面
積
率
や
流
域
人
口
密
度
が
比
較
的
低

い
こ
と
も
、
山
が
ち
の
地
形
を
物
語
り

ま
す
か
ら
、「
山
懐
に
抱
か
れ
た
」
と

い
う
言
葉
を
選
び
ま
し
た
。

米
代
川
の
源
流
中
岳

な
か
だ
け

の
あ
る
奥
羽

山
脈
は
、
東
北
に
お
け
る
日
本
列
島
の

背
骨
。
標
高
１
０
０
０
ｍ
か
ら
２
０
０

０
ｍ
級
の
山
々
が
連
な
る
火
山
帯
で
す
。

南
北
に
走
る
奥
羽
山
脈
の
西
側
に
、
出

羽
丘
陵
が
平
行
し
て
並
び
ま
す
。

奥
羽
山
脈
と
出
羽
丘
陵
が
側
面
か
ら

大
き
な
力
を
加
え
た
こ
と
で
、
地
層
が

曲
が
り
く
ね
る
よ
う
に
隆
起
す
る
現
象

が
起
こ
り
ま
し
た
。
米
代
川
の
上
・
中

米代川

小又川

長木川

森吉山ダム

素波里ダム

早口ダム

山瀬ダム
砂子沢ダム

七滝

銚子の滝

止滝
雄滝

小衣の滝

浦志内滝

泊滝

曽利の滝
茶釜の滝

不動滝

大柄滝

四十八滝

白糸滝

桃洞滝

安の滝

水尻滝
幸兵衛滝

不動の滝

九階滝

湯の沢滝

峨瓏大滝

萩形ダム

森吉ダム

船着場
ダム
鉱山
滝

阿
仁
川

小
阿
仁
川

藤
琴
川

能
代 鶴

形

富
根 切

石

増
沢

蟹
沢

木
戸
石

米
内
沢

前
田

下
田
平

沢
尻十

二
所

扇
田

常
盤

二
ツ
井荷
上
場

小
繁

鷹
巣

糠
沢

阿
仁
合

大
巻

横
岩

大
館

毛
馬
内

花
輪

早
口
川

岩
瀬
川

小
坂
川

尾去沢鉱山
（金・銅）

太良鉱山
（銅）

大葛金山
（金・銅）

大谷鉱山
（黒鉱）

花岡鉱山
（黒鉱）

古遠部鉱山
（黒鉱）

小坂鉱山
（黒鉱）

花輪鉱山女平坑
（黒鉱）

深沢鉱山
（黒鉱）

餌釣鉱山
（黒鉱）

阿仁鉱山
（銅）

米代川河川敷。尾去沢（おさりざわ）の鉱石を荷揚げしていた二ツ井の
〈荷揚場〉辺り。先日の豪雨も上がり、レンタルサイクルで疾走する坂
本クン。右の図は、船着き場とダム、鉱山、滝をプロットしたもの。山
がちな米代川に多く存在する滝は、水力発電の適地。また船着き場は、
山からの恵みである鉱石や秋田杉を運んだ歴史の証人でもある。
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流
部
が
山
が
ち
で
、
た
く
さ
ん
の
滝
を

抱
い
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
造
山
活
動

の
結
果
で
す
。

こ
う
し
て
で
き
た
隆
起
帯
を
米
代
川

が
横
断
。
隆
起
帯
を
抜
け
る
出
口
部
分

は
狭
窄

き
ょ
う
さ
く

部
に
な
っ
て
い
て
、
大
洪
水
の

と
き
に
水
が
滞
る
の
で
土
砂
が
堆
積
し

ま
す
。
そ
れ
で
ま
ず
湖
が
で
き
、
徐
々

に
盆
地
に
な
っ
た
の
が
、
花
輪
、
大
館
、

鷹
巣
と
い
う
三
つ
の
盆
地
の
成
り
立
ち

と
い
わ
れ
ま
す
。
主
に
東
か
ら
西
へ
流

れ
る
川
は
東
北
地
方
で
は
米
代
川
と
阿

賀
野
川
だ
け
。
意
外
と
珍
し
い
ん
で
す
。

八
幡
平

は
ち
ま
ん
た
い

か
ら
ス
タ
ー
ト

今
回
の
旅
は
、
標
高
１
６
１
３
ｍ
の

八
幡
平
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
ア

ス
ピ
ー
テ
ラ
イ
ン
を
通
れ
ば
車
で
山
頂

付
近
ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、

兄
川
と
い
う
支
流
で
は
あ
り
ま
す
が
ア

プ
ロ
ー
チ
し
や
す
い
源
流
の
一
つ
で
す
。

ア
ス
ピ
ー
テ
と
い
う
の
は
楯
の
こ
と

で
、
八
幡
平
の
形
状
か
ら
楯
状
火
山
と

分
類
さ
れ
て
命
名
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
ド
イ
ツ
の
火
山
研
究
者

カ
ー

ル
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
に
よ
る
火
山
分
類

は
、
火
山
を
地
形
か
ら
見
て
分
類
す
る

も
の
だ
っ
た
た
め
正
確
さ
に
欠
け
、
現

在
は
使
わ
れ
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
八

幡
平
も
実
際
は
楯
状
火
山
で
は
な
く
成

層
火
山
（
富
士
山
と
同
様
、
一
つ
の
噴
火
口
か

ら
成
立
）
で
、
現
在
で
は
「
侵
食
や
爆
発

に
よ
っ
て
な
だ
ら
か
に
な
っ
た
」
と
い

八郎太郎伝説と三湖物語
花輪・大館・鷹巣という三つの盆地と、十和田湖・田

沢湖・八郎潟という三つの湖には、八郎太郎伝説があり
ます。

捕まえた３匹のイワナを一人で食べた八郎太郎は、の
どの渇きをいやすため水を飲んでいるうちに龍に変身。
流れを堰き止めて住み着いた所が十和田湖。湖の先住者
と居住権をかけて闘うが、負けて大湯川を下る。鷹巣盆
地の出口である七座山（ななくらやま）付近で米代川を
堰き止めて住み着くが、ここでも天神様に負け追い出さ
れてしまう。

米代川が浅過ぎて出て行くことができないので、神の
使いの白鼠が堤に穴を開けて決壊させ、再び下流に流れ
ていき、河口付近に八郎潟をつくって住み着く。田沢湖
の主である辰子姫と恋に落ちるのだが、冬の間、八郎潟
が凍っても田沢湖が凍らないのは、八郎太郎が辰子姫の
所に通っていて不在だから、という話。

この伝説は、流域の生い立ちや盆地の形成過程を、大
洪水と関連づけて象徴的に伝えています。八郎太郎が米
代川の狭窄部を堰き止めて湖としたことなどは、洪水の
記憶としてわかりやすいものですし、白鼠が穴を開けて
堤を決壊させ、八郎太郎が下流に流されていった話も土
石流の記憶のように思えます。

5万5000年も前から大噴火を繰り返してきた十和田火
山は、915年（延喜15）にも大噴火を起こしています。
このときの噴火の火山灰は十和田湖の西側に流れ、米代
川流域を覆い尽くし大災害をもたらしました。人々はそ
のことを、三湖伝説として残したと考えられます。

埋め立てられて干拓地になった八郎潟を思うとき、さ
しずめ主の八郎太郎が辰子姫のいる田沢湖に住み着いて
しまったから干上がったのだ、という風に考えることも
できますね。

米代川

小又川

長木川

阿
仁
川

小
阿
仁
川

藤
琴
川

早
口
川

岩
瀬
川

小
坂
川

岳岱自然観察教育林

風の松原

仁鮒水沢スギ植物群落保護林
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田沢湖
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大館
鷹巣

尾去沢鉱山能代
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川
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ブ
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坂
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mk00031
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水

潟郎郎八
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仁
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仁
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湖沢田

米代川を模式図にすると
伊藤徳治さんは、「米代川の流域を、頭を日本海側に

向けたイヌワシの姿に思い浮かべてみてください。背骨
に当たるのが米代川で上流から花輪、大館、鷹巣という
三つの盆地と河口部に能代平野があり、上流の北に十和
田湖、南に田沢湖、下流の南に八郎潟があります。背骨
より北がブナ林地帯で南が秋田杉地帯です」と説明して
くれました。模式図にすると覚えやすいですね。

国土交通省国土数値情報「行政区域データ（平成25年）、河川データ（平成19年）、
流域メッシュデータ（平成21年）、ダムデータ（平成17年）」をもとに編集部で作図

史跡 尾去沢（おさりざわ）鉱山
をご案内いただいた関村秀穂さ
ん。「鉱山労働者はじん肺にな
って平均寿命が30歳ほどだった
そうです」日本の近代化を支え
た鉱山の厳しさを実感する話だ。
鉱山では精錬用の木炭や坑道を
つくるための坑木のために、大
量の木材を必要とした。坑木や
炭材用の山林所有を巡って、南
部藩と秋田藩では争いが絶えな
かったそうだ。見学で中に入る
と、真夏でも相当寒い。上着の
ない人は、入口でレインコート
を入手するといい。

川巡りのスタートとなった八幡平で最
初に見えてきたのは、松尾鉱山跡。標
高1000mにあったため福利厚生施設を
充実させて労働者を確保。大規模な廃
墟が多く残る。後生掛温泉などの火山
帯特有の温泉が多く湧出している。



う
説
が
有
力
で
す
。
周
辺
に
は
後
生
掛

ご
し
�
う
が
け

（
鹿
角
市
）
な
ど
の
強
酸
性
の
硫
黄
泉
が

あ
っ
て
、
火
山
帯
ら
し
い
景
観
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

何
も
な
い
け
ど
、
流
域
界

川
巡
り
の
と
き
に
源
流
と
河
口
へ
行

く
の
は
必
須
。
源
流
域
で
は
必
ず
流
域

界
を
探
し
ま
す
。
流
域
界
と
い
う
の
は
、

流
域
と
流
域
の
境
で
、
水
の
行
方
を
分

け
て
い
る
地
点
の
こ
と
。

分
水
嶺
と
い
う
言
葉
は
よ
く
聞
く
と

思
い
ま
す
が
、
高
い
嶺
だ
け
で
な
く
、

ほ
ぼ
平
坦
な
場
所
が
流
域
界
の
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

日
本
海
側
に
流
れ
る
米
代
川
と
、
太

平
洋
側
に
流
れ
る
馬
淵
川
の
流
域
界
は
、

青
森
県
三
戸
郡
田
子
町
の
白
萩
平
ふ
れ

あ
い
牧
場
の
東
端
に
あ
り
ま
し
た
。
上

り
か
ら
わ
ず
か
に
下
り
に
転
じ
る
箇
所

が
あ
り
、
意
識
し
な
い
と
通
り
過
ご
し

て
し
ま
う
よ
う
な
所
で
す
。

流
域
界
に
行
っ
て
も
、
何
も
な
い
ん

で
す
よ
ね
。
普
段
は
別
に
水
が
流
れ
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
で
す
し
。
し
か
し
、

雨
が
降
り
始
め
れ
ば
、
こ
こ
が
日
本
海

と
太
平
洋
に
水
を
分
け
る
地
点
に
な
る

の
で
す
。
こ
こ
が
川
の
ス
タ
ー
ト
地
点

の
一
つ
と
思
う
と
、
厳
粛
な
気
持
ち
に

な
り
ま
す
。
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山の恵み 1　水力・地熱発電
山間を車で走っていて気づいたのは、とにかく滝が多い

こと。それらのあちらこちらで小規模な水力発電が行なわ
れていました。

史跡 尾去沢鉱山の関村さんによると、尾去沢鉱山を経
営していた三菱マテリアルの水力発電事業の歴史は古く、
1898年（明治31）に米代川水系の熊沢川に永田発電所、
1907年（明治40）に米代川に碇発電所を建設・運転開始し、
尾去沢鉱山の動力用電力を供給していました。これにより、
鉱山住宅を含む全山に電気が通ったということです。

さらに大正時代には大湯発電所、昭和時代に森吉町米代
川水系小又川へ4カ所の発電所と森吉ダムを建設、自家用
発電設備の増強を図り、余剰電力は秋田製錬所に供給をし
ていましたが、閉山を機に電力会社へ売電しています。

地下資源開発で培った調査技術を活かし、地熱開発・利
用も進めているそうで、秋田県鹿角市八幡平地区に2カ所
の地熱発電所を稼動させています。

山の恵み 2　鉱山
米代川流域には江戸時代はおろか、奈良時代にまで遡る

鉱山が多く存在します。尾去沢鉱山は708年（和銅元）に
発見され、東大寺の大仏や中尊寺にも用いられたという伝
説が残っています。

閉山跡地は土木学会選奨土木遺産や近代化産業遺産に選
ばれ、1982年（昭和57）に前身のマインランド尾去沢とし
てオープンし、 2008年（平成20）には史跡 尾去沢鉱山と
してリニューアルオープンしています。ゼミ合宿のときも
鉱山案内人の方がくわしくガイドしてくださったのですが、
今回もお願いすることができました。

尾去沢鉱山では金も採れましたが、のちに銅鉱が発見さ
れ、別子銅山（愛媛県）、阿仁銅山（秋田県）と並び、日
本の主力銅山の一つとなったそうです。

南部藩によって経営されてきた尾去沢鉱山は、廃藩置県
後に借財処理にからんで南部藩から数人の経営者を経て
1889年（明治22）に三菱財閥の岩崎家の所有になりました。
以降、日本の近代化、戦後復興の礎となった尾去沢鉱山で
すが、銅鉱石の枯渇と海外から安価な銅が輸入されるよう
になって不採算となり、1978年（昭和53）に閉山しました。

尾去沢鉱山は、断層の裂け目に鉱物が溶け込んだマグマ
が噴出したために、細い鉱脈が地表近くで冷え固まった鉱
脈型鉱床の典型で、その部分だけを効率よく掘るために、
シュリンケージ採掘法（天井の岩盤に開けた穴にダイナマ
イトを仕掛けて爆破。崩した鉱石を土台にして天井の爆破、
削岩を繰り返し、一定の高さと幅を崩して鉱石を運び出す）
という手法が取られました。

坑内見学では幅1ｍほどの採掘跡が天井に向かって伸び
ていて30ｍの高さがあるそうです。暗闇ですから30ｍの全
容さえ見ることができないのですが、これが縦方向に15層
も続いているというのですからビックリしました。

鉱脈は500条あり、南北3km、東西2kmの山中に800kmの
坑道が縦横に掘られました。閉山後の現在も、鉱物が地下
水を汚染しないように、処理してから流されています。

１段目左から：大湯川の支流をまたぐ用水路を発見。車を
降りて歩くと、さまざまなもの・人に出会う／白萩平ふれ
あい牧場で流域界に思いを馳せる。2段目左から：米代川
上流の湯瀬ホテル。本館と別館を川をまたいで橋がつな
ぐ／日本の滝百選の七滝は落差約60ｍ。かつて小坂鉱山の
煙害により緑が失われたが、自然再生に成功。3段目左か
ら：湯瀬渓谷を歩いていたら取水口（写真右端）を発見／
滔々と流れる用水路。最下段左から：用水路の水は三菱マ
テリアル碇（いかり）発電所で使われる水だった／流域に
は滝が多く、小規模な水力発電所がそこかしこに。



っ
た
よ
う
で
す
。

米
代
川
の
河
口
に
は
木
材
産
業
の
会

社
や
古
く
か
ら
の
立
派
な
屋
敷
が
多
く

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
流
域
の
富
の

集
積
場
所
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。

川
に
行
っ
て
何
を
見
て
い
い
か
迷
っ
た

ら
、
河
口
に
行
っ
て
み
る
と
い
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
ね
。

能
代
港
は
１
６
１
１
年
（
慶
長
16
）
に

佐
竹
義
宣
に
よ
っ
て
林
木
受
勘
定
所
が

設
置
さ
れ
て
以
来
、
日
本
海
の
要
港
と

し
て
北
前
船
に
よ
る
交
易
が
盛
ん
に
な

り
ま
し
た
。

明
治
維
新
後
も
秋
田
杉
の
輸
送
拠
点

と
し
て
発
展
し
ま
し
た
が
、
土
砂
の
堆

積
が
進
み
、
一
時
期
は
停
滞
し
て
い
た

と
か
。
戦
後
、
港
の
整
備
が
進
め
ら
れ

重
要
港
湾
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。

河
口
部
に
拓
け
た
能
代
平
野
に
は
、

日
本
最
大
の
規
模
を
誇
る
松
林
〈
風
の

松
原
〉
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
幅
１
d
、

総
延
長
14
d
、
面
積
約
７
６
０
ha
に
７

０
０
万
本
も
の
松
が
植
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
土
砂
の
堆
積
は
港
と
し
て
は
頭
の

痛
い
問
題
で
、
江
戸
時
代
か
ら
松
が
こ

れ
だ
け
植
林
さ
れ
て
き
た
の
も
防
砂
・

防
風
の
た
め
で
す
。

現
在
の
河
口
部
は
土
砂
の
堆
積
で
狭

ま
っ
て
お
り
、「
昔
は
こ
う
で
は
な
か

っ
た
」
と
、
米
代
川
水
系
サ
ク
ラ
マ
ス

協
議
会
会
長
の
湊
屋
啓
二
さ
ん
は
言
っ

て
い
ま
し
た
。
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人
物
か
ら
み
る
米
代
川

こ
の
流
域
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
人
物

を
３
人
上
げ
る
と
し
た
ら
、
米
代
川
流

域
の
恵
み
を
享
受
し
て
生
き
た
狩
人
で

あ
る
マ
タ
ギ
、
米
代
川
流
域
の
新
田
開

発
を
進
め
、
暮
ら
し
を
豊
か
に
し
て
い

く
た
め
に
川
を
治
め
た
佐
竹
家
の
家
老

梅
津
政
景

ま
さ
か
げ

、
紀
行
家
の
菅
江
真
澄

す
が
え
ま
す
み

を
思

い
浮
か
べ
ま
す
。

三
者
三
様
で
す
が
、
ぼ
く
の
視
点
は

菅
江
真
澄
に
近
い
で
す
ね
。
川
を
見
て

純
粋
に
感
動
を
覚
え
、
こ
の
湧
き
上
が

っ
て
く
る
感
動
を
誰
か
に
伝
え
た
い
。

そ
う
思
う
瞬
間
が
あ
り
ま
す
。
時
間
を

超
え
て
こ
の
三
者
で
米
代
川
流
域
の
川

談
義
を
す
る
と
し
た
ら
、
ぼ
く
も
是
非

加
え
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

河
口
は

流
域
の
富
を
映
し
出
す
鏡

流
域
の
奥
座
敷
に
眠
っ
た
資
源
を
川

を
通
し
て
運
び
出
す
た
め
、
河
口
に
は

流
域
の
一
番
良
い
も
の
が
集
ま
り
ま
す
。

い
わ
ば
河
口
は
流
域
の
富
を
映
し
出
す

鏡
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

米
代
川
よ
り
南
に
あ
る
雄
物

お
も
の

川
と
子こ

吉よ
し

川
の
舟
運
は
米
が
中
心
で
し
た
が
、

米
代
川
は
木
材
と
鉱
石
を
た
く
さ
ん
運

び
ま
し
た
。
宮
村
忠
先
生
の
本
の
一
節

を
借
り
る
と
、
能
代
港
は
海
の
港
と
い

う
よ
り
も
川
の
港
と
い
う
性
質
が
強
か

山の恵み 3　秋田杉
秋田杉のてっぺんを見てブロッコリーのようにこんも

りと丸いのが天然杉。尖っているのは植林した人工林、
と伊藤徳治さんに教えていただきました。丸くなってい
るのは高さ方向の生長が終了している印。あとは太るだ
け、ということです。
「藩主が秋田氏だった時代、豊臣秀吉が伏見城を築くの
に建材用の良材を全国調査した結果、秋田杉に白羽の矢
が立ちました。その後、鉱山の活用と豊富な森林資源の
開発に本腰を入れたのは、裕福な常陸の国から貧しい未
開の地に左遷させられた佐竹義宣です。なかでも長木沢

（大館市）は米代川上流随一の美林といわれ、ここの杉
材は海路で敦賀に輸送され、大坂市場へ大量に運ばれて
藩財政を潤しました」

と伊藤さん。藩のもう一つの柱である鉱山が盛えるに
つれ、山の木も切り尽くされるようになったそうです。
しかし秋田杉の伐採に拍車をかけたのは、何と言っても
江戸の大火だそうで、復興のため膨大な秋田杉が伐られ
ました。　

出羽久保田藩第9代藩主 佐竹義和（よしまさ）による
文化の改革で植林が進められましたが、明治維新や第二
次大戦など、杉林は何度も荒廃します。

能代市・二ツ井町にある七座（ななくら）山は七つの
峰を持った連山で、七座神社上流で阿仁川が、七座山北
方で藤琴川が米代川に合流しています。昔から修行の場
として信仰を集めたこと、秋田藩の留山として枝１本取
っても首が飛ぶほどの厳しいお咎めがあったことから、
天然秋田杉の良木が今でも残っています。奥山でなく、
里近くに天然秋田杉が残っているのは、奇跡的なことだ
そうです。

上中：てっぺんが尖っているのが植
林で丸いのが天然秋田杉。右側3
枚：仁鮒水沢スギ植物群落保護林を
ご案内いただいた伊藤徳治さん。大
きな蕗の葉でコップをつくり、湧き
水を飲んでみた。左上・中：秋田杉
の製材所。高度経済成長期までは、
人の背丈ほどの大径木がたくさん出
荷されていたが、今は稀少品。下：
米代川水系サクラマス協議会会長の
湊屋啓二さん。秋田県は日本有数の
サクラマス大河川3水系・米代川、
雄物川、子吉川を擁している。
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森
吉
山
ダ
ム
は
、
１
９
７
２
年
（
昭

和
47
）
の
梅
雨
豪
雨
で
大
き
な
水
害
が

起
き
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
計
画
さ
れ

ま
し
た
。

梅
雨
前
線
の
停
滞
に
よ
り
、
米
代
川

流
域
の
２
日
雨
量
は
多
い
所
で
５
６
８

㎜
を
記
録
、
未
曾
有
の
大
雨
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
米
代
川
と
藤
琴
川
の
合
流
点

付
近
に
あ
た
る
二
ツ
井
地
区
の
右
岸
堤

が
１
３
８
０
ｍ
に
わ
た
っ
て
越
流
し
、

二
ツ
井
町
の
大
部
分
が
浸
水
し
た
ほ
か
、

能
代
市
中
川
原
も
大
き
な
被
害
を
受
け

ま
し
た
。

翌
１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
、
米
代

川
の
支
流
小
又
川
に
阿
仁
川
ダ
ム
調
査

事
務
所
（
最
初
は
河
川
名
か
ら
阿
仁
川
ダ
ム
と

い
う
名
称
で
し
た
が
、
地
元
町
の
要
望
で
、
地
域

の
象
徴
的
な
山
で
あ
る
森
吉
山
に
因
ん
で
森
吉
山

ダ
ム
に
改
名
）
を
開
設
し
て
実
施
計
画
・

調
査
を
開
始
、
２
０
０
２
年
（
平
成
14
）
に

は
ダ
ム
本
体
工
事
に
着
手
し
、
昨
年
２

０
１
２
年
（
平
成
24
）
完
成
し
ま
し
た
。

「
森
吉
山
ダ
ム
は
、
完
成
ま
で
に
実
に

39
年
も
か
か
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
時
期

に
計
画
さ
れ
た
玉
川
ダ
ム
は
十
数
年
で

で
き
て
い
ま
す
か
ら
、
大
変
な
時
間
が

か
か
っ
た
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け

る
と
思
い
ま
す
」

と
舘
山
さ
ん
。

米
代
川
は
強
く
蛇
行
し
、
以
前
は
流

れ
が
定
ま
ら
な
い
川
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

大
き
な
狭
窄
部
の
上
流
に
で
き
た
盆
地

（
花
輪
・
大
館
・
鷹
巣
）
は
、
大
雨
が
降
る

と
天
然
の
ダ
ム
の
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

森
吉
山
ダ
ム
と

モ
リ
ト
ピ
ア

〈
モ
リ
ト
ピ
ア
選
書
〉
と
い
う
シ
リ
ー

ズ
の
本
が
あ
り
ま
す
。
ダ
ム
湖
に
沈
ん

だ
小
又
川
流
域
の
人
の
暮
ら
し
や
歴
史
、

自
然
な
ど
、
地
域
の
文
化
を
幅
広
く
記

録
し
た
郷
土
図
書
で
、
前
回
訪
問
し
た

と
き
に
分
け
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、

内
容
の
濃
さ
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

森
吉
山
ダ
ム
工
事
事
務
所
（
国
土
交
通

省
東
北
地
方
整
備
局
）
時
代
に
つ
く
ら
れ
た

も
の
で
す
が
、
つ
く
ら
れ
た
経
緯
を
、

森
吉
山
ダ
ム
管
理
支
所
（
国
土
交
通
省
東
北

地
方
整
備
局
能
代
河
川
国
道
事
務
所
）
支
所
長

の
舘
山
悟
さ
ん
に
う
か
が
い
ま
し
た
。

実
は
舘
山
さ
ん
、
こ
こ
に
は
３
度
目

の
赴
任
。
工
事
事
務
所
時
代
か
ら
、
ず

っ
と
森
吉
山
ダ
ム
を
見
て
き
た
人
で
す
。

「
ど
の
地
域
に
も
、
地
域
独
自
の
生
活

文
化
が
あ
り
ま
す
。
祭
り
や
食
べ
も
の
、

人
の
暮
ら
し
の
営
み
は
、
ダ
ム
を
つ
く

る
こ
と
で
水
没
し
て
失
わ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
そ
れ
を
本
と
い
う
形
で
、
少
し

で
も
残
せ
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ

れ
が
で
き
た
の
も
、
そ
の
地
区
を
ず
っ

と
写
真
に
撮
り
続
け
た
人
、
昔
か
ら
の

言
い
伝
え
を
伝
承
し
て
き
て
く
れ
た
人

が
い
た
お
蔭
。
た
く
さ
ん
の
方
の
ご
協

力
で
な
し
得
た
記
録
で
す
」

ぼ
く
が
知
ら
な
い
だ
け
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
こ
れ
だ
け
の
記
録
集
を
工
事

事
務
所
が
つ
く
っ
た
と
い
う
の
は
、
ほ

か
に
例
が
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

上：すべて現地で調達した岩石や土砂を積み上げてつくられた堤体。2段目
左から：森吉山ダムの余水吐き。囲った壁に穴をつくり、オーバーフローし
た水が常に流れ出す仕組み／森吉山ダム管理支所長の舘山悟さん／この日は
放水が行なわれていた。最下段左2枚：ダムが完成して不要になったトンネ
ルは、バルブ室と発電機室に利用。地下からパイプラインで、最大20K/sの
水が東北電力に送られる。右2枚：〈根森田生産組合〉が、森吉山ダム広報
館でカフェを開いている。お勧めメニューの秋田名物〈バター餅〉と水出し
コーヒーをご馳走になった。



雪
融
け
水
の
増
え
る
春
先
と
、
稲
刈
り

の
台
風
シ
ー
ズ
ン
に
は
、
特
に
大
き
な

被
害
を
も
た
ら
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
同
時
に
、
下
流
域
は
渇
水
に

も
悩
ま
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

森
吉
山
ダ
ム
は
洪
水
調
節
だ
け
で
な
く
、

多
目
的
ダ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。

麓
か
ら
車
で
森
吉
山
ダ
ム
に
ア
プ
ロ

ー
チ
す
る
と
、
優
美
な
カ
ー
ブ
を
描
い

た
長
さ
７
８
６
ｍ
の
堤
体
が
見
え
て
き

ま
す
。

誰
で
も
歩
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

開
放
さ
れ
た
堤
体
の
上
を
、
舘
山
さ
ん

に
ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。
７
８
６

ｍ
の
堤
体
の
長
さ
は
「
行
こ
う
か
ど
う

か
悩
む
（
７
８
６
）」
と
語
呂
合
わ
せ

し
て
覚
え
る
の
だ
そ
う
で
す
。

形
式
は
ロ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ダ
ム
で
、
岩

石
や
土
砂
を
積
み
上
げ
て
建
設
し
ま
す

が
、
材
料
は
す
べ
て
現
地
で
調
達
し
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

感
心
し
た
の
は
、
洪
水
吐
。
常
に
開

い
て
い
て
、
水
位
が
上
が
る
と
自
然
に

放
流
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

任
意
的
に
操
作
す
る
の
で
は
な
く
、
自
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原始の文明が生まれる場所
大湯環状列石は紀元前2000年の遺跡で、サークル状に

石を並べて、時を刻む日時計がつくられていたといわれ
ます。イギリスのストーンヘッジの日時計と変わらない
時代と推定され、日本列島にも古くから高度な文明が栄
えていたことがわかります。

石は大湯川の支流、東約７kmにある安久谷（あくや）
川のもので、水流で磨かれた形のきれいな石を秋の内に
選んでおき、雪が積もってからソリを使って運んだとい
われています。四大文明は川から発達したことは有名で
すが、日本列島の小さな川からも、文明はしっかりと芽
生えていたんですね。

大湯環状列石に使われている石は、なんと7000個。
200kgにもなる重い石もあり、そのほとんどが石英閃緑ひ
ん岩（せきえいせんりょくひんがん）です。

山の恵み 4　白神山地
1993年（平成5）に日本で初めてのユネスコ世界遺産（自

然遺産）に登録された白神山地は、青森県の南西部から秋田
県北西部にかけて広がっていて、面積の26％が実は秋田県。

地盤が弱く、崖崩れが多発する白神山地は、林道をつくっ
ても不通になってしまうため、結果的に広大なブナの原生林
が残されて世界遺産に登録されることになったそうです。木
材の価値からいえば低価格のブナが世界遺産に選ばれ、銘木
扱いの天然秋田杉が資源枯渇に追い込まれているのですから、
皮肉なものですね。

米代川は東北で5番目に大きい川（幹線流路延長、流域面
積ともに）なのに、なぜか全国的にはあまり知られていない
川です。白神山地にしても26％が秋田県なのに知名度が低
いのです。あまり主張せず、控えめなところが秋田らしさな
のかもしれません。

然
に
調
整
で
き
る
仕
組
み
で
す
。

ま
た
ダ
ム
軸
が
、
や
や
曲
が
っ
た
形

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
風
化
し
や
す
い

軟
質
岩
を
コ
ア
敷
き
（
水
を
遮
る
芯
の
部
分
）

か
ら
避
け
た
た
め
。
ロ
ッ
ク
敷
き
（
ダ

ム
と
し
て
の
重
量
、
強
度
を
稼
ぐ
部
分
）
は
軟

質
岩
を
除
去
せ
ず
に
、
風
化
防
止
対
策

を
施
し
て
利
用
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

堤
体
下
に
は
、
ダ
ム
工
事
中
に
川
の

水
を
流
す
た
め
に
掘
ら
れ
た
ト
ン
ネ
ル

が
２
本
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
ダ
ム
が
完

成
し
て
不
要
に
な
っ
た
ト
ン
ネ
ル
は
、

バ
ル
ブ
室
と
発
電
機
室
に
利
用
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
最
大
20
k
／
ｓ
が
東
北
電

力
に
、
1.3
k
／
ｓ
が
自
家
発
電
用
（
河

川
維
持
流
量
と
同
量
）
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
ダ
ム
と
い
う
の
は
今
で
も
進
化
し
続

け
て
い
る
ん
で
す
よ
。
技
術
だ
け
で
な

く
、
コ
ス
ト
ダ
ウ
ン
の
た
め
の
工
夫
や

環
境
へ
の
配
慮
な
ど
も
同
様
で
す
」

舘
山
さ
ん
は
、
そ
の
理
解
を
深
め
る

た
め
に
も
現
地
に
来
て
見
て
も
ら
い
た

い
、
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

森
吉
山
ダ
ム
完
成
に
合
わ
せ
、
地
元

の
農
家
４
家
族
が
集
ま
っ
て
組
織
さ
れ

た
〈
根
森
田

ね
も
り
だ

生
産
組
合
〉
が
、
森
吉
山

ダ
ム
広
報
館
で
カ
フ
ェ
を
開
い
て
い
ま

す
。森

吉
山
ダ
ム
広
報
館
、
愛
称
〈
モ
リ

ト
ピ
ア
〉
は
２
０
０
２
年
（
平
成
14
）
か

ら
２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
ま
で
の
５
年

間
で
20
万
人
の
来
館
者
数
を
達
成
し
て

い
ま
す
。
ま
ち
な
か
の
河
川
学
習
館
で

も
年
間
１
万
〜
２
万
人
来
れ
ば
上
々
と



が
時
間
差
で
二
ツ
井
に
到
達
。
泥
流
と

と
も
に
流
木
や
河
川
敷
に
捨
て
て
あ
っ

た
家
電
機
器
な
ど
も
ど
ん
ど
ん
流
さ
れ

て
き
て
、
事
の
重
大
さ
を
悟
っ
た
そ
う

で
す
。

前
夜
の
懇
親
会
で
盛
り
上
が
っ
た
だ

け
に
、
残
念
無
念
。
カ
ヌ
ー
に
乗
り
に

ま
た
来
る
こ
と
を
約
束
し
て
、
お
別
れ

し
ま
し
た
。

午
前
７
時
５
分
に
出
さ
れ
た
注
意
体

制
は
９
時
10
分
に
は
警
戒
体
制
に
、
そ

の
後
11
時
50
分
に
は
非
常
体
制
に
ま
で

な
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
川
の
光
景
を
目

に
し
た
の
は
、
初
め
て
で
す
。
日
頃
な

か
な
か
気
づ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

非
常
時
に
は
、
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
対

策
に
当
た
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
経
験
で

し
た
。
水
害
を
治
め
る
こ
と
の
難
し
さ

を
実
感
し
た
川
巡
り
と
な
り
ま
し
た
。

ブ
ナ
林
を
ご
案
内
い
た
だ
く
予
定
だ

っ
た
伊
藤
徳
治
さ
ん
に
は
、
雨
で
道
路

が
分
断
さ
れ
た
岳
岱
自
然
観
察
教
育
林

の
代
わ
り
に
、
仁
鮒
水
沢

に
ぶ
な
み
ず
さ
わ

ス
ギ
植
物
群

落
保
護
林
に
連
れ
て
行
っ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

イ
ヌ
ワ
シ
（
米
代
川
）
は
、
ぼ
く
た
ち

に
左
翼
（
秋
田
杉
）
だ
け
で
右
翼
（
白
神
山

地
）
を
見
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

右
翼
を
見
て
、
川
か
ら
川
を
眺
め
る
た

め
に
、
米
代
川
を
是
非
再
訪
し
た
い
と

思
い
ま
す
。取

材：

２
０
１
３
年
８
月
７
〜
10
日
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い
う
状
況
の
中
、
山
間
部
で
あ
り
な
が

ら
年
平
均
４
万
人
と
い
う
の
は
驚
異
的

な
数
で
す
。

水
質
、
騒
音
・
振
動
、
道
路
交
通
等

多
方
面
に
わ
た
る
影
響
を
未
然
に
防
止

す
る
た
め
、
地
元
住
民
に
よ
る
工
事
環

境
保
全
住
民
モ
ニ
タ
ー
を
設
置
し
た
り
、

森
吉
山
ダ
ム
管
理
支
所
で
は
、
モ
リ
ト

ピ
ア
以
外
に
も
一
般
市
民
と
の
距
離
を

縮
め
る
努
力
を
続
け
て
い
ま
す
。
ソ
フ

ト
ま
で
含
め
た
施
設
運
用
の
お
手
本
と

し
て
、
お
お
い
に
見
習
い
た
い
と
こ
ろ

で
す
。

表
情
を
一
変
さ
せ
る
川
を
知
る

今
年
の
梅
雨
明
け
は
、
関
東
甲
信
地

方
が
７
月
６
日
ご
ろ
と
か
な
り
早
か
っ

た
の
で
す
が
、
東
北
地
方
北
部
で
は
逆

に
８
月
10
日
ご
ろ
と
か
な
り
遅
く
な
り

ま
し
た
。

川
を
水
面
か
ら
眺
め
よ
う
、
と
い
う

こ
と
で
、
前
回
同
様
〈
カ
ヌ
ー
シ
ー
ダ

秋
田
〉
と
二
ツ
井
町
観
光
協
会
の
カ
ヌ

ー
工
房
の
み
な
さ
ん
が
、
ぼ
く
た
ち
の

到
着
を
手
ぐ
す
ね
引
い
て
待
っ
て
い
て

く
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
上
流
の
大
館

市
で
は
夜
半
か
ら
雷
鳴
が
轟
く
大
雨
。

上
流
に
い
る
ぼ
く
た
ち
は
「
と
て
も

カ
ヌ
ー
は
無
理
だ
」
と
思
っ
て
い
ま
し

た
が
、
二
ツ
井
に
は
雨
も
降
っ
て
い
な

い
し
、
川
の
水
も
変
わ
り
な
い
の
で
、

漕
ぎ
出
し
て
試
走
し
た
り
し
て
い
た
そ

う
で
す
。
と
こ
ろ
が
上
流
に
降
っ
た
雨

右ページ上から：きみまち阪の上から、二ツ井の狭窄
部を見学。米代川が抱えるようにしているのが七座

（ななくら）連山／大湯環状列石には、大量の石英閃緑
ひん岩でサークルがつくられていた／縄文式土器／土
器につける文様のもとになった縄目。
左ページ上段左から：カヌーシーダ秋田のみなさんの
手づくりカヌー／米代川に漕ぎ出せずにガッカリする
メンバー。2段目左から：手づくりの救命ボートも用意
されている。／コーディネーターとしてご尽力いただ
いた笹木綱彦さん／カヌーシーダ秋田会長の小林勉さ
ん／二ツ井町観光協会会長の成田正文さん／伊藤徳治
さんの足下にひたひたと増水する米代川の水。
最下段左：カヌーシーダ秋田の小林会長が、つくり方
を実演。板と板を合わせる部分の加工を見せてくれた。
最下段右：上流に降った雨が、泥流となって時間差で
二ツ井に到達。
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里川文化塾
詳細はHPで公開しています。

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

暮らしとかかわるすべての水循環の経路を、私たちのセンタ
ーでは「里川」と呼んでいます。
いろいろな里川を発見しその価値を身近に感じたい！　とい
うことで、2011年度からスタートした〈里川文化塾〉。「野草
探しから草木染め＆ガサガサ体験」（7月21日）と「大久保長
安—八王子治水とまちづくり」（9月7日）のご報告です。

第14回里川文化塾　大久保長安—八王子の治水とまちづくり
会期：2013年9月7日（日）9：30～16：00

フィールドワーク：集合 9：30　JR西八王子駅

ワークショップ：13：00〜　八王子市芸術文化会館〈いちょうホール〉

プログラムリーダー：賀川一枝 機関誌『水の文化』編集長

ナビゲーター：福島忠治さん 大久保長安の会　　

吉田美江さん 高尾山とんとんむかし語り部の会

鈴木泰さん 浅川流域市民フォーラム、大久保長安の会　　

ゲスト：諏訪祥子さん 浅川流域市民フォーラム

八王子は、大久保長安（1545〜1613

年）が家康の関東入府に伴い、武蔵国八

王子の所領を浅川の氾濫を防ぐことで、

宿場町として興したまちです。午前中は、

長安が行なった治水の履歴を歩きました。

長安は全国の金銀山の統轄や、関東に

おける交通網の整備など、江戸幕府の基

盤整備に大きな働きをなした人物ですが、

死後、不正蓄財の嫌疑がかけられて存在

自体が抹殺されていました。没後400年

の記念の年である今年、八王子でも知る

人が少なかった長安を、八王子のまちづ

くりの核にしようという動きが高まって

います。午後は、地元のみなさんからそ

んな長安への想い、八王子の魅力につい

てうかがい、地域活動における〈宝の掘

り起こし〉について学びました。

10月18日（金）「拡がる雨水利用」
11月18日（金）「木版画の魅力と和紙を知ろう」

2013年は、以下の里川文化塾を準備中です。詳細はHPでお知らせしています。

第13回里川文化塾　野草探しから草木染め＆ガサガサ体験
会期：2013年7月21日（日）10：00～15：00

フィールド：多摩川河川敷「とどろき水辺の楽校」フィールド

プログラムリーダー：前川 太一郎 ライター・編集者

ナビゲーター：鈴木 眞智子さん NPO法人とどろき水辺 理事・事務局

榎本 正邦さん 環境学習指導家　えのきん事務所代表

全長138km、流域面積1240km²の一級河川

多摩川は、江戸時代から人の暮らしを支える

大切な川でしたが、高度成長期に水質が悪化

し、生きものが激減。下水道整備などによっ

て水質が改善された多摩川で、お子さんも参

加して川に親しんでもらえる企画です。

まずは河川敷で〈雑草〉をじっくり観察し

てから草木染めに挑戦。採取したばかりの草

ではうまく染まらないため、予め準備してい

ただいたイタドリとヨモギを使いました。

午後は全員でゴミ拾いをしたあと、〈ガサ

ガサ体験〉。ガサガサとは、川と岸の境目に

ある草むらのこと。水生生物にとっては身を

守るかっこうの隠れ家であり、産卵場所です。

一番多かったのが、なんとウシガエルのオタ

マジャクシで、人間の都合で持ち込まれた外

来種が日本の固有種を駆逐してしまう危険性

を実感。生態系を守る難しさを学びました。
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■水の文化46号予告

特集「都市的農業」（仮）

消費地近郊にあるという強みや、稲作単一で

はなく多品種小ロットが特色の生産形態を

〈都市的農業〉ととらえました。〈都市的農業〉

は、農業に新風を吹き込むことができるので

しょうか。

『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。

里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽しめる内容です。
今年度の企画についても、詳細は順次ホームページでご案内します。ご注目
ください。

編
集
後
記

◆
夏
に
雪
の
取
材
。
資
料
館
の
か
ま
く
ら
に
入
り
、
利
雪
住
宅
の
雪
貯
蔵
庫

に
も
。
季
節
感
は
な
く
な
り
ま
す
が
、
雪
が
年
中
活
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
雪
国

育
ち
で
良
い
思
い
出
が
少
な
い
私
も
有
益
だ
と
思
い
直
し
た
企
画
で
し
た
。
も

っ
と
広
く
知
っ
て
ほ
し
い
と
取
材
し
て
き
ま
し
た
。（
後
）

◆
豪
雪
地
域
に
は
落
雪
飛
距
離
早
見
表
と
い
う
の
が
存
在
す
る
ら
し
い
が
、

雪
の
降
る
地
域
の
苦
労
が
そ
れ
で
わ
か
る
。
雪
お
ろ
し
や
雪
か
き
、
雪
崩
や
落

雪
な
ど
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
も
多
い
雪
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
利
雪
が
大
き
な
プ
ラ

ス
に
感
じ
る
と
思
う
。
実
際
夏
場
の
利
雪
住
宅
は
快
適
そ
の
も
の
だ
っ
た
。（
新
）

◆
日
本
の
雪
国
は
世
界
で
も
特
殊
な
環
境
で
あ
る
こ
と
を
、
ス
タ
ッ
ド
レ
ス

タ
イ
ヤ
の
開
発
史
を
通
じ
て
知
っ
た
。
過
酷
な
環
境
だ
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
知

恵
や
、
そ
の
苛
酷
さ
を
ど
う
に
か
プ
ラ
ス
に
転
じ
よ
う
と
す
る
前
向
き
な
情
熱

も
、
大
い
な
る
「
雪
の
恵
み
」
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。（
松
）

◆
雪
を
テ
ー
マ
に
し
た
い
と
何
年
も
思
い
続
け
た
。
学
生
時
代
雪
山
に
こ
も

っ
て
い
た
身
と
し
て
は
、
少
し
は
雪
と
の
距
離
が
身
近
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
雪
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
も
な
る
と
は
。
新
し
い
雪
の
発
見
で
あ
っ
た
。

今
年
も
ま
も
な
く
雪
の
シ
ー
ズ
ン
。
初
滑
り
は
い
つ
に
し
よ
う
か
。（
ゆ
）

◆
「
豪
雪
地
帯
に
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
人
が
住
む
の
は
日
本
だ
け
」
と
い
う

話
が
印
象
深
か
っ
た
。
地
域
差
は
あ
る
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
雪
は
、
や
は
り

暮
ら
し
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
も
の
な
の
だ
と
思
う
。
育
ま
れ
て
き
た
「
雪
の
文

化
」
を
、
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。（
原
）

◆
秋
田
で
の
２
回
の
取
材
で
は
、
ど
ち
ら
も
新
幹
線
が
不
通
に
な
る
と
い
う

事
態
に
見
舞
わ
れ
、
自
然
の
力
に
対
す
る
文
明
の
利
器
の
無
力
さ
を
痛
感
し
た
。

そ
の
力
を
恵
み
と
捉
え
て
利
用
す
る
手
立
て
が
各
地
で
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、

便
利
な
東
京
か
ら
頭
だ
け
で
考
え
る
こ
と
の
無
意
味
さ
も
思
い
知
っ
た
。（
力
）

◆
魚
沼
市
の
雪
室
冷
房
取
材
は
暑
い
暑
い
８
月
で
し
た
。
ま
る
で
川
辺
の
風

の
よ
う
な
、
あ
の
優
し
い
涼
し
さ
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
東
京
で
同
じ
こ
と
を

す
る
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
も
自
然
の
恵
み
を
何
か
暮
ら
し
に
生
か

そ
う
と
、
菜
園
で
雨
水
利
用
を
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。（
麻
）

◆
冷
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
蒙
を
啓
か
れ
た
。
小
水
力
発
電
と
同
じ
、
地
域
密

着
・
分
散
型
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
雪
山
を
見
る
と
、
黄
金
の

山
に
見
え
て
く
る
か
ら
現
金
な
も
の
だ
。
金
銭
価
値
や
石
油
の
節
約
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
快
適
な
と
こ
ろ
も
ス
テ
キ
。
Ｇ
Ｏ
！
Ｇ
Ｏ
！
雪
国
。（
賀
）

水の文化 
Information



表紙上：どこからどこまでが誰の土地かわからない、新潟県上越市の田んぼ。汚れなき雪に、一筋の足跡。美しいものはやはり人を
感動させる。雪が持つ潜在力を発掘して、恵みに転じることができたら何よりだ。

表紙下：秋田・横手のかまくら。寒くて暗い冬だからこそ、寄り添って明かりを囲むひとときが有り難い。

裏表紙上：2月の上越市安塚区の除雪風景。莫大な降雪に見舞われる特別豪雪地帯の安塚だが、この雪を資源に変えようという新し
い取り組みが始まっている。

裏表紙下：大地主の川上善兵衛は、農民救済のために荒れ地でも育つブドウに着目。1890年（明治23）現在の上越市に岩の原葡萄園
を創業し、ワインの醸造方法と品種改良に工夫を凝らし、日本ワイン製造の礎を築いた。写真左から、当時としてはきわめ
て珍しい低温発酵を可能にした二号石蔵（1898年〈明治31〉）のエントランス／雪室貯蔵の伝統を近代的なシステムにも受
け継いでいる／二号石蔵は2005年（平成17）に復刻され、現役で稼働中。雪室の様子を覗く窓が壁に設けられている。
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