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裏表紙上：針江集落の中心を流れる針江
大川で泳ぐ少年。こうした水辺はとても貴重
だ（撮影：鈴木拓也） 下：用水路を利用して
電力を生み出す「らせん型水車 2 号機」。
水によるエネルギーは地域おこしに用いら
れている（撮影：藤牧徹也） 

表紙：命を支える清らかな
水。この水の循環を保つ
には、さまざまな取り組み
と一人ひとりの心がけが
必要なのだろう

（撮影：鈴木拓也）
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Message

　

１
９
９
９
年
に
開
始
し
た
ミ
ツ

カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活
動

も
本
年
で
20
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

当
セ
ン
タ
ー
が
今
日
ま
で
活
動
を

続
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
も
、

ひ
と
え
に
皆
様
か
ら
の
ご
支
援
、

ご
指
導
あ
っ
て
の
こ
と
と
、
深
く

感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

　

ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ
は
、
文
化

元
年
（
１
８
０
４
年
）
創
業
当
初
か
ら
、

良
質
な
醸
造
酢
を
つ
く
る
た
め
に
、

水
道
を
敷
設
し
、
廻
船
で
尾
張
半

田
か
ら
江
戸
ま
で
食
酢
を
運
ぶ
な

ど
、
水
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た

「
水
」
の
恩
恵
を
受
け
、「
水
」
に

よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
き
た
企
業
と

し
て
、「
水
」
を
テ
ー
マ
と
し
た

社
会
貢
献
活
動
を
行
う
こ
と
と
し
、

１
９
９
９
年
に
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文

化
セ
ン
タ
ー
を
設
立
い
た
し
ま
し

た
。

　

人
の
営
み
に
は
、
常
に
「
水
」

が
関
係
し
て
お
り
、
人
は
あ
る
と

き
に
は
「
水
」
と
闘
い
、
あ
る
と

き
に
は
「
水
」
と
共
生
し
な
が
ら
、

自
ら
の
暮
ら
し
を
つ
く
り
上
げ
て

き
ま
し
た
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、

こ
の
人
と
水
と
の
か
か
わ
り
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
、
こ

う
し
た
生
活
様
式
を
「
水
の
文
化
」

と
捉
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
さ
ま

ざ
ま
な
研
究
活
動
や
情
報
交
流
活

動
を
通
じ
て
「
水
の
大
切
さ
」
を

お
知
ら
せ
し
、
水
に
関
す
る
意
識

向
上
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
、

活
動
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

当
セ
ン
タ
ー
は
設
立
以
来
、
機

関
誌
『
水
の
文
化
』
の
発
行
、
水

に
か
か
わ
る
生
活
意
識
調
査
か
ら

始
ま
り
、
生
活
者
向
け
イ
ベ
ン
ト

の
企
画
・
運
営
な
ど
、
水
の
現
場

を
巡
っ
て
体
験
し
、
水
と
人
と
の

か
か
わ
り
を
よ
り
身
近
に
感
じ
て

も
ら
え
る
活
動
へ
と
幅
を
広
げ
て

き
ま
し
た
。

　

水
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
や

人
々
の
意
識
に
目
を
移
す
と
、
水

を
巡
る
状
況
は
こ
の
20
年
で
大
き

く
変
化
し
て
い
ま
す
。
世
界
的
に

も
資
源
や
リ
ス
ク
の
観
点
で
水
に

対
し
て
ま
す
ま
す
関
心
が
高
ま
っ

て
い
ま
す
。
国
内
で
は
地
下
水
が

「
持
続
可
能
な
共
有
資
源
」
と
定

め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
水
辺

利
用
の
規
制
緩
和
に
よ
り
水
と
と

も
に
あ
る
暮
ら
し
へ
の
関
心
が
高

ま
る
一
方
、
東
日
本
大
震
災
に
よ

る
津
波
被
害
や
昨
今
頻
発
す
る
豪

雨
被
害
に
よ
り
、
水
の
「
脅
威
と

し
て
の
側
面
」
も
強
く
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー

の
活
動
は
決
し
て
派
手
な
も
の
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
社
会
環
境
の
変
化
を
捉

え
な
が
ら
、「
水
の
大
切
さ
」
を

お
知
ら
せ
し
、
水
に
関
す
る
意
識

向
上
を
図
る
と
い
う
設
立
当
初
か

ら
の
目
的
か
ら
ぶ
れ
る
こ
と
な
く
、

今
後
も
着
実
に
続
け
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ
に
は
、「
や

が
て
、
い
の
ち
に
変
わ
る
も
の
。」

と
い
う
グ
ル
ー
プ
ビ
ジ
ョ
ン
・
ス

ロ
ー
ガ
ン
が
あ
り
ま
す
。
人
の
い

の
ち
の
源
で
あ
る
食
品
を
つ
く
っ

て
い
る
と
い
う
誇
り
と
責
任
。
そ

ん
な
想
い
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
ば

で
す
。
当
社
が
つ
く
る
食
品
に
は

た
く
さ
ん
の
水
が
使
わ
れ
て
お
り
、

水
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
日
々
新

た
に
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
秋
に
ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ

が
発
表
し
ま
し
た
「
未
来
ビ
ジ
ョ

ン
宣
言
」
の
中
に
も
こ
の
想
い
は

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
自
然
を

敬
い
、
自
然
に
学
び
、
自
然
が
生

み
出
す
い
の
ち
を
育
む
こ
と
に
貢

献
す
る
」
と
い
う
宣
言
は
、
ミ
ツ

カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
の
活
動

と
し
て
脈
脈
と
20
年
間
積
み
重
ね

て
き
た
こ
と
を
今
後
も
地
道
に
続

け
て
い
く
こ
と
、
そ
し
て
更
に
広

げ
て
い
く
こ
と
も
意
味
し
て
お
り

ま
す
。
実
際
に
、
ミ
ツ
カ
ン
グ

ル
ー
プ
の
「
水
」
に
か
か
わ
る
活

動
は
日
本
ば
か
り
で
な
く
、
イ
ギ

リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
拠
点
に
も
広

が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー

は
今
後
と
も
皆
様
と
と
も
に
歩
ん

で
参
り
ま
す
。
引
き
続
き
ご
支
援
、

ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、

宜
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー 

代
表　

中
埜 

和
英

ご
挨
拶

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
設
立
20
周
年 

60
号
発
行
に
あ
た
り

水の文化 60号 2



Message

Taikan Oki
東京大学国際高等研究所
サステイナビリティ学連携研究機構 教授

「
水
の
文
化
」
が
産
声
を
上
げ
た
１
９
９
９
年
、
私
た
ち

は
２
０
０
０
年
問
題
や
ノ
ス
ト
ラ
ダ
ム
ス
の
大
予
言
に
怯お
び

え
つ
つ
も
「
夢
の
21
世
紀
」
の
到
来
を
期
待
し
て
い
た
。

携
帯
電
話
の
普
及
率
が
よ
う
や
く
７
割
程
度
に
な
っ
た

ば
か
り
で
当
然
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
な
く
、デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
は
ま
だ
黎
明
期
だ
っ
た
。
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

普
及
率
も
ま
だ
３
割
で
、
原
稿
の
や
り
と
り
は
メ
ー
ル
で

は
な
く
Ｆａｘ
や
郵
送
が
主
流
だ
っ
た
。
長
良
川
河
口
堰

問
題
な
ど
を
受
け
１
９
９
７
年
の
河
川
法
改
正
で
河
川

環
境
の
整
備
と
保
全
が
河
川
管
理
の
目
的
と
な
る
一
方

で
、
同
じ
年
、
諫
早
湾
の
潮
受
け
堤
防
の
水
門
は
閉
じ

ら
れ
た
。

あ
れ
か
ら
20
年
。
一
人
当
た
り
の
生
活
用
水
使
用
量

は
１
９
９
０
年
代
後
半
の
３
２
２
Ｌ
／
日
を
ピ
ー
ク
に
今

で
は
２
８
０
Ｌ
／
日
程
度
に
ま
で
減
少
す
る
一
方
、
需
要

主
導
型
の
水
資
源
開
発
か
ら
リ
ス
ク
管
理
型
の
水
の
安

定
供
給
が
目
指
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
。
２
０
０
８
年
を

ピ
ー
ク
と
し
て
日
本
の
人
口
も
減
り
は
じ
め
、
水
イ
ン
フ

ラ
の
持
続
可
能
性
が
大
い
に
懸
念
さ
れ
る
。こ
の
と
こ
ろ

毎
年
の
様
に
日
本
各
地
で
水
害
が
生
じ
、
２
０
１
８
年
は

災
害
的
な
猛
暑
に
見
舞
わ
れ
る
な
ど
、
気
候
変
動
の
悪

影
響
も
徐
々
に
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
。

世
界
に
目
を
向
け
る
と
、中
国
や
イ
ン
ド
の
経
済
発
展

に
伴
い
、
安
全
な
飲
み
水
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
人
口
割

合
は
半
減
以
下
と
な
り
、
水
に
関
す
る
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発

目
標
は
達
成
さ
れ
た
。
持
続
可
能
な
開
発
目
標
に
も
水

の
目
標
は
掲
げ
ら
れ
、世
界
の
水
を
め
ぐ
る
状
況
は
さ
ら

な
る
改
善
を
目
指
し
て
い
る
。

新
し
い
も
の
に
は
興
味
を
惹
か
れ
る
が
馴
染
み
が
な
い

と
危
険
だ
と
感
じ
る
、利
益
は
早
く
確
定
し
た
が
る
の
に

嫌
な
こ
と
や
損
失
の
確
定
は
つ
い
先
延
ば
し
に
し
て
し
ま

う
な
ど
、
頭
で
は
わ
か
っ
て
い
て
も
必
ず
し
も
合
理
的
な

行
動
を
私
た
ち
は
選
択
し
な
い
。「
水
は
こ
こ
ろ
に
も
い

い
」
と
サ
ン
＝
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
「
星
の
王
子
様
」
が
述
べ
て

い
る
通
り
、
私
た
ち
の
心
と
水
と
は
深
く
つ
な
が
っ
て
い

て
、
そ
の
つ
な
が
り
が
水
の
文
化
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な

水
の
問
題
を
解
決
す
る
に
も
、「
智
者
楽
水
」
で
水
を
楽

し
む
に
も
、
水
の
文
化
の
深
い
理
解
が
欠
か
せ
な
い
。

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
の
ま
す
ま
す
の
奮
闘
に

期
待
し
て
い
る
。

20周年を迎えて――アドバイザーからのメッセージ

沖 

大
幹

セ
ン
タ
ー
発
足
20
周
年
に
寄
せ
て

20周年を迎えて――アドバイザーからのメッセージ3



Message
Message

Kunio Koga
古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会

人
間
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
は
、
水
と
食
糧
と
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
確
保
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
確
保
の
た
め
に
、水

戦
争
、
穀
物
戦
争
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
争
さ
え
起
こ
っ
て
い

る
。
こ
の
三
つ
の
物
資
の
持
続
的
、安
定
的
な
供
給
確
保

が
国
家
の
安
全
保
障
に
つ
な
が
る
。
そ
の
な
か
で
も
水
の

優
位
性
は
、水
か
ら
農
業
用
水
と
し
て
の
食
糧
生
産
、水

力
発
電
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産
が
可
能
で
あ
る
点

に
あ
る
。

　

水
の
循
環
を
考
え
る
と
、
海
か
ら
蒸
発
し
た
水
蒸
気

が
雨
と
な
り
、
川
へ
流
れ
、
植
物
、
魚
族
を
育
て
、
ま
た

海
へ
戻
る
「
自
然
的
水
循
環
」、
川
に
ダ
ム
や
堰
や
導
水

路
を
造
り
、
治
水
や
利
水
で
も
っ
て
人
間
の
た
め
に
利
用

す
る
「
社
会
的
水
循
環
」、
お
祭
り
や
雨
乞
い
な
ど
の
伝

統
的
な
行
事
の「
文
化
的
水
循
環
」の
三
つ
が
あ
る
。
水

は
多
く
て
も
少
な
す
ぎ
て
も
生
活
や
生
産
活
動
に
重
大

な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。
今
夏
の
西
日
本
豪
雨
（
平
成
30
年

７
月
豪
雨
）
で
は
、
水
と
食
糧
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
確
保
が

大
混
乱
を
起
こ
し
た
。

　

河
川
災
害
シ
ン
ポ
の
際
、河
川
学
者
に
「
水
害
は
な
ぜ

起
こ
る
の
か
」
と
聞
く
。「
そ
れ
は
大
雨
が
降
り
、
許
容

範
囲
外
の
災
害
と
な
る
か
ら
だ
」。
ま
た
、「
土
砂
災
害
は

ど
う
し
た
ら
防
げ
る
の
か
」
と
質
問
す
る
。「
土
砂
災
害

は
防
ぎ
よ
う
が
な
い
、
す
ぐ
逃
げ
な
さ
い
」
と
。
最
近
は

こ
の
二
つ
の
現
象
に
加
え
て
、
土
砂
の
崩
壊
に
伴
う
流
木

の
被
害
が
目
立
つ
。

　

今
夏
の
西
日
本
豪
雨
は
、
広
島
県
、
岡
山
県
、
愛
媛

県
な
ど
に
被
害
を
及
ぼ
し
た
。
最
近
の
水
害
は
、２
０
１

７
年
に
平
成
29
年
７
月
九
州
北
部
豪
雨
、
２
０
１
６
年
８

月
に
北
海
道
・
東
北
台
風
豪
雨
、
２
０
１
５
年
に
は
平
成

27
年
９
月
関
東
・
東
北
豪
雨
で
鬼
怒
川
が
氾
濫
、
２
０
１

４
年
に
平
成
26
年
８
月
豪
雨
で
広
島
市
に
土
砂
災
害
が

起
こ
っ
た
。地
球
温
暖
化
に
よ
り
毎
年
の
よ
う
に
災
害
が

生
じ
て
い
る
。
そ
の
対
策
が
追
い
付
か
な
い
。
ハ
ー
ド
対

策
は
予
算
と
時
間
が
か
か
る
。至
る
と
こ
ろ
に
災
害
の
碑

が
建
立
さ
れ
、警
告
す
る
。
ソ
フ
ト
対
策
の
充
実
を
図
り
、

ま
た
、浸
水
し
な
い
都
市
計
画
の
見
直
し
も
必
要
で
あ
ろ

う
。

『
水
の
文
化
』
は
水
と
人
の
か
か
わ
り
方
を
追
究
し
、20

年
を
経
た
。
地
球
温
暖
化
の
加
速
に
よ
り
水
問
題
は
続

く
し
、
三
つ
の
水
循
環
も
変
化
す
る
だ
ろ
う
。『
水
の
文

化
』
は
よ
り
よ
い
水
循
環
を
図
り
、水
を
守
り
、人
を
守

る
役
割
を
も
つ
。
こ
れ
か
ら
も
大
い
に
期
待
し
た
い
。

古
賀 

邦
雄

三
つ
の
水
循
環
を
考
え
る

水の文化 60号 4



Message

Hidenobu Jinnai
法政大学特任教授

東
日
本
大
震
災
が
引
き
起
こ
し
た
津
波
に
よ
る
三
陸

海
岸
の
都
市
、
集
落
の
大
被
害
、
そ
し
て
こ
の
た
び
の
西

日
本
豪
雨
に
よ
る
各
地
で
の
甚
大
な
る
被
害
は
、特
に
水

の
怖
さ
の
面
を
際
立
た
せ
た
。
怖
さ
を
知
っ
た
う
え
で
、

歴
史
の
経
験
、
知
恵
を
活
か
し
な
が
ら
都
市
や
地
域
を
つ

く
る
こ
と
の
大
切
さ
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。

水
を
巡
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
動
き
は
も
ち
ろ
ん
た
く
さ
ん

あ
っ
た
。
日
本
の
都
市
の
歴
史
が
い
か
に
水
と
深
く
か
か

わ
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
認
識
は
、
こ
の
20
年
の
間
に
大

い
に
深
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
京
、
大
阪
、
京
都
を
は

じ
め
、
全
国
の
都
市
や
集
落
で
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の

調
査
研
究
が
進
展
し
た
。
桐
生
の
絹
織
物
産
業
も
、
水

車
が
無
数
に
可
動
す
る
水
の
都
市
だ
か
ら
こ
そ
発
展
で

き
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
。
東
京
で
い
え
ば
、
河
川
・
掘ほ
り

割わ
り

が
巡
る
下
町
だ
け
で
は
な
く
、
山
の
手
、
武
蔵
野
、
多

摩
ま
で
含
め
て
水
の
都
市
、水
の
地
域
と
い
う
認
識
が
深

ま
り
、
同
時
に
、
東
京
を
水
循
環
都
市
と
し
て
捉
え
直

し
、そ
の
水
循
環
を
改
善
す
る
た
め
の
方
策
を
検
討
す
る

動
き
も
強
ま
っ
て
い
る
。

国
土
交
通
省
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
か
ら
生
ま
れ
全
国
展
開

し
て
い
る
ミ
ズ
ベ
リ
ン
グ
の
運
動
は
、
従
来
の
河
川
、
水

辺
空
間
に
関
す
る
活
動
の
多
く
が
自
然
環
境
の
視
点
を

中
心
に
展
開
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
都
市
内
の
水
の
空
間

を
舞
台
と
し
、
文
化
、
ま
ち
づ
く
り
、
商
業
活
性
化
へと

つ
な
げ
、
各
地
に
自
由
な
発
想
の
活
動
を
生
み
出
し
て
い

る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
川
づ
く
り
が
景
観
づ
く
り
に
、そ

し
て
ま
ち
づ
く
り
へ
つ
な
が
り
は
じ
め
た
の
が
、こ
の
20
年

だ
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
か
ら
は
何
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。

日
本
独
自
の
水
と
人
の
関
係
、聖
な
る
場
所
と
し
て
の

水
の
空
間
な
ど
、ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
ざ
る
面
が
た
く
さ
ん

あ
り
、『
水
の
文
化
』
で
も
、
そ
れ
を
発
掘
し
、
意
味
づ

け
て
、今
後
の
地
域
の
環
境
づ
く
り
の
大
き
な
方
向
づ
け

を
し
て
ほ
し
い
。
東
京
を
見
て
い
て
も
感
じ
る
、
日
本
の

都
市
や
地
域
に
お
け
る
水
資
源
の
多
様
さ
、水
循
環
シ
ス

テ
ム
の
お
も
し
ろ
さ
、
そ
れ
を
活
か
し
た
近
世
の
都
市
づ

く
り
の
歴
史
的
経
験
の
集
積
な
ど
を
全
国
展
開
し
て
描

き
出
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
代
表
と
し
て
、
各
地
の
城
下
町

が
い
か
に
水
を
巧
み
に
巡
ら
し
、
防
御
、
舟
運
、
生
活
用

水
、
信
仰
、
庭
園
、
遊
び
の
文
化
な
ど
の
多
方
面
に
わ

た
っ
て
独
自
の
し
く
み
を
つ
く
り
上
げ
た
か
。
そ
れ
を
シ

リ
ー
ズ
で
紹
介
す
る
よ
う
な
企
画
を
ぜ
ひ
、実
現
し
て
ほ

し
い
。諸

外
国
と
比
べ
大
い
に
見
劣
り
す
る
の
が
、
舟
運
の
衰

退
で
あ
る
。
東
京
の
よ
う
な
大
都
市
内
の
舟
運
、
瀬
戸

内
内
部
の
港
相
互
、
島
相
互
を
結
ぶ
舟
運
、
内
陸
河
川

の
舟
運
な
ど
、行
政
側
の
思
い
切
っ
た
発
想
の
転
換
が
求

め
ら
れ
る
。

陣
内 

秀
信

こ
の
20
年
を
振
り
返
っ
て

20周年を迎えて――アドバイザーからのメッセージ

20周年を迎えて――アドバイザーからのメッセージ5



Message
Message

Hiroyuki Torigoe
大手前大学学長

水
を
文
化
と
い
う
視
点
か
ら
と
り
あ
げ
る
と
い
う
こ

と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
文
化
の
本
質
が
人
間

の
価
値
観
と
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
「
清
浄
な
水
が
望
ま
し
く
、水
を
汚
し
て
は
い

け
な
い
」と
い
う
価
値
観
。
具
体
的
に
は
本
号
の
18
～
23

頁
の
滋
賀
県
針
江
集
落
に
そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

「
生
活
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
水
を
汚
す
」
と
い
う

こ
と
な
の
で
、
そ
こ
で
技
術
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
課
題

に
対
応
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
な
ル
ー
ル
も

決
め
ら
れ
る
。
そ
の
ル
ー
ル
も
ま
た
規
範
と
い
う
社
会
的

文
化
を
形
成
す
る
。

伝
統
的
に
は
子
ど
も
た
ち
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
水
の
使

い
方
の
ル
ー
ル
を
厳
し
く
し
つ
け
ら
れ
た
。
水
と
の
つ
き

あ
い
方
が
人
間
と
し
て
の
生
き
方
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
も
、

自
然
と
し
て
の
水
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
る
わ
れ
わ
れ
現
代
人

に
は
ピ
ン
と
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
き
れ
い
な
水
を
守
る
こ

と
が
ど
れ
ほ
ど
必
死
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
例
を
、

二
つ
の
話
で
示
そ
う
と
思
う
。

一
つ
は
ソ
ビ
エ
ト
体
制
下
に
あ
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
で
の
１
９

９
０
年
の
話
。
ウ
ラ
ン
バ
ー
ト
ル
の
北
西
に
フ
ブ
ス
グ
ル
湖

と
い
う
美
し
い
湖
が
あ
り
、
そ
の
す
ぐ
傍
で
リ
ン
鉱
山
の

開
発
を
す
る
こ
と
を
当
時
の
共
産
主
義
政
党
が
決
定
し

た
。
湖
の
汚
染
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
と
き
党
機
関
紙

の
編
集
長
が
深
夜
に
記
事
を
書
き
換
え「
母
な
る
フ
ブ
ス

グ
ル
湖
が
今
、
死
刑
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
見

出
し
の
記
事
を
掲
載
し
た
。
そ
れ
を
受
け
て
モ
ン
ゴ
ル
大

学
の
学
生
た
ち
が
市
の
中
央
広
場
に
決
死
の
座
り
込
み

を
し
、例
外
的
に
開
発
は
見
送
ら
れ
た
。
こ
の
編
集
長
は

自
分
も
学
生
た
ち
も
死
や
弾
圧
を
覚
悟
し
て
い
た
と
、聞

き
取
り
調
査
で
語
っ
て
く
れ
た
。

も
う
一
つ
は
中
米
グ
ア
テ
マ
ラ
で
の
話
。
１
９
９
６
年
、

政
府
と
ゲ
リ
ラ
と
の
間
で
多
数
の
死
者
を
出
し
た
内
戦

が
終
わ
っ
た
。
政
府
と
ゲ
リ
ラ
と
は
、
政
府
側
ス
ペ
イ
ン

系
の
人
た
ち
と
地
元
マ
ヤ
の
人
た
ち
と
の
対
立
の
構
図
で

あ
る
。
平
和
が
訪
れ
た
と
き
、
マ
ヤ
の
人
た
ち
が
い
ま
な

す
べ
き
こ
と
は
何
か
、
と
話
し
合
い
、
わ
れ
わ
れ
の
誇
り

で
あ
る
ア
テ
ィ
ト
ラ
ン
湖
を
守
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と

で
、環
境
社
会
学
者
で
あ
る
私
が
呼
ば
れ
た
。
首
都
グ
ア

テ
マ
ラ
・
シ
ティ
で
の
講
演
は
、
ま
ず
ス
ペ
イ
ン
語
に
訳
さ

れ
、
そ
れ
が
マ
ヤ
の
言
葉
に
訳
さ
れ
て
い
く
。
私
は
そ
こ

に
各
地
か
ら
集
っ
た
民
族
衣
装
の
マ
ヤ
の
人
た
ち
、
そ
の

真
剣
に
聞
き
入
る
姿
に
心
を
動
か
さ
れ
た
。

き
れ
い
な
水
を
守
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
生

き
る
姿
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
、
そ
の
と
き
教
え
ら

れ
た
。
私
た
ち
は
伝
統
的
に
必
死
で
き
れ
い
な
水
を
守
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
精
神
を
こ
の
雑
誌
の
根
っ
こ
に

も
っ
て
い
た
い
も
の
だ
。

鳥
越 

皓
之
『
水
の
文
化
』
誌
の
根
っ
こ
に

水の文化 60号 6



Message

Mitsuhiko Nakaniwa
多摩大学経営情報学部事業構想学科教授

　

文
化
へ
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
も
の
は
、
瞬
時
に
変
わ
る

時
も
あ
れ
ば
、ゆ
っ
く
り
と
変
わ
る
時
も
あ
る
。セ
ン
タ
ー

創
設
に
か
か
わ
る
一
方
、地
域
政
策
の
変
化
を
見
つ
め
て

き
た
が
、
こ
の
20
年
間
は
、
大
げ
さ
で
は
な
く
節
目
の
時

期
と
感
じ
る
。

　
一
つ
挙
げ
る
な
ら
、
水
へ
の
「
怖
れ
」
の
変
化
だ
。
ゼ

ロ
年
代
、水
へ
の
畏い

ふ怖
の
象
徴
は
「
た
ま
に
起
き
る
」
豪

雨
・
河
川
氾
濫
だ
っ
た
。
し
か
し
２
０
１
１
年
、
東
日
本

大
震
災
の
津
波
を
目
に
し
、国
民
の
水
へ
の
畏
怖
感
は
変

化
し
た
と
思
う
。
こ
れ
以
降
、国
民
は
よ
り
安
全
を
求
め
、

イ
ン
フ
ラ
投
資
へ
の
異
論
は
後
景
に
退
い
た
。

　

近
年
高
度
成
長
期
の
想
定
を
超
え
た
水
害
が
頻
発
す

る
と
、
水
を
畏
怖
す
る
不
安
が
忍
び
寄
る
。
人
口
減
少

期
の
水
と
の
つ
き
あ
い
方
は
違
う
。
そ
う
思
う
人
々
に

と
っ
て
、
水
文
化
は
自じ

分ぶ
ん

事ご
と

に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
１

９
９
９
年
当
時
と
大
き
く
異
な
る
。

　
こ
の
「
自
分
事
化
」
を
、
私
た
ち
は
ス
マ
ホ
を
通
じ
て

感
じ
て
い
る
。
２
０
０
７
年
に
世
に
出
て
、
い
ま
や
普
及

率
約
70
％
の
ス
マ
ホ
を
見
れ
ば
、
災
害
だ
け
で
は
な
く
日

本
・
世
界
の
水
情
報
も
取
得
で
き
、
発
信
者
も
増
え
た
。

　

水
の
脅
威
の
自
分
事
化
は
、水
と
の
距
離
が
近
く
な
っ

た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、間
に
ス
マ
ホ
が
入
る
。私

た
ち
の
水
文
化
へ
の
情
報
量
は
増
え
て
い
る
が
、
ま
な
ざ

し
＝
解
釈
力
は
深
化
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
水
の
文
化
』
は
、お
も
し
ろ
い
活
動
や
考
え
方
を
、
時

代
の
流
れ
よ
り
少
し
早
く
提
示
し
て
き
た
。
軽
や
か
な

エ
ッ
セ
イ
と
深
い
記
事
だ
。
ス
マ
ホ
で
膨
大
な
情
報
は
得

ら
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
ニ
ュ
ー
ス
発
信
者
の
意
図

ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
解
釈
す
る
た
め
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
情
報
を
提
供
し
て
き
た
の
だ
。

　

今
後
は
、
水
循
環
の
文
化
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の

だ
が
、必
要
と
な
る
の
は
現
在
と
過
去
の
水
文
化
の
解
釈

と
そ
の
貯
蔵
庫
だ
。「
水
と
人
の
か
か
わ
り
づ
く
り
」
と

は
同
時
代
だ
け
で
は
な
く
、未
来
と
過
去
を
つ
な
ぐ
社
会

的
意
義
で
も
あ
る
。
水
文
化
を
自
分
事
に
し
た
い
人
に

と
っ
て
は
、
強
い
味
方
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

貯
蔵
庫
も
多
様
だ
。
資
料
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
。
そ
れ
も

よ
い
が
、
そ
の
場
に
身
を
浸
す
と
水
循
環
の
知
の
来
歴
が

わ
か
る
象
徴
―
―
水
の
文
化
景
観
を
保
全
し
、
つ
く
り
、

新
た
な
価
値
を
生
む
こ
と
も
、大
き
な
役
割
と
思
う
。
ま

な
ざ
し
が
変
わ
れ
ば
、
文
化
景
観
も
変
わ
る
。
こ
の
セ
ン

タ
ー
の
歴
史
は
そ
れ
を
体
現
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

中
庭 

光
彦

水
文
化
へ
の
ま
な
ざ
し
、
文
化
景
観
へ
の
道

20周年を迎えて――アドバイザーからのメッセージ

20周年を迎えて――アドバイザーからのメッセージ7



1999年1月
「ミツカン水の文化センター」設立

機関誌『水の文化』創刊
当センターの設立とともに機関誌『水の文化』
がスタート。「水」のことは右も左もわからない
状態ながらもなんとか創刊へ。

2007年10月　「水にかかわる生活意識調査」を特集
当センターの活動開始に先駆けて、「水にかかわる生活意識調査」
を1995 年より開始。その 13 年間の蓄積を一冊にまとめた特集。

2015年6月　写真をメインに
より多くの読者に親しんでいただけるよう、
写真をメインにした誌面構成に。表紙も
写真を全面にレイアウト。

2016年6月　背表紙を追加
『水の文化』も50 号を超え、本棚に並べたとき
にもすぐにわかるように背表紙を。

2003年2月　初の海外取材に挑戦
毎年のように水に浸かるタイの人々がどのように水と
接しているかを知り、日本の水防意識のもちようを
見直すきっかけとして、海外との比較に挑戦。
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探
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水
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世
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機
関
誌 『
水
の
文
化
』　の
20
年
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20th

2008年11月　10周年記念号
「水」に感謝の意を込めて地道に続けてきた活動が、このとき10 年
を迎えることに。恩恵を受けることも闘うこともある「水」。10 年の節目
として選んだテーマはその水との「共生」。初の増量ページでのお届け。

2005年2月　全ページフルカラー化
これまで表紙以外はモノクロ印刷だったもの
を、海外取材第二弾「オランダ特集」を機に、
全ページをフルカラー印刷に。

2018年11月　20周年記念号
おかげさまで20 年。水にかかわる多くの「人」に支えられてきた機関誌『水の文化』。これま
での「水の文化」に感謝し、これからの「水の文化」の未来に願いを込めた特集「水の守人」。

2002年8月　表紙をリニューアル
10 号まで「研究・報告」を主としていた内容が、11 号からは編集
部が実際に足を運び取材するスタイルに。それに伴い表紙も一新。
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54 号 神話とたたら──出雲の民の暮らしを支えた斐伊川

島根
1

54 号 昆布ロードがもたらした明治維新と食文化
59 号 姶良火山の大噴火が築いた「シラス文化圏」の肝属川
60 号 伝統保存か近代化か

鹿児島
3

11 号 風呂はハレ空間だった
16 号 「遊ぶお茶」は現代の「講」
32 号 歴史が語る、近代治水の変遷
40 号 片品村五千人の心意気

群馬
4

27 号 変化する川 自由な川が美しい
34 号 森を守るために消費地が今できること
53 号 異界との境目「水辺」に現れる妖怪
60 号 素朴さこそがこのうえない贅沢 いちご煮

青森
4

37 号 田の神祭りに見る日本人の神意識
50 号 「弁当忘れても傘忘れるな」
56 号 いつでも、どこでも、 見上げれば雲はそこにある

石川
3

49 号 養殖魚の味を変えた特産品「かぼす」

大分
1

27 号 変化する川 自由な川が美しい

宮崎
1

18 号 小学生は、水をどのように学んでいるのか
32 号 歴史が語る、近代治水の変遷
42 号 都市型用水路の行方

埼玉
3

46 号 ハイテク技術の農的活用
46 号 NPO法人千葉自然学校
47 号 ペデストリアンデッキの登場と駅前空間の変化

千葉
3

34 号 森の保全と物質循環
47 号 神荒ぶ、よみがえりの熊野川
54 号 古式捕鯨にみる「人の行き来」と「技の伝播」

和歌山
3

17 号 海に生きる観天望気
38 号 太田川の広島〈概説〉
38 号 四季 太田川
38 号 ヒロシマ復興の軌跡
39 号 小水力発電の巨人 織田史郎
54 号 古式捕鯨にみる「人の行き来」と「技の伝播」

広島

6

03 号 『有明海とアオ（淡水）の世界』《佐賀》
15 号 川を「里川化」する水車の復元
32 号 成富兵庫茂安の足跡
32 号 佐賀平野を養う水利用

佐賀
4

13 号 輪中の智恵を伝えるリスクコミュニケーション
29 号 つくり育てる漁業
47 号 神荒ぶ、よみがえりの熊野川

三重
3

21 号 湿度の高い砂漠大気から水を絞り出す
54 号 神話とたたら──出雲の民の暮らしを支えた斐伊川

鳥取
2

50 号 郊外化した過疎地に生まれる、「ゆるさ」の魅力
52 号 水に乏しい痩せ地が生んだ宝物 阿波和三盆糖
53 号 妖怪は山で暮らす「生活必需品」
55 号 藍染め新世代「BUAISOU」の挑戦

徳島
4

47 号 神荒ぶ、よみがえりの熊野川
48 号 大和川の総合治水
49 号 気候と純度の高い水が育む吉野葛
55 号 日本に溢れる自然が多彩な藍色を育んだ

奈良
4

18 号 排除することと使いこなすこと
50 号 川と人が保つ〈ほどよい距離感〉那珂川
52 号 凍らせて乾燥させる「幻のこんにゃく」
56 号 雷雲を追いかける男

茨城
4

01 号 舟運を通して都市の水の文化を探る（1）
41 号 和紙の今昔物語
41 号 越前和紙の息使い
41 号 植物繊維としての和紙
41 号 心優しい人たちが守るアカタンの水
49 号 歩くほどに物語が生まれる場
50 号 雨を楽しむ傘文化を提供したい
50 号 「傘の下の空間」と「雨に対する感性」
54 号 和船はどのように発達したか
55 号 こたつで食べる冬の風物詩 でっち羊かん

福井

10

12 号 郡上八幡の水緑空間
13 号 輪中の智恵を伝えるリスクコミュニケーション
24 号 都市に水と緑の回廊をつくる
24 号 都市公園の常識を変革するワークショップ
36 号 なつかしの阿木川
38 号 地図が広げる未来の可能性
50 号 江戸時代から続く岐阜・加納の和傘づくり
50 号 「傘の下の空間」と「雨に対する感性」
57 号 山里の暮らしを縫い、平野の暮らしを紡いだ庄川
60 号 地域おこしを支える「水への信仰」の記憶

岐阜

10

35 号 ツーリズムは功罪を超えるか
35 号 戦略的な水資源
35 号 手永制度が育んだ肥後人気質
35 号 地下水盆と共存する政策へ
35 号 訪れる人と共有する生業の場
35 号 産業の変遷と景観保全
35 号 ブラックツーリズムのススメ

熊本

7

22 号 地下水としての温泉保全入門
23 号 県境を越えてともに育み流域の資源を守る
23 号 公営企業　水道局の総合力
27 号 変化する川 自由な川が美しい
33 号 美しくなければ川じゃない
39 号 老舗旅館のエコパワー
40 号 富士山と酒匂川
51 号 水中を浮遊するクラゲに癒される

神奈川

8

08 号 こどもが動くと地域もうごく
34 号 森を守るために消費地が今できること
46 号 145のしずくがつくる 旭川
49 号 カキとアマモのハーモニー
55 号 日本の「青」で世界に通用するジーンズを
59 号 まちの文化発信力を維持する人々

岡山

6

17 号 言葉は文化 新聞で伝える沖縄文化
44 号 沖縄 水と空の魅力
53 号 異界との境目「水辺」に現れる妖怪
55 号 日本に溢れる自然が多彩な藍色を育んだ
57 号 できたての熱々を味わう島豆腐
59 号 釣って食べて学ぶ外来魚

沖縄

6

23 号 県境を越えてともに育み流域の資源を守る
28 号 エネルギー自立型から供給型へ
32 号 武田信玄の総合的治水術
32 号 暮らす人の知恵と術
34 号 源流を極めると森林再生に行き着く
43 号 富士山湧水の恵み──水掛け菜
50 号 水車によって広まった ほうとう

山梨

7

49 号 過疎に悩む地域を救うか？「温泉とらふぐ」
50 号 川と人が保つ〈ほどよい距離感〉那珂川
53 号 冬の結晶を夏にいただく 日光 天然の氷
55 号 日本に溢れる自然が多彩な藍色を育んだ
55 号 淡い色から濃い色まで自在に染められる「日本の藍」
56 号 雷雲を追いかける男

栃木

6

01 号 ため池文化《香川》融通の智恵
23 号 渇水地における水道ビジネスの難しさ
40 号 大禹謨発見のドラマ
58 号 質にこだわらずにはいられない文化

香川
4

28 号 エネルギー自立型から供給型へ
42 号 健康でおいしい水を飲む方法
55 号 大地を削って「遠回り」する肱川
56 号 流れを創る事業者たち
58 号 「雑巾がけ」の速さを競う勇者たち

愛媛
5

23 号 渇水地における水道ビジネスの難しさ
39 号 地域密着型資源の可能性
39 号 ものづくりの底力
39 号 高知県高岡郡梼原町の挑戦　目指せ！ 永続地帯
49 号 人の力で〈川の恵み〉を取り戻せ！物部川

高知
5

27 号 海からのラブレター
34 号 森を守るために消費地が今できること
42 号 岩手・山田町「御蔵の湯」の秘密
53 号 遠野に息づく民話の奥深さ

岩手
4

11 号 風呂はハレ空間だった
12 号 蛇口の水が止まった時
20 号 21世紀の都市消防を考える
20 号 ベッドタウンを守る三つの消防物語
21 号 水道歴史遺産を水の科学ミュージアムに
37 号 社会があるから文化がある
58 号 瀬戸内の風土を反映した効率的な水利用の揖保川
60 号 都市に「水と人」の接点を

兵庫

8
17 号 海に生きる観天望気
47 号 長崎・眼鏡橋復元の物語
52 号 五島灘の季節風がもたらす大根のうまみ
53 号 制約を味方にする小さなベンチャー
54 号 古式捕鯨にみる「人の行き来」と「技の伝播」
60 号 雨水生活は成り立つのか？

長崎

6

02 号 日本の浦島、中国の浦島
18 号 潅漑排水の効率化が必要だ
28 号 水、土、木、無心になれるもの
29 号 禁漁で資源を回復
45 号 水神様を祀るかまくら
45 号 山懐に抱かれた 米代川
51 号 米と杉と鉱山が生んだ「きりたんぽ」
57 号 ドチャベンが教えるこれからのイノベーション

秋田

8

11 号 風呂はハレ空間だった
18 号 排除することと使いこなすこと
22 号 女将が守る温泉宿
34 号 森を守るために消費地が今できること
44 号 日本の水族館とともに
52 号 西伊豆に今も伝わる本枯れ節の滋味
52 号 干物が生活に根ざすまち「網代」
52 号 「数」×「連携」×「継続」の「民の力」で守る天竜川
54 号 温泉観光地バージョンアップのしくみ
56 号 銘茶を支える、雲による天気読み

静岡

10

09 号 北前船から北洋漁業へ
29 号 資源管理につながった台網漁
29 号 ブリの街道
51 号 恐ろしくも美しい魔性の川 黒部川
54 号 昆布ロードがもたらした明治維新と食文化
57 号 山里の暮らしを縫い、平野の暮らしを紡いだ庄川

富山

6

02 号 水情報との上手なつきあい方
04 号 水の力を地域づくり・まちづくりにつなげる社会実験
04 号 木場に受け継がれる川並の心意気
04 号 下水道整備の考え方
04 号 水景と水系、そして水辺の体験
04 号 雨水利用の夢
12 号 近世城下町に見る水道の知恵
12 号 水みちと会話する 地図の下の探検フィールド
17 号 個人下水道という発想の現在
15 号 現代都市の「里という居住地」とは
16 号 守るべきはもてなしの心
18 号 江戸から東京へ流れる排水の歴史
18 号 溜める水と使う水
20 号 超不燃都市の消防水利
20 号 ハザードマップをつくろう
23 号 江戸の水売り
23 号 水売りの声
24 号 利用者がつくる都市公園
24 号 公園は育てるもの
24 号 小自然から中自然へ
24 号 五感で味わう公園
24 号 遊びと公園のエコロジー
25 号 商人の港、日本橋界隈
27 号 なぜ名古屋の水はおいしいのか
27 号 身近な都市の水辺に夕暮れ文化を
28 号 働く水車が伝える水のポテンシャル
30 号 地方都市と水の共生
31 号 暮らしのプランありき
33 号 給食から広がる生活学習
34 号 森を守るために消費地が今できること
35 号 マイ蛇口を持って深井戸天然水を飲もう
38 号 江戸川区の水神様
39 号 《地産都消》都市の役割
41 号 近世出版事業の隆盛と和紙需要
41 号 デザインをプラスする産地の力
41 号 心を包む折形礼法
42 号 春の小川の蓋は開くか
42 号 市民環境科学のすすめ
42 号 東京の防災水利
42 号 都市型用水路の行方
43 号 目指せ、善福寺川再生！
46 号 新鮮・高品質が拓く東京野菜の未来
46 号 江戸東京野菜でまち興し
46 号 家族で六次産業化
46 号 命のバトンを練馬でつなぐ
47 号 帝都復興における橋とデザインの思想
47 号 川がない橋が秘めた東京の履歴
50 号 どこまでも理想の傘を追い求めて
51 号 感性を刺激する「滝時間」
53 号 まちを巡って「妖怪採集」
56 号 塩の節約と島の自然が生んだ「くさや」
57 号 親水の大事
57 号 江戸と東京は今もつながっている
57 号 老若男女が集う江戸随一の遊興地
57 号 変わることを恐れない浅草人のプライド
57 号 ランナーたちを魅了する隅田川リバーサイド
57 号 知られざる遊女たちの実像
57 号 ゆるやかにつながる「職人のまち」
57 号 化政文化を生んだ武士と町人の交流
57 号 江戸の掘割と現代のカフェ
57 号 水辺を楽しむ大きなテラス
57 号 よそ者を拒まない「意気」なまち
58 号 どこを拭くか「観察」して考える
59 号 江戸で花開いた釣りの文化
59 号 江戸前のハゼ釣りに「和竿」で挑戦！
59 号 漁民から全国へ広まった「佃煮」
60 号 目に見えない「水インフラ」を可視化する

東京

6704 号 雨水利用の夢
05 号 舟運から都市の水の文化を探る 中間報告
07 号 関わりを育んだホタル調査
08 号 水が彩る交易都市
10 号 アジアの水辺から見えてくる水の文化
11 号 土地の文化を知らないと洗濯機は作れない
11 号 シャボンの香り
12 号 貴重な水を運ぶカナート
12 号 紅茶の水色
13 号 雨期の世界単位
13 号 水辺空間の価値を変えた交通モード
13 号 水資源 開発と保全のあいだ
13 号 開発におけるテクノロジーと習慣の共存
13 号 タイ中部の水辺の住いと暮らし
13 号 コラート高原の溜池から見るタイ社会の移り変わり
13 号 満水のタイ写真紀行
13 号 微笑みの国　タイ
15 号 英国生まれの「コンパクトシティ」 日本に応用すると
16 号 中国茶 もてなされ写真紀行
18 号 潅漑排水の効率化が必要だ
19 号 オランダモデル
19 号 水管理国家の政策転換は話し合い
19 号 水の地域政府
19 号 オランダ ジョーク
19 号 砂丘はオランダのめぐみ
19 号 コントロールされた自然
19 号 オランダモデルから見た日本
19 号 世間の合意形成
23 号 水はただではないという文化
23 号 子どもたちが見た世界水フォーラム
24 号 公園は育てるもの
24 号 小自然から中自然へ
25 号 沿海岸港と河口内港
25 号 スウェーデンの水景色
26 号 気候変動の文明史
26 号 異物を排除する衛生感
27 号 危機感の値段
27 号 生活文化に根差した水意識
27 号 節水意識を実現した水研究
28 号 水路を「共の論理」で運用する
28 号 環境を自分たちの力で守るエコ意識
28 号 排出量取引の現状
29 号 水産資源の見える化
29 号 水産市場の目利き
30 号 地方都市と水の共生
30 号 沖大幹のスペイン・サラゴサ万博レポート
30 号 水と持続可能な開発
30 号 アジアと日本の水文化
33 号 世界の食文化とうま味
33 号 日本人はなぜ鰹を食べてきたのか
34 号 森林からの警告
38 号 地図で表わす世界観
39 号 《地産都消》都市の役割
40 号 禹王の足跡を巡る旅
40 号 禹の治水と中国史の流れ
40 号 禹の治水に学ぶ
41 号 植物繊維としての和紙
41 号 木版画を見立てる審美眼
42 号 春の小川の蓋は開くか
47 号 モンゴルと日本をつないだ太陽橋
50 号 ファッションとしての傘
51 号 生きづらい社会における水辺の価値
52 号 極東シベリアの発酵食品
55 号 自然のエレガンス
55 号 色と文化と心
58 号 「拭く」行為に宿る精神性と宗教性
58 号 「拭くシート」から見える日本事情
58 号 誰も知ろうとしなかった「拭く紙」
59 号 釣りを極めて「道」とする日本文化
59 号 無駄をそぎ落とした究極の釣り「テンカラ」
60 号 都市に「水と人」の接点を

海外

71

22 号 ハッピネスを基準とする維持可能な感幸
22 号 野沢温泉村の湯仲間と野沢組
22 号 地域の文化資源を伝える 野沢組と道祖神祭り
28 号 ミニ発電でくるくる地域づくり
29 号 ブリの街道
36 号 愛知用水源流概説
36 号 流域を見据えて
36 号 歌われない校歌の三番
36 号 王滝の食文化を発信
36 号 〈子どもの森〉は活路となるか
37 号 生活行事のすべてが祭り
37 号 地縁が息づく神様王国
42 号 「青い金」水源と地下水についての考察
52 号 先人の挑戦を受け継ぎ干し柿をブランド化
52 号 「数」×「連携」×「継続」の「民の力」で守る天竜川
54 号 北前船が運んだ民謡
55 号 時を刻む木曽漆と有田焼の「藍」

長野

17
25 号 八丁味噌　社史からわかる老舗の知恵
27 号 なぜ名古屋の水はおいしいのか
36 号 愛知用水概説
36 号 公共事業の原点回帰
36 号 日間賀島 島人気質
36 号 南知多 溜め池と支線管理
36 号 大府 通水前後の水使い
36 号 不老会を知っていますか？
36 号 多様な生きものを育む水辺
36 号 愛知用水 工業用水としての足跡
36 号 製鉄に貢献した水質
36 号 なつかしの阿木川
36 号 愛知用水源流概説
36 号 流域を見据えて
36 号 通水 50年は新たな始まり
36 号 愛知用水──愛される地域用水として
37 号 守り伝えるための〈お弓〉の仕組み
38 号 ハザードマップと空間認知
51 号 人と人をつなぐ健康ランド
52 号 「数」×「連携」×「継続」の「民の力」で守る天竜川
54 号 陶器がつなぐ奥州と東海
60 号 15歳が抱いた「海への夢」育む

愛知

22
02 号 日本の浦島、中国の浦島
02 号 伝説の地は、また、棚田地帯
04 号 水景と水系、そして水辺の体験
09 号 「漁の文化」と「海の文化」は同じもの？
11 号 風呂はハレ空間だった
14 号 盆地都市と水の文化
14 号 カッパが語る「京の水」
14 号 庭園は総合生活空間
14 号 「何を見る」というよりは 「どこから見る」
14 号 水と町衆が生み出す暮らしの勢い
14 号 第3回世界水フォーラム報告
14 号 新聞発行から学ぶこころ言葉
14 号 夏の京都 水風景
16 号 遊ぶ芸から見る芸へ
16 号 守るべきはもてなしの心
17 号 雨をしのぐ屋根 外に誇る屋根
24 号 五感で味わう公園
31 号 町家の暮らし
33 号 米食風土が育んだ、だし文化
40 号 時間・空間で読み解く鴨川
51 号 日本庭園における水への眼差し
53 号 妖怪という「共通項」に導かれて

京都

22

11 号 おとなが楽しまないと子どもに伝わらない
22 号 農民の家 鳴子温泉に今も残る湯治の場
27 号 海からのラブレター
42 号 都市型用水路の行方
44 号 松島の幸と恵み
47 号 ペデストリアンデッキの登場と駅前空間の変化
48 号 〈かわまちづくり〉で進む、石巻の復興計画
48 号 本間家の蔵が語る3・11震災
51 号 出る杭がつくる「選ばれるまちづくり」
54 号 陶器がつなぐ奥州と東海
58 号 旬の食材を地元で味わう「せりしゃぶ」

宮城

11

15 号 「見試（みため）し」でつくる里川
19 号 都市化する土地改良区の合意形成
30 号 技術にも自治がある
31 号 守るものと生まれ変わるもの
34 号 新しい〈クニ〉の形
45 号 雪室と雪だるま財団
45 号 利雪の家
45 号 雪都・上越高田の宝物 日本一の雁木通り
53 号 道の記憶と原風景を留める「越後の荒川」

新潟

9

15 号 川を「里川化」する水車の復元
30 号 技術にも自治がある
32 号 堀の記憶が成し遂げた、柳川再生物語
37 号 古賀市ふるさと見分け
42 号 岩手・山田町「御蔵の湯」の秘密
42 号 次世代に引き継ぐ川の魅力
44 号 恩がある川 遠賀川
46 号 儲かる農家モデルと循環システム
46 号 都市の農業

福岡

9

07 号 関わりを育んだホタル調査
10 号 かたちにならぬ「水の文化」を残すには？
10 号 第 9回 世界湖沼会議レポート
12 号 近世城下町に見る水道の知恵
14 号 第 3回世界水フォーラム報告
25 号 近江商人の陸の商い
28 号 水路を「共の論理」で運用する
42 号 たんけん・はっけん・ほっとけん
44 号 マザーレイクと歩む琵琶湖博物館
59 号 ごみを拾う釣り人たち
60 号 「カバタ」の暮らしを守る住民たち

滋賀

11 39 号 工業高等専門学校の心意気
43 号 藩校〈致道館〉に見る庄内人気質
43 号 種を守る人々
43 号 映画「よみがえりのレシピ」から
43 号 庄内の米づくり
43 号 つや姫誕生秘話
43 号 庄内砂丘の水とメロン栽培
43 号 庄内赤川水源林保全の歴史
43 号 庄内の里川 赤川と赤川頭首工
53 号 道の記憶と原風景を留める「越後の荒川」
54 号 伏流水と「もったいない精神」が生んだ六田麩
55 号 水・舟運そしてパーソナルネットワーク資本へ

山形

12
14 号 盆地都市と水の文化
14 号 第 3回世界水フォーラム報告
20 号 ベッドタウンを守る三つの消防物語
30 号 水都大阪を盛り上げる水陸両用バス
32 号 水の都 大阪の渡し
35 号 シビックプライドと地域ブランド
37 号 浪花商人の元気で牽引
47 号 橋から省みる水都大阪の再生
47 号 橋上の賑わい空間復活の可能性
48 号 大和川の総合治水
49 号 養殖に対する＜負のイメージ＞を変えていく
51 号 「御舟かもめ」クルーズに見る〈都市の川面〉の魅力

大阪

12
06 号 「水の文化」とは何か
06 号 天然ガキをよみがえらせた大造林
06 号 パイロット・フォレストの現場から
06 号 木を植える文化の国
09 号 北前船から北洋漁業へ
29 号 日本人の生食嗜好
42 号 岩手・山田町「御蔵の湯」の秘密
45 号 克雪から利雪へ
45 号 札幌市と歩んだ〈さっぽろ雪まつり〉
45 号 快適な北方都市の創造〈世界冬の都市市長会〉
48 号 リバーネット21ながぬまの取組み
48 号 大河と共に北へ向かえ！ 天塩川
51 号 「水」を活かしたリゾート戦略
52 号 農家の女性が生み出したカラフルな乾燥野菜
52 号 社会的水循環のトラベルストーリー
54 号 北前船が運んだ民謡
60号 島ぐるみで守り、育てる水源林

北海道

17
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54 号 神話とたたら──出雲の民の暮らしを支えた斐伊川

島根
1

54 号 昆布ロードがもたらした明治維新と食文化
59 号 姶良火山の大噴火が築いた「シラス文化圏」の肝属川
60 号 伝統保存か近代化か

鹿児島
3

11 号 風呂はハレ空間だった
16 号 「遊ぶお茶」は現代の「講」
32 号 歴史が語る、近代治水の変遷
40 号 片品村五千人の心意気

群馬
4

27 号 変化する川 自由な川が美しい
34 号 森を守るために消費地が今できること
53 号 異界との境目「水辺」に現れる妖怪
60 号 素朴さこそがこのうえない贅沢 いちご煮

青森
4

37 号 田の神祭りに見る日本人の神意識
50 号 「弁当忘れても傘忘れるな」
56 号 いつでも、どこでも、 見上げれば雲はそこにある

石川
3

49 号 養殖魚の味を変えた特産品「かぼす」

大分
1

27 号 変化する川 自由な川が美しい

宮崎
1

18 号 小学生は、水をどのように学んでいるのか
32 号 歴史が語る、近代治水の変遷
42 号 都市型用水路の行方

埼玉
3

46 号 ハイテク技術の農的活用
46 号 NPO法人千葉自然学校
47 号 ペデストリアンデッキの登場と駅前空間の変化

千葉
3

34 号 森の保全と物質循環
47 号 神荒ぶ、よみがえりの熊野川
54 号 古式捕鯨にみる「人の行き来」と「技の伝播」

和歌山
3

17 号 海に生きる観天望気
38 号 太田川の広島〈概説〉
38 号 四季 太田川
38 号 ヒロシマ復興の軌跡
39 号 小水力発電の巨人 織田史郎
54 号 古式捕鯨にみる「人の行き来」と「技の伝播」

広島

6

03 号 『有明海とアオ（淡水）の世界』《佐賀》
15 号 川を「里川化」する水車の復元
32 号 成富兵庫茂安の足跡
32 号 佐賀平野を養う水利用

佐賀
4

13 号 輪中の智恵を伝えるリスクコミュニケーション
29 号 つくり育てる漁業
47 号 神荒ぶ、よみがえりの熊野川

三重
3

21 号 湿度の高い砂漠大気から水を絞り出す
54 号 神話とたたら──出雲の民の暮らしを支えた斐伊川

鳥取
2

50 号 郊外化した過疎地に生まれる、「ゆるさ」の魅力
52 号 水に乏しい痩せ地が生んだ宝物 阿波和三盆糖
53 号 妖怪は山で暮らす「生活必需品」
55 号 藍染め新世代「BUAISOU」の挑戦

徳島
4

47 号 神荒ぶ、よみがえりの熊野川
48 号 大和川の総合治水
49 号 気候と純度の高い水が育む吉野葛
55 号 日本に溢れる自然が多彩な藍色を育んだ

奈良
4

18 号 排除することと使いこなすこと
50 号 川と人が保つ〈ほどよい距離感〉那珂川
52 号 凍らせて乾燥させる「幻のこんにゃく」
56 号 雷雲を追いかける男

茨城
4

01 号 舟運を通して都市の水の文化を探る（1）
41 号 和紙の今昔物語
41 号 越前和紙の息使い
41 号 植物繊維としての和紙
41 号 心優しい人たちが守るアカタンの水
49 号 歩くほどに物語が生まれる場
50 号 雨を楽しむ傘文化を提供したい
50 号 「傘の下の空間」と「雨に対する感性」
54 号 和船はどのように発達したか
55 号 こたつで食べる冬の風物詩 でっち羊かん

福井

10

12 号 郡上八幡の水緑空間
13 号 輪中の智恵を伝えるリスクコミュニケーション
24 号 都市に水と緑の回廊をつくる
24 号 都市公園の常識を変革するワークショップ
36 号 なつかしの阿木川
38 号 地図が広げる未来の可能性
50 号 江戸時代から続く岐阜・加納の和傘づくり
50 号 「傘の下の空間」と「雨に対する感性」
57 号 山里の暮らしを縫い、平野の暮らしを紡いだ庄川
60 号 地域おこしを支える「水への信仰」の記憶

岐阜

10

35 号 ツーリズムは功罪を超えるか
35 号 戦略的な水資源
35 号 手永制度が育んだ肥後人気質
35 号 地下水盆と共存する政策へ
35 号 訪れる人と共有する生業の場
35 号 産業の変遷と景観保全
35 号 ブラックツーリズムのススメ

熊本

7

22 号 地下水としての温泉保全入門
23 号 県境を越えてともに育み流域の資源を守る
23 号 公営企業　水道局の総合力
27 号 変化する川 自由な川が美しい
33 号 美しくなければ川じゃない
39 号 老舗旅館のエコパワー
40 号 富士山と酒匂川
51 号 水中を浮遊するクラゲに癒される

神奈川

8

08 号 こどもが動くと地域もうごく
34 号 森を守るために消費地が今できること
46 号 145のしずくがつくる 旭川
49 号 カキとアマモのハーモニー
55 号 日本の「青」で世界に通用するジーンズを
59 号 まちの文化発信力を維持する人々

岡山

6

17 号 言葉は文化 新聞で伝える沖縄文化
44 号 沖縄 水と空の魅力
53 号 異界との境目「水辺」に現れる妖怪
55 号 日本に溢れる自然が多彩な藍色を育んだ
57 号 できたての熱々を味わう島豆腐
59 号 釣って食べて学ぶ外来魚

沖縄

6

23 号 県境を越えてともに育み流域の資源を守る
28 号 エネルギー自立型から供給型へ
32 号 武田信玄の総合的治水術
32 号 暮らす人の知恵と術
34 号 源流を極めると森林再生に行き着く
43 号 富士山湧水の恵み──水掛け菜
50 号 水車によって広まった ほうとう

山梨

7

49 号 過疎に悩む地域を救うか？「温泉とらふぐ」
50 号 川と人が保つ〈ほどよい距離感〉那珂川
53 号 冬の結晶を夏にいただく 日光 天然の氷
55 号 日本に溢れる自然が多彩な藍色を育んだ
55 号 淡い色から濃い色まで自在に染められる「日本の藍」
56 号 雷雲を追いかける男

栃木

6

01 号 ため池文化《香川》融通の智恵
23 号 渇水地における水道ビジネスの難しさ
40 号 大禹謨発見のドラマ
58 号 質にこだわらずにはいられない文化

香川
4

28 号 エネルギー自立型から供給型へ
42 号 健康でおいしい水を飲む方法
55 号 大地を削って「遠回り」する肱川
56 号 流れを創る事業者たち
58 号 「雑巾がけ」の速さを競う勇者たち

愛媛
5

23 号 渇水地における水道ビジネスの難しさ
39 号 地域密着型資源の可能性
39 号 ものづくりの底力
39 号 高知県高岡郡梼原町の挑戦　目指せ！ 永続地帯
49 号 人の力で〈川の恵み〉を取り戻せ！物部川

高知
5

27 号 海からのラブレター
34 号 森を守るために消費地が今できること
42 号 岩手・山田町「御蔵の湯」の秘密
53 号 遠野に息づく民話の奥深さ

岩手
4

11 号 風呂はハレ空間だった
12 号 蛇口の水が止まった時
20 号 21世紀の都市消防を考える
20 号 ベッドタウンを守る三つの消防物語
21 号 水道歴史遺産を水の科学ミュージアムに
37 号 社会があるから文化がある
58 号 瀬戸内の風土を反映した効率的な水利用の揖保川
60 号 都市に「水と人」の接点を

兵庫

8
17 号 海に生きる観天望気
47 号 長崎・眼鏡橋復元の物語
52 号 五島灘の季節風がもたらす大根のうまみ
53 号 制約を味方にする小さなベンチャー
54 号 古式捕鯨にみる「人の行き来」と「技の伝播」
60 号 雨水生活は成り立つのか？

長崎

6

02 号 日本の浦島、中国の浦島
18 号 潅漑排水の効率化が必要だ
28 号 水、土、木、無心になれるもの
29 号 禁漁で資源を回復
45 号 水神様を祀るかまくら
45 号 山懐に抱かれた 米代川
51 号 米と杉と鉱山が生んだ「きりたんぽ」
57 号 ドチャベンが教えるこれからのイノベーション

秋田

8

11 号 風呂はハレ空間だった
18 号 排除することと使いこなすこと
22 号 女将が守る温泉宿
34 号 森を守るために消費地が今できること
44 号 日本の水族館とともに
52 号 西伊豆に今も伝わる本枯れ節の滋味
52 号 干物が生活に根ざすまち「網代」
52 号 「数」×「連携」×「継続」の「民の力」で守る天竜川
54 号 温泉観光地バージョンアップのしくみ
56 号 銘茶を支える、雲による天気読み

静岡

10

09 号 北前船から北洋漁業へ
29 号 資源管理につながった台網漁
29 号 ブリの街道
51 号 恐ろしくも美しい魔性の川 黒部川
54 号 昆布ロードがもたらした明治維新と食文化
57 号 山里の暮らしを縫い、平野の暮らしを紡いだ庄川

富山

6

02 号 水情報との上手なつきあい方
04 号 水の力を地域づくり・まちづくりにつなげる社会実験
04 号 木場に受け継がれる川並の心意気
04 号 下水道整備の考え方
04 号 水景と水系、そして水辺の体験
04 号 雨水利用の夢
12 号 近世城下町に見る水道の知恵
12 号 水みちと会話する 地図の下の探検フィールド
17 号 個人下水道という発想の現在
15 号 現代都市の「里という居住地」とは
16 号 守るべきはもてなしの心
18 号 江戸から東京へ流れる排水の歴史
18 号 溜める水と使う水
20 号 超不燃都市の消防水利
20 号 ハザードマップをつくろう
23 号 江戸の水売り
23 号 水売りの声
24 号 利用者がつくる都市公園
24 号 公園は育てるもの
24 号 小自然から中自然へ
24 号 五感で味わう公園
24 号 遊びと公園のエコロジー
25 号 商人の港、日本橋界隈
27 号 なぜ名古屋の水はおいしいのか
27 号 身近な都市の水辺に夕暮れ文化を
28 号 働く水車が伝える水のポテンシャル
30 号 地方都市と水の共生
31 号 暮らしのプランありき
33 号 給食から広がる生活学習
34 号 森を守るために消費地が今できること
35 号 マイ蛇口を持って深井戸天然水を飲もう
38 号 江戸川区の水神様
39 号 《地産都消》都市の役割
41 号 近世出版事業の隆盛と和紙需要
41 号 デザインをプラスする産地の力
41 号 心を包む折形礼法
42 号 春の小川の蓋は開くか
42 号 市民環境科学のすすめ
42 号 東京の防災水利
42 号 都市型用水路の行方
43 号 目指せ、善福寺川再生！
46 号 新鮮・高品質が拓く東京野菜の未来
46 号 江戸東京野菜でまち興し
46 号 家族で六次産業化
46 号 命のバトンを練馬でつなぐ
47 号 帝都復興における橋とデザインの思想
47 号 川がない橋が秘めた東京の履歴
50 号 どこまでも理想の傘を追い求めて
51 号 感性を刺激する「滝時間」
53 号 まちを巡って「妖怪採集」
56 号 塩の節約と島の自然が生んだ「くさや」
57 号 親水の大事
57 号 江戸と東京は今もつながっている
57 号 老若男女が集う江戸随一の遊興地
57 号 変わることを恐れない浅草人のプライド
57 号 ランナーたちを魅了する隅田川リバーサイド
57 号 知られざる遊女たちの実像
57 号 ゆるやかにつながる「職人のまち」
57 号 化政文化を生んだ武士と町人の交流
57 号 江戸の掘割と現代のカフェ
57 号 水辺を楽しむ大きなテラス
57 号 よそ者を拒まない「意気」なまち
58 号 どこを拭くか「観察」して考える
59 号 江戸で花開いた釣りの文化
59 号 江戸前のハゼ釣りに「和竿」で挑戦！
59 号 漁民から全国へ広まった「佃煮」
60 号 目に見えない「水インフラ」を可視化する

東京

6704 号 雨水利用の夢
05 号 舟運から都市の水の文化を探る 中間報告
07 号 関わりを育んだホタル調査
08 号 水が彩る交易都市
10 号 アジアの水辺から見えてくる水の文化
11 号 土地の文化を知らないと洗濯機は作れない
11 号 シャボンの香り
12 号 貴重な水を運ぶカナート
12 号 紅茶の水色
13 号 雨期の世界単位
13 号 水辺空間の価値を変えた交通モード
13 号 水資源 開発と保全のあいだ
13 号 開発におけるテクノロジーと習慣の共存
13 号 タイ中部の水辺の住いと暮らし
13 号 コラート高原の溜池から見るタイ社会の移り変わり
13 号 満水のタイ写真紀行
13 号 微笑みの国　タイ
15 号 英国生まれの「コンパクトシティ」 日本に応用すると
16 号 中国茶 もてなされ写真紀行
18 号 潅漑排水の効率化が必要だ
19 号 オランダモデル
19 号 水管理国家の政策転換は話し合い
19 号 水の地域政府
19 号 オランダ ジョーク
19 号 砂丘はオランダのめぐみ
19 号 コントロールされた自然
19 号 オランダモデルから見た日本
19 号 世間の合意形成
23 号 水はただではないという文化
23 号 子どもたちが見た世界水フォーラム
24 号 公園は育てるもの
24 号 小自然から中自然へ
25 号 沿海岸港と河口内港
25 号 スウェーデンの水景色
26 号 気候変動の文明史
26 号 異物を排除する衛生感
27 号 危機感の値段
27 号 生活文化に根差した水意識
27 号 節水意識を実現した水研究
28 号 水路を「共の論理」で運用する
28 号 環境を自分たちの力で守るエコ意識
28 号 排出量取引の現状
29 号 水産資源の見える化
29 号 水産市場の目利き
30 号 地方都市と水の共生
30 号 沖大幹のスペイン・サラゴサ万博レポート
30 号 水と持続可能な開発
30 号 アジアと日本の水文化
33 号 世界の食文化とうま味
33 号 日本人はなぜ鰹を食べてきたのか
34 号 森林からの警告
38 号 地図で表わす世界観
39 号 《地産都消》都市の役割
40 号 禹王の足跡を巡る旅
40 号 禹の治水と中国史の流れ
40 号 禹の治水に学ぶ
41 号 植物繊維としての和紙
41 号 木版画を見立てる審美眼
42 号 春の小川の蓋は開くか
47 号 モンゴルと日本をつないだ太陽橋
50 号 ファッションとしての傘
51 号 生きづらい社会における水辺の価値
52 号 極東シベリアの発酵食品
55 号 自然のエレガンス
55 号 色と文化と心
58 号 「拭く」行為に宿る精神性と宗教性
58 号 「拭くシート」から見える日本事情
58 号 誰も知ろうとしなかった「拭く紙」
59 号 釣りを極めて「道」とする日本文化
59 号 無駄をそぎ落とした究極の釣り「テンカラ」
60 号 都市に「水と人」の接点を

海外

71

22 号 ハッピネスを基準とする維持可能な感幸
22 号 野沢温泉村の湯仲間と野沢組
22 号 地域の文化資源を伝える 野沢組と道祖神祭り
28 号 ミニ発電でくるくる地域づくり
29 号 ブリの街道
36 号 愛知用水源流概説
36 号 流域を見据えて
36 号 歌われない校歌の三番
36 号 王滝の食文化を発信
36 号 〈子どもの森〉は活路となるか
37 号 生活行事のすべてが祭り
37 号 地縁が息づく神様王国
42 号 「青い金」水源と地下水についての考察
52 号 先人の挑戦を受け継ぎ干し柿をブランド化
52 号 「数」×「連携」×「継続」の「民の力」で守る天竜川
54 号 北前船が運んだ民謡
55 号 時を刻む木曽漆と有田焼の「藍」

長野

17
25 号 八丁味噌　社史からわかる老舗の知恵
27 号 なぜ名古屋の水はおいしいのか
36 号 愛知用水概説
36 号 公共事業の原点回帰
36 号 日間賀島 島人気質
36 号 南知多 溜め池と支線管理
36 号 大府 通水前後の水使い
36 号 不老会を知っていますか？
36 号 多様な生きものを育む水辺
36 号 愛知用水 工業用水としての足跡
36 号 製鉄に貢献した水質
36 号 なつかしの阿木川
36 号 愛知用水源流概説
36 号 流域を見据えて
36 号 通水 50年は新たな始まり
36 号 愛知用水──愛される地域用水として
37 号 守り伝えるための〈お弓〉の仕組み
38 号 ハザードマップと空間認知
51 号 人と人をつなぐ健康ランド
52 号 「数」×「連携」×「継続」の「民の力」で守る天竜川
54 号 陶器がつなぐ奥州と東海
60 号 15歳が抱いた「海への夢」育む

愛知

22
02 号 日本の浦島、中国の浦島
02 号 伝説の地は、また、棚田地帯
04 号 水景と水系、そして水辺の体験
09 号 「漁の文化」と「海の文化」は同じもの？
11 号 風呂はハレ空間だった
14 号 盆地都市と水の文化
14 号 カッパが語る「京の水」
14 号 庭園は総合生活空間
14 号 「何を見る」というよりは 「どこから見る」
14 号 水と町衆が生み出す暮らしの勢い
14 号 第3回世界水フォーラム報告
14 号 新聞発行から学ぶこころ言葉
14 号 夏の京都 水風景
16 号 遊ぶ芸から見る芸へ
16 号 守るべきはもてなしの心
17 号 雨をしのぐ屋根 外に誇る屋根
24 号 五感で味わう公園
31 号 町家の暮らし
33 号 米食風土が育んだ、だし文化
40 号 時間・空間で読み解く鴨川
51 号 日本庭園における水への眼差し
53 号 妖怪という「共通項」に導かれて

京都

22

11 号 おとなが楽しまないと子どもに伝わらない
22 号 農民の家 鳴子温泉に今も残る湯治の場
27 号 海からのラブレター
42 号 都市型用水路の行方
44 号 松島の幸と恵み
47 号 ペデストリアンデッキの登場と駅前空間の変化
48 号 〈かわまちづくり〉で進む、石巻の復興計画
48 号 本間家の蔵が語る3・11震災
51 号 出る杭がつくる「選ばれるまちづくり」
54 号 陶器がつなぐ奥州と東海
58 号 旬の食材を地元で味わう「せりしゃぶ」

宮城

11

15 号 「見試（みため）し」でつくる里川
19 号 都市化する土地改良区の合意形成
30 号 技術にも自治がある
31 号 守るものと生まれ変わるもの
34 号 新しい〈クニ〉の形
45 号 雪室と雪だるま財団
45 号 利雪の家
45 号 雪都・上越高田の宝物 日本一の雁木通り
53 号 道の記憶と原風景を留める「越後の荒川」

新潟

9

15 号 川を「里川化」する水車の復元
30 号 技術にも自治がある
32 号 堀の記憶が成し遂げた、柳川再生物語
37 号 古賀市ふるさと見分け
42 号 岩手・山田町「御蔵の湯」の秘密
42 号 次世代に引き継ぐ川の魅力
44 号 恩がある川 遠賀川
46 号 儲かる農家モデルと循環システム
46 号 都市の農業

福岡

9

07 号 関わりを育んだホタル調査
10 号 かたちにならぬ「水の文化」を残すには？
10 号 第 9回 世界湖沼会議レポート
12 号 近世城下町に見る水道の知恵
14 号 第 3回世界水フォーラム報告
25 号 近江商人の陸の商い
28 号 水路を「共の論理」で運用する
42 号 たんけん・はっけん・ほっとけん
44 号 マザーレイクと歩む琵琶湖博物館
59 号 ごみを拾う釣り人たち
60 号 「カバタ」の暮らしを守る住民たち

滋賀

11 39 号 工業高等専門学校の心意気
43 号 藩校〈致道館〉に見る庄内人気質
43 号 種を守る人々
43 号 映画「よみがえりのレシピ」から
43 号 庄内の米づくり
43 号 つや姫誕生秘話
43 号 庄内砂丘の水とメロン栽培
43 号 庄内赤川水源林保全の歴史
43 号 庄内の里川 赤川と赤川頭首工
53 号 道の記憶と原風景を留める「越後の荒川」
54 号 伏流水と「もったいない精神」が生んだ六田麩
55 号 水・舟運そしてパーソナルネットワーク資本へ

山形

12
14 号 盆地都市と水の文化
14 号 第 3回世界水フォーラム報告
20 号 ベッドタウンを守る三つの消防物語
30 号 水都大阪を盛り上げる水陸両用バス
32 号 水の都 大阪の渡し
35 号 シビックプライドと地域ブランド
37 号 浪花商人の元気で牽引
47 号 橋から省みる水都大阪の再生
47 号 橋上の賑わい空間復活の可能性
48 号 大和川の総合治水
49 号 養殖に対する＜負のイメージ＞を変えていく
51 号 「御舟かもめ」クルーズに見る〈都市の川面〉の魅力

大阪

12
06 号 「水の文化」とは何か
06 号 天然ガキをよみがえらせた大造林
06 号 パイロット・フォレストの現場から
06 号 木を植える文化の国
09 号 北前船から北洋漁業へ
29 号 日本人の生食嗜好
42 号 岩手・山田町「御蔵の湯」の秘密
45 号 克雪から利雪へ
45 号 札幌市と歩んだ〈さっぽろ雪まつり〉
45 号 快適な北方都市の創造〈世界冬の都市市長会〉
48 号 リバーネット21ながぬまの取組み
48 号 大河と共に北へ向かえ！ 天塩川
51 号 「水」を活かしたリゾート戦略
52 号 農家の女性が生み出したカラフルな乾燥野菜
52 号 社会的水循環のトラベルストーリー
54 号 北前船が運んだ民謡
60号 島ぐるみで守り、育てる水源林

北海道
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数字で見る 機関誌 『水の文化』の20年11
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水と社会

水と生活
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978 件

人 728 件

＊内訳は編集部にて算出

記事で取り扱った人・組織の数（延べ）
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ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、

「
人
と
水
と
の
か
か
わ
り
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た

生
活
様
式
を
「
水
の
文
化
」
と
捉
え
、「
健
全
な
水
循
環
」

が
保
持
さ
れ
る
よ
う
20
年
に
わ
た
り
研
究
活
動
や

情
報
交
流
活
動
を
行
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
過
程
で
は
、

水
を
使
い
な
が
ら
水
・
水
辺
を
次
世
代
に
つ
な
げ
よ
う
と

取
り
組
む
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
と
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。

一
つ
の
節
目
と
な
る
機
関
誌
『
水
の
文
化
』
60
号
で
は
、

水
循
環
を
支
え
る
こ
う
し
た
人
た
ち
を
「
水
の
守も
り
び
と人

」
と

名
づ
け
、
取
り
組
み
の
経
緯
や
現
状
を
取
材
し
ま
し
た
。

多
岐
に
わ
た
る
「
水
の
守
人
」
の
活
動
記
録
を
通
じ
て
、

こ
れ
か
ら
の
人
と
水
と
の
か
か
わ
り
方
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
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特
集 

水
の
守
人

 目次 
 2 ご挨拶　中埜和英
 3 20周年を迎えて── アドバイザーからのメッセージ
  沖 大幹　 古賀邦雄　 陣内秀信　 鳥越晧之　 中庭光彦

 8 表紙で見る機関誌『水の文化』の２０年
 10 数字で見る機関誌『水の文化』の２０年

 特集 水の守人
 14 人々をつなぐ川と水 　川田順造
 18 湧水  「カバタ」の暮らしを守る住民たち ── 琵琶湖畔の湧水文化
 24 河川  地域おこしを支える「水への信仰」の記憶
 28 雨  雨水生活は成り立つのか？
   ── 離島における小規模集落給水システム　笠井利浩
 32 山・森林  島ぐるみで守り、育てる水源林 ── 北海道・天売島の挑戦
 38 都市・インフラ  目に見えない「水インフラ」を可視化する
 42 農業  伝統保存か近代化か ── 選択を迫られる「柴井堰」
 46 次世代・海  15歳が抱いた「海への夢」育む
 50 海外  都市に「水と人」の接点を ── 「グリーンインフラ」世界事情　福岡孝則

 54 食の風土記 12　
  素朴さこそがこのうえない贅沢
  「いちご煮」青森県八戸市
 57 文化をつくる
  守るために「攻める」守人たち

 58 センター活動報告
 59 編集後記／ご案内
  (敬称略）
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小
名
木
川
と
高
橋
の

匂
い
と
音
の
記
憶

―
８
歳
ま
で
小
名
木
川
の
ほ
と
り
で

暮
ら
し
た
そ
う
で
す
ね
。

　

私
の
生
家
は
高た
か
ば
し橋
の
そ
ば
に
あ
っ
た

上
州
屋
仙
之
助
、
通
称
「
上じ
ょ
う
せ
ん仙」

と
い

う
米
問
屋
で
す
。
婿
養
子
と
し
て
母
と

結
婚
し
た
父
が
八
代
目
に
あ
た
り
ま
す
。

米
問
屋
と
し
て
当
時
日
本
一
と
い
わ
れ

た
大
店
「
駒
金
」（
駒
形
屋
金
兵
衛
商

店
）
で
一
番
番
頭
を
務
め
て
い
た
父
が

「
上
仙
」
に
来
て
か
ら
は
、
米
の
商
い

に
加
え
て
藁
工
品
も
手
が
け
、
縄
の
染

め
場
を
つ
く
り
使
用
人
を
増
や
す
な
ど
、

商
売
は
順
調
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か

し
、
太
平
洋
戦
争
が
近
づ
き
米
も
藁
工

品
も
統
制
と
な
り
、
父
は
店
を
畳
ん
で

組
合
の
勤
め
人
に
な
り
ま
す
。
１
９
４

２
年
（
昭
和
17
）
私
が
８
歳
の
と
き
、
千

葉
県
の
市
川
市
へ
引
っ
越
し
た
の
で
す
。

　

転
居
す
る
ま
で
暮
ら
し
た
家
の
前
を

流
れ
る
小
名
木
川
は
、
私
の
幼
少
期
の

記
憶
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
。

私
は
家
の
前
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
護
岸
に

寄
り
か
か
り
、
行
き
来
す
る
大
型
の
だ

る
ま
船
や
日
に
光
る
川
面
を
飽
き
も
せ

ず
眺
め
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
肥
料
用

の
腸わ
た
だ
る樽

や
下し

も
ご
え肥

を
積
み
、
隅
田
川
か
ら

中
川
へ
向
か
う
だ
る
ま
船
が
ひ
ど
く
臭

か
っ
た
こ
と
も
記
憶
し
て
い
ま
す
。

　

高
橋
に
つ
い
て
は
、
欄
干
の
鉄
格
子

の
間
に
頭
を
突
っ
込
ん
で
下
を
通
る
船

を
眺
め
て
い
た
ら
、
頭
が
は
さ
ま
っ
て

抜
け
な
く
な
り
、
通
り
が
か
っ
た
近
所

の
人
が
知
ら
せ
て
く
れ
て
、
祖
母
が
金か
な

盥だ
ら
いに

入
れ
た
せ
っ
け
ん
水
で
救
出
し
て

く
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
高
橋
は

勾
配
が
と
て
も
き
つ
か
っ
た
の
で
、
市

電
の
モ
ー
タ
ー
音
が
変
わ
っ
た
と
い
う

音
の
記
憶
も
あ
り
ま
す
。
高
橋
の
た
も

と
の
蒸
気
場
（
船
着
場
）
の
売
店
に
、
父

が
私
を
お
ぶ
っ
て
行
っ
て
、
三
角
の
豆

餅
を
買
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
よ
く
覚
え

て
い
ま
す
。

―「
江
戸
＝
東
京
」、
特
に
小
名
木
川

の
高
橋
周
辺
に
目
を
向
け
ら
れ
た
の
は
、

原
体
験
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
う
で
す
。
し
か
し
、
強
く
興
味
を

抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
や

ア
フ
リ
カ
で
20
年
近
く
暮
ら
し
た
後
な

の
で
す
。
西
ア
フ
リ
カ
内
陸
の
サ
バ
ン

ナ
の
村
で
暮
ら
し
て
い
た
と
き
、
唐
突

に
幼
少
時
の
小
名
木
川
の
匂
い
が
よ
み

が
え
っ
た
の
で
す
。
匂
い
の
記
憶
と
い

う
も
の
は
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
で
、

し
か
も
他
の
記
憶
も
巻
き
込
ん
で
浮
上

す
る
も
の
な
の
で
す
ね
。
も
う
亡
く
な

っ
て
い
た
母
が
、
姉
に
長
唄
の
お
さ
ら

い
を
し
て
い
た
声
を
思
い
出
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　

匂
い
や
音
と
い
っ
た
幼
時
の
記
憶
に

吸
い
寄
せ
ら
れ
、
自
分
を
生
ん
だ
地
域

と
改
め
て
向
か
い
合
い
た
く
な
っ
た
私

は
、
同
志
と
語
ら
っ
て
小
名
木
川
の
高

橋
周
辺
の
人
々
に
お
会
い
し
て
話
を
聞

き
、
タ
ウ
ン
紙
『
髙
ば
し
』
を
創
刊
し
、

「
髙
橋
に
生
き
る
女
性
」
と
い
う
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
記
事
も
連
載
し
ま
し
た
。

　

か
つ
て
の
「
夜
店
通
り
」、
今
は
「
高

橋
の
ら
く
ろ
ー
ド
」
と
呼
ぶ
高
橋
商
店

街
の
変
遷
を
地
図
に
ま
と
め
た
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
高
橋
周
辺
を
歩
き
は
じ
め

た
当
初
は
、
私
の
こ
と
を
「
順
ち
ゃ

ん
」「
上
仙
の
せ
が
れ
」
と
呼
ん
で
く
れ

人
々
を
つ
な
ぐ
川
と
水

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
主
催
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
る
人
類
学
者
・

文
化
人
類
学
者
の
川
田
順
造
さ
ん
。
ア
フ
リ
カ
の
無
文
字
社
会
の
歴
史
・
文
化
の
研
究
で
知
ら
れ
る
川
田
さ
ん
は
海
外

で
の
生
活
が
長
か
っ
た
が
、
自
身
が
幼
少
期
を
過
ご
し
た
小お

な

ぎ
名
木
川が

わ
の
高た

か
ば
し橋

（
江
東
区
）
周
辺
で
の
聞
き
取
り
調
査
に

も
長
く
取
り
組
み
、
「
江
戸
＝
東
京
」
を
視
座
と
す
る
著
書
を
上
梓
し
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
江
戸
＝
東
京

と
い
う
歴
史
も
文
化
も
異
な
る
三
つ
の
地
点
か
ら
見
つ
め
た
川
や
水
辺
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。　
　
　

Junzo Kawada
1934年東京生まれ。8歳まで深川高橋で育つ。東京大学
教養学部卒、パリ第五大学民族学博士。埼玉大学助教
授、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教
授、広島市立大学教授、神奈川大学教授などを歴任。西ア
フリカの各地で実地調査、無文字社会の歴史と文化を研
究。1992年『口頭伝承論』で毎日出版文化賞。1991年ア
カデミー・フランセーズよりフランス語圏大勲章、1994年フ
ランス政府より文化功労章、2001年紫綬褒章、2017年
ブルキナファソ政府より文化功労章を受ける。『曠野から』

『無文字社会の歴史』『聲』『日本を問い直す』『江戸＝東
京の下町から』『母の声、川の匂い』など著書多数。クロー
ド・レヴィ＝ストロース著『悲しき熱帯』の翻訳でも知られる。

インタビュー

川田 順造さん

人類学者　文化人類学者

水の文化 60号　特集「水の守人」
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る
人
や
関
東
大
震
災
前
の
話
を
し
て
く

れ
る
人
に
も
出
会
い
ま
し
た
。

　

高
橋
商
店
街
に
は
昔
か
ら
商
売
を
続

け
て
い
る
お
店
も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い

ま
す
。
一
番
古
い
の
は
「
髪
切
屋
や
ま

ぐ
ち
」
で
し
ょ
う
。
ご
先
祖
の
命
日
は

３
０
０
年
以
上
前
の
延
宝
年
間
（
１
６
７

３
-

１
６
８
１
）
で
す
。

　

深
川
女
は
、
意
気
＝
心
の
お
し
ゃ
れ

を
大
切
に
し
ま
す
。
先
立
ち
に
な
っ
て

さ
っ
さ
と
や
っ
て
し
ま
う
、
そ
れ
も
涙

ぐ
ま
し
く
な
ん
か
で
な
く
、
出
し
ゃ
ば

り
で
も
な
く
、
さ
り
げ
な
く
、
颯さ
っ
そ
う爽

と
。

子
育
て
、
洗
濯
も
や
り
、
身み

ぎ綺
麗れ

い

に
し

て
旨う
ま

い
も
の
も
食
べ
、
元
気
の
二
文
字

を
二
の
腕
に
彫
っ
た
よ
う
。
タ
ウ
ン
紙

『
髙
ば
し
』
で
、
私
が
担
当
し
た
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
記
事
で
お
話
を
伺
っ
た
深
川

女
は
七
人
。
そ
れ
ぞ
れ
個
性
豊
か
な

方
々
か
ら
選
ぶ
の
が
難
し
か
っ
た
が
、

紙
面
の
制
約
で
お
一
人
だ
け
、
そ
れ
も

残
念
な
が
ら
抜
粋
で
、
登
場
し
て
い
た

だ
く
。『
ゲ
ル
ニ
カ
』
を
大
き
な
板
に
描

い
て
店
の
屋
根
に
掲
げ
た
、
今
は
残
念

な
が
ら
健
康
を
害
し
て
お
店
を
閉
め
、

高
橋
を
離
れ
て
静
養
し
な
が
ら
、
仏
像

彫
刻
で
展
覧
会
に
も
出
品
し
て
お
ら
れ

る
旧
ブ
テ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
バ
ナ
の
、
日
花

和
子
さ
ん
の
母
親
、
明
治
41
年
生
ま
れ

の
日
花
ト
ク
さ
ん
。
私
が
付
け
た
見
出

し
は
「
下
町
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
こ
と
は
じ

め
」。（
以
下
、
抄
録
。
聞
き
手
は
川
田
さ
ん
）

―
お
生
れ
は
？ 

「
大
宮
か
ら
来
た
ん
で

す
」

―
高
橋
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
何

年
？ 

「
五
十
五
、
六
年
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
し
ら
。
閑
静
だ
っ
た
よ
ね
、
こ
の
辺
は
。

高
橋
の
た
も
と
に
ね
、
浦
安
か
ら
ポ
ン
ポ

ン
蒸
気
が
来
て
魚
が
沢
山
揚
が
る
の
。
毎

朝
そ
こ
へ
買
い
に
行
く
の
が
楽
し
み
で

ね
」　

―
連
れ
合
い
の
与
四
郎
さ
ん
は
、

メ
リ
ヤ
ス
の
卸
？ 

「
兄
弟
の
上
二
人
が
埼

玉
の
児
玉
か
ら
出
て
、
東
京
で
メ
リ
ヤ
ス

の
製
造
と
仲
買
や
っ
た
。
盛
大
に
や
っ
た

ん
だ
け
ど
ね
、
震
災
っ
か
ら
だ
め
ん
な
っ

ち
ゃ
っ
た
。
金
解
禁
で
、
手
形
や
小
切
手

が
不
渡
り
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
ス
ッ
カ
ラ

カ
ン
に
な
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
あ
た
し
が
来

た
わ
け
よ
（
笑
）。
あ
た
し
は
家
が
薬
屋
で

産
婆
だ
っ
た
か
ら
、
赤
十
字
の
看
護
婦
に

憧
れ
て
、
免
状
も
取
っ
た
。
旦
那
持
つ
な

ん
て
気
持
全
然
な
か
っ
た
の
。
与
四
郎
さ

ん
に
は
嫁
さ
ん
が
決
ま
っ
て
い
た
の
が
、

ど
っ
か
嫁
に
行
っ
ち
ゃ
っ
た
も
ん
だ
か
ら
、

あ
た
し
が
身
代
わ
り
に
な
っ
た
。
あ
た
し

の
身
元
保
証
人
が
与
四
郎
さ
ん
の
姉
だ
っ

た
の
で
、
断
れ
な
か
っ
た
」

―
お
子
さ
ん
は
何
人
？ 

「
女
の
子
六
人

い
る
の
。
こ
の
人
が
一
番
仕
舞
い
な
ん
で

す
（
と
、
傍
ら
の
和
子
さ
ん
を
指
す
）。

戦
争
中
は
女
の
子
ば
っ
か
り
で
恥
ず
か
し

い
と
思
っ
た
け
ど
、
今
ん
な
っ
て
み
れ
ば

い
い
で
す
よ
。
何
だ
か
ん
だ
っ
て
、
陰
に
な

り
日
向
に
な
り
で
ね
、
細
か
い
と
こ
に
気

が
つ
い
て
く
れ
る
か
ら
ね
、
あ
り
が
た
い
と

1小名木川のほとりで幼少期を過ごした川
田さん。生家のすぐそばだった「高橋」を背
景に 2今は「高橋のらくろード」と呼ぶ高橋
の商店街。この名称は江東区にゆかりのあ
る田河水泡の漫画『のらくろ』にちなんだも
の 3高橋のらくろードの一角に掲げられて
いる『ゲルニカ』は高級婦人既製服専門店

「ブティック・ヒバナ」を営んでいた日花和子さ
んが描いたもの 4撮影中に立ち寄った「髪
切屋やまぐち」。山口喜久江さん、お孫さんと
並んで 5生家跡の目の前にある護岸を見
つめる。モノクロ写真6は幼少期の川田さん

（左）と従弟（右）。このように護岸に寄りかか
っては小名木川を眺めていたという

1
234

5
6

人々をつなぐ川と水
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思
っ
て
ま
す
。
い
ま
幸
せ
よ
、
何
の
不
足

も
な
い
か
ら
」

―
お
店
を
出
す
ま
で
の
話
を
。 

「
嫁
に

来
た
時
に
借
金
取
り
が
来
て
ね
ェ
。
ま
だ

お
店
な
か
っ
た
で
し
ょ
、
鍵
閉
め
て
押
し

入
れ
に
は
い
っ
て
息
殺
し
て
た
こ
と
あ
り

ま
す
よ
（
笑
）。
け
ど
ね
、
あ
た
し
着
道
楽

で
食
道
楽
な
の
よ
、
生
ま
れ
つ
き
ね
。
あ

た
し
も
勤
め
て
た
か
ら
看
護
婦
も
や
っ
た

し
、
結
構
お
金
持
っ
て
た
の
よ
、
嫁
に
来

て
も
ね
。
い
つ
ま
で
こ
う
や
っ
て
た
ん
じ

ゃ
し
ょ
う
が
な
い
、
い
っ
そ
の
こ
と
出
ち

ゃ
お
う
か
と
思
っ
て
ね
。
あ
す
ぶ
の
大
好

き
な
人
だ
っ
た
か
ら
。
そ
の
う
ち
に
一
番

上
が
お
な
か
入
っ
た
か
ら
、
親
の
な
い
子

こ
し
ら
え
た
ん
じ
ゃ
大
変
だ
か
ら
、
お
店

を
持
と
う
と
思
っ
て
ね
、
持
っ
て
た
物
全

部
質
に
入
れ
て
、
行
李
一
杯
の
品
物
こ
し

ら
え
て
、
こ
の
前
で
夜
店
し
た
の
。
四
時

間
し
か
寝
な
か
っ
た
。
早
く
起
き
る
と
ね
、

ハ
ン
カ
チ
の
一
枚
も
余
計
売
れ
る
の
よ
ね
。

夜
は
人
よ
り
遅
く
ま
で
。
夜
中
に
洗
濯
。

昼
間
は
連
れ
合
い
の
卸
の
手
伝
い
も
し
て

ね
」―

そ
の
後
与
四
郎
さ
ん
は
？ 

「
亡
く
な

っ
た
の
。
も
う
二
〇
年
経
ち
ま
す
わ
。
一

年
入
院
し
て
。
人
が
好
く
っ
て
、
踏
み
倒

さ
れ
ち
ゃ
っ
て
、
ひ
ど
い
目
に
遭
っ
た
の
。

貧
乏
し
い
し
い
人
の
面
倒
み
る
の
が
好
き

で
ね
。
誰
に
で
も
奢
っ
て
や
る
の
。
そ
い

で
お
金
な
い
と
ウ
チ
へ
取
り
に
行
け
っ
て

言
う
の
。
お
前
は
親
が
な
く
っ
て
可
哀
想

だ
か
ら
俺
が
人
に
し
て
や
る
っ
て
吉
原
へ

連
れ
て
っ
た
り
（
笑
）。
十
七
回
忌
や
っ
た

と
き
も
、
芸
者
揚
げ
て
供
養
し
よ
う
っ
て
、

坊
さ
ん
呼
ん
で
芸
者
揚
げ
た
の
（
笑
）。
大

宮
で
ね
。
坊
さ
ん
喜
ん
じ
ゃ
っ
て
、
好
い

供
養
し
ち
ゃ
っ
た
（
笑
）」

　

タ
ウ
ン
紙
に
載
せ
る
前
、
和
子
さ
ん

に
お
母
さ
ま
の
前
で
草
稿
を
読
ん
で
も

ら
い
ま
し
た
。「
細
か
い
と
こ
に
気
が
つ

い
て
く
れ
る
か
ら
ね
、
あ
り
が
た
い
と

思
っ
て
ま
す
。
い
ま
幸
せ
よ
」
と
和
子

さ
ん
に
感
謝
し
た
く
だ
り
で
、
和
子
さ

ん
が
涙
で
声
が
詰
ま
っ
て
読
め
な
く
な

っ
た
こ
と
を
、
感
銘
深
く
思
い
出
す
。

　

行
徳
の
塩
を
江
戸
に
運
ぶ
た
め
に
徳

川
家
康
が
開
削
さ
せ
た
小
名
木
川
。
そ

の
周
辺
に
は
、
関
東
大
震
災
、
戦
災
と

二
度
の
苦
難
を
経
て
も
暮
ら
し
つ
づ
け

る
人
々
が
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

「
縫
い
合
わ
せ
船
」が
結
ぶ

ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
の
交
易

―
西
ア
フ
リ
カ
の
ご
研
究
か
ら
、
川

と
船
に
関
し
て
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

ア
フ
リ
カ
の
河
川
に
つ
い
て
は
、
マ

リ
共
和
国
の
研
究
者
た
ち
と
の
共
同
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
「
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川

大
湾
曲
部
の
総
合
的
研
究
」
を
行
な
い

ま
し
た
。
10
年
に
及
ぶ
研
究
で
し
た
。

　

ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
は
ギ
ニ
ア
山
地
に
源

を
発
し
、
マ
リ
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
を
流
れ
、

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
で
ギ
ニ
ア
湾
へ
注
ぐ
全

長
約
４
２
０
０
㎞
も
の
大
河
で
す
。
ア

フ
リ
カ
西
部
を
流
れ
る
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川

の
川
筋
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
が
交
流

し
た
、
実
に
興
味
深
い
地
域
な
の
で
す
。

　

も
と
も
と
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
は
一
筋
の

川
で
は
な
く
、
途
切
れ
途
切
れ
だ
っ
た

流
れ
が
つ
な
が
っ
て
で
き
た
も
の
で
、

ま
さ
に
「
恵
み
の
川
」
で
す
。
特
に
北

の
サ
ハ
ラ
砂
漠
に
大
き
く
張
り
出
し
た

ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
の
大
湾
曲
部
に
あ
た
る

中
流
デ
ル
タ
は
、
食
料
の
獲
得
、
そ
し

て
人
と
物
の
輸
送
に
大
変
適
し
た
場
所

で
し
た
。

　

大
湾
曲
部
で
は
、
７
世
紀
ご
ろ
か
ら

ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
を
中
心
に
発
達
し
た
サ

ハ
ラ
砂
漠
の
南
と
、
北
ア
フ
リ
カ
を
結

ぶ
交
易
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。
北
か

ら
は
衣
類
や
岩
塩
が
、
南
か
ら
は
金
や

象
牙
、
香
辛
料
が
行
き
交
い
、
多
く
の

民
族
が
交
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

中
流
域
の
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
、
さ
ら
に

２
３
０
㎞
さ
か
の
ぼ
っ
た
場
所
に
あ
る

ジ
ェ
ン
ネ
と
い
う
二
つ
の
都
市
が
中
継

地
と
し
て
栄
え
ま
し
た
が
、
行
き
来
は

舟
運
で
す
。
水
と
と
も
に
人
の
生
存
に

は
不
可
欠
な
塩
は
岩
塩
と
し
て
、
ト
ン

ブ
ク
ト
ゥ
か
ら
ジ
ェ
ン
ネ
に
は
船
で
、

ジ
ェ
ン
ネ
か
ら
は
ロ
バ
で
運
ば
れ
ま
す
。

ジ
ェ
ン
ネ
の
先
に
は
砂
金
の
採
掘
場
が

あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
で
は
、
木
の
板
の
縁

に
い
く
つ
も
の
穴
を
開

け
、
細
い
綱
で
し
ば
り

合
わ
せ
た
「
縫
い
合
わ

せ
舟
」
が
用
い
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
た
だ
し
構

造
的
に
浸
水
が
避
け
ら

れ
な
い
た
め
、
ひ
ょ
う

た
ん
を
半
球
型
に
切
っ

た
鉢
で
水
を
か
き
出
し

つ
つ
、
川
底
が
浅
い
の

で
主
に
竿さ
お

を
突
き
立
て

て
航
行
し
ま
す
。

　

サ
バ
ン
ナ
か
ら
森
林

トンブクトゥとともにニジェール川の交易拠点として栄えたジェンネ（2007年撮影）。今もこうした船
が使われている（提供：Alamy／PPS通信社）

小名木川を横目に
高橋を渡る 水の文化 60号　特集「水の守人」
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地
帯
ま
で
水
路
で
結
ば
れ
て
い
る
た
め
、

ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
は
産
物
の
異
な
る
地
方

と
舟
で
行
き
来
で
き
る
交
流
の
場
で
し

た
。
車
両
を
用
い
た
輸
送
手
段
が
な
か

っ
た
当
時
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
と
縫
い
合

わ
せ
舟
に
よ
る
航
行
技
術
は
、
西
ア
フ

リ
カ
内
陸
の
人
と
も
の
の
交
流
を
進
め

る
う
え
で
決
定
的
と
も
い
え
る
役
割
を

果
た
し
た
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の

舟
運
に
お
け
る
差
異

―
か
つ
て
の
パ
リ
と
江
戸
＝
東
京
に

お
け
る
舟
運
の
発
達
の
違
い
に
つ
い
て

指
摘
な
さ
っ
て
い
ま
す
ね
。

　

川
や
運
河
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、

パ
リ
と
江
戸
＝
東
京
の
共
通
点
は
川
船

に
よ
る
輸
送
で
す
。
パ
リ
は
、
初
期
こ

そ
人
間
が
岸
か
ら
船
を
引
っ
張
り
ま
し

た
が
、
次
第
に
人
力
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
用
い
る
方
向
に
変
わ
っ
て
い
き
ま

す
。
牛
や
馬
に
引
か
せ
、
そ
の
あ
と
は

川
に
沿
っ
て
レ
ー
ル
を
敷
い
て
動
力
車

に
引
か
せ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
最
後
に
は
、
よ
く
そ
ん
な
面

倒
な
こ
と
を
…
…
と
感
心
し
ま
す
が
、

川
の
底
に
設
置
し
た
鎖
を
曳え
い

航こ
う

船
が
巻

き
取
り
な
が
ら
進
ん
で
い
く
方
法
を
用

い
ま
す
。

　

牛
馬
に
引
か
せ
て
い
た
時
代
、
船
に

は
牛
馬
を
乗
せ
る
ス
ペ
ー
ス
と
エ
サ
が

必
要
で
し
た
。
日
本
人
な
ら
や
ら
な
い

は
ず
で
す
が
、
そ
う
ま
で
し
た
の
は
船

の
規
模
が
大
き
い
う
え
、
フ
ラ
ン
ス
か

ら
ド
イ
ツ
や
ベ
ル
ギ
ー
ま
で
航
行
で
き

る
運
河
網
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
す
。
人
力
以
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

利
用
し
て
効
率
を
高
め
る
た
め
に
装
置

を
工
夫
す
る
と
い
う
、
西
洋
の
技
術
文

化
の
基
本
を
な
す
考
え
方
が
現
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
江
戸
＝
東
京
の
川
船

を
進
ま
せ
る
方
法
は
、
帆
の
ほ
か
は
艪ろ

が
も
っ
と
も
多
く
、
水
深
の
浅
い
と
こ

ろ
で
は
檜ひ
の
きの
竿
が
よ
く
用
い
ら
れ
ま
し

た
。
私
は
、
だ
る
ま
船
の
船
頭
が
両
手

を
放
し
た
ま
ま
竿
を
胸
で
押
し
、
舳へ

先さ
き

か
ら
艫と
も

に
向
か
っ
て
縁
を
歩
い
て
船
を

進
め
る
光
景
を
小
名
木
川
で
見
て
い
ま

す
。
ず
い
ぶ
ん
呑の
ん

気き

な
こ
と
を
し
て
い

る
と
思
っ
て
見
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
、

木
場
の
古
老
に
竿
扱
い
の
難
し
さ
を
聞

か
さ
れ
ま
し
た
。「
竿
は
三
年
、
艪
は
三

月
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
竿
は
艪
よ

り
も
高
い
技
法
を
必
要
と
し
ま
す
。

　

単
純
な
道
具
を
さ
り
げ
な
く
使
う
な

か
に
、
実
は
高
い
技
巧
が
秘
め
ら
れ
て

い
る
と
い
う
点
に
、
日
本
の
技
術
文
化

の
思
想
が
あ
る
と
感
じ
ま
す
。

人
類
に
と
っ
て
重
要
な

水
と
水
辺
へ
の
取
り
組
み

―
現
代
は
自
然
の
恵
み
で
あ
る
水
へ

の
感
謝
の
念
が
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
が
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
私
の
師
、
ク
ロ

ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
先
生
の

著
書
『
悲
し
き
熱
帯
』
の
な
か
に
「
世

界
は
人
間
な
し
に
始
ま
っ
た
し
、
人
間

な
し
で
終
わ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉

が
あ
り
ま
す
。
人
間
は
地
球
に
一
時
的

な
、
仮
の
資
格
で
住
ん
で
い
る
の
だ
か

ら
、
地
球
に
決
定
的
な
破
壊
を
も
た
ら

す
資
格
は
な
い
と
い
う
意
味
で
す
が
、

現
に
地
球
上
か
ら
生
物
種
が
急
速
に
減

っ
て
い
ま
す
し
、
気
候
変
動
で
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
人
間

中
心
的
な
考
え
は
や
め
た
方
が
よ
い
の

で
す
が
、
私
た
ち
は
ど
う
し
て
も
人
間

中
心
で
考
え
て
し
ま
い
ま
す
ね
。

―
各
地
で
水
・
水
辺
を
次
世
代
に
残

そ
う
と
活
動
し
て
い
る
「
水
の
守
人
」

に
対
し
て
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
？

　

水
に
関
心
を
も
つ
こ
と
は
と
て
も
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が
船
に
興
味
を

も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
水
と
の
関
連

か
ら
で
す
。
小
名
木
川
に
対
す
る
幼
時

の
記
憶
に
始
ま
り
、
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
が

生
み
出
す
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
研
究
に

至
る
ま
で
、
私
は
川
と
水
の
問
題
を
一

貫
し
て
考
え
て
き
ま
し
た
。
今
は
消
滅

寸
前
と
な
っ
て
い
る
日
本
の
船
、
い
わ

ゆ
る
「
和
船
」
の
調
査
に
も
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　

江
戸
＝
東
京
を
見
て
も
、
水
に
浮
か

ん
で
川
を
走
る
船
は
、
米
や
塩
、
干ほ
し

鰯か

を
運
ぶ
だ
け
の
存
在
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
人
と
人
を
つ
な
ぐ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
道
筋
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

私
自
身
、
利
根
川
水
系
と
荒
川
水
系
と

が
江
戸
＝
東
京
に
運
ん
で
き
た
遺
伝
子

が
合
わ
さ
っ
て
生
ま
れ
た
人
間
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
水
と
水
辺
に
関
す

る
取
り
組
み
は
人
類
に
と
っ
て
も
っ
と

も
大
切
な
こ
と
で
す
し
、
こ
れ
か
ら
も

重
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

（
２
０
１
８
年
8
月
27
日
取
材
、
9
月
13
日
撮
影
）

人々をつなぐ川と水

1940年代のヨーロッパの運河の風景。馬は船を引っ張り、他の船とすれ違うときや夜間は
船に乗せたという（提供：アフロ）
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「
カ
バ
タ
」の
暮
ら
し
を
守
る
住
民
た
ち

琵
琶
湖
畔
の
湧
水
文
化

【湧水】

水の文化 60号　特集「水の守人」　
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滋
賀
県
の
琵
琶
湖
西
岸
に
連
な
る
比ひ

良ら

山さ
ん

系
に
降
っ
た
雪
や
雨
が
伏
流
水

と
な
っ
て
湧
き
出
て
い
る
地
域
が
あ
る
。
針
江
集
落
だ
。
住
民
は
自
噴
す
る

清
ら
か
な
水
を
、
飲
料
や
炊
事
な
ど
に
用
い
て
い
る
。
思
わ
ず
見
惚
れ
て
し

ま
う
よ
う
な
美
し
い
湧
水
の
集
落
だ
が
、
心
な
い
訪
問
者
た
ち
に
脅
か
さ

れ
た
時
期
が
あ
る
。
自
分
た
ち
の
生
活
の
場
を
、
い
か
に
し
て
守
っ
た
の
か
。

集落内を流れる針江大川。表流水の2分の1から3分の1は湧水
という清らかな流れに惹かれて、隣町から少年が遊びに来ていた

「カバタ」の暮らしを守る住民たち――琵琶湖畔の湧水文化
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自
噴
す
る
地
下
水
で

暮
ら
す「
生
水
の
郷
」

「
生
ま
れ
て
こ
の
か
た
水
道
水
は
飲
ん

だ
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。
必
要
な
い
か
ら
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
琵
琶
湖
の
北
西
岸

に
近
い
針は
り

江え

集
落
の
福
田
千
代
子
さ
ん
。

　

福
田
家
に
あ
る
焼や
き
す
ぎ杉
塀
の
小
さ
な
水

屋
に
、
こ
ん
こ
ん
と
清
水
が
湧
き
出
て

い
る
。
針
江
集
落
に
今
も
残
る
「
カ
バ

タ
（
川
端
）」
だ
。
こ
こ
で
野
菜
や
穀
物

を
洗
い
、
果
物
を
冷
や
す
。
池
に
は
カ

バ
タ
の
お
掃
除
屋
さ
ん
、
コ
イ
が
泳
ぐ
。

　

21
ｍ
打
ち
込
ん
だ
鉄
管
か
ら
地
下
水

が
自
噴
。
そ
れ
を
ポ
ン
プ
で
家
じ
ゅ
う

に
回
し
、
生
活
用
水
に
し
て
い
る
。
水

道
の
蛇
口
を
ひ
ね
ら
な
く
て
も
済
む
。

カ
バ
タ
の
水
を
口
に
含
ん
で
み
た
。
ま

ろ
や
か
で
、
ト
ゲ
ト
ゲ
し
く
な
い
。

　

こ
こ
で
は
湧
水
を
「
生し
ょ
う
ず水

」
と
呼
ぶ
。

水
温
は
12
〜
14
℃
と
年
中
ほ
ぼ
一
定
な

の
で
夏
は
冷
た
く
、
冬
は
温
か
く
感
じ

る
。
ブ
ナ
の
原
生
林
が
涵か
ん
よ
う養

す
る
伏
流

水
や
小
川
が
琵
琶
湖
へ
と
注
ぐ
、
そ
の

水
の
流
れ
が
も
た
ら
す
恵
み
が
針
江
の

生
水
と
カ
バ
タ
だ
。

　

集
落
の
中
心
部
を
流
れ
る
針
江
大
川

で
、
子
ど
も
た
ち
が
水
遊
び
に
興
じ
て

い
た
。
繊
維
工
場
の
廃
材
を
使
っ
た
発

泡
ス
チ
ロ
ー
ル
の
筏い
か
だに
乗
っ
て
は
し
ゃ

ぐ
ち
び
っ
こ
の
傍
に
は
、
ハ
ヤ
や
ア
ユ

が
泳
ぐ
。
失
わ
れ
ゆ
く
日
本
の
夏
の
懐

か
し
い
景
色
が
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
。

　

針
江
大
川
は
２
０
０
０
年
（
平
成
12
）

に
護
岸
工
事
が
施
さ
れ
た
。「
見
た
目
に

は
わ
か
り
に
く
い
ん
で
す
け
れ
ど
」
と

教
え
て
く
れ
た
の
は
、
針
江
生
水
の
郷

委
員
会
会
長
の
三
宅
進
さ
ん
。「
橋
脚
部

分
と
石
垣
の
間
で
ゆ
ら
ゆ
ら
水
が
揺
れ

て
ま
す
よ
ね
？ 

あ
れ
は
湧
水
。
石
垣

の
間
も
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
詰
め
ず
、
な

る
べ
く
隙
間
を
多
く
し
て
い
ま
す
。
湧

水
の
と
こ
ろ
に
は
魚
が
た
む
ろ
す
る
ん

で
す
」よ

そ
か
ら
言
わ
れ
て

気
づ
い
た
極
上
の
価
値

　

針
江
集
落
は
１
７
０
戸
。
福
田
家
の

12
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1福田千代子さんが使っているカバタ。自然の冷水で冷やす野菜や果物は、
冷蔵庫とはまた違ったおいしさがあるという 2食器を洗ったあとの米粒などは、
コイが食べてきれいにしてくれる。福田さんは水を汚さないために、今は粉石けん
も使っていないそうだ 3カバタのしくみ。湧水を壺池（つぼいけ）で受けて、端池

（はたいけ）から水路へと流す 4外カバタを覆う水屋。焼杉を用いた建物は風
情がある 5針江生水の郷委員会の会長を務める三宅進さん。集落内をくまな
く案内してくれた 6外カバタの内部。今も日常的に使っていることがわかる

針江集落に水が湧くしくみ
針江生水の郷の委員会提供資料をもとに編集部作成
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（注） 針江集落を見学する場合は事前に申し込むこと。当日受付は不可。
 詳細はホームページ（http://harie-syozu.jp/guide）参照。
 電話でも申し込み可能（Tel. 0740-25-6566／9:00～15:00［冬季は10:00～15:00］）。

よ
う
な
小
屋
づ
く
り
の
「
外
カ
バ
タ
」、

家
屋
の
な
か
に
あ
る
「
内
カ
バ
タ
」
を

合
わ
せ
90
軒
ほ
ど
が
カ
バ
タ
を
残
し
て

い
る
（
私
有
地
な
の
で
見
学
は
予
約
が
必
要
（
注
））。

家
に
沿
っ
て
流
れ
る
水
路
と
交
じ
る
も

の
も
あ
れ
ば
、
あ
ふ
れ
た
水
だ
け
が
水

路
に
出
て
い
く
も
の
も
あ
る
。

　

琵
琶
湖
に
は
４
０
０
本
以
上
の
河

川
・
水
路
が
流
れ
込
ん
で
お
り
、
伏
流

水
を
利
用
す
る
カ
バ
タ
は
、
か
つ
て
ど

の
集
落
に
も
あ
っ
た
。
水
道
が
普
及
す

る
に
つ
れ
て
廃す
た

れ
た
が
、
な
ぜ
針
江
集

落
だ
け
に
今
な
お
残
っ
て
い
る
の
か
。

　

三
宅
さ
ん
に
よ
れ
ば
次
の
と
お
り
。

「
30
年
ほ
ど
前
、
当
時
の
新
旭
町
会
議

員
が
『
カ
バ
タ
は
全
国
的
に
見
て
も
た

い
へ
ん
貴
重
な
ん
や
で
』
と
。
元
滋
賀

県
知
事
の
嘉
田
由
紀
子
さ
ん
や
、
県
全

域
を
調
査
し
た
水
と
文
化
の
研
究
会
の

小
坂
育
子
さ
ん
ら
も
、
各
家
庭
で
湧
水

が
使
え
る
の
は
全
国
的
に
珍
し
い
、
残

す
べ
き
だ
と
。
針
江
の
人
に
は
当
た
り

前
に
昔
か
ら
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
軒

下
で
湧
い
て
る
水
が
珍
し
い
と
は
思
い

も
よ
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
」

　

外
か
ら
言
わ
れ
て
初
め
て
価
値
に
気

づ
く
の
は
地
方
で
は
よ
く
あ
る
話
だ
。

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
頼
ら
ず
と
も
暮
ら
せ

る
針
江
の
カ
バ
タ
文
化
は
自
然
災
害
が

つ
づ
く
今
、
絶
大
な
価
値
を
誇
れ
る
だ

ろ
う
。

　

知
る
人
ぞ
知
る
存
在
だ
っ
た
生
水
の

45

6

「カバタ」の暮らしを守る住民たち――琵琶湖畔の湧水文化



7針江集落内に設置されている見学者への注意書き。1行目に
「ここは、観光地ではありません」と記している。ここでは、地元のガ
イドを伴わない見学はできない 8発泡スチロールの筏で針江大川
を川下りする子どもたち

22

郷
に
多
く
の
人
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る

出
来
事
が
14
年
前
に
あ
っ
た
。

静
か
な
暮
ら
し
を

荒
ら
さ
れ
な
い
た
め
に

　

生
き
も
の
と
人
と
が
同
じ
水
を
分
か

ち
合
い
な
が
ら
暮
ら
す
針
江
集
落
の
カ

バ
タ
文
化
の
四
季
を
２
年
間
か
け
て
追

っ
た
テ
レ
ビ
番
組
が
２
０
０
４
年
（
平

成
16
）
に
放
映
さ
れ
る
と
、
静
か
な
田

舎
ま
ち
を
招
か
れ
ざ
る
客
が
翻
弄
し
た
。

ア
マ
チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン
が
住
民
に
断

ら
ず
勝
手
に
外
カ
バ
タ
の
台
所
道
具
を

移
動
さ
せ
て
写
真
を
撮
っ
た
り
す
る
。

「
隣
家
の
竹
細
工
の
小
桶
を
私
の
家
の

カ
バ
タ
に
持
っ
て
き
て
、
そ
の
ま
ま
放

置
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
」
と
三

宅
さ
ん
は
苦
笑
し
つ
つ
振
り
返
る
。

　

な
か
に
は
無
遠
慮
に
家
の
内
部
を
の

ぞ
く
人
も
い
た
。
暑
け
れ
ば
鍵
も
か
け

ず
に
網
戸
だ
け
に
し
て
い
る
田
舎
ま
ち

の
こ
と
、
住
民
た
ち
の
間
で
は
不
安
が

募
っ
た
。

　

針
江
集
落
（
区
）
の
自
治
会
は
別
組

織
と
し
て
、
賛
同
し
た
有
志
26
名
に
よ

る
針
江
生
水
の
郷
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、

見
学
者
を
案
内
す
る
有
償
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
ガ
イ
ド
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
ガ

イ
ド
が
引
率
し
見
学
を
許
可
し
た
家
の

カ
バ
タ
だ
け
を
回
る
コ
ー
ス
設
定
に
し

た
。
こ
れ
で
訪
問
客
と
住
民
と
の
ト
ラ

ブ
ル
は
解
消
さ
れ
た
。
運
営
経
費
な
ど

を
除
い
た
ガ
イ
ド
料
の
収
入
（
見
学
者
一

人
に
つ
き
１
０
０
０
円
）
は
環
境
対
策
費
と

し
て
清
掃
活
動
や
植
栽
な
ど
に
充
て
て

い
る
。

「
行
政
か
ら
の
補
助
金
は
一
切
、
受
け

て
い
ま
せ
ん
。
１
０
０
％
、
皆
さ
ん
か

ら
い
た
だ
い
た
お
金
を
も
と
に
運
営
し

て
い
る
自
治
的
な
組
織
で
す
か
ら
、
す

べ
て
自
分
た
ち
で
話
し
合
っ
て
自
治
会

と
も
相
談
し
た
う
え
で
決
め
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
長
続
き
し
て
い
る
の
で
す
」
と

三
宅
さ
ん
は
強
調
し
た
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
研
修
と
テ

キ
ス
ト
を
最
初
の
２
〜
３
年
間
は
用
意

し
た
が
、
そ
の
う
ち
や
め
た
。
リ
ピ
ー

タ
ー
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
誰
も

が
同
じ
金
太
郎
飴
の
よ
う
な
説
明
で
は

味
気
な
い
。
実
際
に
住
ん
で
い
る
人
の

主
観
も
交
え
た
目
線
で
暮
ら
し
ぶ
り
が

伝
わ
る
。

安
住
の
地
は

静
か
な
方
が
い
い

　

現
在
、
年
間
７
０
０
０
人
近
い
見
学

客
が
訪
れ
て
い
る
。
小
・
中
学
生
の
団

体
も
多
い
。
先
の
番
組
は
国
際
版
も
あ

り
海
外
で
六
つ
の
賞
を
と
る
な
ど
世
界

的
に
も
評
判
に
な
っ
た
の
で
、
定
番
の

観
光
地
に
飽
き
た
外
国
人
の
旅
行
者
や

視
察
者
も
少
な
く
な
い
と
い
う
。

　

だ
が
「
見
学
の
み
な
さ
ま
へ
」
の
看

板
に
あ
る
よ
う
に
「
こ
こ
は
観
光
地
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」。
当
初
か
ら
徹
底
し

て
き
た
方
針
だ
。
湧
水
の
恵
み
を
受
け

た
暮
ら
し
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
散
策

は
必
ず
地
元
ガ
イ
ド
と
一
緒
に
、
と
看

板
は
呼
び
か
け
て
い
る
。「
取
材
は
受
け

ま
す
が
自
ら
広
告
宣
伝
は
し
ま
せ
ん
」

と
三
宅
さ
ん
も
明
言
す
る
。
生
活
の
場

な
の
だ
か
ら
観
光
気
分
で
来
ら
れ
て
も

困
る
。
そ
の
姿
勢
は
「
ガ
イ
ド
を
伴
わ

な
い
見
学
は
場
合
に
よ
っ
て
は
退
去
を

お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」
と
い

う
看
板
の
強
い
文
言
に
も
表
れ
て
い
た
。

　

外
か
ら
の
指
摘
で
カ
バ
タ
文
化
の
価

値
に
目
覚
め
、
図
ら
ず
も
知
名
度
が
高

7

8
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9湧水を用いてつくっている上原豆腐店の豆腐 10上原豆腐店の外観。店の前にも水路が走る 11公道に面した場所にある
カバタ。登下校の子どもたちがここで水を飲んでいくという 12針江集落の地下水と高島市の水道の水を飲み比べられる場所も
ある 13家を改築した際、改造して残した外カバタで冷やすナスやキュウリ。夏、カバタは天然の冷蔵庫となる

23

ま
っ
た
こ
と
か
ら
「
見
学
」
と
「
生

活
」
の
狭
間
で
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
と

り
、「
生
水
の
郷
」
を
守
っ
て
き
た
針
江

集
落
だ
が
、
今
後
の
課
題
は
、
ど
の
地

域
に
も
共
通
す
る
高
齢
化
だ
。

　

針
江
生
水
の
郷
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

は
65
名
。
人
口
約
６
０
０
人
の
集
落
と

し
て
は
多
い
方
だ
が
、
65
歳
の
三
宅
さ

ん
が
「
私
は
中
堅
…
…
い
や
若
手
か

な
」
と
笑
う
く
ら
い
の
実
情
。
若
者
が

少
な
い
。

　

１
９
７
０
年
代
く
ら
い
ま
で
の
針
江

は
織
物
が
地
場
産
業
だ
っ
た
が
、
い
ま

や
大
半
の
世
帯
が
会
社
員
で
、大
津
、京

都
、
大
阪
方
面
へ
通
勤
し
て
い
る
。
移

住
者
も
何
組
か
い
る
が
、
仕
事
が
な
け

れ
ば
「
水
だ
け
で
は
食
え
な
い
」（
三
宅
さ

ん
）
か
ら
格
段
に
増
え
る
見
通
し
も
な

い
。
時
間
に
余
裕
の
な
い
若
い
現
役
世

代
が
地
域
活
動
に
取
り
組
む
の
は
、
ど

こ
で
あ
っ
て
も
た
や
す
く
な
い
こ
と
だ
。

　

と
は
い
え
、
繰
り
返
す
が
「
観
光
地

で
は
な
い
」
か
ら
、
見
学
者
が
減
り
自

然
収
束
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
「
む
し

ろ
静
か
な
ま
ち
の
方
が
針
江
の
住
民
に

と
っ
て
は
安
住
の
地
」
と
三
宅
さ
ん
は

話
す
。

　

軒
下
の
湧
水
に
価
値
を
感
じ
る
住
民

が
い
る
限
り
「
生
水
の
郷
」
は
穏
や
か

に
続
く
。
そ
れ
こ
そ
水
の
よ
う
に
自
然

な
あ
り
さ
ま
な
の
だ
ろ
う
。

（
２
０
１
８
年
７
月
14
日
取
材
）

【湧水】

1011
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白
山
信
仰
が
も
た
ら
し
た

富
と
知
恵
で
栄
え
た
集
落

　

空
が
広
い
―
。
そ
れ
が
石い

と
し
ろ

徹
白
に

到
着
し
た
と
き
の
印
象
だ
っ
た
。
岐
阜

県
郡
上
市
の
中
心
部
か
ら
は
50
㎞
弱
。

も
っ
と
も
近
い
集
落
か
ら
で
も
14
㎞
離

れ
て
い
る
と
聞
き
、
人
里
離
れ
た
山
深

い
秘
境
を
想
像
し
て
い
た
が
、
実
際
の

石
徹
白
集
落
は
谷
あ
い
の
南
北
方
向
の

傾
斜
地
に
伸
び
や
か
に
広
が
っ
て
い
る
。

集
落
を
縁
ど
る
石
徹
白
川
に
は
澄
み
き

っ
た
水
が
流
れ
、
取
り
囲
む
山
々
も
急

峻
で
は
な
い
。
豪
雪
地
帯
だ
け
に
冬
は

違
っ
た
表
情
を
見
せ
る
の
だ
ろ
う
が
、

夏
の
石
徹
白
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間

の
流
れ
る
穏
や
か
で
明
る
い
里
だ
っ
た
。

　

集
落
の
北
端
に
あ
る
白は
く
さ
ん
ち
ゅ
う
き
ょ

山
中
居
神
社

を
訪
ね
、
禰ね

ぎ宜
の
石
徹
白
隼
人
さ
ん
か

ら
集
落
の
歴
史
を
伺
っ
た
。
石
徹
白
さ

ん
は
神
職
を
務
め
る
一
方
で
、
集
落
自

治
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
一
人
で
も

地域おこしを支える
「水への信仰」の記憶

【河川】

（注1）白山信仰

岐阜、石川、福井にわたりそびえる白山（御前峰／2702ｍ、剣ヶ峰／2677m、大汝峰／
2684ｍの三峰とその周辺域を含む総称）を神体とする信仰。白山は東西南北の河川に水
を供給し田畑を潤していたことから遥拝され、開山後は修験道として成立することとなった。

岐
阜
県
郡
上
市
白し

ろ
と
り
ち
ょ
う

鳥
町
の
石い

と
し
ろ

徹
白

集
落
は
、
全
国
的
に
脚
光
を
浴
び

て
い
る
地
域
だ
。
そ
れ
は
集
落
の

す
べ
て
の
世
帯
が
参
加
し
た
小
規

模
な
水
力
発
電
の
取
り
組
み
に
よ

る
。
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
地
産
地

消
の
試
み
に
よ
っ
て
、
年
間
の
発

電
量
は
64
万
k
W
h
に
上
る
。
こ

れ
は
一
般
家
庭
約
1
4
0
世
帯
分

の
年
間
使
用
電
力
量
に
相
当
す
る
。

九
頭
竜
川
水
系
・
石
徹
白
川
の
支

流
・
朝わ
さ
び
そ

日
添
川が

わ

の
水
を
用
い
た
小

水
力
発
電
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

生
ま
れ
、
活
か
さ
れ
て
い
る
の
か
。

石川県

福井県

岐阜県

大野市

九頭竜湖
北濃

石徹白集落

郡上市

郡上八幡

白山▲
白川村

勝山市

清らかな水が流れる朝日添川（わさびそが
わ）。この石徹白川の支流によって小水
力発電が行なわれている

石徹白のシンボル的な存在となっている「上掛け水車」（最大出力
2.2kW）。この設置によって隣にある食品加工施設が稼働した

水の文化 60号　特集「水の守人」
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あ
る
。

「
自
動
車
時
代
の
今
、
石
徹
白
は
道
の

終
点
の
集
落
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
で

も
、
こ
こ
に
は
縄
文
時
代
か
ら
人
が
住

み
、
白
山
信
仰
（
注
1
）
が
盛
ん
に
な
っ

た
平
安
時
代
以
降
は
登
拝
道
の
起
点
の

集
落
と
し
て
栄
え
て
い
た
ん
で
す
」

　

石
徹
白
に
は
全
国
を
歩
い
て
白
山
信

仰
を
広
め
た
御お

し師
と
呼
ば
れ
る
一
族
も

多
く
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
神
に
仕
え

る
人
々
が
暮
ら
す
ど
こ
の
藩
に
も
属
さ

な
い
特
別
な
集
落
と
し
て
認
め
ら
れ
て

い
た
の
だ
と
い
う
。
住
民
の
身
分
は
高

く
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
も
い
た
そ

う
だ
。

　

か
つ
て
１
０
０
０
人
ほ
ど
が
暮
ら
し

て
い
た
石
徹
白
に
は
、
白
山
に
登
る
参

拝
者
が
１
０
０
０
人
、
白
山
か
ら
下
り

て
き
た
参
拝
者
が
１
０
０
０
人
、
泊
ま

っ
て
い
る
参
拝
者
も
１
０
０
０
人
と
、

住
民
以
外
に
３
０
０
０
人
も
の
人
々
が

滞
在
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
さ

ぞ
賑
や
か
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

「
白
山
の
登
拝
道
は
加
賀
や
奥
州
と
京

の
都
を
つ
な
ぐ
裏
街
道
と
し
て
も
利
用

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
時
代
ご
と
の
有
力

者
か
ら
の
寄
進
が
あ
っ
た
こ
と
も
神
社

の
資
料
に
残
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
」

　

多
く
の
人
が
行
き
来
し
多
彩
な
交
流

が
あ
っ
た
石
徹
白
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
富
や
知
恵
を
用
い
て
栄

え
て
き
た
。
閉
鎖
的
な
秘
境
と
は
正
反

対
の
土
地
な
の
だ
っ
た
。

小
水
力
発
電
を

活
性
化
の
起
爆
剤
に

　

そ
ん
な
歴
史
を
も
つ
石
徹
白
が
近
年

注
目
を
集
め
て
い
る
。
集

落
が
自
力
で
小
水
力
発
電

（
注
2
）
の
開
発
に
取
り
組

み
、
実
用
化
に
こ
ぎ
つ
け

た
か
ら
だ
。

　

事
の
始
ま
り
は
、
人
口
減
少
が
続
く

石
徹
白
を
な
ん
と
か
し
よ
う
と
い
う
住

民
の
動
き
だ
っ
た
。
久
保
田
政
則
さ
ん

は
、
そ
れ
に
賛
同
し
た
住
民
の
一
人
。

石
徹
白
を
離
れ
大
手
自
動
車
部
品
メ
ー

カ
ー
に
勤
務
し
た
経
験
が
あ
り
、
Ｕ
タ

ー
ン
し
て
石
徹
白
に
戻
っ
て
か
ら
は
、

電
気
関
係
の
仕
事
を
し
て
い
た
。

「
石
徹
白
の
人
口
は
高
度
成
長
期
の
こ

ろ
か
ら
減
り
は
じ
め
、
か
つ
て
の
４
分

の
１
程
度
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
手
を
打
と
う
と
、
２
０
０
３
年

（
平
成
15
）
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
す
ら
ぎ
の

里
い
と
し
ろ
が
で
き
た
の
で
す
」

　

設
立
当
初
は
キ
ャ
ン
プ
場
の
運
営
や

歴
史
勉
強
会
な
ど
で
地
域
お
こ
し
を
図

ろ
う
と
す
る
も
状
況
は
好
転
し
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
と
き
、
岐
阜
県
の
地
域
お

こ
し
を
支
援
す
る
Ｎ

Ｐ
Ｏ
地
域
再
生
機
構

の
メ
ン
バ
ー
よ
り

「
農
業
用
水
を
活
用

し
た
小
水
力
発
電
の

提
案
」
が
届
い
た
。

「
水
力
発
電
は
か
つ

て
石
徹
白
に
も
あ
り

ま
し
た
。
で
も
電
圧

が
安
定
し
に
く
い
電
気
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
強
く
印
象
は
よ
く
な
か
っ
た
。
そ

れ
で
も
起
爆
剤
と
な
る
も
の
が
必
要
で

し
た
か
ら
、『
や
っ
て
み
よ
う
』
と
な
っ

た
ん
で
す
」

　

こ
れ
を
受
け
、
電
気
や
機
械
に
く
わ

し
か
っ
た
久
保
田
さ
ん
が
、
や
す
ら
ぎ

の
里
い
と
し
ろ
の
理
事
長
と
な
っ
た
。

「
故
郷
を
離
れ
て
い
た
時
期
が
長
か
っ

た
の
で
ね
。
何
か
貢
献
で
き
れ
ば
、
と

い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
で
引

き
受
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
」

10
年
に
わ
た
る
取
り
組
み
で

事
業
化
に
成
功

　

事
業
は
２
０
０
７
年
（
平
成
19
）
に
ス

タ
ー
ト
。
事
業
主
体
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
地
域
再

生
機
構
か
ら
、
平
野
彰
秀
さ
ん
ら
が
参

加
し
、
計
画
や
広
報
、
助
成
金
の
申
請

な
ど
を
担
当
し
た
。
実
は
、
平
野
さ
ん

は
東
京
の
外
資
系
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

会
社
に
勤
務
し
な
が
ら
も
、
故
郷
・
岐

1高台から見た石徹白集落 2由緒ある白山中居神社。
本殿以外にかつてはご神体だったと伝わる岩も祀られてい
る 3白山中居神社で禰宜を務める石徹白隼人さん

4ＮＰＯ法人やすらぎの里いとしろの理事
長、久保田政則さん

（注2）小水力発電

明確に統一されてはいないが、１０００kW以下の発電を指すことが多い。一般
河川や農業用水、砂防ダムなどを活用し、環境への影響を小さく抑えながら
発電が可能という特徴がある。詳細は『水の文化』28号と39号を参照。

1

2

3

4

地域おこしを支える「水への信仰」の記憶
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阜
の
地
域
お
こ
し
に
関
心
を
も
ち
Ｕ
タ

ー
ン
も
考
え
て
い
た
。

　

一
方
、
住
民
側
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
す

ら
ぎ
の
里
い
と
し
ろ
が
中
心
と
な
り
、

ら
せ
ん
型
、
縦
軸
型
、
タ
ー
ゴ
（
落
差
利

用
）
型
と
い
う
種
類
の
違
う
水
車
の
開

発
実
務
を
担
い
、
実
験
を
繰
り
返
し
た
。

　

２
０
０
９
年
（
平
成
21
）
に
は
そ
れ
ま

で
得
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
、「
ら
せ
ん

型
水
車
２
号
機
」
を
製
作
。
翌
年
に
は

集
落
の
中
心
部
に
「
上
掛
け
水
車
」
を

設
置
し
た
。
こ
れ
は
活
動
の
シ
ン
ボ
ル

的
な
存
在
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

同
じ
こ
ろ
、
地
域
づ
く
り
で
何
を
目

指
し
て
い
く
の
か
を
住
民
間
で
共
有
す

る
た
め
に
「
石
徹
白
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
策

定
。
そ
こ
に
は
、
人
口
減
か
ら
存
続
危

機
が
訪
れ
て
い
る
石
徹
白
小
学
校
を

「
30
年
後
も
残
そ
う
」
と
い
う
言
葉
が

盛
り
込
ま
れ
、
住
民
間
の
共
感
を
生
ん

で
い
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
の
水
車
は
実
験
的
な
設
置

で
、
生
み
出
す
電
力
も
小
さ
く
事
務
所

な
ど
限
ら
れ
た
施
設
で
使
用
す
る
の
み

だ
っ
た
が
、
２
０
１
４
年
（
平
成
26
）
に

は
、「
集
落
内
全
戸
の
出
資
」
で
石
徹
白

農
業
用
水
農
業
協
同
組
合
（
以
下
、
農
協
）

を
設
立
。
こ
れ
を
主
体
と
す
る
、
つ
ま

り
住
民
主
導
の
事
業
化
を
目
指
す
こ
と

と
な
っ
た
。

　

翌
年
に
は
電
力
会
社
に
売
電
し
事
業

化
が
視
野
に
入
る
規
模
（
最
大
63 
kW
）
の

「
石
徹
白
清
流
発
電
所
」
が
稼
働
。
こ

の
事
業
主
体
は
岐
阜
県
だ
っ
た
が
、
２

０
１
６
年
（
平
成
28
）
に
は
助
成
金
１
億

８
０
０
０
万
円
と
農
協
で
借
り
入
れ
た

６
０
０
０
万
円
を
用
い
て
「
石
徹
白
番

場
清
流
発
電
所
」
を
稼
働
さ
せ
る
。
最

大
出
力
１
２
５
kW
に
達
す
る
こ
れ
ま
で

で
最
大
規
模
の
発
電
所
で
は
、
年
間
２

４
０
０
万
円
の
売
電
益
が
生
み
出
さ
れ

た
。
維
持
管
理
費
や
減
価
償
却
費
な
ど

を
差
し
引
い
た
数
百
万
円
が
石
徹
白
の

地
域
お
こ
し
の
費
用
と
し
て
残
す
こ
と

が
で
き
て
い
る
。
現
在
は
公
共
施
設
や

街
灯
の
電
気
代
、
用
水
の
維
持
管
理
費

に
用
い
て
お
り
、
さ
ら
に
今
後
は
耕
作

放
棄
地
を
復
活
さ
せ
て
新
た
な
就
農
を

促
す
な
ど
へ
の
利
用
も
予
定
し
て
い
る
。

約
２
５
０
人
の
集
落
に

45
人
の
移
住
者

　

石
徹
白
の
「
全
住
民
出
資
」
の
発
電

は
イ
ノ
ベ
ー
テ
ィ
ブ
な
地
域
お
こ
し
の

例
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
紹
介
さ
れ
、

取
材
や
視
察
が
相
次
ぐ
よ
う
に
な
っ
た
。

石
徹
白
へ
関
心
を
も
つ
人
も
少
し
ず
つ

増
え
、
子
育
て
中
の
若
い
夫
婦
な
ど
が

移
住
を
果
た
す
例
も
生
ま
れ
て
い
る
。

協
議
会
で
は
空
き
家
の
情
報
を
提
供
す

る
と
い
っ
た
サ
ポ
ー
ト
は
行
な
う
も
の

の
、
仕
事
に
つ
い
て
は
移
住
者
本
人
に

任
せ
る
ス
タ
ン
ス
を
守
っ
て
い
る
が
、

52009年に設置した「らせん型水車2号
機」（最大出力800W）。発電した電気は
住宅兼NPO事務所に供給している 6水
を受けて回転する「上掛け水車」 78市
販されている物置小屋を用いて久保田さ
んが自作した上掛け水車の制御装置

5

6
7

8

水の文化 60号　特集「水の守人」
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そ
れ
で
も
こ
の
10
年
間
で
15
世
帯
36
人

が
Ｕ
Ｉ
タ
ー
ン
し
、
そ
こ
か
ら
9
人
の

子
ど
も
が
誕
生
し
、
合
計
45
人
が
新
た

に
住
民
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
人
口
約
２

５
０
人
の
石
徹
白
に
お
い
て
は
大
き
な

数
字
だ
。

「
人
を
惹
き
つ
け
て
い
る
の
は
あ
く
ま

で
石
徹
白
と
い
う
土
地
の
も
つ
力
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
水
力
発
電
は
入

口
に
過
ぎ
な
い
の
か
な
と
。
住
民
が
求

め
て
い
る
の
も
集
落
自
治
を
取
り
戻
す

こ
と
で
、
水
力
発
電
は
そ
の
実
現
の
た

め
の
数
あ
る
選
択
肢
の
一
つ
だ
っ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
地
域
再
生

機
構
の
平
野
さ
ん
だ
。
当
初
は
石
徹
白

に
通
う
形
で
サ
ポ
ー
ト
し
て
き
た
が
、

２
０
１
１
年
（
平
成
23
）
に
移
住
し
、
住

民
と
し
て
も
地
域
お
こ
し
に
参
加
す
る
。

平
野
さ
ん
は
石
徹
白
に
は
他
の
地
域
と

は
異
な
る
気
概
が
あ
る
と
話
す
。

「
石
徹
白
は
、
昔
か
ら
の
暮
ら
し
を
現

在
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
よ
み
が
え
ら
せ

て
残
し
て
い
く
取
り
組
み
に
と
て
も
積

極
的
な
ん
で
す
。
例
え
ば
白
山
へ
の
登

拝
道
を
維
持
す
る
た
め
に
、
集
落
の

人
々
が
自
ら
草
を
刈
り
に
赴
く
『
道
刈

り
』
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
で

も
徐
々
に
人
が
集
ま
ら
な
く
な
り
、
お

金
を
払
っ
て
仕
事
と
し
て
誰
か
に
や
っ

て
も
ら
う
形
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
」

　

し
か
し
、
集
落
は
そ
れ
を
よ
し
と
し

な
か
っ
た
。「
誰
か
に
任
せ
て
は
道
を
守

っ
て
い
こ
う
と
い
う
思
い
が
薄
れ
る
」

と
の
声
が
挙
が
り
、
25
年
ほ
ど
前
に
石

徹
白
白
山
道
清
掃
登
山
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
組
織
。
草
刈
り
は
外
注
す
る
が
、
自

分
た
ち
も
山
に
入
り
清
掃
を
行
な
う
機

会
を
つ
く
り
直
し
た
の
だ
。

「
水
力
発
電
も
大
正
時
代
に
取
り
組
ん

で
い
た
も
の
を
復
活
さ
せ
た
。
そ
の
意

味
で
は
こ
れ
ら
は
似
た
取
り
組
み
で
す
。

人
口
減
少
が
全
国
で
起
き
て
い
る
な
か
、

地
域
お
こ
し
が
な
る
か
な
ら
な
い
か
は
、

『
残
す
べ
き
も
の
』
が
あ
る
か
、
そ
れ

を
残
そ
う
と
い
う
『
強
い
思
い
』
が
あ

る
か
に
懸
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」

　

石
徹
白
に
は
そ
の
両
方
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
白
山

中
居
神
社
の
石
徹
白
さ
ん
か
ら
聞
い
た

「
白
山
信
仰
と
は
水
へ
の
信
仰
で
も
あ

る
」
と
の
言
葉
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。
白

山
を
流
れ
下
っ
た
水
は
九
頭
竜
川
、
手

取
川
、
庄
川
、
長
良
川
と
い
っ
た
河
川

を
通
じ
て
大
地
を
潤
し
、
広
大
な
穀
倉

地
帯
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

へ
の
感
謝
が
白
山
信
仰
の
原
点
に
あ
る

の
だ
と
い
う
。

　

か
つ
て
水
へ
の
信
仰
を
守
る
こ
と
で

栄
え
、
今
再
び
水
の
力
を
き
っ
か
け
に

未
来
を
描
こ
う
と
す
る
石
徹
白
。
巡
る

水
に
導
か
れ
た
自
然
の
流
れ
の
よ
う
に

思
え
た
。

（
２
０
１
８
年
７
月
11
～
12
日
取
材
）

地域おこしを支える「水への信仰」の記憶

【河川】

（NPO法人やすらぎの里いとしろ提供資料をもとに編集部作成）
石徹白集落
小水力発電の概要

砂防堰堤

取水口

1号用水路（改修）

2号用水路

朝日添川

落差111ｍ 新設した
水圧管路

らせん型
水車2号機

上掛け水車
石徹白
番場清流発電所 125kW

既存の水圧管路

石徹白清流発電所

農地へ
水を供給

ヘッドタンク

石徹白川へ→

910

11

92016年に稼働した「石徹白番場清流発電所」（最大出力125kW）。
石徹白集落の全戸が出資した農業協同組合が主体となって設置 �
住民が30年後も残すことを目標に掲げた石徹白小学校。徐々に児童
数が増えている �NPO地域再生機構副理事長の平野彰秀さん。石
徹白に移り、暮らすなかで学ぶことは山ほどあるという



長崎

佐世保

五島列島
長崎県

赤島

福江島

【雨】

28

（上）笠井さんと学生たちが赤島の森を切り開いて設置した50
㎡の集水面「雨畑（あめはた）」　提供：福井工業大学笠井研究室
（下）赤島の航空写真。集落部に比較的近く、海水が混じらな
い森のなかに「雨畑」を設置した　提供：福井工業大学近藤研究室

長崎県五島列島福江島の二次離島
「赤

あかしま

島」は、日本国内で数少ない水
道施設のない島だ。今も生活用水を
すべて雨水に依存している。雨水タ
ンクの研究・開発や雨水利用調査な
どを行なってきた福井工業大学の笠
井利浩教授を中心に、雨水に頼った
島民の生活を、質と量の両面からサ
ポートする試みが進められている。

雨水生活は成り立つのか？
離島における小規模集落給水システム

赤島の集落部

「雨畑」の位置

約1.5㎞

水の文化 60号　特集「水の守人」



Toshihiro Kasai
1968年京都府生まれ。大学時代は山口大学で資
源工学を専攻。非常勤講師を経て、2012年度に
福井工業大学工学部准教授に就任。2015年度
から現職。日本雨水資源化システム学会理事・広
報委員長、日本建築学会雨水活用推進小委員会
主査、NPO法人雨水市民の会理事などを務める。

笠井 利浩さん

福井工業大学 環境情報学部 教授
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生
き
て
い
く
う
え
で

大
切
な
も
の

　

降
り
し
き
る
雨
は
、
と
き
と
し
て
大

き
な
災
害
を
引
き
起
こ
し
、
人
の
命
を

奪
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
雨
は
生

命
の
源
で
あ
り
、
雨
が
降
ら
な
い
と
、

人
も
動
物
も
植
物
も
生
き
て
は
い
け
な

い
。
そ
の
雨
を
資
源
と
し
て
捉
え
て
い

る
研
究
者
が
い
る
。
福
井
工
業
大
学
教

授
の
笠
井
利
浩
さ
ん
だ
。

　

笠
井
さ
ん
が
雨
水
に
着
目
す
る
に
至

る
ま
で
に
は
長
い
道
の
り
が
あ
っ
た
。

非
常
勤
講
師
を
務
め
な
が
ら
研
究
者
と

し
て
進
む
道
を
模
索
し
て
い
た
と
き
、

い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
本
質
的
な
も

の
を
研
究
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。

「
食
べ
物
、
そ
れ
も
米
が
い
い
と
思
い

耕
作
放
棄
地
を
購
入
し
、
永
続
的
農
業

を
試
み
る
た
め
、
ま
ず
は
田
ん
ぼ
づ
く

り
か
ら
始
め
ま
し
た
」

　

そ
れ
か
ら
３
～
４
年
、
よ
う
や
く
稲

作
が
軌
道
に
乗
り
は
じ
め
た
あ
る
日
、

水
路
を
掃
除
し
て
い
る
と
突
然
の
夕
立

に
見
舞
わ
れ
た
。
雨
宿
り
を
し
て
い
た

そ
の
と
き
、
米
は
水
が
な
い
と
つ
く
れ

な
い
こ
と
に
は
た
と
気
が
つ
い
た
。

「
こ
の
水
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
…
…

雨
だ
。
な
ら
ば
雨
水
の
研
究
を
し
よ

う
」
と
思
い
、
雨
に
関
す
る
研
究
者
や

関
係
団
体
な
ど
を
探
し
は
じ
め
た
。

空
か
ら
落
ち
て
く
る

雨
は「
命
の
源
」

　

雨
水
の
研
究
を
始
め
た
の
が
今
か
ら

12
～
13
年
前
の
こ
と
。
笠
井
さ
ん
は
雨

水
が
普
通
に
利
用
さ
れ
る
世
の
中
に
し

た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
世
間
で
の
雨

水
の
扱
い
は
冷
や
や
か
だ
。
東
京
ド
ー

ム
な
ど
ご
く
一
部
の
施
設
で
利
用
さ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
２
０
１
４
年

（
平
成
26
）
に
「
雨
水
の
利
用
の
推
進
に

関
す
る
法
律
」
も
で
き
た
が
利
用
は
進

ん
で
い
な
い
。
雨
水
利
用
を
妨
げ
て
い

る
理
由
の
一
つ
が
、
雨
水
の
イ
メ
ー
ジ

の
悪
さ
だ
と
い
う
。
大
気
中
の
チ
リ
や

不
純
物
な
ど
が
混
じ
り
、
雨
水
は
汚
い

と
の
イ
メ
ー
ジ
が
根
強
い
の
だ
。

「
汚
れ
て
い
る
の
は
初
期
雨
水
と
呼
ぶ

降
り
は
じ
め
の
雨
だ
け
で
す
。
こ
れ
さ

え
除
去
す
れ
ば
、
雨
水
は
蒸
留
水
に
近

い
、
き
れ
い
な
水
な
の
で
す
」

　

笠
井
さ
ん
が
雨
水
利
用
で
目
標
と
す

る
の
が
「
蓄ち
く

雨う

」
の
普
及
だ
。「
蓄
雨
」

と
は
、
治
水
、
防
災
、
環
境
、
利
水
の

四
つ
の
側
面
か
ら
雨
を
溜
め
て
統
合
的

に
活
か
し
、
水
循
環
の
健
全
化
を
図
る

も
の
。
な
か
で
も
笠
井
さ
ん
は
、
都
会

の
家
々
が
タ
ン
ク
を
設
置
し
て
雨
水
を

貯
め
る
シ
ス
テ
ム
に
力
を
注
ぐ
。
そ
う

す
れ
ば
、
豪
雨
で
排
水
し
き
れ
ず
に
起

こ
る
内
水
氾
濫
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
、

断
水
時
に
も
水
に
困
ら
な
い
。
そ
こ
で

笠
井
さ
ん
は
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
不
要
の
家

庭
用
雨
水
タ
ン
ク
や
初
期
雨
水
を
効
果

的
に
除
去
す
る
装
置
を
開
発
し
、
特
許

を
出
願
。
家
を
新
築
す
る
と
き
、
雨
水

タ
ン
ク
を
設
置
す
る
の
が
あ
た
り
ま
え

と
な
る
日
を
目
指
し
て
の
こ
と
だ
。

雨
水
だ
け
で
生
活
す
る

五
島
列
島
の
小
さ
な
島

　

一
方
、
雨
水
の
利
用
促
進
の
た
め
に

は
、
悪
い
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
に
は
実
際
に
雨
水
を
使

っ
て
普
通
に
生
活
で
き
る
こ
と
を
証
明

す
る
こ
と
が
近
道
。
で
き
れ
ば
団
地
な

ど
を
一
街
区
丸
ご
と
使
っ
て
雨
水
生
活

を
実
現
し
た
い
が
、
そ
れ
は
難
し
い
。

そ
こ
で
笠
井
さ
ん
は
、
雨
水
だ
け
で
生

活
し
て
い
る
島
が
な
い
か
探
し
回
り
、

長
崎
県
五
島
市
に
あ
る
赤
島
に
た
ど
り

着
い
た
。
こ
こ
で
は
18
人
の
島
民
が
今

も
雨
水
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
。

「
２
０
１
６
年
（
平
成
28
）
６
月
に
、
初

め
て
現
地
に
向
か
い
ま
し
た
。
島
民
か

ら
『
水
の
量
が
全
然
足
り
な
い
』『
黄
砂

雨水生活は成り立つのか？――離島における小規模集落給水システム



精密ろ過膜

逆浸透膜

UV殺菌装置

次亜塩素酸注入機

ワイヤレスデータロガー

水量メータ

ポンプ

水温センサ

水位センサ
3㎥ 3㎥

海面
島内複式水質給水システム

for commercial

複槽式大型雨水貯留槽
3㎥×数基

3G or 衛星通信

コンピュータ制御式
初期雨水除去装置

雨畑
島内中心部集水面
50㎡×数基

初期雨水 オーバーフロー
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や
Ｐ
Ｍ
２
・
５
も
心
配
だ
』
と
い
う
実

情
を
聞
く
ほ
ど
に
放
っ
て
お
く
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
、
雨
水
を
水
源
と
す
る

安
心
し
て
使
え
る
給
水
シ
ス
テ
ム
を
つ

く
ろ
う
と
決
め
ま
し
た
」

　

ま
ず
は
、
島
民
の
水
の
利
用
状
況
を

調
査
し
た
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
一
日

平
均
で
一
人
約
62
Ｌ
し
か
水
を
使
っ
て

い
な
い
超
節
水
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
東
京
都
水
道
局
調

べ
で
は
一
日
平
均
一
人
約
２
２
０
Ｌ
な

の
で
、
そ
の
差
は
歴
然
。
赤
島
の
人
た

ち
は
、
使
っ
た
食
器
は
ま
ず
拭
い
て
お

い
て
後
で
ま
と
め
て
洗
う
、
風
呂
で
は

な
く
短
時
間
の
シ
ャ
ワ
ー
や
よ
ほ
ど
の

場
合
は
体
を
拭ふ

い
て
済
ま
せ
る
な
ど
の

工
夫
を
し
て
い
る
。

民
家
の
屋
根
だ
け
で
は

雨
水
が
足
り
な
い

　

赤
島
の
家
々
に
必
ず
あ
る
の
が
、
屋

根
に
降
っ
た
雨
水
を
集
め
る
貯
水
槽
。

そ
の
容
量
は
５
０
０
０
Ｌ
か
ら
大
き
い

も
の
で
１
万
Ｌ
ほ
ど
。
心
配
し
た
水
質

は
簡
易
専
用
水
道
の
基
準
を
ほ
ぼ
ク
リ

ア
し
た
が
、
問
題
は
「
量
」
だ
っ
た
。

屋
根
が
小
さ
す
ぎ
て
、
初
期
雨
水
を
カ

ッ
ト
し
て
い
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。

「
な
ら
ば
屋
根
の
代
わ
り
と
な
る
集
雨

装
置
を
つ
く
っ
て
し
ま
お
う
と
、
２
０

１
７
年
夏
に
学
生
な
ど
８
人
で
島
に
乗

り
込
み
ま
し
た
」

　

笠
井
さ
ん
考
案
の
「
雨
水
を
水
源
と

し
た
小
規
模
集
落
給
水
シ
ス
テ
ム
」
は
、

大
気
中
や
屋
根
の
上
の
ほ
こ
り
な
ど
が

含
ま
れ
る
初
期
雨
水
を
除
去
し
、
き
れ

い
な
雨
水
だ
け
を
溜
め
る
も
の
だ
。

　

海
に
近
く
風
の
強
い
と
こ
ろ
で
は
海

水
の
塩
分
が
混
じ
る
。
そ
こ
で
海
か
ら

離
れ
た
山
か
げ
で
風
の
弱
い
場
所
を
探

し
、
も
と
も
と
畑
だ
っ
た
ジ
ャ
ン
グ
ル

を
切
り
開
く
こ
と
か
ら
始
め
た
。

　

３
週
間
か
け
て
で
き
あ
が
っ
た
50
㎡

の
集
水
面
が
「
雨あ
め
は
た畑

」
だ
。
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
し
や
す
い
よ
う
、
あ
え
て
汚
れ
が

目
立
つ
白
い
波
板
に
し
た
ほ
か
、
集
水

面
の
下
に
草
が
生
え
に
く
く
す
る
た
め
、

日
光
の
透
過
率
が
低
い
素
材
を
採
用
。

さ
ら
に
掃
除
し
や
す
い
よ
う
、
集
水
面

は
人
の
胸
ほ
ど
の
高
さ
に
設
置
し
た
。

　

今
年
（
２
０
１
８
年
）
の
夏
は
さ
ら
に
３

０
０
０
Ｌ
の
タ
ン
ク
を
２
基
増
設
し
、

初
期
雨
水
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
制
御
で
カ

ッ
ト
す
る
装
置
を
付
け
る
。
初
期
雨
水

は
、
久
し
ぶ
り
に
降
り
出
し
た
と
き
と
、

い
っ
た
ん
や
ん
で
ま
た
降
り
は
じ
め
た

と
き
と
で
は
、
大
気
中
や
屋
根
に
積
も

っ
た
ほ
こ
り
の
量
が
違
う
た
め
、
カ
ッ

ト
す
べ
き
量
も
違
う
。
こ
の
装
置
で
は

そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
制
御
し
、
最

小
限
だ
け
除
去
す
る
よ
う
に
す
る
。

　

ま
た
、
タ
ン
ク
か
ら
家
々
に
送
ら
れ

る
水
は
、
Ｕ
Ｖ
殺
菌
装
置
や
逆
浸
透
膜

赤島の民家。屋根に降った雨水をパイプで集め、各戸に設置してある貯水槽に溜めて使っている
提供：福井工業大学笠井研究室

雨水だけで暮らす赤島の人々は、東京に住む人たちの1/3～1/4
の水しか使っていない　提供：福井工業大学笠井研究室

雨水を水源とした小規模集落給水システム
提供：福井工業大学笠井研究室
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な
ど
を
通
し
て
、
よ
り
安
全
安
心
に
飲

め
る
水
を
つ
く
る
。
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ

ム
の
稼
働
状
況
は
赤
島
に
通
る
３
Ｇ
回

線
を
使
っ
て
、
常
に
福
井
工
業
大
学
か

ら
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
計
画
だ
。
こ
の

タ
ン
ク
だ
け
で
は
全
島
民
の
水
を
賄
う

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
給
水
シ
ス
テ
ム

の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
は
な
り
得
る
。

雨
か
ら
見
つ
め
直
す

水
の
あ
り
が
た
さ

　

雨
水
を
使
っ
た
赤
島
活
性
化
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
、「
し
ま
あ
め
ラ
ボ
」
と
名
づ

け
た
。
福
井
工
業
大
学
デ
ザ
イ
ン
学
科

近
藤
晶し
ょ
う研

究
室
と
連
携
し
、
無
人
島
化

を
防
ぐ
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
笠
井
さ
ん
た
ち
は
赤
島
の

魅
力
を
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
、
雨
水

生
活
が
体
験
で
き
る
日
本
唯
一
の
島
で

あ
る
こ
と
を
広
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
水
は
空
か
ら
降
っ
て
く
る
雨
が
源
で

す
が
、
こ
こ
赤
島
で
は
雨
水
だ
け
で
生

活
す
る
『
水
の
環
境
教
育
』
が
実
践
で

き
る
。
そ
こ
に
可
能
性
が
あ
り
ま
す
」

　

２
０
１
８
年
の
春
、「
赤
島
で
の
雨
水

ぐ
ら
し
体
験
」
の
エ
コ
ツ
ア
ー
を
実
施
。

島
内
の
散
策
や
雨
水
風
呂
、
海
水
で
の

お
米
研
ぎ
、
魚
を
さ
ば
い
て
か
ま
ぼ
こ

づ
く
り
な
ど
を
２
泊
３
日
で
体
験
。
参

加
者
の
う
ち
子
ど
も
は
２
人
だ
っ
た
が
、

そ
の
子
た
ち
は
福
井
の
家
に
帰
り
、「
う

ち
の
お
風
呂
す
ご
い
ね
、水
が
じ
ゃ
ん
じ

ゃ
ん
使
え
る
！
」
と
感
動
し
た
そ
う
だ
。

そ
の
う
わ
さ
を
聞
き
、「
次
は
い
つ
？
」

と
の
問
い
合
わ
せ
が
何
件
か
寄
せ
ら
れ
、

２
０
１
９
年
の
春
に
２
回
目
の
エ
コ
ツ

ア
ー
を
行
な
う
こ
と
を
決
め
た
。

　

笠
井
さ
ん
自
身
、
２
０
１
７
年
の
夏

に
赤
島
で
３
週
間
過
ご
し
て
福
井
に
戻

っ
た
と
き
、
シ
ャ
ワ
ー
を
無
制
限
に
使

え
る
こ
と
に
感
動
し
た
。
そ
し
て
、
そ

の
シ
ャ
ワ
ー
の
水
が
含
む
塩
素
の
臭
い

に
も
驚
い
た
と
振
り
返
る
。
普
段
何
気

な
く
使
っ
て
い
る
水
に
は
、
実
は
限
り

が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
臭
い
も
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
今
ま
で
気
に
留
め
た
こ

と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。

「
使
え
る
水
の
量
と
は
、
人
の
行
動
を

決
め
る
大
き
な
要
因
な
の
だ
と
改
め
て

気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
」

　

安
全
な
水
を
世
界
に
届
け
る
こ
と
は
、

国
連
の
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（SD

Gs

）

の
一
つ
と
な
り
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要

と
な
る
。「
川
の
水
な
ど
と
比
べ
て
雨
水

に
は
菌
が
少
な
く
、
水
道
が
整
備
さ
れ

て
い
な
い
場
所
で
も
安
心
し
て
飲
め
る

水
が
得
ら
れ
ま
す
。
東
南
ア
ジ
ア
な
ど

赤
島
と
同
じ
よ
う
に
雨
が
降
る
ア
ジ

ア
・
モ
ン
ス
ー
ン
地
域
で
な
ら
、
こ
の

給
水
シ
ス
テ
ム
は
役
立
つ
は
ず
で
す
」

と
笠
井
さ
ん
。
海
外
へ
の
普
及
に
も
取

り
組
ん
で
い
く
。

　

雨
水
を
利
用
し
た
給
水
シ
ス
テ
ム
は
、

降
っ
た
雨
を
す
ぐ
に
下
水
や
川
、
海
に

流
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
身
近
な

と
こ
ろ
に
留
め
て
お
く
も
の
。
そ
れ
は

笠
井
さ
ん
が
提
唱
す
る
蓄
雨
の
一
環
で

あ
る
。
都
市
の
水
循
環
を
健
全
に
し
、

雨
水
が
普
段
の
生
活
に
使
わ
れ
る
よ
う

な
世
の
中
に
変
え
て
い
く
た
め
に
は
、

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
雨
と
の
つ
き
あ

い
方
を
考
え
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
（
２
０
１
８
年
７
月
17
日
取
材
）

2018年3月23～25日に赤島で実施した「雨水生活体験」の参加者たち
（「雨畑」の前で）。左は参加を呼びかけたチラシ　提供：福井工業大学近藤研究室

2017年の夏、笠
井さんと学生たち

が3週間泊まり
込んで行なった

「雨畑」の設置
作業　映像制作：

福井工業大学近
藤研究室

2017年しまあめ
ラボ活動記録　

赤島活性化プロ
ジェクトドキュメ

ンタリー映画制
作

【雨】

雨水生活は成り立つのか？――離島における小規模集落給水システム
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島ぐるみで 守り､育てる水源林
北海道・天売島の挑戦

いったんは消滅した森を取り戻した天売島。海を
挟んで見えるのは隣島の焼尻島（やぎしりとう）

【山・森林】

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
森

林
が
ほ
ぼ
消
滅
し
た
天て

売う
り
と
う島

。
観
光
客

が
押
し
寄
せ
た
昭
和
40
年
代
後
半
に
は

断
水
が
繰
り
返
さ
れ
、
島
外
か
ら
給
水

を
受
け
る
と
い
う
深
刻
な
水
不
足
に
陥

っ
た
。
そ
の
後
、
苛
烈
な
気
候
を
克
服

し
て
育
て
た
森
が
、
間
伐
期
を
迎
え
て

い
る
。
た
ん
に
間
伐
す
る
だ
け
で
な
く
、

島
お
こ
し
に
も
つ
な
が
る
よ
う
に
と
、

島
民
と
天
売
島
を
応
援
す
る
関
係
者
が

動
き
出
し
た
。

水の文化 60号　特集「水の守人」
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島ぐるみで 守り､育てる水源林
北海道・天売島の挑戦

       　        

稚内礼文島

利尻島

名寄

士別

旭川

美瑛町

富良野

北海道

滝川

夕張
札幌

小樽

留萌

羽幌町
焼尻島

天売島

1天売島へ行くには羽幌港から焼尻島を経由す
る。所要時間は高速船で約1時間、フェリーで約1
時間45分 2帰巣したウトウの親鳥。エサはイカナ
ゴやカタクチイワシ、イカなど 3島内に残るかつて
のニシン番屋。京都から宮大工を呼び寄せて建て
たという　

1

2

3

島ぐるみで守り、育てる水源林 ―― 北海道・天売島の挑戦
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北
の
離
島
は

海
鳥
の
楽
園

　

初
夏
の
太
陽
が
水
平
線
に
沈
ん
で
か

ら
断
崖
絶
壁
の
展
望
台
に
立
つ
。
茜
色

の
空
に
鳥
た
ち
の
群
舞
。
暗
く
な
る
に

つ
れ
て
数
が
増
し
、
頭
上
近
く
を
低
空

飛
行
す
る
羽
音
ま
で
聞
こ
え
た
。「
頭
に

ぶ
つ
か
る
と
い
け
な
い
の
で
移
動
し
ま

し
ょ
う
」。
ウ
ト
ウ
帰
巣
見
学
ツ
ア
ー

ガ
イ
ド
に
そ
う
促
さ
れ
て
展
望
台
を
下

り
る
。

　

こ
こ
は
北
海
道
の
天
売
島
。
絶
滅
危

惧
種
の
オ
ロ
ロ
ン
鳥
や
ウ
ト
ウ
、
ケ
イ

マ
フ
リ
な
ど
が
多
数
繁
殖
し
「
海
鳥
の

楽
園
」
と
し
て
知
ら
れ
る
。
札
幌
か
ら

ク
ル
マ
で
３
時
間
北
上
し
た
羽
幌
港
か

ら
さ
ら
に
高
速
フ
ェ
リ
ー
で
西
へ
１
時

間
。
空
が
澄
ん
だ
日
に
は
北
に
利
尻
島

を
望
め
る
、
人
口
約
３
０
０
人
、
周
囲

12
㎞
の
小
さ
な
離
島
だ
。
５
～
９
月
の

シ
ー
ズ
ン
中
は
２
万
人
の
観
光
客
が
訪

れ
る
。

　

大
人
の
背
丈
ほ
ど
の
野
草
イ
タ
ド
リ

す
れ
す
れ
に
ウ
ト
ウ
の
黒
い
影
が
舞
う
。

地
表
近
く
を
飛
ぶ
の
は
、
ヒ
ナ
に
与
え

る
魚
を
く
わ
え
巣
穴
に
戻
る
た
め
だ
。

ウ
ト
ウ
は
海
で
暮
ら
し
陸
で
子
育
て
す

る
。
３
月
上
旬
に
島
へ
飛
来
す
る
と
、

海
に
近
い
陸
地
に
巣
穴
を
掘
っ
て
産
卵
。

孵
化
す
る
５
月
か
ら
ヒ
ナ
が
巣
立
つ
７

月
上
旬
ま
で
、
日
没
後
に
親
鳥
は
帰
巣

す
る
。

　

巣
立
ち
の
ヒ
ナ
が
い
た
。
よ
ち
よ
ち

歩
い
て
道
路
を
横
切
る
。
海
の
方
向
が

わ
か
ら
ず
、
逆
に
行
こ
う
と
す
る
の
を

見
学
客
が
「
あ
っ
ち
だ
よ
！
」
と
声
を

か
け
る
。
海
へ
出
る
前
に
カ
ラ
ス
や
オ

オ
セ
グ
ロ
カ
モ
メ
の
餌
食
に
な
る
ヒ
ナ

も
多
い
と
か
。
が
ん
ば
れ
、
と
応
援
し

た
く
な
る
。

森
林
を
失
っ
て

水
不
足
に
陥
る

　

ウ
ミ
ネ
コ
の
大
繁
殖
地
の
近
く
を
ク

ル
マ
で
通
っ
た
。
道
路
ま
で
埋
め
つ
く

し
、
の
ろ
の
ろ
徐
行
し
な
い
と
進
め
な

い
。
運
転
す
る
齊
藤
暢み
つ
るさ

ん
は
運
送
業

を
営
む
傍
ら
「
一
般
社
団
法
人 

天
売

島
お
ら
が
島
活
性
化
会
議
」
の
代
表
理

事
を
務
め
地
域
活
動
に
も
携
わ
っ
て
い

る
。

「
海
上
に
ウ
ミ
ネ
コ
が
集
ま
っ
て
い
る

光
景
を
『
鳥
山
』
と
い
っ
て
、
そ
の
下

に
は
イ
カ
ナ
ゴ
や
カ
タ
ク
チ
イ
ワ
シ
な

ど
の
魚
群
が
い
ま
す
。
昔
は
そ
れ
が
ニ

シ
ン
で
し
た
。
鳥
山
が
見
え
る
と
漁
師

が
船
を
出
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
」
と

齊
藤
さ
ん
は
言
う
。

　

北
海
道
の
日
本
海
側
の
例
に
漏
れ
ず

天
売
島
も
昔
は
ニ
シ
ン
漁
で
栄
え
た
。

か
つ
て
島
が
深
刻
な
水
不
足
に
悩
ま
さ

4海抜100ｍを超える崖の上に据えられた「赤岩展望台」。周囲の地面には数えきれないほどのウトウの巣穴がある 5巣穴から出てきたウトウのヒナ。これから崖に向かい、海
に飛び込んで巣立ちとなる 6ウトウの巣穴。卵やヒナを狙う外敵が入れない大きさに掘る。穴の深さは約1ｍ 

45

6

水の文化 60号　特集「水の守人」
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れ
た
遠
因
も
実
は
漁
業
に
あ
る
。
齊
藤

さ
ん
に
よ
る
と
「
肥
料
と
し
て
出
荷
す

る
ニ
シ
ン
粕
を
つ
く
る
の
に
薪
が
必
要

で
、
森
林
伐
採
が
進
み
ま
し
た
」。

　

明
治
時
代
前
期
に
森
の
多
く
は
消
滅

し
、
さ
ら
に
山
火
事
が
追
い
打
ち
を
か

け
天
売
の
森
は
ハ
ゲ
山
に
。
そ
の
後
、

植
林
が
試
み
ら
れ
、
１
９
５
４
年
か
ら

は
公
共
治
山
事
業
に
よ
る
森
林
再
生
へ

の
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
が
、
表
土
が

堅
く
や
せ
た
土
壌
、
冬
の
強
い
季
節
風

に
よ
る
寒
風
害
や
倒
木
な
ど
、
厳
し
い

自
然
環
境
ゆ
え
木
が
育
た
な
か
っ
た
。

　

水
源
涵か
ん
よ
う養

林
が
貧
弱
だ
と
保
水
能
力

が
劣
る
。
１
９
６
９
年
（
昭
和
44
）
に
水

道
が
開
通
し
た
が
渇
水
期
に
は
慢
性
的

に
水
不
足
。
離
島
観
光
ブ
ー
ム
に
湧
い

た
１
９
７
３
年
（
昭
和
48
）
に
は
し
ば
し

ば
断
水
し
、
自
衛
隊
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー

や
船
が
給
水
し
た
。

　

天
売
の
森
が
少
し
ず
つ
健
全
さ
を
取

り
戻
し
た
の
は
、
１
９
８
０
年
（
昭
和

55
）
か
ら
６
年
間
の
水
源
林
造
成
事
業

に
よ
る
。「
土
塁
併
用
防
風
工
」
と
い
う

独
自
の
方
法
が
採
ら
れ
た
（
図
２
）。
土

塁
上
に
杭
を
深
く
埋
設
し
た
防
風
柵
を

立
て
、
さ
ら
に
雨
や
雪
を
溜
め
て
保
水

能
力
を
高
め
る
水
路
を
敷
設
。
土
塁
と

防
風
柵
で
護
ら
れ
た
な
か
に
、
ヤ
ナ
ギ

類
、
グ
イ
マ
ツ
、
ア
カ
エ
ゾ
マ
ツ
、
ハ

ン
ノ
キ
類
、
カ
シ
ワ
、
イ
タ
ヤ
カ
エ
デ

な
ど
を
植
林
し
た
。
こ
う
し
た
取
り
組

島ぐるみで守り、育てる水源林 ―― 北海道・天売島の挑戦

繁殖地の道路に群れるウミネコ。2017年にそれまで繁殖していた島の反対側からこの地に移ってきた一般社団法人 天売島おらが島活性化会議の
代表理事を務める齊藤暢さん

図２ 天売島の水源林を再生した「土塁併用防風工｣（事業イメージ） 図1 天売島の森の回復具合

2000年
図3 天売島の森林面積の推移

杭を深く埋設することで
倒壊しにくい柵となる。
土塁は半永久的な防風
効果をもたらす

雨や雪を溜め、保水能力を
高めるなどの効果がある

水路工

土塁
ヤナギ埋幹

防風垣

（北海道留萌振興局の提供資料をもとに編集部作成）

（北海道留萌振興局の提供資料をもとに編集部作成）
上は水不足に悩まされていた1977年（昭和52）に撮影したもの。下は水不足が解消
された2000年（平成12）撮影のもの（提供：北海道留萌振興局）

4.6ｍ
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み
に
よ
り
、
現
在
の
森
林
面
積
は
１
９

５
６
年
の
約
20
倍
に
あ
た
る
１
９
７
ha

ま
で
増
加
。
水
不
足
の
問
題
は
解
消
さ

れ
て
い
る
。

豊
か
に
育
っ
た

森
を
健
全
化
へ

　

外
か
ら
見
る
と
豊
か
に
緑
な
す
天
売

の
森
だ
が
、
な
か
に
入
る
と
過
密
ぶ
り

が
わ
か
る
。
森
を
調
査
し
た
北
海
道
留

萌
振
興
局
森
林
室
普
及
課
主
査
の
小
林

順
二
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
強
風
で
倒
れ
な

い
よ
う
高
密
度
に
植
え
ら
れ
て
い
る
た

め
、
樹
冠
が
閉
鎖
し
て
太
陽
光
が
差
し

込
ま
ず
、
下
草
が
枯
れ
樹
木
も
根
が
張

れ
ず
貧
弱
な
箇
所
が
多
い
の
で
す
」。

　

放
置
す
れ
ば
豪
雨
に
よ
る
土
砂
災
害

の
原
因
に
な
る
う
え
、
森
が
健
全
な
状

態
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
間
伐
に

よ
る
手
入
れ
が
必
要
な
森
林
は
全
面
積

の
46
％
に
及
ぶ
。

　

一
方
、
天
売
島
で
は
２
０
１
２
年
ご

ろ
か
ら
「
島
お
こ
し
」
の
機
運
が
高
ま

っ
て
い
る
。
80
年
代
の
森
林
再
生
に
か

か
わ
り
、
こ
の
島
に
愛
着
を
も
つ
専
門

家
た
ち
に
よ
る
「
天
売
の
応
援
団
」
は
、

島
と
海
と
森
と
水
の
つ
な
が
り
や
水
源

林
再
生
の
意
義
を
島
民
に
伝
え
る
セ
ミ

ナ
ー
・
授
業
を
開
催
。
島
の
青
年
有
志

は
「
お
ら
が
島
活
性
化
会
議
」
を
発
足
。

羽
幌
町
は
エ
コ
観
光
と
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
地
産
地
消
を
目
指
す
エ
コ
ア

イ
ラ
ン
ド
構
想
を
策
定
し
た
。

　

民
間
主
体
の
島
お
こ
し
の
芽
を
大
き

く
育
て
よ
う
と
留
萌
振
興
局
で
は
２
０

１
５
年
（
平
成
27
）
か
ら
天
売
島
応
援
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
開
始
。「
公
共
事
業
に
よ

る
間
伐
な
ど
の
森
林
整
備
、
島
民
と
応

援
団
に
よ
る
森
づ
く
り
活
動
、
木
材
の

〈
地
材
地
消
〉
に
よ
る
利
活
用
。
こ
の

三
方
策
を
５
年
計
画
で
進
め
て
い
ま

す
」
と
小
林
さ
ん
は
言
う
。
２
０
１
７

年
（
平
成
29
）、
お
ら
が
島
活
性
化
会
議
、

羽
幌
町
、
留
萌
振
興
局
の
三
者
が
「
未

来
に
つ
な
ぐ
木も
く
い
く育

の
島
づ
く
り
」
協
定

を
締
結
し
、
天
売
の
応
援
団
も
連
携
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

森・水・海
の
つ
な
が
り
を

後
の
世
代
に
残
し
た
い

  

「
お
ら
が
島
活
性
化
会
議
」
発
足
の

き
っ
か
け
は
、
地
域
再
生
の
成
功
事
例

で
知
ら
れ
る
島
根
県
隠
岐
郡
海あ

ま士
町ち

ょ
うへ

の
研
修
旅
行
だ
っ
た
。
遊
び
半
分
で
出

か
け
た
齊
藤
さ
ん
ら
有
志
は
「
頭
を
叩

か
れ
た
よ
う
な
衝
撃
」
を
受
け
た
。

「
人
任
せ
に
せ
ず
自
分
た
ち
で
考
え
る
。

そ
の
覚
悟
が
な
か
っ
た
。
北
海
道
や
羽

幌
町
が
何
も
し
て
く
れ
な
い
か
ら
島
が

衰
退
す
る
ん
だ
と
鵜
呑
み
に
し
て
い
ま

し
た
」

　

海
士
町
の
キ
ー
マ
ン
を
ワ
ー
ク
シ
ョ

間伐を行なうと森のなかはこのように明るくなる北海道留萌振興局森林室普及課主査の小林順二さん

天売島の森を再び荒廃させないためにはこうした間
伐が必要（提供：天売の応援団）

伐り出した木を運ぶ馬。天売島の土壌ではこの方
法が最適という（提供：天売の応援団）

天売島おらが島活性化会議と天売の応援団のメン
バーが、間伐材を利用して建てたシャワー小屋

水の文化 60号　特集「水の守人」
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ッ
プ
に
招
い
て
「
子
ど
も
が
行
き
た
い
、

親
が
行
か
せ
た
い
」
高
校
魅
力
化
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
だ
。
結
果
、
定

時
制
の
町
立
天
売
高
校
に
は
東
京
や
札

幌
か
ら
入
学
生
が
あ
り
、
小
中
学
校
や

保
育
所
で
働
き
な
が
ら
学
ん
で
い
る
。

在
校
生
８
人
の
学
校
に
羽
幌
町
は
２
０

０
０
万
円
を
か
け
て
寮
を
建
設
し
た
。

　

お
ら
が
島
活
性
化
会
議
で
も
Ｕ
タ
ー

ン
の
若
者
と
高
校
生
を
２
名
雇
用
。
バ

ー
ド
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
用
に
敷
設
し
た
フ

ッ
ト
パ
ス
（
注
）
の
草
刈
り
や
、
猫
愛

護
団
体
と
連
携
し
た
鳥
に
は
天
敵
と
な

る
野
良
猫
の
保
護
活
動
を
町
か
ら
受
託

し
た
。

「
自
分
た
ち
で
や
っ
て
み
て
相
談
す
る

と
役
場
の
人
た
ち
と
フ
ラ
ッ
ト
な
よ
い

関
係
が
築
け
ま
す
」

　

齊
藤
さ
ん
た
ち
は
、
天
売
の
応
援
団

の
セ
ミ
ナ
ー
で
森
林
再
生
の
苦
闘
の
歴

史
を
知
り
、
水
源
林
の
大
切
さ
を
痛
感
。

子
ど
も
た
ち
に
森
に
親
し
ん
で
も
ら
お

う
と
キ
ノ
コ
づ
く
り
、
間
伐
材
を
利
用

し
た
キ
ャ
ン
プ
場
の
シ
ャ
ワ
ー
小
屋
建

設
や
木
炭
づ
く
り
な
ど
に
、
留
萌
振
興

局
や
天
売
の
応
援
団
の
助
力
を
得
て
取

り
組
む
。

　

今
後
、
間
伐
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る

木
材
を
、
薪
と
し
て
利
用
す
る
の
も
有

効
な
手
段
だ
。
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に

参
加
し
た
の
ち
移
住
し
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

天て

宇う

礼れ

を
開
業
し
た
宇
佐
美
彰あ

き
の
り規

さ
ん

も
活
性
化
会
議
の
メ
ン
バ
ー
で
、
い
ち

早
く
薪
ス
ト
ー
ブ
を
導
入
し
た
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
重
ね
、水
源
の

森
を
守
る
こ
と
で
森
か
ら
栄
養
が
海
に

流
れ
る
。「
だ
か
ら
ウ
ニ
や
魚
が
獲
れ
、海

鳥
が
繁
殖
す
る
。
こ
の
豊
か
な
つ
な
が
り

を
後
の
世
代
に
残
し
た
い
」
と
い
う
齊
藤

さ
ん
の
思
い
は
島
民
共
通
だ
ろ
う
。

（
２
０
１
８
年
７
月
25
～
27
日
取
材
）

島ぐるみで守り、育てる水源林 ―― 北海道・天売島の挑戦

（注）フットパス

歩くことを楽しむために設けられた散歩道のこと。
【山・森林】

海鳥約100万羽と人間が共生する天売島。世界的にも貴重なこの島を支えているのは水源の森だ

7間伐材の有効活用の一つは薪にすること。
そのほか建築用資材や木炭などにも使ってい
る 8ゲストハウス天宇礼のオーナー、宇佐美彰
規さん。薪ストーブをいち早く導入した

7

8
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も
っ
と
知
っ
て
ほ
し
い

下
水
道
の
多
面
的
機
能

　

下
水
道
料
金
を
１
日
い
く
ら
支
払
っ

て
い
る
か
、
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
？　

　

国
土
交
通
省
の
試
算
に
よ
れ
ば
４
人

世
帯
で
月
に
20
㎥
使
う
標
準
的
な
家
庭

の
全
国
平
均
値
が
１
人
１
日
約
22
円

（
ち
な
み
に
東
京
都
で
は
約
17
円
）。
下
水
道
料

金
は
水
道
料
金
と
一
緒
に
徴
収
さ
れ
て

い
る
か
ら
普
段
あ
ま
り
気
に
留
め
な
い
。

下
水
道
を
意
識
す
る
の
は
、
大
地
震
で

水
洗
ト
イ
レ
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
き

東京都杉並区、中野区などの雨水を一時的に溜
めて浸水被害を軽減する「和田弥生幹線」。地下
にある貯留管、そして集水管と合わせて約15万㎥
の貯留が可能　提供：東京都下水道局

目
に
見
え
な
い「
水
イ
ンフ
ラ
」を 

可
視
化
す
る

私
た
ち
の
暮
ら
し
や
経
済
を
陰
で
支
え
る
「
下

水
道
」。
共
有
の
財
産
で
あ
る
下
水
道
を
未
来
へ

引
き
継
ぐ
た
め
、
国
民
一
人
ひ
と
り
に
理
解
を

深
め
て
も
ら
い
た
い
、
と
発
足
し
た
の
が
「
下

水
道
広
報
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
」
だ
。
年
に
一
度

の
「
マ
ン
ホ
ー
ル
サ
ミ
ッ
ト
」
の
開
催
、
下
水

道
の
仕
事
に
携
わ
る
女
性
た
ち
に
よ
る
情
報
発

信
な
ど
多
彩
な
活
動
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。

【都市・インフラ】

水の文化 60号　特集「水の守人」



下水道管内で点検および作業を行なう職員たち。人の目に触れることのないこうし
た作業が繰り返されることで私たちの生活は成り立っている　提供：東京都下水道局

下水道展でGKPが構えたブース「スイスイ下水道研究所」。円内は観覧者
参加型のステージイベントとして実施した「キャプテン・ゲスイの宝島2017」
提供：下水道広報プラットホーム
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く
ら
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
「
ボ
ッ
ト
ン
ト
イ
レ
」
経
験

の
な
い
世
代
が
増
え
て
い
る
か
ら
。
下

水
道
普
及
率
が
９
割
に
及
び
、
ト
イ
レ

が
す
っ
か
り
水
洗
化
さ
れ
た
現
在
、
汚

水
や
雑
排
水
が
視
界
か
ら
消
え
、
臭
い

も
な
く
な
り
、
快
適
で
清
潔
な
生
活
が

当
た
り
前
に
な
っ
た
。
と
も
す
れ
ば
私

た
ち
は
、
下
水
道
と
聞
く
と
家
庭
の
水

洗
ト
イ
レ
や
生
活
排
水
の
こ
と
だ
け
を

思
い
浮
か
べ
が
ち
だ
。

「
下
水
道
の
機
能
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
」。
下
水
道
広
報
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
（
略
称　

Ｇ
Ｋ
Ｐ
）
企
画
運
営
副
委

員
長
の
栗
原
秀
人
さ
ん
が
言
う
。

「
降
雨
を
川
や
海
へ
排
除
す
る
。
オ
フ

ィ
ス
ビ
ル
や
商
業
施
設
の
排
水
を
受
け

止
め
る
。
下
水
の
高
度
処
理
に
よ
る
河

川
・
湖
・
湾
の
水
質
改
善
、
水
の
再
生

利
用
や
、
残
渣
・
微
生
物
の
肥
料
化
、

温
下
水
の
熱
源
利
用
な
ど
、
地
域
の
生

活
と
経
済
を
支
え
、
水
環
境
を
守
り
、

循
環
型
社
会
を
つ
く
る
の
が
下
水
道
の

役
割
で
す
。
し
か
し
今
ま
で
、
こ
う
し

た
多
面
的
な
価
値
が
受
益
者
で
あ
る
多

く
の
人
た
ち
に
伝
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
」

　

例
え
ば
、
薬
剤
で
は
な
く
多
種
類
の

微
生
物
を
大
量
に
「
飼
っ
て
」
下
水
処

理
し
て
い
る
こ
と
。
有
機
物
を
餌
に
し

て
分
解
す
る
微
生
物
の
食
物
連
鎖
に
よ

る
生
態
系
の
お
か
げ
で
下
水
の
水
は
き

れ
い
に
な
る
。
こ
の
基
本
さ
え
、
ど
れ

だ
け
の
人
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

「
食
物
連
鎖
の
頂
上
に
君
臨
す
る
後
生

動
物
の
ク
マ
ム
シ
が
多
い
と
処
理
の
調

子
が
よ
い
証
し
で
す
」。

　

昭
和
50
年
代
ま
で
「
下
水
道
整
備
」

は
住
民
が
行
政
に
望
む
項
目
の
上
位
に

位
置
し
て
い
た
。
し
か
し
、
下
水
道
が

普
及
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
ニ
ー
ズ
は

急
速
に
下
が
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
下
水

道
が
「
あ
っ
て
あ
た
り
ま
え
」
の
存
在

に
な
っ
た
か
ら
だ
。

　

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
有
事
の
際

に
よ
う
や
く
下
水
道
の
あ
り
が
た
さ
に

気
づ
く
。
例
え
ば
、
２
０
１
１
年
の
東

日
本
大
震
災
に
よ
っ
て
、
千
葉
県
浦
安

市
で
は
広
い
範
囲
で
液
状
化
が
起
こ
り
、

上
下
水
道
と
も
に
使
用
で
き
な
く
な
っ

た
。
約
７
万
１
４
０
０
世
帯
の
46
％
に

あ
た
る
３
万
３
０
０
０
戸
で
上
水
道
が

断
水
し
、
下
水
道
は
最
大
時
１
万
２
０

０
０
戸
が
使
え
な
く
な
っ
た
の
だ
（
注
）。

　

下
水
道
が
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
は

流
し
た
水
の
行
き
場
が
な
い
と
い
う
こ

と
。
無
理
や
り
流
せ
ば
、
ど
こ
か
で
必

ず
あ
ふ
れ
る
。
だ
か
ら
、た
と
え
上
水
道

が
先
に
復
旧
し
て
も
水
は
流
せ
な
い
。

家
の
な
か
の
配
管
か
ら
下
水
処
理
場
に

た
ど
り
つ
く
ま
で
、
詰
ま
り
や
ズ
レ
が

な
い
か
が
確
認
で
き
て
、
初
め
て
安
心

し
て
水
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ん

な
こ
と
も
大
部
分
の
人
は
知
ら
な
い
は

ず
だ
。

　

見
え
に
く
い
下
水
道
の
社
会
イ
ン
フ

ラ
と
し
て
の
多
面
的
な
価
値
。
そ
れ
を

産
官
学
の
大
連
合
で
多
様
な
機
会
を
通

じ
広
く
発
信
し
よ
う
と
、
２
０
１
３
年

に
発
足
し
た
の
が
Ｇ
Ｋ
Ｐ
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
下
水
道
施
設
関
連
の
企
業
を
中

心
と
す
る
１
４
０
団
体
会
員
、
６
２
３

名
の
個
人
会
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

日
本
独
自
の
路
上
文
化
が

「
マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
」に

　

Ｇ
Ｋ
Ｐ
が
発
足
し
て
か
ら
変
わ
っ
た

の
が
「
下
水
道
展
」
の
様
相
だ
。
も
と

も
と
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
公
共
団
体
に

向
け
た
下
水
道
関
連
企
業
の
見
本
市
だ

っ
た
の
が
、
今
で
は
「
ス
イ
ス
イ
下
水

道
研
究
所
」
と
称
し
て
、
出
展
自
治
体

と
企
業
が
連
携
し
親
子
で
下
水
道
の
価

値
を
楽
し
め
る
体
験
型
の
展
示
も
。
ゴ

ー
ル
す
る
と
土
産
物
を
も
ら
え
る
ク
イ

ズ
ラ
リ
ー
を
実
施
し
た
り
、
夏
休
み
の

自
由
研
究
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
ノ
ー
ト
を

子
ど
も
た
ち
に
配
っ
た
り
し
て
い
る
。

　

オ
ー
ル
下
水
道
界
に
よ
る
リ
ク
ル
ー

（注）浦安市の液状化被害

詳細は当センターＨＰより「第8回里川文化塾 
浦安市の震災と上下水道」実施報告を参照。

目に見えない「水インフラ」を可視化する



マンホール好きの「マンホーラー」が集まったマンホールサミット
の会場。円内は無料配布している「マンホールカード」の一部
提供：下水道広報プラットホーム

下水道広報プラットホーム提供資料をもとに編集部作成

ＧＫＰの基本的な考え方
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ト
活
動
も
成
果
を
上
げ
つ
つ
あ
る
。
大

学
や
高
専
で
「
下
水
道
を
未
来
に
つ
な

げ
る
会
」（
以
下
、
未
来
会
）
が
説
明
会
を
開

催
。「
今
ま
で
単
独
の
企
業
だ
と
知
名
度

が
足
ら
ず
注
目
を
集
め
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
と
並
ぶ
大

き
な
ブ
ー
ス
と
時
間
を
提
供
い
た
だ
け

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」。
２
０
１
７

年
は
延
べ
２
３
８
人
の
学
生
を
集
め
、

未
来
会
の
イ
ベ
ン
ト
参
加
を
機
に
５
名

が
下
水
道
業
界
に
就
職
し
た
。

　

２
０
１
４
年
か
ら
始
ま
っ
た
Ｇ
Ｋ
Ｐ

の
目
玉
イ
ベ
ン
ト
が
「
マ
ン
ホ
ー
ル
サ

ミ
ッ
ト
」
だ
。
地
下
に
あ
っ
て
見
え
な

い
下
水
道
の
な
か
で
唯
一
目
立
つ
の
が

市
町
ご
と
に
違
う
デ
ザ
イ
ン
の
マ
ン
ホ

ー
ル
の
蓋ふ
た

。
各
地
ゆ
か
り
の
名
所
、
名

物
、
ス
ポ
ー
ツ
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど

が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
バ
ラ
エ
テ
ィ

豊
か
な
絵
柄
に
魅
か
れ
る
マ
ニ
ア
、
人

呼
ん
で
「
マ
ン
ホ
ー
ラ
ー
」
た
ち
が
以

前
か
ら
集
ま
っ
て
い
た
。「
せ
っ
か
く
な

ら
一
緒
に
盛
り
上
が
り
ま
し
ょ
う
」
と

Ｇ
Ｋ
Ｐ
が
誘
っ
て
始
ま
っ
た
の
が
マ
ン

ホ
ー
ル
サ
ミ
ッ
ト
。
そ
の
初
回
で
提
案

さ
れ
た
「
マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
」
が
大

ブ
レ
イ
ク
中
だ
。

　

２
０
１
８
年
８
月
に
は
第
８
弾
と
し

て
76
種
76
自
治
体
の
マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー

ド
が
発
行
さ
れ
、
シ
リ
ー
ズ
累
計
で
は

４
１
８
種
３
６
４
自
治
体
に
及
ぶ
。
各

自
治
体
の
下
水
道
関
連
施
設
や
観
光
案

内
所
な
ど
で
無
料
配
布
し
て
い
る
。

　

日
本
独
自
の
「
路
上
文
化
」
と
も
い

え
る
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
の
デ
ザ
イ
ン
が
こ

れ
だ
け
多
様
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は

「
下
水
道
の
整
備
拡
大
が
軌
道
に
乗
り

は
じ
め
た
昭
和
50
年
代
後
半
に
遡
り
ま

す
」
と
元
国
土
交
通
省
勤
務
の
栗
原
さ

ん
は
明
か
す
。「
旧
建
設
省
下
水
道
部
の

先
輩
が
、
完
成
後
も
下
水
道
を
多
く
の

人
に
意
識
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
市

町
特
有
の
蓋
を
設
置
し
よ
う
と
提
案
し

ま
し
た
」。

　

マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド
は
下
水
道
へ
の

関
心
喚
起
や
観
光
振
興
に
役
立
っ
て
い

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
下
水
道
女
子
』の

交
流
と
発
信
の
場
を

　

も
と
も
と
土
木
・
建
築
分
野
に
女
性

は
少
な
い
。
国
土
交
通
省
水
管
理
・
国

土
保
全
局
下
水
道
部
の
阿
部
千ち

か雅
さ
ん

は
、
旧
建
設
省
で
下
水
道
の
部
署
に
配

属
さ
れ
た
最
初
の
女
性
で
あ
る
。

「
下
水
道
界
に
も
最
近
は
若
い
女
性
が

増
え
て
き
ま
し
た
が
、
気
軽
に
話
せ
る

同
性
が
ま
だ
少
な
い
こ
と
に
変
わ
り
あ

り
ま
せ
ん
。
Ｇ
Ｋ
Ｐ
が
発
足
し
た
と
き
、

GKPの取り組みについ
て語る下水道広報プラッ
トホーム企画運営副委員
長の栗原秀人さん（右）と
国土交通省 水管理・国
土保全局 下水道部の
阿部千雅さん（左）

暮らしを支える
トイレの水洗化

雑排水の見えない
快適で清潔な暮らし

❶対象
下水道の直接的な利用者

↓
下水道の恩恵に

あずかっているすべての人

❷コンテンツ
下水道関係用語など

↓
受益者たちの

言語、価値観（再発信）

❸発信者
公共団体下水道部局広報担当者

↓
下水道に携わる官・学・産の大連合

❹媒体
下水道業界紙など

↓
一般紙、経済紙など

地域社会を支える
経済活動を支える
観光価値を高める

地域活性化を図るなど

水環境を守る
さまざまな

「水の恵み」を育む

循環型社会をつくる
水の再生利用、
有用資源の循環

地球との共生を
可能にする

温暖化対策に取り組める

主婦、小学生、学生、社会人、
地域住民（工事箇所周辺）、大学、政界、経済界

水や資源などの環境問題に取り組む関係者

水道、農業、観光業、漁業、教育、都市計画などの関係者

その他大勢

「多面的な下水道の価値」の受益者＝多くのステークホルダー

下水道の多面的な価値

情報発信の転換

水の文化 60号　特集「水の守人」



東京の近代下水道の先駆けとして知られる神田下水。明
治時代にコレラなどの伝染病を予防する衛生改善の一環と
してつくられた。レンガ積みの卵形管（らんけいかん）は現役
提供：東京都下水道局
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『
女
子
会
も
つ
く
っ
た
ら
？
』
と
何
人

か
の
先
輩
男
性
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、

よ
い
き
っ
か
け
を
い
た
だ
い
た
と
始
め

た
の
で
す
」

　

そ
れ
が
下
水
道
関
連
部
署
で
働
く
女

性
間
の
つ
な
が
り
の
場
「
Ｇ
Ｊ
リ
ン

ク
」。
Ｇ
Ｊ
と
は
「
下
水
道
女
子
」
の

略
称
だ
。
年
１
回
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
開
催
し
交
流
の
機
会
を
設
け
て
い
る
。

北
九
州
で
実
施
し
た
２
０
１
８
年
は

「
女
性
の
目
線
で
見
た
効
果
的
な
イ
ベ

ン
ト
等
の
広
報
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ

ー
マ
を
設
定
。「
女
性
同
士
だ
と
『
そ
う

だ
よ
ね
』
と
共
感
で
き
る
話
で
も
男
性

が
大
半
の
職
場
で
は
言
い
に
く
い
も
の
。

で
も
下
水
道
ユ
ー
ザ
ー
の
半
分
は
女
性

で
す
。
生
活
者
の
視
点
で
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
提
案
す
る
よ
う
な
広
報
の
し
か

た
も
あ
る
は
ず
で
す
」
と
阿
部
さ
ん
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
官
民
問
わ
ず
40

～
50
名
の
女
性
が
参
加
す
る
。
２
０
１

６
年
か
ら
は
Ｗ
ｅ
ｂ
媒
体
『
Ｇ
Ｊ
ジ
ャ

ー
ナ
ル
』
を
各
地
の
Ｇ
Ｊ
も
参
加
し
て

編
集
し
、
公
開
し
て
い
る
。

　

Ｇ
Ｊ
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、
阿
部

さ
ん
が
参
加
し
た
女
性
同
士
の
勉
強
会

で
の
提
案
が
き
っ
か
け
で
、
国
交
省
が

検
討
を
始
め
た
取
り
組
み
が
あ
る
。「
使

用
済
み
紙
お
む
つ
を
下
水
道
で
受
け
入

れ
る
」
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
の
実
現
に

向
け
た
検
討
だ
。
高
齢
化
が
急
速
に
進

む
な
か
、
働
き
な
が
ら
介
護
や
子
育
て

の
負
担
軽
減
を
目
指
す
女
性
な
ら
で
は

の
発
想
。
下
水
道
以
外
の
幅
広
い
分
野

と
連
携
し
、
優
れ
た
技
術
を
結
集
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
、
有
識
者
会
議
を
通

じ
て
構
想
を
ま
と
め
て
い
る
。

下
水
道
の
シ
ス
テ
ム
全
体
を

「
自
分
事
化
」す
る
た
め
に

　

下
水
道
の
耐
震
化
は
重
要
幹
線
か
ら

優
先
的
に
進
め
て
い
る
が
、
そ
の
耐
震

化
率
は
48
％
に
留
ま
る
。
ま
た
、
災
害

時
に
ト
イ
レ
へ
行
く
の
を
我
慢
す
る
と

さ
ま
ざ
ま
な
健
康
被
害
が
あ
る
た
め
、

マ
ン
ホ
ー
ル
の
上
に
直
接
簡
易
ト
イ
レ

を
設
置
す
る
「
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
」

の
普
及
が
急
が
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ

も
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
は
ど
う
や
っ
て
開
け

る
の
か
…
…
。
例
え
ば
そ
う
し
た
地
震

防
災
を
き
っ
か
け
に
下
水
道
の
こ
と
が

気
に
な
り
だ
す
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
た

ん
な
る
興
味
・
関
心
の
一
歩
先
へ
。
Ｇ

Ｋ
Ｐ
は
そ
こ
を
見
据
え
る
。

　

栗
原
さ
ん
は
「
Ｇ
Ｊ
の
よ
う
な
新
し

い
メ
ニ
ュ
ー
の
提
案
で
幅
を
広
げ
、
地

域
活
動
を
盛
ん
に
し
て
、
下
水
道
の
シ

ス
テ
ム
全
体
を
『
自
分
事
化
』
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
に
し
た
い
」
と
話
す
。

阿
部
さ
ん
も
「
下
水
道
界
は
市
民
の
ニ

ー
ズ
に
寄
り
添
い
、
市
民
は
『
自
分
た

ち
の
下
水
道
』
と
気
づ
く
。
せ
っ
か
く

時
間
と
お
金
を
か
け
て
つ
く
っ
た
す
ご

い
地
下
シ
ス
テ
ム
な
の
だ
か
ら
、
お
互

い
に
も
っ
と
歩
み
寄
れ
る
よ
う
に
、
男

女
問
わ
ず
い
ろ
ん
な
声
を
拾
い
上
げ
発

信
す
る
場
に
し
て
い
き
た
い
」
と
展
望

す
る
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
う
ん
ち
と
お
し
っ

こ
の
話
が
大
好
き
。
大
人
は
顔
を
し
か

め
る
け
れ
ど
、
生
き
る
た
め
に
大
事
な

こ
と
だ
と
本
能
的
に
わ
か
っ
て
い
る
か

ら
に
ち
が
い
な
い
。
水
洗
ト
イ
レ
が
使

え
な
く
な
る
と
い
か
に
悲
惨
か
は
過
去

の
大
地
震
の
教
訓
と
し
て
あ
る
。
首
都

近
郊
を
流
れ
る
多
摩
川
の
水
が
き
れ
い

に
な
っ
た
の
も
、
下
水
道
が
普
及
し
た

お
か
げ
だ
。

　

こ
の
機
会
に
、
見
え
な
い
け
れ
ど
大

切
な
「
水
を
守
る
イ
ン
フ
ラ
」
の
価
値

に
、
改
め
て
目
を
向
け
た
い
。

（
２
０
１
８
年
８
月
８
日
取
材
）

【都市・インフラ】

目に見えない「水インフラ」を可視化する
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柴
を
束
ね
置
い
て

田
の
水
を
得
る

　

大
隅
半
島
を
流
れ
る
一
級
河
川
・
肝き

も

属つ
き
が
わ川

水
系
（
注
1
）
串く

し
ら
が
わ

良
川
下
流
域
に
あ

る
川か
わ
は
ら原

園ぞ
の

井い

堰ぜ
き

は
少
し
変
わ
っ
た
堰
だ
。

下
中
橋
の
下
流
に
位
置
す
る
が
、
橋
の

上
か
ら
見
て
も
ど
こ
に
堰
が
あ
る
の
か

わ
か
ら
な
い
ほ
ど
景
観
に
溶
け
込
ん
で

い
る
。
そ
れ
は
山
か
ら
伐
り
出
し
た
柴

（
燃
料
や
た
い
肥
に
使
う
草
木
）
を
束
ね
て
せ
き

止
め
る
と
い
う
昔
な
が
ら
の
方
法
を
用

い
た
、
小
さ
く
て
素
朴
な
「
柴
井
堰
」

だ
か
ら
だ
。

　

柴
井
堰
で
串
良
川
の
水
位
を
高
め
、

そ
の
す
ぐ
上
流
の
右
岸
か
ら
取
り
入
れ

ら
れ
た
水
は
、
有あ
り
さ
と里

用
水
路
（
延
長

９
・
２
km
）
を
通
り
、
細
山
田
、
有
里
、

岡
崎
、
下し
も
こ
ば
る

小
原
の
四
つ
の
地
区
を
経
て
、

約
３
０
０
ha
の
農
地
を
潤
す
。
９
０
０

も
の
農
家
が
柴
井
堰
か
ら
の
水
を
受
け

て
今
も
米
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
堰
が
つ
く
ら
れ
た
の
は
江
戸

時
代
初
期
。
３
８
０
年
ほ
ど
前
に
始
ま

っ
た
薩
摩
藩
に
よ
る
新
田
開
発
に
端
を

発
す
る
。
当
初
は
石
堰
だ
っ
た
と
も
、

木
杭
の
基
礎
に
草
木
を
編
み
込
ん
だ
も

の
だ
っ
た
と
も
伝
わ
る
。
１
９
０
２
年

（
明
治
35
）
に
基
礎
は
石
と
な
っ
た
が
台

風
で
し
ば
し
ば
流
さ
れ
た
た
め
、
１
９

５
０
年
（
昭
和
25
）
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

伝統保存か近代化か
　　　　　　　　選択を迫られる「柴井堰」

【農業】

（注1）肝属川水系

流域全体については『水の文化』59号の
連載「Go! Go! 109水系」を参照のこと。

鹿
児
島
県
大
隅
半
島
の
鹿か

の
や屋

市

に
は
、
農
業
用
水
を
と
る
た
め
に

山
野
に
生
え
て
い
る
雑
木
を
用
い

た
「
柴し
ば
い
ぜ
き

井
堰
」
が
残
る
。
そ
の
土

地
で
入
手
で
き
る
草
木
を
使
っ
た

堰
は
各
地
に
あ
っ
た
が
、
今
は
こ

こ
が
日
本
唯
一
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
続
け
る
に
は

課
題
が
多
く
、
柴
井
堰
と
し
て
残

す
の
か
、
そ
れ
と
も
近
代
的
な
堰

に
つ
く
り
替
え
る
の
か
と
い
う
選

択
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

水の文化 60号　特集「水の守人」
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の
基
礎
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
れ
を
補
修

し
な
が
ら
今
も
使
い
つ
づ
け
て
い
る
。

先
輩
の
や
り
方
を

見
よ
う
見
ま
ね
で

　

柴
井
堰
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
日
本

古
来
の
柴
を
使
っ
た
堰
が
、
も
う
こ
こ

に
し
か
残
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。

　

毎
年
３
月
に
な
る
と
、
農
家
の
人
々

が
近
隣
の
山
に
分
け
入
り
、「
マ
テ
バ
シ

イ
」
と
い
う
ブ
ナ
科
の
常
緑
樹
を
伐
っ

て
山
か
ら
下
ろ
し
、
幹
と
枝
葉
に
切
り

分
け
る
。
そ
し
て
芯
と
な
る
幹
を
真
ん

中
に
３
～
４
本
入
れ
、
そ
の
周
囲
を
葉

付
き
の
枝
10
本
ほ
ど
で
包
ん
で
竹
で
縛

り
上
げ
て
束
に
す
る
。
長
さ
が
１
５
０

～
１
７
０
㎝
、
胴
回
り
が
約
50
㎝
。
川

幅
43
ｍ
を
せ
き
止
め
る
た
め
に
、
１
５

０
束
ほ
ど
こ
し
ら
え
る
。
そ
の
束
を
川

の
な
か
に
運
び
込
み
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
の
基
礎
に
這
わ
せ
た
横
木
に
葉
が
多

い
方
を
下
に
し
て
立
て
か
け
る
。
仕
上

げ
は
筵む
し
ろを

上
流
側
に
敷
き
詰
め
る
。

　

こ
の
一
連
の
作
業
「
柴
架
け
」
を
指

揮
し
て
い
る
の
が
、
串
良
町
土
地
改
良

区
の
理
事
長
を
務
め
る
出い
ず
み
ぞ
の

水
園
利
明
さ

ん
。
岡
崎
地
区
で
５
～
６
ha
の
水
田
を

も
つ
農
家
だ
。

「
３
月
25
～
26
日
に
は
田
植
え
が
始
ま

り
ま
す
か
ら
、
３
月
20
日
ま
で
に
柴
を

架
け
な
い
と
ダ
メ
で
す
。
育
苗
も
し
て

伝統保存か近代化か
　　　　　　　　選択を迫られる「柴井堰」

1柴井堰で水位を高め、ここから串良川の水を取
り込む 2柴井堰からの水を下流に送る有里用
水路。串良川右岸の農地３００haを潤している 3
有里地区の水田風景。これは牛の飼料となる稲
発酵粗飼料（イネWCS）

日本古来の柴を使った柴井堰はこの「川原園井堰」
しか残っていない。毎年3月に築き、稲刈りが終わる
９月に半分だけ撤去して、翌年は新たに柴架けをする

細山田

有里

岡崎

下小原

川原園井堰(柴井堰）

有
里
用
水
路

串
良
川

肝属川

1

2

3

伝統保存か近代化か ― 選択を迫られる「柴井堰」 
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い
る
の
で
３
月
は
大
忙
し
で
す
」

　

出
水
園
さ
ん
に
よ
る
と
、
も
っ
と
も

難
し
い
の
は
柴
を
束
ね
る
作
業
。

「
た
だ
長
さ
を
そ
ろ
え
る
だ
け
で
は
不

十
分
で
す
。
水
を
漏
ら
さ
ず
、
水
流
に

も
耐
え
ら
れ
る
強
度
を
も
た
せ
る
に
は
、

束
ね
た
枝
葉
に
隙
間
を
つ
く
ら
な
い
よ

う
に
し
、
束
を
丸
く
、
太
さ
も
均
一
に

す
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
枝
葉
の
反
り

具
合
を
見
て
『
こ
っ
ち
に
曲
が
る
は
ず

だ
か
ら
こ
う
束
ね
よ
う
』
と
考
え
な
が

ら
束
ね
て
い
ま
す
」

　

自
生
す
る
マ
テ
バ
シ
イ
の
、
太
さ
も

曲
が
り
も
異
な
る
幹
や
枝
葉
を
瞬
時
に

見
極
め
て
束
ね
る
の
は
、
長
年
の
経
験

と
勘
が
あ
っ
て
こ
そ
。
伐
り
出
す
作
業

は
ほ
か
の
人
で
も
で
き
る
が
、
束
ね
ら

れ
る
の
は
出
水
園
さ
ん
一
人
。

「
先
輩
が
ど
ん
ど
ん
い
な
く
な
っ
た
か

ら
、
私
が
や
る
し
か
な
か
っ
た
」
と
言

う
出
水
園
さ
ん
。
30
代
で
先
輩
か
ら
引

き
継
ぎ
、
今
80
歳
。
40
年
以
上
も
柴
架

け
の
棟
梁
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

　

出
水
園
さ
ん
と
同
じ
岡
崎
地
区
の
農

家
、
末
吉
芳
美
さ
ん
は
こ
う
証
言
す
る
。

「
以
前
、
私
も
束
ね
方
を
教
わ
っ
た
の

で
す
が
、
定
型
が
な
い
の
で
う
ま
く
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
川
の
な
か
に
柴
を

据
え
る
作
業
も
難
し
い
。
川
底
に
は
凹

凸
が
あ
る
た
め
、
柴
の
高
さ
を
水
平
に

揃
え
る
に
は
微
妙
な
調
整
が
必
要
で
す
。

そ
れ
も
出
水
園
さ
ん
が
指
示
し
ま
す
」

　

伐
り
出
し
は
５
名
、
柴
架
け
の
日
に

は
14
～
15
名
が
加
勢
す
る
が
、
そ
の
中

心
に
は
い
つ
も
出
水
園
さ
ん
が
い
る
。

柴
の
ス
ト
ッ
ク
は

来
年
一
年
分
の
み

　
「
川
原
園
井
堰
の
柴
か
け
」
と
し
て

鹿か
の
や屋

市し

の
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
な
っ

て
い
る
柴
井
堰
。
材
料
と
な
る
マ
テ
バ

シ
イ
は
再
生
可
能
で
あ
り
、
電
力
を
使

わ
な
い
の
で
農
家
の
受
益
者
負
担
金
は

低
く
抑
え
ら
れ
る
う
え
、
日
本
唯
一
の

堰
で
あ
る
。
そ
の
価
値
は
計
り
知
れ
な

い
ほ
ど
で
す
ね
、
と
切
り
出
す
と
、
出

水
園
さ
ん
は
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。

「
文
化
的
価
値
？ 

そ
ん
な
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
よ
。
木
を
切
っ
て
き
て
束
ね

て
川
の
な
か
に
据
え
る
な
ん
て
、
原
始

時
代
の
人
が
や
る
こ
と
で
す
。
私
は
一

刻
も
早
く
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
固
定
堰

（
注
2
）
に
つ
く
り
替
え
て
ほ
し
い
で
す
」

　

意
外
な
答
え
に
戸
惑
う
が
、
そ
う
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
厳
し
い
現
実
が
あ
る
。

　

問
題
点
は
三
つ
。
マ
テ
バ
シ
イ
が

年
々
入
手
し
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、

築
70
年
近
く
経
過
し
た
基
礎
が
著
し
く

老
朽
化
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
出
水

園
さ
ん
の
後
継
者
が
い
な
い
こ
と
だ
。

　

九
州
や
沖
縄
な
ど
の
山
野
に
自
生
す

る
マ
テ
バ
シ
イ
は
し
な
や
か
で
強
い
う

え
に
葉
が
落
ち
に
く
い
。
根
さ
え
残
し

て
お
け
ば
20
年
ほ
ど
で
ま
た
使
え
る
大

き
さ
に
生
長
す
る
の
で
、
あ
る
程
度
ま

（注2）固定堰

堰とは河川の流水を制御するために河川を横断して設けら
れるダム以外の施設のこと。ゲートによって水位が調節でき
るものは可動堰、水位が調節できないものは固定堰と呼ぶ。

柴架けの作業風景。山のように積まれているの
は、出水園さんが束ねた柴

まずはコンクリートの基礎にマテバシイの幹を
「横木」として這わせていく

次に柴の束を左岸側から順に架けていく

柴の束は下流から手渡す。作業時間は1時間
ほど

4串良町土地改良区の理事長で、柴井堰を長年支えてき
た出水園利明さん 5岡崎地区の農家、末吉芳美さん 6数
年前、この崖の右上からマテバシイを伐り出した。険しい場
所に自生するので伐り出すのも一苦労 7マテバシイの葉 

最後は筵をかぶせる。川の水が運んでくる泥や
砂、葉などを受け、柴井堰は強度を増していく

（提供：鹿屋市串良総合支所／2016年3月
16日撮影）
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45

と
ま
っ
て
生
え
て
い
る
場
所
を
探
し
て

は
順
繰
り
に
切
っ
て
い
た
。
し
か
し
林

地
開
発
や
砂
防
関
係
施
設
の
建
設
な
ど

で
生
育
で
き
る
土
地
が
減
っ
て
い
る
。

　

末
吉
さ
ん
は
「
こ
の
あ
た
り
は
薪
風

呂
だ
っ
た
の
で
、
マ
テ
バ
シ
イ
は
い
い

燃
料
で
し
た
。
戦
後
は
杉
が
植
え
ら
れ
、

薪
も
ガ
ス
に
置
き
換
わ
っ
た
。
そ
う
い

う
時
代
の
流
れ
も
あ
り
ま
す
」
と
話
す
。

　

出
水
園
さ
ん
は
「
毎
年
１
０
０
本
く

ら
い
切
ら
な
い
と
足
り
な
い
。
し
か
も

若
木
が
い
い
」
と
言
う
。
農
作
業
の
合

間
を
縫
っ
て
準
備
す
る
の
で
、
マ
テ
バ

シ
イ
は
で
き
れ
ば
自
宅
の
そ
ば
で
入
手

し
た
い
。
出
水
園
さ
ん
は
暇
を
見
つ
け

て
は
山
に
入
っ
て
い
る
が
、
来
年
一
年

分
の
ス
ト
ッ
ク
し
か
な
い
そ
う
だ
。

　

後
継
者
問
題
も
深
刻
だ
。
束
ね
る
作

業
に
は
２
名
弟
子
入
り
し
た
も
の
の
、

指
揮
を
と
る
人
は
い
な
い
。

「
マ
テ
バ
シ
イ
が
な
く
な
る
の
が
先
か
、

私
が
作
業
で
き
な
く
な
る
の
が
先
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
手
を
打
た
な
け
れ
ば
」

と
出
水
園
さ
ん
は
語
る
。

地
域
で
考
え
る

「
第
三
の
道
」

　

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
、
地
域
の

人
た
ち
が
た
だ
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
２
０
１
７
年
８
月
、

「
川
原
園
井
堰
を
考
え
る
会
」（
以
下
、
考

え
る
会
）
が
発
足
し
た
。
こ
れ
は
串
良
町

文
化
協
会
、
各
地
区
の
代
表
者
、
串
良

町
土
地
改
良
区
、
地
元
町
内
会
、
農
業

用
水
受
益
者
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
12
名

で
構
成
さ
れ
、
事
務
局
は
鹿
屋
市
串
良

総
合
支
所
産
業
建
設
課
が
務
め
る
。

　

産
業
建
設
課
の
課
長
で
あ
る
大
村
勝

美
さ
ん
は
「
柴
井
堰
を
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
、
第
三
の
道
は
な
い
の
か
を
検

討
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の

方
々
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」

と
語
る
。
出
水
園
さ
ん
と
末
吉
さ
ん
も

メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
。

　

考
え
る
会
の
会
長
、
泊 

義
秋
さ
ん

は
、
自
身
が
経
営
す
る
会
社
で
串
良
川

の
河
川
管
理
に
関
す
る
事
業
を
国
土
交

通
省
か
ら
受
託
、
12
年
間
ず
っ
と
串
良

川
を
見
て
回
っ
て
い
る
人
物
だ
。

「
端
的
に
言
え
ば
柴
井
堰
は
時
代
に
は

そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
撤
去

す
る
の
は
簡
単
で
す
が
、
一
度
失
え
ば

元
に
戻
せ
な
い
。『
日
本
唯
一
の
柴
架
け

の
堰
』
を
守
る
か
、
そ
れ
と
も
近
代
化

す
る
の
か
。
考
え
ど
こ
ろ
で
し
ょ
う
」

　

最
終
的
に
は
串
良
町
土
地
改
良
区
の

判
断
と
な
る
が
、
意
見
を
出
し
合
っ
て
、

よ
り
よ
い
方
向
性
を
模
索
す
る
場
が
考

え
る
会
だ
。
マ
テ
バ
シ
イ
を
鹿
屋
市
域

の
外
で
探
す
、
市
有
林
や
休
耕
地
に
植

林
し
て
15
～
20
年
ご
と
に
伐
り
出
す
と

い
っ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
が
浮
か
ん
で
い
る
。

「
柴
井
堰
を
半
分
、
も
し
く
は
３
分
の

１
残
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
案
も
出
て

い
ま
す
」
と
大
村
さ
ん
は
言
う
。

　

泊
さ
ん
は
「
個
人
的
な
意
見
で
す

が
」
と
前
置
き
し
て
こ
う
語
っ
た
。

「
後
継
者
問
題
は
事
業
承
継
と
似
て
い

ま
す
ね
。
思
い
き
っ
て
若
手
に
任
せ
る

と
、
出
水
園
さ
ん
の
跡
を
継
ぐ
人
が
現

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
も
っ
と
も
大
事
な

の
は
今
後
の
方
針
だ
。
仮
に
固
定
堰
に

切
り
替
え
る
と
し
て
も
、
事
業
計
画
を

固
め
て
鹿
屋
市
が
県
、
国
へ
申
請
し
て

予
算
が
確
定
し
て
か
ら
測
量
を
始
め
て

…
…
と
考
え
る
と
、
最
低
で
も
あ
と
４

～
５
年
は
柴
井
堰
で
や
る
し
か
な
い
。

　

取
材
後
、
マ
テ
バ
シ
イ
を
伐
り
出
し

た
現
場
を
出
水
園
さ
ん
に
案
内
し
て
い

た
だ
い
た
。
何
カ
所
も
回
る
な
か
、
出

水
園
さ
ん
は
伐
採
し
た
と
き
の
苦
労
話

を
に
こ
や
か
に
語
る
。
先
ほ
ど
の
「
も

う
柴
井
堰
は
や
め
た
い
。
コ
ン
ク
リ
堰

に
し
て
く
れ
」
と
い
う
言
葉
と
は
裏
腹

に
、
そ
の
横
顔
か
ら
は
柴
井
堰
を
守
り

つ
づ
け
て
き
た
誇
り
と
柴
架
け
へ
の
愛

着
を
感
じ
た
。

　

難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
る
柴
井
堰
。

近
ご
ろ
は
そ
の
水
を
利
用
し
て
い
る
農

家
で
さ
え
、
柴
井
堰
の
存
在
を
知
ら
な

い
人
が
増
え
て
い
る
と
聞
く
。
今
は
た

だ
、
地
域
の
人
た
ち
が
納
得
す
る
よ
う

な
判
断
を
待
ち
た
い
。

（
２
０
１
８
年
８
月
20
～
21
日
取
材
）

伝統保存か近代化か ― 選択を迫られる「柴井堰」 

【農業】

8川原園井堰を考える会の会長を務める泊 義秋さん 9鹿
屋市串良総合支所産業建設課の課長、大村勝美さん 
�約70年前に築かれたコンクリート製の基礎。水の力で穴
が空くなど劣化が進む 7
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15歳が抱いた
「海への夢」
育む

四方を海で囲まれた島国・日本。人々は大昔
から食料や塩などを海で得て、海上を舟で行
き来してきた。その海を舞台に将来活躍する
であろう次世代は、今どのような日常を過ごし
ているのか。地元企業と商品開発に取り組み、
ドローンの研究で得た情報を蒲

がまごおり

郡市や大学
に提供するなど、産学官や地域との連携を推
進する愛知県立三

み や

谷水産高等学校を訪ねた。

【次世代・海】

46水の文化 60号　特集「水の守人」



1〈ウナギ班〉が育てるウナギ。水槽の隅にあるゲージに練り餌を放り込むと身をくねらせて食べる。共食いを避
けるため、大きさによって水槽を分けている 2注射の前は麻酔薬を溶かした水にウナギを浸す 3麻酔が効い
て動けなくなったウナギの血管を探って注射する。ホルモンを投与してウナギの成熟を促すためだ 4慣れた手
つきでウナギを扱っていた〈ウナギ班〉の生徒たちと指導役の先生（右端）

向
か
い
風
を
は
ね
返
し

存
在
感
示
す
水
産
高
校

　

自
分
が
好
き
な
こ
と
に
取
り
組
め
て

い
る
人
だ
け
が
見
せ
る
表
情
、
漂
わ
せ

る
穏
や
か
な
雰
囲
気
が
あ
る
。
愛
知
県

立
三み

や谷
水
産
高
等
学
校
の
生
徒
や
先
生

た
ち
と
会
っ
て
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
た
。

　

社
会
の
第
一
線
で
活
躍
で
き
る
専
門

的
職
業
人
の
育
成
を
目
的
に
、
文
部
科

学
省
が
先
進
的
な
取
り
組
み
を
行
な
う

専
門
高
校
を
指
定
し
、
そ
の
実
践
研
究

を
支
援
す
る
事
業
「
ス
ー
パ
ー
・
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ハ
イ
ス
ク
ー
ル

（
略
称　

Ｓ
Ｐ
Ｈ
）」。
三
谷
水
産
高
校
は
、

こ
の
Ｓ
Ｐ
Ｈ
に
２
０
１
６
年
に
指
定
さ

れ
た
。
以
来
、
積
極
的
な
研
究
活
動
を

加
速
さ
せ
存
在
感
を
放
っ
て
い
る
。

　

１
９
７
０
年
代
の
終
わ
り
に
国
際
的

に
決
ま
っ
た
「
２
０
０
海
里
水
域
制

限
」
を
受
け
遠
洋
漁
業
が
産
業
と
し
て

停
滞
す
る
と
、
船
員
の
育
成
な
ど
を
担

っ
て
き
た
水
産
高
校
に
も
逆
風
の
時
代

が
訪
れ
、
長
期
的
に
閉
校
や
統
合
が
進

む
ト
レ
ン
ド
に
入
っ
て
い
く
。

　

そ
ん
な
な
か
に
あ
っ
て
も
、
次
世
代

の
水
産
・
海
洋
分
野
へ
の
優
れ
た
人
材

輩
出
を
目
指
し
、
ニ
ー
ズ
を
捉
え
た
取

り
組
み
を
重
ね
て
い
る
の
が
三
谷
水
産

高
校
だ
。

　

取
材
当
日
は
、
夏
休
み
中
に
設
け
ら

れ
た
登
校
日
。
船
員
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ

れ
た
制
服
を
着
た
生
徒
た
ち
が
顔
を
見

せ
て
お
り
、
す
れ
ち
が
う
た
び
に
笑
顔

で
挨
拶
し
て
く
れ
た
。

「
増
殖
部
」に
よ
る

ウ
ナ
ギ
と
ア
ワ
ビ
の
研
究

　

最
初
に
案
内
さ
れ
た
の
は
別
棟
に
あ

る
ウ
ナ
ギ
の
養
殖
施
設
。
そ
こ
に
は
登

校
日
の
行
事
を
終
え
た
、
増
養
殖
業
の

専
門
家
や
水
族
館
職
員
を
目
指
す
海
洋

資
源
科
の
３
年
生
の
生
徒
た
ち
が
集
ま

っ
て
い
た
。
大
学
に
お
け
る
卒
業
研
究

に
あ
た
る
課
題
研
究
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
だ
と
い
う
。
彼
ら
彼
女
ら
の
多
く

は
「
増
殖
部
」
と
い
う
部
の
一
員
で
も

あ
り
、
課
内
に
あ
た
る
課
題
研
究
と
、

課
外
に
あ
た
る
部
活
動
、
両
方
の
時
間

を
使
っ
て
養
殖
技
術
の
研
究
に
取
り
組

ん
で
い
る
。
通
称
は
〈
ウ
ナ
ギ
班
〉。

　

今
行
な
わ
れ
て
い
る
一
般
的
な
ウ
ナ

ギ
の
養
殖
は
天
然
の
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
を

採
取
し
そ
れ
を
育
て
る
も
の
だ
が
、
そ

う
し
て
育
て
た
ウ
ナ
ギ
は
実
は
90
％
が

雄
。
現
在
目
指
さ
れ
る
完
全
養
殖
の
た

め
に
は
、
ま
ず
雌
を
増
や
す
技
術
が
必

要
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
「
雌
化
」
は

稚
魚
で
あ
る
シ
ラ
ス
ウ
ナ
ギ
期
に
雌
化

ホ
ル
モ
ン
を
給
餌
し
性
転
換
さ
せ
る
こ

と
で
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
三
谷
水
産

で
も
成
功
し
て
い
る
。
指
導
す
る
先
生

が
そ
の
先
に
つ
い
て
話
す
。

1
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5〈アワビ班〉が世話をする水槽。海藻をエサにすることで生残率が高まった。稚貝を約50ｇまで育
てて養殖業者に出荷している 6〈アワビ班〉の作業風景。アワビの陸上養殖では人工海水の水質
をいかに保つかがカギ 7壁のホワイトボードには、生徒によるアイディアがこのように記されている

「
完
全
養
殖
は
増
や
し
た
雌
を
使
っ
て

産
卵
、
受
精
を
成
功
さ
せ
る
こ
と
で
実

現
し
ま
す
の
で
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず

は
雌
雄
を
適
切
に
成
熟
さ
せ
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
適
切
で
な
け
れ
ば
受
精
は

し
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
完
全
養
殖
の
一
つ

の
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
」

　

こ
の
日
生
徒
た
ち
が
行
な
っ
て
い
た

の
も
ウ
ナ
ギ
の
成
熟
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
た
め
の
ホ
ル
モ
ン
の
投
与
だ
っ
た
。

　

麻
酔
薬
を
含
ん
だ
水
を
入
れ
た
桶
に

ウ
ナ
ギ
を
入
れ
、
お
と
な
し
く
な
っ
た

と
こ
ろ
で
識
別
タ
グ
を
読
み
と
る
。
重

さ
を
記
録
し
た
の
ち
に
注
射
器
を
使
っ

て
サ
ケ
の
脳
下
垂
体
か
ら
採
っ
た
ホ
ル

モ
ン
を
注
入
し
て
い
く
。
月
に
１
回
程

度
は
行
な
う
作
業
と
い
う
こ
と
も
あ
り

生
徒
た
ち
は
手
慣
れ
た
も
の
。
注
射
を

し
た
後
も
、
別
の
桶
に
戻
し
た
ウ
ナ
ギ

が
も
う
一
度
動
き
出
す
か
を
よ
く
観
察

し
、
気
づ
い
た
こ
と
を
先
生
に
報
告
し

て
い
る
。
そ
の
眼
差
し
は
す
で
に
技
術

者
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。

　

次
に
案
内
さ
れ
た
の
は
ア
ワ
ビ
の
養

殖
施
設
だ
。
こ
こ
で
作
業
し
て
い
る
の

も
海
洋
資
源
科
に
所
属
す
る
増
殖
部
の

部
員
た
ち
。
挑
ん
で
い
る
の
は
ク
ロ
ア

ワ
ビ
や
エ
ゾ
ア
ワ
ビ
の
「
閉
鎖
式
完
全

陸
上
養
殖
」
だ
。
こ
の
人
工
海
水
を
用

い
た
養
殖
手
法
に
は
高
度
な
技
術
が
必

要
だ
が
、
三
谷
水
産
が
築
い
て
い
る
ノ

ウ
ハ
ウ
は
国
内
屈
指
の
も
の
だ
と
い
う
。

「
ポ
イ
ン
ト
は
水
質
の
維
持
に
あ
り
ま

す
」
と
〈
ア
ワ
ビ
班
〉
を
指
導
す
る
先

生
が
言
う
。

〈
ア
ワ
ビ
班
〉
で
は
、
か
つ
て
稚
貝
が

大
量
死
し
た
事
故
を
き
っ
か
け
に
水
質

の
管
理
の
重
要
性
に
注
目
。
そ
こ
か
ら

水
を
汚
さ
な
い
エ
サ
探
し
が
進
ん
だ
。

「
ワ
カ
メ
な
ど
海
藻
類
を
与
え
る
と
、

生
育
と
水
質
維
持
い
ず
れ
に
お
い
て
も

よ
い
と
い
う
こ
と
を
突
き
止
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
生
残
率
を
飛

躍
的
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で

す
」

　

壁
に
貼
ら
れ
た
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に

は
、
生
徒
の
文
字
で
ア
イ
デ
ィ
ア
が
書

き
連
ね
ら
れ
て
お
り
、
日
ご
ろ
の
自
発

的
な
活
動
の
様
子
が
想
像
で
き
た
。
こ

れ
は
も
う
大
学
の
研
究
室
と
変
わ
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
思
い
が
し

た
。

5
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教育方針や独自の取り組みについて話す丸﨑敏夫校長と三谷水産高校が地元食品メーカーと開発した「愛知丸
ごはん」。実習船「愛知丸」で釣ったカツオを用いたこの商品はMONDE SELECTION®の金賞を5年連続で受賞

ウナギの養殖施設の上階にある生徒たちが自由に使える水槽群。海の魚だけでなく淡水魚やカメなど
さまざまな生きものがいた

「
海
」に
抱
い
た
夢
を

大
き
く
広
げ
る
学
び
の
場

「
水
産
の
分
野
で
は
、
大
学
の
下
に
高

校
が
あ
る
と
い
う
見
方
は
適
当
で
は
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　

増
殖
部
に
対
す
る
「
ほ
と
ん
ど
大
学

レ
ベ
ル
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
感
想

を
伝
え
る
と
、
丸
﨑
敏
夫
校
長
か
ら
返

っ
て
き
た
の
は
そ
ん
な
答
え
だ
っ
た
。

「
今
日
見
て
い
た
だ
い
た
ウ
ナ
ギ
や
ア

ワ
ビ
の
養
殖
は
い
ず
れ
も
Ｓ
Ｐ
Ｈ
と
し

て
の
研
究
テ
ー
マ
で
す
が
、
同
じ
く
Ｓ

Ｐ
Ｈ
の
テ
ー
マ
と
し
て
申
請
し
て
い
る

『
マ
ル
チ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
水
質
リ
モ

ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
』
の
研
究
で
は
、
情

報
通
信
科
の
生
徒
が
大
学
と
の
連
携
を

盛
ん
に
行
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
室
内

飛
行
ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
自
作

機
で
挑
ん
で
大
学
生
を
抑
え
て
優
勝
し
、

ま
た
珍
し
い
三
枚
翼
で
三
位
に
な
っ
た

こ
と
も
あ
る
ん
で
す
」

　

そ
の
ほ
か
に
も
海
洋
科
学
科
が
取
り

組
む
「
小
型
海
洋
調
査
用
水
中
ロ
ボ
ッ

ト
の
活
用
」
に
関
す
る
研
究
は
、
海
洋

研
究
開
発
機
構
（
略
称　

Ｊ
Ａ
Ｍ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
）

や
地
元
の
水
産
試
験
場
と
連
携
。
水
産

食
品
科
に
よ
る
「
水
産
物
加
工
の
六
次

産
業
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
研
究
で
も
、

地
元
の
食
品
メ
ー
カ
ー
と
の
産
学
連
携

が
進
ん
で
お
り
、
保
有
す
る
練
習
船
・

愛
知
丸
が
実
習
で
釣
り
上
げ
て
き
た
カ

ツ
オ
を
使
っ
た
佃
煮
「
愛
知
丸
ご
は

ん
」
の
開
発
な
ど
を
行
な
い
、
高
い
評

価
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。

「
こ
う
し
た
一
連
の
取
り
組
み
の
根
底

に
は
、
海
洋
立
国
日
本
を
支
え
る
人
材

を
育
て
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
社
会
に
貢
献
で
き
る
人
材

づ
く
り
も
目
指
し
て
い
ま
す
。
地
元
の

企
業
・
漁
業
者
な
ど
と
の
連
携
は
特
に

重
視
し
て
い
ま
す
が
、
一
過
性
で
は
な

く
長
期
に
わ
た
っ
て
続
け
て
い
く
こ
と

が
大
事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

実
は
、
佃
煮
「
愛
知
丸
ご
は
ん
」
は

Ｓ
Ｐ
Ｈ
と
は
関
係
な
く
、
７
年
前
か
ら

三
谷
水
産
が
自
主
的
に
地
元
企
業
と
始

め
た
協
働
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
商
品
だ
。

今
で
は
生
徒
た
ち
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
も
盛
ん
だ
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
積
極
的
に
外
部
と
か
か
わ

っ
て
い
こ
う
と
す
る
取
り
組
み
は
、
水

産
・
海
洋
分
野
で
働
き
た
い
と
本
気
で

考
え
て
い
る
中
学
生
を
強
く
惹
き
つ
け

て
い
る
よ
う
だ
。
滋
賀
県
な
ど
遠
方
か

ら
入
学
す
る
生
徒
も
お
り
、
入
試
倍
率

は
２
倍
を
超
え
る
。

「
魚
が
好
き
」「
水
族
館
で
働
き
た
い
」

と
い
う
思
い
を
抱
き
入
学
し
た
と
い
う

増
殖
部
の
生
徒
た
ち
も
、
そ
の
多
く
が

こ
の
世
界
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
を

目
指
し
た
い
と
話
し
て
い
た
。
そ
の
声

こ
そ
が
15
歳
が
抱
い
た
夢
を
大
き
く
育

む
た
め
に
、
適
切
な
学
び
を
提
供
で
き

て
い
る
証
し
だ
ろ
う
。

　

帰
り
際
、
教
頭
を
務
め
る
柿
原
弘
明

さ
ん
が
「
こ
れ
は
ぜ
ひ
見
て
行
っ
て
ほ

し
い
ん
で
す
よ
ね
」
と
い
う
部
屋
に
足

を
運
ん
だ
。
大
き
な
水
槽
が
並
び
さ
ま

ざ
ま
な
生
き
も
の
が
泳
い
で
い
る
。

「
こ
こ
は
生
徒
た
ち
が
持
っ
て
き
た
魚

や
水
棲
生
物
を
自
由
に
飼
っ
て
い
い
よ

と
い
う
ス
ペ
ー
ス
な
ん
で
す
。
み
ん
な

思
い
思
い
に
好
き
な
生
き
も
の
を
持
ち

寄
っ
て
は
育
て
て
い
る
ん
で
す
よ
」

　

生
徒
た
ち
の
興
味
や
関
心
に
寄
り
添

お
う
と
す
る
三
谷
水
産
の
姿
勢
。
水
産

業
に
携
わ
る
人
材
を
育
て
る
場
と
し
て
、

こ
う
し
た
学
校
が
あ
る
こ
と
は
心
強
い
。

も
ち
ろ
ん
15
歳
の
夢
な
の
で
進
路
が
変

わ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
教
育
を
受
け
た
生
徒
な
ら
ば
、
き

っ
と
別
の
形
で
水
を
守
り
育
て
る
人
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
。

（
２
０
１
８
年
8
月
1
日
取
材
）

【次世代・海】

49 15歳が抱いた「海への夢」育む
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都市緑地（都市型）

道路・歩行者空間

水
は
あ
ら
ゆ
る
地
域
の

重
要
課
題

　

私
が
今
、
特
に
力
を
入
れ
て
い
る
の

は
、
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
を
ベ
ー
ス
と

し
た
住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
を
日
本

各
地
で
実
践
す
る
こ
と
で
す
。

　

グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
を
あ
え
て
ひ
と
言

で
い
う
な
ら
ば
、「
自
然
の
力
を
活
用
し
た

持
続
的
雨
水
管
理
」
で
す
。
雨
が
降
っ

て
地
中
に
し
み
込
み
、
川
へ
流
れ
出
て

や
が
て
蒸
発
し
、
再
び
雨
と
な
る
。
そ

ん
な
自
然
の
水
循
環
プ
ロ
セ
ス
を
、
建

築
物
や
道
路
、
公
園
な
ど
、
ま
ち
の
さ

ま
ざ
ま
な
屋
外
空
間
に
人
工
的
に
再
現

す
る
こ
と
で
、
治
水
や
減
災
、
環
境
改

善
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。

　

今
日
、
世
界
中
ど
こ
の
国
や
地
域
に

お
い
て
も
、
水
害
、
水
不
足
、
あ
る
い

は
水
の
汚
染
な
ど
、
水
に
関
す
る
問
題

が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
日

本
で
も
近
年
、
気
候
変
動
に
よ
り
局
所

的
豪
雨
な
ど
が
増
加
し
、
河
川
の
氾
濫

だ
け
で
な
く
、
都
市
部
に
お
け
る
内
水

氾
濫
も
頻
繁
に
ニ
ュ
ー
ス
で
目
に
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
水
の
課
題
に
対
し
て
、
従

来
は
下
水
道
の
整
備
や
堤
防
の
構
築
と

い
っ
た
単
一
機
能
の
人
工
的
構
造
物
、

す
な
わ
ち
「
グ
レ
ー
イ
ン
フ
ラ
」
で
対

応
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
だ

け
で
は
問
題
の
解
決
が
難
し
く
な
っ
て

き
て
お
り
、
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
が
注

目
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
の
で
す
。

　

グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
は
比
較
的
新
し

い
概
念
で
、
国
際
的
な
定
義
も
明
確
に

定
ま
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
北
米
で
は
、

「
治
水
」
を
目
的
と
し
た
雨
水
管
理
を

中
心
に
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
を
定
義
し

て
い
ま
す
し
、
欧
州
で
は
よ
り
広
域
を

対
象
に
、
生
態
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
保

全
や
活
用
と
い
っ
た
「
生
物
多
様
性
」

の
観
点
か
ら
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
を
捉

え
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
日
本
で
は
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ

ラ
と
い
う
言
葉
自
体
が
あ
ま
り
認
知
さ

れ
て
お
ら
ず
、「
自
然
が
持
つ
機
能
を
賢

く
利
用
す
る
こ
と
で
、
持
続
可
能
な
社

会
と
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
イ
ン
フ

ラ
」
と
い
う
、
や
や
漠
然
と
し
た
定
義

に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。　

欧
米
で
見
ら
れ
る

グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ

　

私
は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
院
で
ラ
ン
ド

ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン
を
学
ん
だ
後
、
ア

メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
の
設
計
コ
ン
サ
ル
で

し
ば
ら
く
仕
事
を
し
て
い
た
関
係
で
、

欧
米
各
国
の
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
事
例

に
も
数
多
く
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ア
メ
リ
カ
の
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
市
で
は
、

合
流
式
下
水
道
に
よ
り
河
川
の
下
流
域

で
頻
繁
に
洪
水
が
起
こ
る
こ
と
か
ら
、

グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
へ
の
取
り
組
み
が

始
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
施
策
の
一
つ
が

「
グ
リ
ー
ン
ス
ト
リ
ー
ト
」
で
す
。
道

路
と
歩
道
の
間
に
80
㎝
ほ
ど
掘
り
下
げ

た
植
栽
帯
を
設
け
る
こ
と
で
、
雨
水
が

一
時
的
に
貯
留
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
地

中
に
浸
透
す
る
間
に
水
質
が
浄
化
さ
れ

る
と
い
う
し
く
み
で
、
市
内
に
９
２
０

カ
所
ほ
ど
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

植
栽
の
維
持
管
理
に
関
し
て
は
、
市

民
や
組
織
で
緑
を
ケ
ア
す
る
制
度
「
ス

都
市
に「
水
と
人
」の
接
点
を

　
　
　
　
　
　
「
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
」世
界
事
情

【海外】

「
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
」
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
自
然
の
力
や
し
く
み
を
活
か
し
て
社
会
基
盤
の
整
備
や
国
土
管
理
を
行
な
お

う
と
い
う
考
え
方
で
、
海
外
を
中
心
に
取
り
組
み
が
進
む
。
日
本
で
も
国
土
形
成
計
画
、
第
４
次
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
で
そ
の
推

進
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
水
を
活
か
し
た
持
続
的
な
都
市
環
境
デ
ザ
イ
ン
や
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
、
自
身
も
国

内
外
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
設
計
に
携
わ
る
福
岡
孝
則
さ
ん
に
、
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
の
考
え
方
に
つ
い
て
「
水
」
を
軸
に
お
聞
き
し
た
。

Takanori Fukuoka
1974年神奈川県生まれ。ペンシルバニア大学芸術系大
学院ランドスケープ専攻修了。アメリカとドイツの設計コンサ
ルタント会社に所属し、北米や中東、アジアなど世界7カ国
15都市のランドスケープ・都市デザインプロジェクトを担当。
2017年から現職。研究テーマはグリーンインフラとパブリッ
クスペースのデザイン。編著に『海外で建築を仕事にする2 
都市・ランドスケープ編』『Livable City（住みやすい都市）
をつくる』など。水を活かした持続的な都市環境デザインやグ
リーンインフラに関する論考を数多く発表。

インタビュー

福岡 孝則さん

東京農業大学 地域環境科学部
造園科学科 准教授

水の文化 60号　特集「水の守人」
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都市緑地（公園型）

都市緑地（都市型）

道路・歩行者空間

庭

河川

空地・都市農地

都市緑化

チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
」
も
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
は
自
分
た

ち
の
生
活
を
守
る
も
の
と
の
意
識
が
あ

る
た
め
、
市
民
は
行
政
任
せ
に
せ
ず
、

主
体
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

ド
イ
ツ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・
プ
リ

ズ
マ
と
い
う
建
築
は
、
庭
の
雨
池
か
ら

水
を
ポ
ン
プ
ア
ッ
プ
し
て
、
ベ
ラ
ン
ダ

や
屋
内
ア
ト
リ
ウ
ム
の
植
栽
の
灌か
ん
す
い水

に

利
用
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
水
の
循
環
シ

ス
テ
ム
を
住
宅
の
敷
地
内
で
完
結
さ
せ

る
と
い
う
コ
ン
パ
ク
ト
な
グ
リ
ー
ン
イ

ン
フ
ラ
の
一
例
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
グ
リ
ー

ン
イ
ン
フ
ラ
事
例
が
欧
米
に
は
存
在
し

ま
す
。
水
に
形
が
な
い
よ
う
に
、
そ
の

場
所
や
目
的
に
合
わ
せ
て
、
規
模
や
し

く
み
を
自
在
に
変
え
ら
れ
る
の
が
、
グ

リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
の
お
も
し
ろ
い
と
こ

ろ
で
す
。

アメリカ・ポートランド市における持続的雨水管理を核としたグ
リーンインフラ適用事例「グリーンストリート」。上段が施工前、下
段が施工後（提供：Kevin Robert Perry,City of Portland）

都市における
グリーンインフラの対象域

都市緑地（都市型／降雨時） ©Takanori Fukuoka

ドイツ・ニュルンベルク市のプリズマ。雨
を屋根から集めて植栽テラスで浄化する

（上）ほか、アトリウムには人工の滝から
の冷たい空気が入る（下）（提供：Atelier 
Dreiseitl）

U.S.A.

Before

After

Germany

一時的な
雨水流出量抑制、
流出速度の遅延

一時的な
雨水流出量抑制、
流出速度の遅延

水質浄化

降雨

降雨

アメニティ
の向上

雨水浸透
水質浄化

雨水浸透

雨水管

微気象緩和

微気象緩和

道路・歩行者空間（降雨時）

都市に「水と人」の接点を――「グリーンインフラ」世界事情
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シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は

グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
先
進
国

　

グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
の
先
進
事
例
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
の
水
戦
略
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

　

島
国
で
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
水
資

源
に
乏
し
く
、
水
道
水
の
40
％
を
隣
国

マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
輸
入
し
て
い
ま
す
が
、

次
の
契
約
更
新
で
水
の
価
格
が
大
幅
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
状
況
に
危

機
感
を
募
ら
せ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、

水
の
自
給
率
を
上
げ
る
た
め
国
を
挙
げ

て
水
問
題
の
解
決
に
取
り
組
ん
で
き
ま

し
た
。
国
内
に
降
っ
た
一
滴
の
雨
も
無
駄

に
し
な
い
、
そ
ん
な
強
い
思
い
で
２
０
０

６
年
に
作
成
さ
れ
た
の
が
、「
Ａ
Ｂ
Ｃ
水

の
デ
ザ
イ
ン
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
略
称　

Ａ

Ｂ
Ｃ
︱

Ｗ
Ｄ
Ｇ
）」
で
す
。

　

Ａ
Ｂ
Ｃ
︱

Ｗ
Ｄ
Ｇ
の
核
と
な
る
の
は
、

国
土
全
体
を
対
象
と
し
た
グ
リ
ー
ン
イ

ン
フ
ラ
の
普
及
で
す
。
国
内
の
一
定
面

積
以
上
の
敷
地
・
街
区
・
都
市
ス
ケ
ー

ル
の
開
発
案
件
す
べ
て
に
対
し
、
建
物

の
屋
上
を
含
む
敷
地
内
の
屋
外
空
間
を

活
用
し
、
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
を
適
用

す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
大
き
な
特
徴

は
、
指
針
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
具
体

的
な
パ
イ
ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

多
数
計
画
・
実
行
し
、
そ
の
進
行
状
況

や
技
術
的
手
法
ま
で
開
示
し
て
い
る
こ

と
で
す
。
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
の
目
的

は
何
か
、
ど
の
よ
う
に
進
め
る
の
か
を

わ
か
り
や
す
く
視
覚
化
し
、
市
民
の
理

解
と
協
力
を
促
進
し
て
い
る
の
で
す
。

水
が
循
環
す
る
公
園

「
ビ
シ
ャ
ン
パ
ー
ク
」

　

Ａ
Ｂ
Ｃ
︱

Ｗ
Ｄ
Ｇ
の
最
大
規
模
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
全
長
３
㎞
の
排
水
路

を
都
市
型
河
川
公
園
と
し
て
再
整
備
し

た
「
ビ
シ
ャ
ン
パ
ー
ク
」
で
す
。

　

も
と
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
面
張
り
の

直
線
的
だ
っ
た
排
水
路
を
拡
幅
し
、
自

然
の
河
川
に
な
ら
っ
て
多
様
な
断
面
と

護
岸
形
態
を
も
つ
曲
線
的
な
川
と
し
て

再
生
。
そ
の
周
辺
エ
リ
ア
を
公
園
に
し

ま
し
た
。
新
設
さ
れ
た
広
大
な
浄
化
ビ

オ
ト
ー
プ
に
よ
り
、
園
内
の
川
や
池
か

ら
取
水
さ
れ
た
水
は
徐
々
に
浄
化
さ
れ

て
再
び
川
へ
戻
り
、
敷
地
内
で
水
の
循

環
が
繰
り
返
さ
れ
る
し
く
み
で
す
。

　

水
辺
の
あ
る
公
園
「
ビ
シ
ャ
ン
パ
ー

ク
」
は
、
都
会
の
人
々
に
自
然
と
ふ
れ
あ

い
、
水
に
つ
い
て
考
え
る
貴
重
な
機
会

を
提
供
し
つ
つ
、
非
常
時
に
は
公
園
全

体
が
氾
濫
原
と
な
り
、
都
市
を
水
害
か

都市型河川公園がグリーンインフラとして機能するシンガ
ポールの「ビシャンパーク」（提供：PUB Singapore, 
Atelier Dreiseitl）

改修前の排水路（ビシャン川）。フェンスがあるので住民は近づけず、
排水路に面しているという理由から資産価値も低かった（提供：PUB 
Singapore, Atelier Dreiseitl）

Singapore

Before

Flooding

After

芝生を設置する
前の東遊園地

BeforeAfter

水の文化 60号　特集「水の守人」



53

ら
守
る
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

日
本
が
目
指
す
べ
き

水
と
都
市
の
形

　

住
み
や
す
い
ま
ち
づ
く
り
の
入
口
と

し
て
、
私
は
公
園
に
着
目
し
て
い
ま
す
。

　

住
み
や
す
さ
の
基
準
は
ま
ち
に
よ
っ
て

異
な
り
ま
す
が
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
「
ビ

シ
ャ
ン
パ
ー
ク
」
の
よ
う
に
、
誰
で
も

ア
ク
セ
ス
で
き
る
屋
外
の
公
共
空
間
が

魅
力
的
で
あ
る
こ
と
は
重
要
な
要
素
で

す
。
特
に
自
然
と
の
距
離
が
遠
い
都
市

部
の
場
合
、
水
や
緑
な
ど
の
力
を
う
ま

く
活
か
す
こ
と
で
、
大
き
な
変
化
を
つ

く
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
・
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
市

の
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
」
の
よ
う
に
、

市
民
が
主
体
的
に
か
か
わ
る
場
を
行
政

が
設
け
る
こ
と
も
有
効
で
す
。
市
民
の

活
力
を
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
だ

け
で
な
く
、
人
々
の
交
流
に
ま
で
結
び

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。

　

神
戸
市
三
宮
に
あ
る
「
東ひ
が
し

遊
園
地
」

は
誰
も
利
用
し
て
い
な
い
土
の
公
園
で

し
た
。
そ
こ
で
私
た
ち
は
神
戸
市
と
共

同
で
社
会
実
験
を
行
な
い
ま
し
た
。
広

場
に
芝
生
を
敷
い
て
仮
設
図
書
館
と
カ

フ
ェ
を
出
し
て
み
る
と
、
予
想
以
上
に
周

辺
か
ら
人
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

こ
で
さ
ら
に
自
由
な
イ
ベ
ン
ト
ス
ペ
ー
ス

と
し
て
市
民
に
開
放
し
た
と
こ
ろ
、
ヨ

ガ
教
室
や
演
奏
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
企

画
が
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
閑
散
と

し
て
い
た
公
園
が
、
活
気
あ
る
人
々
の

交
流
拠
点
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
私
が
携
わ
り
、
今
工
事
が
進

む
南
町
田
の
都
市
再
整
備
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
は
、
既
存
の
公
園
と
新
設
の
商
業
施

設
を
一
体
的
に
捉
え
、
グ
リ
ー
ン
イ
ン

フ
ラ
を
ベ
ー
ス
に
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ

ザ
イ
ン
を
し
た
事
例
で
す
。
公
園
の
質

を
高
め
エ
リ
ア
内
の
持
続
的
な
雨
水
管

理
を
実
現
し
な
が
ら
、
都
市
の
な
か
に

豊
か
な
自
然
を
取
り
戻
す
こ
と
で
、
ま

ち
に
変
化
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

最
近
、
日
本
の
都
市
に
未
来
は
な
い

と
い
っ
た
悲
観
的
な
論
調
を
よ
く
見
か

け
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
の
都
市
は
コ

ン
パ
ク
ト
で
機
能
的
に
で
き
て
い
ま
す
。

ま
た
、
子
ど
も
が
一
人
で
公
園
に
遊
び

に
行
け
る
よ
う
な
安
全
性
も
他
の
国
に

は
な
い
強
み
で
す
。
こ
う
し
た
日
本
な

ら
で
は
の
資
産
を
活
か
す
こ
と
で
、
魅

力
的
な
成
熟
型
都
市
に
変
え
て
い
け
る

は
ず
で
す
。

　

水
は
、
都
市
の
血
液
の
よ
う
な
も
の

だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
水
は

公
共
空
間
か
ら
排
除
さ
れ
る
存
在
で
し

た
が
、
も
う
一
度
、
都
市
の
な
か
で
水

と
人
と
の
接
点
を
生
み
出
す
こ
と
が
大

切
で
す
。
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
を
活
用

し
、
日
本
の
都
市
に
水
の
流
れ
を
取
り

込
む
こ
と
で
、
魅
力
的
で
活
力
の
あ
る

住
み
や
す
い
ま
ち
が
つ
く
れ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
２
０
１
８
年
8
月
23
日
取
材
）

都市に「水と人」の接点を――「グリーンインフラ」世界事情

【海外】

10年に一度の規模の洪水が起きたビシャン川。非常時にはこのように
公園が氾濫原となる（提供：Ramboll Studio Dreiseitl）

Japan

Flooding

芝生設置後の東遊園地。人々が集まるようになり、今では
ヨガや夜の芝生の音楽祭をはじめ約120種類のプログラム
を市民などが主催している（提供：福岡孝則さん）

After
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「
い
ち
ご
煮
」
は

ス
イ
ー
ツ
に
あ
ら
ず

　

八
戸
市
の
東
部
、
太
平
洋
に
臨
む
鮫さ

め

町ま
ち

で
、
三
陸
海
岸
北
部
の
名
物
と
い
わ

れ
る
「
い
ち
ご
煮
」
を
初
め
て
食
べ
て

み
た
。
そ
の
名
前
か
ら
、
甘
い
も
の
を

想
像
し
て
は
い
け
な
い
。
湯
気
の
上
が

る
お
椀
か
ら
は
、
磯
の
香
り
が
立
ち
の

ぼ
る
。
ほ
ん
の
り
と
白
濁
し
た
汁
の
な

か
に
、
具
材
は
ウ
ニ
と
ア
ワ
ビ
だ
け
。

薄
い
塩
味
と
青
じ
そ
が
、
海
鮮
の
風
味

を
い
っ
そ
う
引
き
立
て
、
味
わ
い
深
い
。

こ
れ
ほ
ど
シ
ン
プ
ル
で
贅
沢
な
吸
い
物

が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
「
い
ち
ご

煮
」
な
の
か
。
も
と
も
と
は
、
漁
師
が

海
で
獲
っ
て
き
た
ウ
ニ
や
ア
ワ
ビ
を
、

そ
の
場
で
豪
快
に
煮
て
食
べ
た
浜
料
理

が
始
ま
り
。
そ
れ
が
や
が
て
ま
ち
な
か

で
ご
ち
そ
う
と
し
て
振
る
舞
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
海
沿
い
の
こ
の
付
近
は
、

朝
も
や
が
か
か
る
こ
と
が
多
く
、
白
い

吸
い
地
に
浮
か
ぶ
ウ
ニ
の
身
が
、
ち
ょ

う
ど
朝
も
や
に
霞
む
野
生
の
木
い
ち
ご

の
よ
う
に
見
え
た
こ
と
か
ら
「
い
ち
ご

煮
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
が
定

説
だ
。

　

大
正
時
代
に
な
っ
て
地
元
の
老
舗
割

烹
旅
館
・
石
田
屋
の
二
代
目
亭
主
が
、

こ
れ
を
郷
土
料
理
の
一
つ
と
し
て
客
に

提
供
し
た
こ
と
か
ら
、
八
戸
の
名
物
料

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を
訪
ね

る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、
青
森
県
八

戸
市
の
郷
土
料
理
「
い
ち
ご
煮
」
で
す
。
ウ

ニ
と
ア
ワ
ビ
だ
け
で
つ
く
る
シ
ン
プ
ル
な
お

吸
い
物
は
、
豊
か
な
海
が
身
近
に
あ
る
か
ら

こ
そ
楽
し
め
る
贅
沢
な
一
品
で
す
。

素
朴
さ
こ
そ
が

こ
の
う
え
な
い
贅
沢

い
ち
ご
煮

い
ち
ご
煮
（
青
森
県
八
戸
市
） 12

水の文化 60号　食の風土記
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理
と
し
て
広
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

昆
布
を
育
て
て

豊
か
な
海
を
取
り
戻
す

　

鮫
町
の
八
戸
市
南
浜
漁
協
を
訪
ね
、

副
組
合
長
の
風か
ざ
は
り張

兼
一
さ
ん
に
話
を
聞

い
た
。
取
材
は
７
月
半
ば
で
、
ま
さ
に

ウ
ニ
、
ア
ワ
ビ
漁
の
最
盛
期
だ
っ
た
。

「
こ
こ
ら
で
獲
れ
る
ウ
ニ
は
、
白
ウ
ニ

（
キ
タ
ム
ラ
サ
キ
ウ
ニ
）
と
赤
ウ
ニ
（
バ
フ
ン
ウ

ニ
）。
い
ち
ご
煮
に
は
ど
ち
ら
も
使
い

ま
す
が
、
い
ち
ご
に
よ
り
近
い
の
は
赤

ウ
ニ
の
方
か
な
」
と
風
張
さ
ん
。

　

ウ
ニ
の
漁
期
は
と
て
も
短
い
。
漁
協

を
あ
げ
て
一
斉
に
獲
る
の
は
、
６
～
７

月
の
う
ち
の
わ
ず
か
５
～
６
日
間
だ
。

暑
く
な
る
８
月
に
は
ウ
ニ
は
産
卵
期
に

入
り
、
身
が
溶
け
て
食
べ
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
一
方
ア
ワ
ビ
は
、
収
穫

量
こ
そ
少
な
い
も
の
の
漁
期
は
長
い
。

　

風
張
さ
ん
は
十
代
の
こ
ろ
か
ら
船
に

乗
り
、
ほ
ぼ
半
世
紀
の
間
、
漁
師
と
し

て
こ
の
海
を
見
守
り
続
け
て
き
た
。
し

か
し
こ
こ
10
～
20
年
で
、
豊
か
だ
っ
た

海
が
変
わ
っ
て
き
た
と
感
じ
て
い
る
。
顕

著
な
の
は
、
海
藻
が
激
減
し
た
こ
と
だ
。

「
こ
の
あ
た
り
も
開
拓
が
進
み
、
山
を

切
り
開
い
て
畑
や
住
宅
が
で
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
設
置
が
急
激
に

増
え
、
大
量
の
木
が
伐
採
さ
れ
て
い
ま

す
。
昔
は
、
山
に
降
っ
た
雨
が
湧
水
と

な
っ
て
、
土
壌
の
有
機
物
を
海
ま
で
運

ん
で
く
れ
ま
し
た
。
今
、
そ
ん
な
自
然

本
来
の
水
の
循
環
が
失
わ
れ
、
海
ま
で

栄
養
が
届
か
な
く
な
っ
た
こ
と
が
、
海

藻
が
減
っ
た
原
因
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」

　

海
藻
が
減
る
と
、
そ
れ
を
エ
サ
や
棲

み
家
に
し
て
い
る
ウ
ニ
、
ア
ワ
ビ
も
減

っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
南
浜
漁
協
で

は
、
豊
か
な
海
を
取
り
戻
そ
う
と
、
数

年
前
か
ら
昆
布
の
養
殖
に
力
を
入
れ
て

い
る
。

　

種
菌
を
植
え
つ
け
た
糸
を
長
い
ロ
ー

プ
に
巻
い
て
、
養
殖
場
の
漁
礁
に
結
わ

い
つ
け
て
い
く
。
や
が
て
芽
を
出
し
た

昆
布
が
ロ
ー
プ
に
根
を
張
っ
て
成
長
す

る
。

「
今
年
は
、
養
殖
場
か
ら
種
菌
が
流
さ

れ
て
、
養
殖
場
よ
り
も
周
り
の
岸
の
方

に
た
く
さ
ん
昆
布
が
育
っ
て
い
ま
す
。

ま
あ
、
根
づ
い
て
く
れ
れ
ば
ど
こ
で
も

い
い
ん
で
す
よ
。
こ
れ
も
海
が
豊
か
に

な
っ
て
き
た
証
拠
で
し
ょ
う
」
と
笑
う

風
張
さ
ん
。

　

昆
布
の
養
殖
は
手
が
か
か
る
う
え
、

１
年
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
昔
の

よ
う
に
海
藻
が
豊
か
に
自
生
す
る
ま
で

の
道
の
り
は
長
い
が
、
磯
の
様
子
を
見

な
が
ら
、
で
き
る
限
り
続
け
て
い
き
た

い
と
語
る
。

　

南
浜
漁
協
を
出
て
、
近
く
の
種た
ね
さ
し差

漁

港
ま
で
風
張
さ
ん
に
連
れ
て
行
っ
て
も

ら
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
の
と
き
は
、

1獲れたてのウニとアワビ。「いちご煮」の調理法がシンプルなのは新鮮な素材があってこそ。向かって左側がバフンウニ、右側がキタムラサキウニ 2養殖した昆布を藁で束ね
る。これを海に沈めてウニを獲る 3「芝亭」の目の前に広がる種差天然芝生地（たねさしてんねんしばふち）。古くから馬が放牧されていたため、こうした景観になったという 4八
戸市南浜漁業協同組合の副組合長を務める風張兼一さん 5磯料理店「芝亭」を営む丹波貴子さん 6貴子さんの兄で「芝亭」板長の丹波俊昭さん

13

2456

素朴さこそがこのうえない贅沢 いちご煮
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こ
の
あ
た
り
に
も
津
波
が
到
来
し
、
漁

船
は
す
べ
て
流
さ
れ
た
そ
う
だ
。

　

も
う
こ
の
日
の
漁
は
終
わ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
港
に
は
人
影
も
少
な
く
、
静

か
だ
っ
た
。
ふ
と
見
る
と
、
岸
に
係
留

さ
れ
た
漁
船
の
な
か
で
、
漁
師
の
人
た

ち
が
何
か
作
業
を
し
て
い
る
。

「
ウ
ニ
を
獲
る
仕
掛
け
を
つ
く
っ
て
い
る

ん
だ
よ
」
と
、
一
人
が
教
え
て
く
れ
た
。

船
床
に
は
、
ず
っ
し
り
と
重
そ
う
な
昆

布
が
山
積
み
さ
れ
て
い
る
。
養
殖
で
育

っ
た
昆
布
の
二
次
利
用
だ
。
こ
の
太
い
昆

布
を
グ
ル
グ
ル
巻
い
て
藁わ
ら

で
縛
り
、
網

に
載
せ
て
海
に
沈
め
て
お
く
と
、
腹
を

空
か
せ
た
ウ
ニ
や
ア
ワ
ビ
が
集
ま
っ
て
く

る
。
一
度
に
数
百
個
も
仕
掛
け
る
と
い

う
か
ら
大
変
な
作
業
だ
。
藁
は
近
く
の

農
家
に
分
け
て
も
ら
い
、
お
礼
に
ウ
ニ

を
お
す
そ
分
け
す
る
。
海
と
畑
は
、
お

互
い
助
け
合
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
。

　

せ
っ
か
く
だ
か
ら
食
べ
て
み
て
、
と

風
張
さ
ん
が
今
朝
獲
っ
て
き
た
ば
か
り

の
ウ
ニ
を
目
の
前
で
割
っ
て
く
れ
た
。

海
水
で
さ
っ
と
洗
っ
て
身
を
口
に
入
れ

る
。
海
の
豊
か
さ
を
凝
縮
し
た
よ
う
な

甘
み
に
、
な
ん
と
も
幸
せ
な
気
持
ち
に

な
っ
た
。

素
材
を
活
か
す

シ
ン
プ
ル
な
調
理
法

　

種
差
海
岸
は
、
海
辺
と
し
て
は
全
国

で
も
珍
し
い
天
然
芝
に
覆
わ
れ
た
景
勝

地
だ
。
こ
こ
で
磯
料
理
店
「
芝し
ば
て
い亭

」
を

営
む
女
将
、
丹
波
貴
子
さ
ん
に
「
い
ち

ご
煮
」
に
つ
い
て
聞
い
て
み
た
。

「
こ
の
辺
で
は
、
お
正
月
や
お
盆
な
ど

お
客
さ
ま
が
集
ま
る
と
き
に
は
、
今
も

家
庭
で
い
ち
ご
煮
を
食
べ
て
い
ま
す
。

い
つ
ご
ろ
か
ら
八
戸
の
郷
土
料
理
と
し

て
認
知
さ
れ
た
の
か
、
た
し
か
な
こ
と

は
言
え
ま
せ
ん
が
、
先
代
の
父
は
観
光

協
会
の
会
長
も
務
め
、
い
ち
ご
煮
の
普

及
に
熱
心
で
し
た
。
お
か
げ
で
今
で
も

う
ち
の
店
の
人
気
メ
ニ
ュ
ー
で
す
」
と

貴
子
さ
ん
。

　

貴
子
さ
ん
の
兄
で
板
長
の
丹
波
俊
昭

さ
ん
に
、
い
ち
ご
煮
の
つ
く
り
方
を
教

え
て
も
ら
っ
た
。
芝
亭
で
は
、
素
材
の

う
ま
み
を
邪
魔
し
な
い
よ
う
、
ご
く
薄

い
昆
布
だ
し
を
吸
い
地
に
使
う
。
ウ
ニ

と
ア
ワ
ビ
の
身
を
殻
か
ら
取
り
出
し
て
、

切
っ
た
ア
ワ
ビ
を
あ
ら
か
じ
め
椀
に
入

れ
て
お
き
、
吸
い
地
を
煮
立
て
て
、
さ

っ
と
ウ
ニ
に
火
を
通
し
、
椀
に
注
げ
ば

で
き
あ
が
り
だ
。

「
簡
単
で
し
ょ
う
？ 

豊
か
な
海
の
幸
に

恵
ま
れ
た
土
地
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
ま
り

凝
っ
た
調
理
法
が
発
達
し
な
か
っ
た
ん

だ
と
思
い
ま
す
。
素
材

が
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
活
か
す
の
が

一
番
お
い
し
い
で
す
か

ら
」
と
俊
昭
さ
ん
は
言

う
。

「
ウ
ニ
や
ア
ワ
ビ
は
、

今
で
は
全
国
ど
こ
で
も

手
に
入
る
け
ど
、
や
は

り
地
元
で
味
わ
っ
て
ほ

し
い
で
す
ね
」

　

そ
う
語
る
俊
昭
さ
ん

は
小
学
生
の
こ
ろ
、
友

だ
ち
と
目
の
前
の
海
に

よ
く
潜
っ
て
ウ
ニ
な
ど
を
獲
っ
た
と
い

う
。
焚
火
で
冷
え
た
体
を
温
め
な
が
ら
、

空
き
缶
に
海
水
を
沸
か
し
て
、
今
、
自

分
た
ち
が
獲
っ
て
き
た
ば
か
り
の
ウ
ニ

を
煮
て
食
べ
る
の
が
、
何
よ
り
楽
し
み

だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
ん
な
素
朴
な
味
こ

そ
、「
い
ち
ご
煮
」
の
原
点
な
の
だ
ろ
う
。

（
２
０
１
８
年
７
月
23
日
取
材
）

取材協力：芝亭
青森県八戸市鮫町字棚久保14 Tel. 0178-39-3311
(11:00～18:30／第1･3火曜休［7～8月は無休]）

いちご煮のつくり方
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アワビを
殻から外して洗い
薄くスライスして

椀に入れる

ウニは殻を割り
身をすくってザルに

入れ、ボールに
入れた海水で

丁寧に洗い、再び
ザルに入れる

薄い昆布だしに
塩、薄口しょうゆ

かつおぶし少々で
味をととのえた

吸い地を煮立たせた
鍋にウニを入れると

さっと白濁する

アワビの入った
椀に、鍋の中身を

そっと注ぐ

香りづけに
千切りの

青じそをのせる
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過
去
の
い
さ
か
い
を

繰
り
返
さ
な
い
知
恵

　

大
地
を
潤
し
、
生
き
も
の
を
育
む

水
。
古
来
、
人
々
は
そ
の
水
を
暮
ら

し
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
し
て
敬
い
、

大
事
に
使
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
人
た
ち
の
知
恵
と
工
夫
と

配
慮
が
あ
っ
た
。

　

柴し
ば

井い

堰ぜ
き

（
ｐ
42
～
45
）
の
取
材
で
訪

ね
た
串く
し

良ら

川が
わ

は
、
か
つ
て
激
し
い
水

争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
地
域
だ
っ

た
。
ひ
ど
い
旱か
ん

魃ば
つ

に
見
舞
わ
れ
た
１

９
３
４
年
（
昭
和
９
）
７
月
、
川か

わ

原は
ら

園ぞ
の

井い

堰ぜ
き

か
ら
水
を
引
き
込
む
串
良
町

（
右
岸
）
の
農
民
と
、
数
百
ｍ
下
流
に

あ
る
林は
や
し
だ田
井い

堰ぜ
き

か
ら
水
を
引
き
込
む

東
串
良
町
（
左
岸
）
の
農
民
が
串
良

川
を
挟
ん
で
に
ら
み
合
い
、
つ
い
に

乱
闘
す
る
と
い
う
事
態
に
至
る
。
両

町
の
農
民
が
分
水
協
定
を
結
ぶ
ま
で

の
経
緯
を
当
時
の
新
聞
が
報
じ
て
い

る
。「
な
ん
だ
、
戦
前
の
話
か
」
と
思

わ
な
い
で
ほ
し
い
。
こ
れ
は
今
に
通

じ
る
話
で
も
あ
る
。

　

柴
井
堰
の
中
心
人
物
で
あ
る
出い
ず
み水

園ぞ
の

利
明
さ
ん
が
串
良
町
土
地
改
良
区

の
理
事
に
就
任
し
た
33
年
前
、
東
串

良
町
か
ら
「
用
水
が
足
り
な
い
の
で
、

架
け
て
い
る
柴
を
一
つ
外
し
て
く
れ

な
い
か
」
と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
。

し
か
し
柴
を
一
つ
外
し
た
ら
水
流
が

そ
こ
に
集
中
し
て
、
堰
が
崩
れ
て
し

ま
う
。
構
造
上
、
こ
れ
は
応
じ
ら
れ

な
い
相
談
だ
っ
た
が
、
過
去
の
い
さ

か
い
も
知
っ
て
い
る
の
で
無む

下げ

に
断

る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

　

そ
こ
で
「
仕
上
げ
に
敷
く
筵む
し
ろの

位

置
を
低
く
し
て
、
柴
の
上
か
ら
越
流

さ
せ
る
」
と
い
う
解
決
策
を
編
み
出

す
。
こ
れ
な
ら
ば
下
流
に
も
水
が
融

通
で
き
る
。
今
も
柴
架
け
の
作
業
で

出
水
園
さ
ん
が
高
さ
調
整
に
こ
だ
わ

る
の
は
、
公
の
財
産
で
あ
る
水
を
独

り
占
め
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
配

慮
か
ら
だ
っ
た
。

見
え
な
い
か
ら

遠
の
く
「
水
」

　

井
戸
や
開か
い

渠き
ょ（

蓋
を
し
て
い
な
い
水
路
）

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
日

本
は
水
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
い

く
の
か
と
い
う
「
水
の
通
り
道
」
が

見
え
て
い
た
。

　

し
か
し
上
下
水
道
の
整
備
が
進
ん

だ
今
、
蛇
口
か
ら
は
水
が
ほ
と
ば
し

り
、
ト
イ
レ
も
レ
バ
ー
一
つ
、
あ
る

い
は
自
動
で
流
れ
、
Ｕ
字
溝
に
生
活

排
水
が
溜
ま
る
様
を
見
る
こ
と
は
ほ

ぼ
な
い
。
こ
れ
は
当
時
の
人
々
が
そ

う
望
ん
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
望
み

を
か
な
え
よ
う
と
懸
命
に
努
力
し
た

結
果
だ
が
、
水
が
見
え
な
く
な
っ
て

関
心
が
薄
く
な
り
、
水
の
管
理
は
す

っ
か
り
他
人
任
せ
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
し
か
も
、
そ
れ
は
都
市
部
の
住

民
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
下
流
域
に
配

慮
し
な
が
ら
水
を
取
り
入
れ
分
配
し

て
い
る
柴
井
堰
で
も
そ
れ
は
同
じ
。

串
良
川
の
水
で
米
を
育
て
て
い
る
農

家
の
多
く
が
、
柴
井
堰
の
し
く
み
や

存
在
を
知
ら
な
い
と
い
う
。

　

全
国
的
に
行
な
わ
れ
た
圃ほ
じ
ょ
う場

整
備

に
よ
っ
て
張
り
巡
ら
さ
れ
た
パ
イ
プ

ラ
イ
ン
で
水
が
送
り
込
ま
れ
て
い
る

の
で
、
今
は
水
田
も
バ
ル
ブ
を
開
け

ば
水
を
た
や
す
く
得
ら
れ
る
。
そ
の

裏
で
は
、
柴
井
堰
か
ら
の
水
が
き
ち

ん
と
各
地
区
に
届
く
よ
う
、
水
門
の

開
け
閉
め
な
ど
の
調
整
を
出
水
園
さ

ん
や
土
地
改
良
区
の
職
員
が
日
夜
問

わ
ず
駆
け
ず
り
回
っ
て
い
る
か
ら
だ

が
、
ご
く
た
ま
に
送
水
が
う
ま
く
い

か
な
い
と
「
ど
う
な
っ
て
る
ん
だ
！ 

早
く
水
を
送
れ
！
」
と
い
う
苦
情
の

電
話
が
串
良
町
土
地
改
良
区
に
か
か

っ
て
く
る
そ
う
だ
。

「
水
の
通
り
道
」
が
見
え
な
く
な
っ

た
弊
害
は
、
都
市
部
の
住
民
の
み
な

ら
ず
、
水
と
近
し
い
関
係
に
あ
っ
た

農
家
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

「
攻
め
の
姿
勢
」
が

守
人
た
ち
の
共
通
項

　

見
え
な
い
か
ら
遠
の
い
た
水
と
人

の
心
理
的
な
距
離
を
再
び
縮
め
る
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

今
号
の
冒
頭
に
ご
登
場
い
た
だ
い

た
川
田
順
造
さ
ん
は
、
文
化
に
つ
い

て
こ
う
定
義
し
て
い
る
。

「
文
化
と
は
他
者
か
ら
の
影
響
を
通

じ
て
得
ら
れ
る
も
の
も
含
み
、
だ
が

本
能
に
基
づ
く
要
素
も
含
む
、
ヒ
ト

の
営
み
の
総
体
」

　

こ
れ
を
水
の
文
化
に
置
き
換
え
る

な
ら
ば
、
き
れ
い
な
水
を
見
た
ら

「
飲
み
た
い
」
と
思
う
の
は
本
能
に

基
づ
く
も
の
で
、
水
を
大
切
に
使
う

た
め
に
「
水
の
循
環
を
守
る
し
く
み

を
つ
く
る
」
の
は
他
者
か
ら
学
ぶ
こ

と
も
含
め
た
後
天
的
な
も
の
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

　

今
回
の
特
集
「
水
の
守
人
」
で
は
、

各
地
で
ど
の
よ
う
な
活
動
が
行
な
わ

れ
て
い
る
の
か
を
多
角
度
か
ら
探
っ

た
。
湧
水
に
基
づ
く
暮
ら
し
を
守
る

た
め
の
住
民
活
動
、
河
川
の
水
を
利

用
し
た
水
力
発
電
に
よ
る
ま
ち
お
こ

し
、
雨
水
利
用
の
新
た
な
追
求
、
水

の
涵
養
を
も
た
ら
す
森
林
再
生
、
下

水
道
を
「
見
え
る
化
」
す
る
広
報
事

業
、
海
に
か
か
わ
る
次
世
代
の
育
成
、

伝
統
保
存
と
近
代
化
で
揺
れ
る
地
域
、

都
市
住
民
に
水
と
の
接
点
を
も
た
ら

す
海
外
事
例
な
ど
、
水
循
環
に
関
連

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
な

う
人
た
ち
を
取
材
し
、
多
く
の
学
び

を
得
た
。

　

そ
し
て
、
水
の
守
人
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
な
に
か
を
守
る
た
め
に

新
し
い
こ
と
に
挑
む
と
い
う
「
攻
め

の
姿
勢
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

連
載
（
食
の
風
土
記
）
で
取
り
上
げ
た

「
い
ち
ご
煮
」
も
、
実
際
に
訪
ね
て

み
る
と
、
宅
地
化
や
太
陽
光
パ
ネ
ル

の
設
置
な
ど
が
原
因
で
森
か
ら
の
滋

養
分
が
海
に
届
か
な
く
な
っ
た
の
で
、

危
機
感
を
抱
い
た
漁
師
た
ち
が
自
ら

昆
布
を
養
殖
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
知
る
。
こ
れ
も
ま
さ
に
水
の
守

人
で
あ
る
。

　

水
害
が
頻
発
し
た
今
夏
は
、
人
々

に
水
の
恐
ろ
し
さ
を
再
認
識
さ
せ
た
。

そ
の
一
方
で
、
水
は
天
の
恵
み
で
も

あ
る
。

　

地
球
上
を
巡
っ
て
命
を
支
え
る
水

と
人
の
距
離
感
を
再
び
縮
め
る
に
は
、

身
の
回
り
に
あ
る
は
ず
だ
け
れ
ど
見

え
な
い
水
の
通
り
道
を
考
え
る
こ
と

が
第
一
歩
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
水

の
守
人
た
ち
か
ら
学
ん
だ
「
守
る
た

め
に
は
攻
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」

と
い
う
意
識
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
は

活
動
20
周
年
を
迎
え
た
が
、
攻
め
の

意
識
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、「
人
と
水

の
か
か
わ
り
＝
水
の
文
化
」
を
伝
え

つ
づ
け
て
い
き
た
い
。

守
る
た
め
に
「
攻
め
る
」
守
人
た
ち

編
集
部

【文化をつくる】
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ミツカン水の文化センターは、2018 年 8 月と9 月のおよそ 2 カ
月間、ミツカングループが運営する愛知県半田市の体験型博物館

「MIZKAN MUSEUM」（愛称・MIM［ミム］）にて、企画展「水の
学校」と「水の文化祭」を開催しました。いずれも、身近な存在
である「水」への関心を高め、水に対する感謝の気持ちを思い起
こすきっかけを提供したいと考えて企画したものです。その内容の
一部をご紹介いたします！

「水の学校」は、2018 年 8月1日～8月 29 日に開催しまし
た。展示内容は、水への意識・関心が高まる時期（8 月1日は

「水の日」、8月1日を含む1週間は「水の週間」）であること、そ
して夏休み期間なので子どもたちの自由研究のヒントにもなる
よう心がけました。

実演販売士が水の大切さをわかりやすく解説する動画や、投
影された川に入ると生物が飛び出すプロジェクションマッピング
などを通じて、体験しながら水循環や地域の水の文化、水辺の
生きものを学べる構成にしました。

企画展第二弾となる「水の文
化祭」は、2018 年 9 月1日～
9 月 29 日に実施しました。文化
の秋、芸術の秋にちなみ、展示
内容を学校の文化祭プログラム
に見立てたものです。

機関誌『水の文化』の掲載写
真をフラッシュ撮影すると写真に
変化が起こる「不思議な水の文
化写真展」や、重ね捺しスタンプ
でつくる「オリジナル絵はがき作
り」、機関誌『水の文化』を閲覧
できる「水の図書室」コーナー
などを用意。作品づくりや読書を
通じて、水の文化が感じられるよ
うな内容を目指しました。

センター活動報告

ミツカン水の文化センター企画展

「水の学校」
「水の文化祭」

開催しました！

8月

9月

夏休みの自由研究はお任せ！
「
水
の
学
校
」

「
水
の
文
化
祭
」

写真と絵はがきで文化の秋！

知多半島を流れる地元の矢勝川（やかちがわ）
を模

したプロジェクションマッピングのイメージ画像。川
に入

るとそこに棲む生物が飛び出てくるしくみになって
いる

機関誌『水の文化』か
ら選んだ写真をフラッ
シュ撮影すると、この
ような変化が現れる

スタンプを重ね捺しする
と、版画のような風合
いの絵はがきが完成す
る（上から「MIZKAN 
MUSEUM」「弁才船」

「半田運河」）

8月、9月の企画展を実施した展示スペース。中央にあ
るのが矢勝川を模したプロジェクションマッピングの装置

活動 20 周年の節目にあたる60 号は、通常とは異なる誌面構成としました。そのため、ご好評いただいております連載「水の文化書誌」
「魅力づくりの教え」「Go！Go！109 水系」は休載いたしました。次号（61号）からの再開をお楽しみに！

休載のお知らせ

実演販売士のボス水野
氏が「天ぷら油はなぜ
流してはいけないの？」
と「知多半島を支える
愛知用水」をテーマに
解説した動画。子ども
も大人も楽しめる構成
になっている

授業内容を書き込んで持ち帰ること
ができる記入式ワークブック「夏休み 
水の学校 復習ドリル」。子どもたちの
夏休みの自由研究にうってつけ。大
勢の人が訪れた

 住所： 〒475-8585　愛知県半田市中村町 2-6
 電話番号： 0569-24-5111
 入館料： 無料（ただしMIZKAN MUSEUM 常設展示コースは、
  大人 300 円～ 100 円、小中高生 200 円～ 50 円）
 休 館 日： 木曜日（祝日の場合は開館、翌金曜日が休館）
  および年末年始（くわしくはホームページをご覧ください）
  http://www.mizkan.co.jp/mim/

MIZKAN MUSEUM（ミツカンミュージアム）とは？ ミツカンの酢づくりの歴史やものづくりへのこだわり、食
文化の魅力などにふれ、楽しみ、学べる体験型博物館
です。ご見学は事前予約制となっておりますので、お手
数ですが事前にお申し込みくださるようお願いいたします。

８月９月



編
集
後
記

セ
ン
タ
ー
の
20
年
目
と
い
う
節
目
に
あ
た
り
、
水
を
今
ま
で
守
ろ
う
と

し
て
い
た
方
や
こ
れ
か
ら
将
来
水
を
守
ろ
う
と
す
る
方
を
「
水
の
守
人
」

と
し
て
話
を
お
聞
き
し
た
。
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
も
水
と
人

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
「
水
の
文
化
」
を
発
信
し
続
け
る
こ
と
で
「
水
の

文
化
の
守
人
」
で
あ
り
続
け
た
い
。（
浅
）

セ
ン
タ
ー
が
積
み
重
ね
て
き
た
「
水
の
守
り
人
」
た
ち
と
の
出
会
い
の
足

跡
が
、
機
関
誌
60
冊
の
中
に
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
て
い
る
。「
数
字
で
見

る
機
関
誌
『
水
の
文
化
』
の
20
年
」
を
み
て
、
実
感
し
た
。
こ
の
貴
重
な

出
会
い
の
記
録
を
、次
世
代
に
水
の
文
化
を
伝
え
る
糧
に
変
え
ら
れ
る
よ

う
な
活
動
を
し
て
い
か
ね
ば
、
と
強
く
感
じ
た
。（
松
）

ウ
ニ
が
得
意
で
は
な
い
私
が
い
ち
ご
煮
を
取
材
し
た
。
青
森
県
の
真
っ

青
な
海
か
ら
獲
っ
た
ば
か
り
の
ウ
ニ
を
、
水
で
丁
寧
に
洗
っ
て
か
ら
調

理
し
て
く
れ
る
お
店
で
食
し
た
。
獲
っ
た
場
所
で
す
ぐ
に
食
べ
た
こ
の

経
験
か
ら
、
正
に
我
々
は
水
の
お
陰
で
生
き
て
い
る
事
を
痛
感
し
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
獲
れ
た
て
の
ウ
ニ
は
ウ
マ
か
っ
た
。。。（
Ｆ
Ｇ
）

全
国
各
地
で
活
動
し
て
い
る
水
の
守
人
。
守
人
た
ち
は
、
生
き
て
い
く

上
で
必
要
不
可
欠
な
水
に
対
し
、
活
動
自
体
は
様
々
で
も
、
大
切
な
水

を
守
り
た
い
と
い
う
同
じ
想
い
を
持
っ
て
い
る
。
水
の
文
化
を
取
材
す

る
者
と
し
て
、
守
人
の
想
い
を
自
分
の
生
活
に
お
い
て
も
重
ね
る
と
共

に
、
今
後
も
多
く
の
水
の
文
化
に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。（
青
）

先
日
、
海
外
へ
旅
行
に
行
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
飲
み
水
は
ペ
ッ
ト

ボ
ト
ル
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
購
入
。
日
本
で
は
蛇
口
を
ひ
ね
る

と
、
飲
料
用
水
が
当
た
り
前
に
出
て
く
る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
な
の
だ

と
再
認
識
し
ま
し
た
。
水
道
イ
ン
フ
ラ
を
支
え
る
「
守
人
」
に
感
謝
で

す
。（
飯
）

取
材
先
を
訪
れ
た
際
、「
こ
ん
な
に
大
勢
で
来
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」

と
よ
く
言
わ
れ
る
ぐ
ら
い
、
な
る
べ
く
多
く
の
編
集
部
員
で
足
を
運
び
、

つ
く
り
あ
げ
て
き
た
『
水
の
文
化
』。
時
間
も
か
か
り
効
率
の
悪
い
と
き

も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
20
年
、
地
道
に
続
け
て
き
た
こ
と
は
、
数
字

で
は
表
し
き
れ
な
い
財
産
に
な
っ
て
い
る
と
自
負
し
て
い
ま
す
。（
力
）

石
徹
白
で
の
取
材
中
、か
つ
て
大
都
市
で
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
を
経
営
し
て
い

た
30
代
の
男
性
に
出
会
い
ま
し
た
。
東
日
本
大
震
災
を
機
に「
水
の
豊
か

な
地
域
で
暮
ら
し
た
い
」
と
考
え
、家
族
で
石
徹
白
に
移
住
し
た
そ
う
で

す
。
さ
っ
き
ま
で
イ
ノ
シ
シ
を
さ
ば
い
て
い
た
と
笑
顔
で
話
す
Ｈ
さ
ん

は
、
ま
さ
に
次
の
世
代
の
守
人
で
し
た
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『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「人と水のかかわ

り」に焦点をあてた活動や調査・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
地域に根ざした調査や研究がありましたら、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からPDFファイルとしてダウンロード

できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 「水にかかわる生活意識調査」 ホームページで公開中
 20年以上にわたり、ほぼ同じ内容で日常生活と水とのかかわ

りや意識、水と文化に関する生活意識調査を実施していま
す。結果はすべて公開していますので、ぜひご活用ください。
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第60号
ホームページアドレス

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

※禁無断転載複写

『水の文化』60号について、アンケートにご協力ください。
今後の機関誌をよりよくしていくための参考にさせていただきます。

◆アンケートへの回答はこちらから。
http://www.mizu.gr.jp/form60.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

※アンケート用紙をお持ちの方は、FAXまたはメールにて
下記へご返信いただく形でも結構です。

ＦＡＸ：03-3568-4025
メールアドレス：mizubun@mizu.gr.jp
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裏表紙上：針江集落の中心を流れる針江
大川で泳ぐ少年。こうした水辺はとても貴重
だ（撮影：鈴木拓也） 下：用水路を利用して
電力を生み出す「らせん型水車 2 号機」。
水によるエネルギーは地域おこしに用いら
れている（撮影：藤牧徹也） 

表紙：命を支える清らかな
水。この水の循環を保つ
には、さまざまな取り組み
と一人ひとりの心がけが
必要なのだろう

（撮影：鈴木拓也）
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