
「
水
の
文
化
」
平
成
11
年
１
月

創
刊
号



人
の
い
と
な
み
の
根
源
に
は

常
に
“
水
”
が
存
在
し
て
き
ま
し
た
。

あ
る
時
に
は
“
水
”
と
闘
い

あ
る
時
に
は
“
水
”
と
共
生
す
る
こ
と
で

人
は
自
ら
の
「
く
ら
し
」
を

つ
く
り
あ
げ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
「
人
と
水
と
の
関
わ
り
」
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
生
活
様
式
や
習
慣
を

『
水
の
文
化
』
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

い
ま
、
わ
た
し
た
ち
の
周
囲
で
は
都
市
化
が
進
み

水
の
文
化
に
関
す
る
認
識
が
希
薄
に
な
り

“
水
”
が
人
々
か
ら
遠
い
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
現
在
の

“
水
”
を
取
り
巻
く
様
々
な
問
題
の
解
決
を

困
難
に
し
て
い
る
要
因
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。



2

し
か
し
、
一
方
で
は

昨
今
の
環
境
意
識
の
高
ま
り
に
よ
り

「
安
全
で
お
い
し
い
水
」

「
く
ら
し
に
潤
い
と
安
ら
ぎ
を
与
え
る
水
」
に

対
す
る
人
々
の
願
い
が

増
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ
は
創
業
以
来

“
水
”
の
恩
恵
を
受
け

“
水
”
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
き
た
企
業
で
す
。

『
水
の
文
化
』
の
発
展
を
願
い

『
水
の
文
化
』
の
啓
蒙
活
動
や

「
水
と
人
と
の
付
き
合
い
方
」
の
提
案
を
通
し
て

ゆ
た
か
な
く
ら
し
の
創
造
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
に

ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ
は

「
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
」
を
設
立
い
た
し
ま
す
。

絵：

中
埜
酢
店
創
業
百
八
十
周
年
記
念
誌
編
纂
委
員
会
編

『
七
人
の
又
左
衛
門
―
風
雪
、
ミ
ツ
カ
ン
百
八
十
年
の
跫
音
』
1
9
8
6
年
よ
り



3

博
物
館
「
酢
の
里
」
収
蔵
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当
社
で
は
、「
買
う
身
に
な
っ
て
ま
ご
こ

ろ
を
こ
め
て
良
い
品
を
」
と
い
う
理
念
に

基
づ
い
て
事
業
活
動
を
行
い
、
社
会
的
役

割
を
果
た
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
一
方
、

社
会
の
成
熟
化
や
国
際
化
が
一
層
進
み
、

よ
り
豊
か
な
社
会
を
構
築
す
る
た
め
の
活

動
が
期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
わ
た
く
し

ど
も
で
は
、
こ
れ
を
企
業
に
よ
る
社
会
貢

献
活
動
だ
と
考
え
、
事
業
活
動
以
外
に
も

経
営
資
源
を
活
用
し
、
企
業
理
念
で
あ
る

「
さ
わ
や
か
ラ
イ
フ
へ
の
貢
献
」
の
実
現
を

目
指
し
、
社
会
貢
献
活
動
を
行
っ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
、「
さ
わ
や
か
ラ
イ
フ
へ
の
貢
献
」

と
は
「
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に

し
た
、
健
康
的
で
す
が
す
が
し
い
社
会
と

く
ら
し
」
に
貢
献
す
る
こ
と
を
意
味
し
て

お
り
ま
す
。

文
化
元
年
（
1
8
0
4
年
）
創
業
の
当

初
は
、
良
質
な
醸
造
酢
を
作
る
た
め
に
、

私
設
水
道
を
敷
設
し
た
り
廻
船
に
よ
り
尾

張
半
田
か
ら
江
戸
や
大
坂
ま
で
食
酢
を
運

ぶ
な
ど
、
水
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
は
、
現
在
、
環
境
意
識
の
高
ま

り
か
ら
人
々
の
水
に
対
す
る
関
心
は
非
常

に
高
く
な
っ
て
お
り
、「
安
全
で
お
い
し
い

水
」「
く
ら
し
に
潤
い
と
安
ら
ぎ
を
与
え
る

水
」
に
対
す
る
人
々
の
思
い
は
急
速
に
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
社
会
背
景
の

も
と
、
創
業
以
来
「
水
」
の
恩
恵
を
受
け
、

「
水
」
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
き
た
当
社
が
、

「
水
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
選
び
、
社
会
貢
献

活
動
を
行
う
こ
と
は
、
非
常
に
意
義
の
あ

る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

人
の
営
み
の
根
源
に
は
、
常
に
「
水
」

が
関
係
し
て
お
り
、
人
は
あ
る
時
に
は

「
水
」
と
闘
い
、
あ
る
時
に
は
「
水
」
と
共

生
し
な
が
ら
、
自
ら
の
「
く
ら
し
」
を
つ

く
り
上
げ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
人
と
水
と

の
関
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
、

様
々
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
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
推
進
し
て
い
く
母
体
と
し
て

「
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
」
を
設
立

し
、
1
9
9
9
（
平
成
11
）
年
1
月
26
日

に
ご
披
露
し
、
活
動
を
開
始
し
ま
す
。

「
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
」
は

「
水
の
文
化
」
に
関
わ
る
研
究
事
業
を
行
い
、

そ
の
成
果
を
「
出
版
」「
イ
ベ
ン
ト
」「
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
」
な
ど
の
事
業
を
通
し
て
広

く
公
開
い
た
し
ま
す
。

「
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
」
が

「
水
と
人
と
の
新
し
い
つ
き
あ
い
方
」
の
提

案
を
通
し
て
、
人
々
の
豊
か
な
暮
ら
し
の

創
造
に
貢
献
で
き
れ
ば
幸
い
で
す
。

「
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
」
へ

の
、
関
係
各
位
の
ご
協
力
、
ご
指
導
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

ご
あ
い
さ
つ

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
代
表

中
埜
和
英



5

富
山
和
子
「
水
の
文
化
」
と
は
何
か

第
1
回

『
た
め
池
文
化
《
香
川
》

融
通
の
智
恵
』

平
成
６
年
大
干
ば
つ

何
が
都
市
を
救
っ
た
か

「
日
本
の
文
化
は
水
と
の
緊
張
の
文
化
で
あ
る
」
―
こ
う
唱
え
て
き
た
富
山
和
子
氏

が
香
川
を
訪
れ
、
た
め
池
文
化
の
現
場
を
歩
き
ま
す
。『
平
六
渇
水
』
で
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
た
農
村
の
智
恵
、
そ
し
て
水
を
め
ぐ
る
都
市
と
農
村
の
関
わ
り
は

都
会
人
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た
“水
”
と
の
つ
き
あ
い
方
を
考
え
さ
せ
ま
す
。

‥
‥
‥
‥
‥
　
7

ご
あ
い
さ
つ
　
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
代
表

中
埜
和
英

‥
‥
‥
‥
‥
　
4

平
成
11
年
１
月
　
創
刊
号
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‥
‥
‥
‥
‥
　
19

『
舟
運
を
通
し
て

都
市
の
水
の
文
化
を
探
る
』
（1）

陣
内
秀
信

岡
本
哲
志

“水
の
視
点
”
か
ら
都
市
の
見
直
し
を
進
め
て
き
た
陣
内
秀
信
、
岡
本

哲
志
の
両
氏
に
よ
る
「
一
乗
谷
・
福
井
・
三
国
」
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
ら
都
市
の
生
成
と
舟
運
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
立

体
的
な
関
係
が
、
丹
念
な
現
地
調
査
に
よ
り
現
代
に
姿
を
現
し
ま
す
。

‥
‥
‥
‥
‥
　
41

『
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
』
概
要

研
究
活
動
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
　

江
戸
図
屏
風
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵

（『
図
説
江
戸
図
屏
風
を
よ
む
』

河
出
書
房
新
社
1
9
9
3
年
よ
り
）



7

■
1
9
9
4
（
平
成
６
）
年
の

四
国
新
聞
の
一
面

7
月
15
日

富
山
和
子
「
水
の
文
化
」
と
は
何
か

第
１
回

『
た
め
池
文
化
《
香
川
》

融
通
の
智
恵
』

平
成
６
年
大
干
ば
つ
　
何
が
都
市
を
救
っ
た
か

「
日
本
文
化
は
、
水
を
仲
立
ち
に
し
た
人
と
大
地

と
の
営
み
の
結
果
で
あ
る
。」
そ
う
、
私
は
新
著

『
水
と
緑
の
国
、
日
本
』（
講
談
社
）
に
書
き
ま
し
た
。

そ
れ
ほ
ど
に
日
本
文
化
の
、
他
の
諸
文
化
と
異
な

る
特
徴
は
と
い
え
ば
、
水
と
の
緊
密
な
関
係
で
す
。

水
に
ま
つ
わ
る
独
特
の
言
葉
だ
け
で
も
、
何
と
多
い

こ
と
で
し
ょ
う
。
水
に
流
す
、
水
を
あ
け
る
、
水
争

い
、
水
掛
け
論
、
水
臭
い
、
寝
耳
に
水
、
水
を
さ
す

―
―
。
ど
れ
も
外
国
語
に
は
訳
せ
ま
せ
ん
。

な
ぜ
で
し
ょ
う
。
水
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
し

ょ
う
か
。水
の
豊
か
な
国
な
ら
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

で
は
稲
作
文
化
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
に
は
違

い
な
い
が
、
た
だ
米
を
作
る
だ
け
な
ら
、
ア
メ
リ
カ

で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
作
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
水
を
め
ぐ
る
緊
張
関
係
の
文

化
、
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
共
同
体
が
生
ま
れ
、
緊
張

関
係
に
よ
っ
て
初
め
て
共
同
体
の
秩
序
も
維
持
さ
れ

る
社
会
。
そ
れ
が
日
本
文
化
だ
っ
た
の
で
す
。
対
自

然
と
の
緊
張
関
係
で
あ
り
、
ま
た
人
間
社
会
内
部
の

緊
張
関
係
―
―
例
え
ば
上
流
対
下
流
、
対
岸
対
こ
ち

ら
側
、
隣
の
田
圃
対
う
ち
の
田
圃
、
と
い
っ
た
関
係

で
す
。

そ
れ
こ
そ
は
地
形
急
峻
、
雨
の
偏
っ
て
降
る
き
わ

め
て
特
殊
な
自
然
条
件
下
、
水
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
稲
作
を
営
む
こ
と
で
養
わ
れ
た
特
質
、
自
然
と
の

つ
き
あ
い
の
知
恵
だ
っ
た
の
で
す
。（
注
1
）

け
れ
ど
い
ま
、
緊
張
関
係
は
薄
れ
、
水
と
の
つ
き

あ
い
の
知
恵
や
伝
統
は
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

蛇
口
を
ひ
ね
れ
ば
水
の
出
て
来
る
現
代
社
会
に
、
昔

の
知
恵
や
伝
統
な
ど
無
用
の
長
物
な
の
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
水
不
足
の
時
、
決
ま
っ
て
都
市
か
ら
出
さ

れ
る
の
が
、
こ
ん
な
声
な
の
で
す
。

「
農
業
用
水
の
慣
行
水
利
権
な
ん
て
も
う
古
い
。

そ
ん
な
も
の
見
直
し
て
、
水
を
都
市
へ
回
せ
」
と
。

果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。

1
9
9
4
（
平
成
6
）
年
は
歴
史
的
な
渇
水
で
し

た
。
い
わ
ゆ
る
「
平
六
渇
水
」
で
す
。
と
り
わ
け
香

川
県
の
水
不
足
は
深
刻
で
、「
早
明
浦
ダ
ム
の
貯
水

量
何
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
が
、
連
日

の
よ
う
に
テ
レ
ビ
で
全
国
に
報
じ
ら
れ
た
も
の
で
し

た
。
高
松
市
は
五
時
間
給
水
を
実
施
し
、
市
民
の
大

7
月
17
日

7
月
16
日



（1）
富
山
和
子
『
水
と
緑
の
国
日
本
』

講
談
社
　
1
9
9
8
年

（2）
慣
行
水
利
権
は
い
わ
ゆ
る
“
権
利
”

で
は
な
く
“
財
産
”
で
あ
る
。「
二

〇
〇
年
前
か
ら
の
権
利
な
ど
も
う
古

い
。
慣
行
水
利
権
を
見
直
し
て
都
市

へ
回
せ
」
と
い
う
議
論
も
、「
お
ま

え
の
家
や
土
地
は
先
祖
代
々
の
も

の
。
何
百
年
も
昔
の
財
産
な
ど
現
代

に
通
用
し
な
い
。
我
々
に
よ
こ
せ
」

と
い
う
に
等
し
い
。

（3）
富
山
和
子
『
水
の
文
化
史
』

文
藝
春
秋
　
1
9
8
0
年

（4）
た
め
池
の
数
は
約
1
6
0
0
0
あ
ま

り
。
こ
れ
は
、
兵
庫
県
、
広
島
県
に

次
ぐ
多
さ
で
あ
る
。
ま
た
、
た
め
池

は
治
水
機
能
も
持
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、
丸
亀
市
は
土
器
川
と
金
倉
川
に

挟
ま
れ
て
い
る
が
、
洪
水
路
線
に
沿

っ
て
発
達
し
た
た
め
池
が
、
洪
水
調

整
機
能
を
果
た
し
、
丸
亀
市
街
地
を

洪
水
か
ら
守
っ
て
い
る
。

8

香川用水とため池
香川県は昔から水資源に恵まれず、先人達が多くのため池を築造する
など、用水確保に苦労を重ねてきた（注4）。こうした問題の抜本的な解

決を図るために、四国の水資源の総合的な開発を目的とした「吉野川総
合開発」の一環として計画、施行された事業が香川用水である。吉野川
上流の高知県長岡郡本山町に早明浦ダム（有効貯水量2億8,900万t）が建
設され、その運用によって新たに生み出される年間8億6,300万tの用水が
四国4県に配水され、そのうちの2億4,700万tを香川県に導入するという
一大事業であった。早明浦ダムから放流された水は、吉野川中流部の池
田ダム（徳島県）に設けられた取水口を経て、ここから阿讚山脈を貫く
導水トンネル（全長8km）で県内に導かれることになる。ここから県を
東西に横切り、その長さは約90kmで、香川県のほぼ全域を潤している。
1968（昭和43）年に着工され、1981（昭和56）年に完成した。維持管理
は、共用区間を水資源開発公団が、農業専用区間を香川用水土地改良区
が担当している。これにより、長い水不足の歴史に一応の終止符が打た
れと言われた。

騒
ぎ
ぶ
り
、苦
労
ぶ
り
も
全
国
に
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
と
き
、
高
松
市
民
を
救
っ
た
そ
の
命

綱
と
は
、
実
は
農
業
用
水
か
ら
分
け
て
貰
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
、
農
民
が
都
市
に
水
を
分
け
た
そ
の

陰
で
は
、
農
民
の
涙
の
出
る
よ
う
な
犠
牲
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
も
そ

の
犠
牲
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
過
去
の
伝
統

や
知
恵
を
、
復
活
さ
せ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
っ
た
の
で

す
。と

い
う
の
は
、
農
家
が
水
を
都
市
へ
分
け
る
た
め

に
は
、各
農
家
が
よ
ほ
ど
足
並
み
を
揃
え
て
節
水
し
、

同
時
に
、
厳
し
い
配
水
管
理
を
そ
れ
こ
そ
二
十
四
時

間
体
制
で
行
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
普
通
な
ら
と
て

も
考
え
ら
れ
な
い
そ
う
し
た
苦
労
が
、
混
乱
も
な
く

整
然
と
実
現
で
き
た
の
は
、『
慣
行
水
利
権
（
注
2
）

に
基
づ
く
配
水
ル
ー
ル
』
と
い
う
、
そ
の
土
地
土
地

の
水
と
の
つ
き
あ
い
方
の
伝
統
を
記
憶
し
て
い
た
お

年
寄
り
た
ち
が
、
若
い
人
た
ち
に
伝
え
、
指
導
し
た

か
ら
だ
っ
た
の
で
す
。

残
念
な
が
ら
こ
う
い
う
こ
と
は
マ
ス
コ
ミ
も
報
道

し
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
「
水
が
都
市
へ
回
せ
た
の
は
、

農
業
用
水
が
余
っ
て
い
た
か
ら
だ
」
と
さ
え
報
道
す

る
始
末
で
す
。

そ
の
根
底
に
は
、
い
か
に
し
て
農
業
用
水
を
取
り

上
げ
る
か
が
、
都
市
の
水
行
政
の
戦
前
か
ら
の
重
要

テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
す
。（
注
3
）

都
市
の
私
た
ち
は
い
っ
た
い
誰
に
養
わ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
謙
虚
さ
に
立
ち
、
古
い
伝
統
や

知
恵
を
い
ま
の
う
ち
に
伺
っ
て
、
後
世
に
伝
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
そ
う
思
っ
て
私
は
、

こ
の
と
き
節
水
の
総
元
締
め
と
し
て
苦
心
さ
れ
、
い

わ
ば
古
い
慣
行
や
知
恵
の
窓
口
で
も
あ
っ
た
香
川
用

水
土
地
改
良
区
事
務
局
長
の
長
町
博
氏
を
お
訪
ね

し
、
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

早明浦ダム

池田ダム
吉野川

香川用水



今
世
紀
最
大
の
大
渇
水

富
山

長
町
先
生
、
平
六
渇
水
で
は
大
変
な
ご
苦
労

を
さ
れ
ま
し
た
ね
。
高
松
市
の
水
不
足
が
あ
れ
だ
け

全
国
に
報
道
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
か
げ
で
市
民
を
救

う
た
め
、
農
家
が
ど
ん
な
苦
労
を
さ
れ
た
か
知
ら
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
と
て
も
残
念
で
、
都
市
の
私

た
ち
に
と
っ
て
も
不
幸
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
ば
か
り
か
最
近
に
な
っ
て
も
、
朝
日
新
聞
が

「
農
業
用
水
を
都
市
へ
回
せ
た
の
は
、
水
が
余
っ
て

い
た
か
ら
だ
」
と
社
説
で
書
き
ま
し
た
（
1
9
9
8

（
平
成
10
）
年
8
月
4
日
付
）。
そ
れ
に
対
し
て
先
生

が
、
そ
れ
は
違
う
、
実
状
は
こ
う
だ
と
い
う
一
文
を

投
書
さ
れ
た
が
、
載
せ
て
く
れ
な
か
っ
た
と
い
う
お
話

で
す
。
や
は
り
都
市
へ
水
を
分
け
て
あ
げ
た
木
曽
川

の
宮
田
用
水
土
地
改
良
区
の
事
務
局
長
さ
ん
も
、
投

稿
さ
れ
た
が
、
載
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

長
町

平
六
渇
水
は
、
高
松
気
象
台
1
0
2
年
間

の
最
小
降
雨
記
録
を
更
新
し
た
記
録
的
な
大
渇
水
で

し
た
。
香
川
県
で
の
こ
れ
ま
で
の
大
渇
水
は
、
1
9

3
9
（
昭
和
14
）
年
の
大
干
ば
つ
が
記
憶
に
残
っ
て

い
る
人
が
多
い
の
で
す
が
、
あ
の
渇
水
は
、
そ
れ
を

し
の
ぐ
も
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
今
世
紀
最
大
の

大
渇
水
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
（
注
5
）。

1
9
3
9
（
昭
和
14
）
年
の
大
渇
水
の
時
に
は
、

稲
の
収
穫
皆
無
の
地
区
が
非
常
に
多
か
っ
た
ん
で

す
。
と
こ
ろ
が
平
六
渇
水
で
は
、
稲
は
平
年
作
を
上

回
り
ま
し
た
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、「
農
業
用
水
に

は
、
か
な
り
余
裕
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い

う
見
方
を
さ
れ
る
方
が
都
市
部
の
方
の
中
に
は
お
ら

れ
ま
し
た
。
農
水
省
の
農
業
工
学
研
究
所
で
は
、

「
あ
の
大
渇
水
で
香
川
用
水
は
厳
し
い
取
水
制
限
を

受
け
、
か
つ
上
水
道
へ
の
融
通
を
行
っ
た
の
に
、
な

ぜ
稲
は
平
年
作
を
上
回
っ
た
の
か
？
　
都
市
部
の
人

達
が
言
う
よ
う
に
農
業
用
水
に
は
余
裕
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
？
　
そ
の
点
を
解
明
し
た
い
」
と
調
査
に
来

ら
れ
た
ん
で
す
。
実
は
、
こ
の
背
景
に
は
農
家
の
皆

さ
ん
の
大
変
な
「
節
水
灌
漑
」
が
あ
っ
た
の
で
す
。

香
川
県
の
農
家
は
、
渇
水
時
に
は
こ
の
よ
う
な
こ

と
を
行
う
の
が
何
百
年
来
の
習
慣
で
し
て
、
そ
れ
は

当
然
だ
と
い
う
理
解
が
あ
り
ま
す
。
で
も
農
業
工
学

研
究
所
の
方
に
節
水
灌
漑
の
実
情
を
話
し
ま
す
と

「
当
然
と
は
い
え
、
そ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
」
と
び

っ
く
り
な
さ
る
。
香
川
県
の
農
家
の
皆
さ
ん
が
当
た

り
前
の
こ
と
の
よ
う
に
や
っ
て
い
る
こ
と
が
、
実
は

大
変
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
い
う
認
識
を

私
自
身
が
も
ち
ま
し
た
。
そ
こ
へ
、
た
ま
た
ま
富
山

先
生
が
お
出
で
に
な
り
、
ず
ば
り
そ
の
こ
と
を
教
え

ら
れ
た
ん
で
、
本
当
に
嬉
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。上

水
道
の
危
機
を

農
業
用
水
が
救
う

富
山

も
と
も
と
香
川
県
は
雨
が
少
な
い
。
そ
こ
で

満
濃
池
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
溜
池
が
発
達
し
、
厳

し
い
番
水
制
度
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
早
明
浦

ダ
ム
が
出
来
、
香
川
用
水
が
来
る
と
、
市
民
の
水
意

識
も
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
間
の
意
識

な
ん
て
、
こ
う
も
あ
っ
さ
り
変
わ
る
も
の
か
と
、
当

時
ダ
ム
建
設
に
苦
労
し
た
行
政
関
係
者
の
間
で
、
よ

く
話
題
に
な
っ
た
も
の
で
し
た
。
そ
こ
へ
あ
の
渇
水

で
し
た
。
大
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。

長
町

上
水
道
用
水
も
非
常
な
ピ
ン
チ
に
陥
り
ま
し

た
。
香
川
用
水
の
第
1
次
取
水
制
限
が
6
月
29
日
に

始
ま
っ
て
、
1
週
間
ち
ょ
っ
と
で
早
く
も
第
2
次
に

（5）
1
9
9
4
（
平
成
６
）
年
の
高
松
市

月
別
気
温
・
降
水
量
（
左
図
）

9

長 町 博 氏
香川用水土地改良区事務局長

1931年香川県に生まれる。

三重大学農学部卒業。

1953年香川県農林部土地改良課へ入庁。

以来土地改良行政一筋に勤務。

1989年香川県農林部次長兼土地改良課長を辞し、

現在、香川用水土地改良区事務局長、農

学博士。

主な著書に『讃岐のため池』（共著、美巧社）、

『古代の讃岐』（共著、美巧社）、『農業基盤とし

ての条里遺構の研究』（美巧社）などがある。



入
っ
て
、
い
き
な
り
60
パ
ー
セ
ン
ト
の
取
水
カ
ッ
ト

に
移
行
し
た
ん
で
す
ね
。
香
川
県
民
に
と
っ
て
6
月

の
末
に
取
水
制
限
が
始
ま
る
と
い
う
の
は
、
平
成
6

年
の
渇
水
が
初
体
験
だ
っ
た
ん
で
す
。

60
％
の
取
水
カ
ッ
ト
に
な
る
と
、
上
水
道
は
た
い

へ
ん
な
事
態
に
な
り
ま
す
（
注
6
）。
し
か
し
、
そ
う

い
う
時
は
農
業
だ
っ
て
ピ
ン
チ
な
の
で
す
。そ
こ
に
、

な
ん
と
か
農
業
用
水
、
工
業
用
水
の
協
力
を
仰
い
で

上
水
道
を
救
済
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
県
の
渇
水

対
策
本
部
か
ら
救
援
要
請
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

は
農
業
用
水
の
カ
ッ
ト
率
を
重
く
し
て
、
上
水
道
の

カ
ッ
ト
率
を
緩
め
る
と
い
う
、
利
水
者
間
で
の
融
通

を
配
慮
し
た
配
水
調
整
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

香
川
用
水
土
地
改
良
区
（
注
7
）
の
中
で
も
、
こ
れ

に
ど
う
対
応
す
る
か
、随
分
と
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。

農
業
用
水
も
連
日
の
猛
暑
干
天
の
た
め
、
た
め
池
の

貯
水
量
が
急
速
に
低
下
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
段
階
で
は
、
今
世
紀
最
大
と
い
う
大
渇
水
に
な

り
、
こ
の
先
渇
水
が
延
々
と
続
く
と
い
う
予
測
は
な

か
っ
た
で
す
か
ら
ね
。
と
り
あ
え
ず
上
水
道
は
ピ
ン

チ
だ
し
、
何
と
か
協
力
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
融
通

に
応
じ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
渇
水
は
予
想
以
上
に
厳
し
く
、
長
期
に

わ
た
り
ま
し
た
。
農
業
用
水
も
た
い
へ
ん
な
ピ
ン
チ

で
す
。
そ
こ
で
、
農
家
の
人
も
節
水
灌
漑
に
努
め
る

一
方
、
井
戸
を
掘
っ
た
り
、
ポ
ン
プ
を
据
え
た
り
、

新
し
く
揚
水
パ
イ
プ
を
配
管
し
た
り
と
干
害
応
急
工

事
に
も
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
、
利
水
者
間
で
の
融
通
の
背
景
に
は
、
農
家

の
皆
さ
ん
が
行
な
っ
た
、
採
算
を
気
に
し
な
い
干
害

応
急
工
事
の
実
施
と
節
水
灌
漑
と
が
あ
っ
た
わ
け
で

す
。上

水
道
へ
の
融
通

富
山

「
節
水
率
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
限
ら

れ
た
水
を
ど
う
我
慢
し
合
う
か
の
数
字
で
す
が
、
渇

水
に
な
る
と
我
慢
を
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
い
つ
も
農

業
の
側
で
す
ね
え
。

実
は
平
六
渇
水
の
時
、
愛
知
用
水
で
こ
ん
な
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
愛
知
用
水
は
名
古
屋
市
の
一
部
か

ら
知
多
半
島
全
域
を
潤
す
水
で
、
水
源
は
木
曽
川
上

流
の
ダ
ム
に
頼
っ
て
い
ま
す
。
が
、
こ
の
と
き
水
源

が
ゼ
ロ
に
な
っ
た
。
で
は
知
多
半
島
の
人
た
ち
は
ど

う
し
の
い
だ
か
と
い
う
と
、
木
曽
川
下
流
の
農
業
用

水
か
ら
分
け
て
貰
っ
た
。
さ
き
に
ふ
れ
た
宮
田
用
水

で
す
。
そ
れ
も
無
料
で
で
す
。
そ
の
こ
と
一
つ
が
、

農
業
用
水
の
あ
り
が
た
さ
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
貰

っ
た
そ
の
水
を
愛
知
用
水
内
部
で
、
ど
の
よ
う
に
分

け
あ
っ
た
か
。

農
水
、
工
水
、
生
活
用
水
の
節
水
率
を
見
る
と
、

一
番
厳
し
い
季
節
で
し
た
が
、
農
水
６
５
％
、
工
水

６
５
％
、
生
活
用
水
３
３
％
で
し
た
。
生
活
用
水
最

優
遇
で
す
。

「
そ
れ
は
違
う
の
で
は
な
い
か
」
私
は
そ
う
、
愛

知
用
水
の
方
に
申
し
上
げ
た
。都
市
の
人
た
ち
に
も
、

そ
う
、
講
演
で
お
話
し
し
ま
し
た
。

「
だ
っ
て
、
い
ま
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
水
を
使
っ

て
い
る
時
代
、
少
々
の
節
水
で
人
間
は
死
な
な
い
。

が
、
植
物
は
死
ぬ
。
だ
っ
た
ら
、
農
業
を
優
先
さ
せ

る
の
が
筋
で
し
ょ
う
」
と
。「
た
だ
、
隣
の
家
へ
は

た
く
さ
ん
水
が
来
て
自
分
の
家
へ
は
来
な
い
、
と
い

っ
た
不
平
等
で
は
混
乱
が
起
き
る
。
水
を
ど
う
分
け

合
う
か
と
い
う
問
題
、
こ
れ
は
非
常
に
大
切
で
、
日

頃
か
ら
研
究
し
準
備
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
が
、

あ
く
ま
で
都
市
内
部
の
問
題
で
す
」
と
。

渇
水
の
時
の
節
水
率
は
、
利
根
川
水
系
を
初
め
ど

（6）
こ
の
取
水
制
限
で
、
高
松
市
で
は
　
7

月
15
日
〜
8
月
15
日
の
間
、
16
時
〜
21

時
の
時
間
給
水
に
追
い
込
ま
れ
た
。
ち

な
み
に
1
9
9
7
（
平
成
9
）
年
の
少

雨
の
際
に
は
、
9
月
に
香
川
用
水
か
ら

の
取
水
が
50
％
ま
で
制
限
さ
れ
た
が
、

減
圧
給
水
で
し
の
ぎ
、
断
水
に
は
い
た

っ
て
い
な
い
。

（7）
土
地
改
良
区

簡
単
に
言
う
と
、
農
業
水
利
組
合
の
こ

と
。
1
9
4
9
（
昭
和
24
）
年
制
定
の

土
地
改
良
法
に
基
づ
き
、
そ
れ
ま
で
の

耕
地
整
理
組
合
、
普
通
水
利
組
合
に
代

わ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
を
指
し
、
県

内
に
約
1
5
0
近
く
あ
る
。

香
川
用
水
土
地
改
良
区
は
1
9
6
8

（
昭
和
43
）
年
に
設
立
さ
れ
、
香
川
用

水
事
業
に
お
け
る
農
業
専
用
区
間
（
59

km
）
の
維
持
・
配
水
管
理
を
行
っ
て
い

る
。

10

富 山 和 子 氏
立正大学教授・日本福祉大学客員教授

群馬県に生まれる。
早稲田大学文学部卒業。
水問題を森林・林業の問題にまで深め、今日の
水、緑ブームの先駆となる。また「水田はダム
である」という重大な指摘を行ったことでも知
られる。著書『水と緑と土』は環境問題のバイ
ブルといわれ、25年間のロングセラー。
自然環境保全審議会委員、林政審議会委員、環
境庁「名水百選」選定委員、食料、農業、農村
基本問題調査会委員など歴任。
「富山和子がつくる日本の米カレンダー、水田は
文化と環境を守る」を主宰。
主な著書に『水と緑と土』（中公新書）、『水の文
化史』（文藝春秋）、『日本の米』（中公新書）、
『川は生きている』（講談社、第26回産経児童出
版文化賞）、『お米は生きている』（講談社、第43
回産経児童出版文化賞大賞）、『水と緑の国、日
本』（講談社）などがある。



る
わ
け
で
す
ね
。
1
9
9
4
（
平
成
6
）
年
の
灌
漑

期
間
中
の
香
川
用
水
の
計
画
取
水
量
に
対
す
る
取
水

実
績
は
、
全
体
で
は
6
5.

5
％
な
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
農
業
用
水
は
5
9.

6
％
、
工
業
用
水
は
4

5.

8
％
に
抑
え
、
上
水
道
は
8
3.

％
の
取
水
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
差
が
融
通
な
ん
で
す
。

こ
も
大
抵
、
こ
ん
な
割
合
で
す
ね
え
。「
生
命
の
た

め
」
と
い
う
大
義
名
分
が
唱
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、

香
川
用
水
で
は
ど
う
で
し
た
か
。

長
町

香
川
用
水
に
上
水
道
を
依
存
し
て
い
る
の
は

5
市
19
町
。
そ
の
内
、
こ
の
用
水
に
1
0
0
％
依

存
し
て
い
る
の
は
6
町
で
す
。
全
体
で
は
、
こ
の
5

市
19
町
の
水
道
需
要
量
の
56
％
を
香
川
用
水
に
依
存

し
て
い
ま
す
。
そ
の
香
川
用
水
の
利
用
が
60
％
カ
ッ

ト
さ
れ
ま
す
と
、
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
く

る
わ
け
で
す
ね
。
1
9
9
4
（
平
成
6
）
年
の
灌
漑

期
間
中
の
香
川
用
水
の
計
画
取
水
量
に
対
す
る
取
水

実
績
は
、
全
体
で
は
6
5.

5
％
な
ん
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
農
業
用
水
は
5
9.

6
％
、
工
業
用
水
は
4

5.

8
％
に
抑
え
、
上
水
道
は
8
3.

3
％
の
取
水
を

し
て
い
ま
す
。
こ
の
差
が
融
通
な
ん
で
す
。

水
量
と
し
て
は
、
そ
ん
な
に
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど

の
数
字
で
も
な
い
ん
で
す
。
た
だ
、
融
通
さ
れ
た
水

は
上
水
道
が
本
当
に
ピ
ン
チ
の
時
に
効
率
的
に
運
用

さ
れ
ま
す
か
ら
、
水
量
は
少
な
く
て
も
効
果
は
抜
群

な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
融
通
を
行
う
こ
と
に
よ
っ

て
上
水
道
が
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。

高
松
市
は
5
時
間
給
水
が
延
々
と
続
い
た
わ
け
で

す
が
、
こ
の
融
通
が
な
か
っ
た
ら
3
時
間
給
水
に
陥

っ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
3
時
間
給
水
に
な

り
ま
す
と
水
道
が
減
圧
し
て
し
ま
い
、
高
松
市
の
半

分
が
断
水
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
な
る
と
間
違
い
な

く
パ
ニ
ッ
ク
が
起
こ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
最
低
5

時
間
給
水
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
融
通
を
行
う

と
い
う
方
向
で
、
香
川
用
水
土
地
改
良
区
の
配
水
管

理
委
員
会
に
話
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
す
。

農
業
用
水
内
部
で
の
融
通

そ
の
代
わ
り
、
融
通
し
た
た
め
に
干
ば
つ
の
被
害

が
広
が
っ
た
と
い
う
事
態
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
県
下
の
た
め
池
の
貯
水
状
況
、
節
水
灌
漑

の
実
施
状
況
、
被
害
の
発
生
状
況
等
を
で
き
る
だ
け

正
確
に
把
握
し
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
、
本
当
に
困

っ
て
い
る
地
域
を
救
済
す
る
た
め
の
、
農
業
用
水
内

部
で
の
融
通
を
や
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
段
階
で
節

水
灌
漑
を
充
分
に
行
っ
て
い
な
い
地
域
に
は
配
水
を

若
干
控
え
て
も
ら
い
、
本
当
に
ぎ
り
ぎ
り
の
節
水
灌

漑
を
行
い
な
お
か
つ
危
機
的
な
状
況
に
な
っ
て
い
る

地
域
に
は
、
そ
こ
だ
け
配
水
量
を
増
や
し
て
救
援
す

る
、
そ
う
い
う
配
水
調
整
を
行
い
ま
し
た
。

香
川
用
水
の
す
ば
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、
そ
の
幹
線

水
路
が
香
川
県
の
内
陸
部
を
東
西
に
走
っ
て
い
て
、

県
下
の
13
河
川
水
系
を
串
刺
し
に
し
て
い
る
点
で

す
。
こ
の
た
め
、
香
川
用
水
の
配
水
を
水
系
間
で
調

整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
益
地
域
内
の
水
不
足
の

状
態
を
平
準
化
さ
せ
、
一
定
地
域
に
被
害
が
拡
大
す

る
の
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
平
六
渇
水

で
は
、
そ
の
機
能
を
最
大
限
に
働
か
せ
て
、
水
源
供

給
力
の
弱
い
と
こ
ろ
へ
優
先
配
水
す
る
と
い
う
基
本

方
針
を
貫
き
ま
し
た
。

分
水
量
は
権
利
―

融
通
の
た
め
の
説
得

富
山

農
家
の
み
な
さ
ん
、
そ
ん
な
に
簡
単
に
同
意

さ
れ
た
の
で
す
か
。

長
町

や
は
り
、
そ
れ
は
言
う
は
易
し
く
し
て
非
常

に
難
し
い
ん
で
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
香
川
用
水

の
幹
線
水
路
の
建
設
費
の
地
元
負
担
金
は
、
土
地
改

11
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良
区
の
定
款
で
水
量
割
り
7
割
、
地
積
割
り
3
割
で

賦
課
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
水
を
た
く
さ
ん

使
う
と
こ
ろ
は
た
く
さ
ん
建
設
費
の
負
担
を
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
わ
け
で
ね
。
で
す
か
ら
、
実
際
水
を

た
く
さ
ん
使
う
と
こ
ろ
へ
は
、「
お
宅
は
た
く
さ
ん

水
を
あ
げ
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
お
金
を
た
く
さ
ん
払

っ
て
だ
さ
い
。」
と
い
う
負
担
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
香
川
用
水
の
幹
線
水
路
に
は
農
業
用

分
水
口
が
1
7
9

所
あ
り
ま
す
が
、
各
分
水
口
の

期
別
の
分
水
量
は
一
つ
の
権
利
に
な
っ
て
い
る
ん
で

す
。
そ
れ
だ
け
の
お
金
を
負
担
し
て
ま
す
か
ら
ね
。

で
す
か
ら
、
無
断
で
私
ど
も
の
裁
量
権
で
勝
手
に
分

水
量
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
。
こ
れ

は
や
は
り
説
得
以
外
に
な
い
わ
け
で
す
。「
お
宅
は

よ
そ
に
比
べ
て
比
較
的
状
況
が
い
い
か
ら
、
危
機
に

陥
っ
て
い
る
地
区
を
救
済
す
る
た
め
に
バ
ル
ブ
を
閉

め
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
か
。」
と
い
っ
た
説
得
で
す
。

で
す
か
ら
融
通
は
一
見
簡
単
な
よ
う
で
、
非
常
に
難

し
い
ん
で
す
。

そ
う
い
う
融
通
を
し
な
が
ら
一
方
で
は
、
農
家
の

方
々
に
、「
節
水
灌
漑
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。」
と

申
し
上
げ
る
。
節
水
灌
漑
を
や
っ
て
、
な
お
か
つ
被

害
が
出
る
状
態
で
あ
れ
ば
融
通
の
対
象
地
区
に
し
ま

す
が
、
節
水
灌
漑
を
し
な
い
地
区
へ
は
「
節
水
灌
漑

を
し
て
く
れ
な
い
こ
と
に
は
救
済
は
で
き
ま
せ
ん

よ
。」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
も
、
そ
こ
ま

で
言
わ
な
く
て
も
、
ど
の
地
区
も
節
水
灌
漑
を
や
っ

て
い
ま
し
た
。

節
水
灌
漑

富
山

番
水
制
度
は
日
本
中
ど
こ
へ
行
っ
て
も
、

実
に
き
め
細
か
く
敷
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
土
地

土
地
独
特
で
、
文
字
通
り
日
本
特
有
の
水
の
文
化
だ

と
思
う
の
で
す
。
が
、
こ
の
と
き
の
節
水
灌
漑
っ
て
、

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
な
さ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

長
町

た
め
池
の
配
水
ル
ー
ル
は
、
通
常
た
め
池
ご

と
に
そ
の
受
益
地
域
を
３
な
い
し
5
ブ
ロ
ッ
ク
に
分

け
て
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
ん
で
輪
番
制
で
順
番

に
水
を
配
水
し
て
い
く
。
そ
れ
が
番
水
制
で
す
。
通

常
の
天
候
の
年
に
は
3
〜
5
日
と
い
う
、
そ
の
ル
ー

ル
に
従
っ
て
池
の
水
を
抜
く
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
渇

水
に
な
っ
て
き
ま
す
と
、
3
日
の
と
こ
ろ
を
2
日
に

し
た
り
、
５
日
で
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
む
と
こ
ろ

を
4
日
に
し
た
り
す
る
。
池
の
水
を
抜
く
日
数
を
短

く
す
る
わ
け
で
す
ね
。

各
ブ
ロ
ッ
ク
に
は
『
水
配
（
す
い
は
い
）
さ
ん
』
が

い
て
、
そ
の
下
に
『
田
子
（
た
ご
）』
が
お
り
ま
す

（
注
8
）。
節
水
に
な
り
、
配
水
期
間
が
短
く
な
っ
て
く

る
と
、「
走
り
水
（
注
9
）

に
し
よ
う
」
と
な
る
わ
け

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
１
枚
の
田
ん
ぼ
に
配
水
す
る

時
間
が
短
く
な
り
、
十
分
に
水
を
溜
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
節
水
時
の
配
水
方
法
に
は

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
例
え
ば
、
田
ん
ぼ
の
一
番

高
い
と
こ
ろ
に
、
竹
に
白
い
紙
を
つ
け
て
そ
れ
を
立

て
る
。
一
番
高
い
と
こ
ろ
へ
水
が
届
い
た
ら
配
水
を

停
止
し
て
次
の
田
ん
ぼ
へ
移
動
す
る
。
だ
か
ら
田
ん

ぼ
の
高
さ
を
見
間
違
っ
て
低
い
と
こ
ろ
へ
印
を
す
る

と
そ
の
人
は
損
す
る
わ
け
で
す
ね
。（
笑
）

水
配
さ
ん
の
責
任

長
町

水
配
さ
ん
は
通
常
の
年
は
1
人
で
差
配
し
ま

す
。
平
六
渇
水
で
は
3
人
の
水
配
さ
ん
の
合
議
制
に

し
て
、
だ
い
た
い
水
が
行
き
渡
っ
た
状
態
を
見
て
、

「
も
う
よ
か
ろ
う
」
と
3
人
の
意
見
が
一
致
し
た
ら

次
の
田
ん
ぼ
へ
行
く
。

も
う
一
つ
の
方
法
は
、移
動
式
ポ
ン
プ
を
使
っ
て
、

水
路
に
堰
上
げ
ら
れ
て
溜
ま
っ
た
水
を
勢
い
よ
く
ポ

ン
プ
ア
ッ
プ
し
て
田
面
に
走
ら
せ
る
方
法
で
す
。
勢

い
よ
く
水
が
バ
ッ
ー
と
飛
ん
で
広
が
り
ま
す
ね
。
そ

う
す
る
と
短
時
間
で
田
ん
ぼ
全
体
を
湿
ら
せ
る
こ
と

（8）
水
配
・
田
子

水
の
配
水
権
限
を
も
っ
て
い
る
の
が

“水
配
”。
た
め
池
の
配
水
管
理
を

“池
守
り
”
が
行
い
、
そ
の
下
に
各

ブ
ロ
ッ
ク
の
“
水
配
”、
さ
ら
に
そ

の
下
に
“
田
子
”
が
い
る
と
い
う
配

水
権
限
者
の
階
層
が
あ
る
。

（9）
走
り
水
灌
漑

田
ん
ぼ
に
水
を
溜
め
る
の
で
は
な
く

て
、
水
を
田
面
に
走
ら
せ
て
、
田
ん

ぼ
を
湿
ら
せ
る
程
度
に
し
か
灌
漑
し

な
い
節
水
の
方
法
。

12
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が
で
き
る
。

そ
れ
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
方
法
で
、「
切
り
落

と
し
」
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。
田
ん
ぼ
に
は
水

の
入
口
に
な
る
「
水
口
」（
み
な
く
ち
）
と
、
田
の

水
を
落
と
す
「
水
落
」（
み
と
）
が
あ
り
ま
す
。
水

口
か
ら
水
が
入
っ
て
、
水
落
へ
水
が
届
く
と
「
届
い

た
ぞ
」
と
い
う
合
図
で
次
の
田
ん
ぼ
へ
移
動
す
る
ん

で
す
。

水
が
届
い
た
だ
け
で
水
口
を
閉
め
、
配
水
を
停
止

し
て
、
次
の
田
ん
ぼ
へ
移
動
す
る
だ
け
で
な
く
、
同

時
に
水
落
を
あ
け
て
、
入
っ
て
い
る
水
を
落
と
す
の

で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
究
極
の
節
水
灌
漑
方
法
で
す

ね
。
池
守
（
い
け
も
り
）
さ
ん
は
権
限
が
強
く
て
、

「
き
ょ
う
は
何
時
か
ら
何
時
ま
で
、
お
前
の
と
こ
ろ

は
水
を
抜
い
て
や
る
」
と
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
み

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
水
配
さ
ん
あ
る
い
は
水
引
き

さ
ん
は
、
自
分
の
受
持
ち
の
田
ん
ぼ
、
例
え
ば
5
ha

と
か
、
10
ha
毎
の
何
百
枚
か
の
田
ん
ぼ
に
、
そ
の
時

間
内
に
平
等
に
水
を
配
水
し
な
い
と
い
け
な
い
わ
け

で
す
。
責
任
が
あ
る
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
必
死
で
す
。

終
り
の
方
の
順
番
の
人
は
、
日
暮
れ
が
近
く
な
っ
て

き
て
池
の
ユ
ル
（
注
10
）
を
閉
め
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ま
だ
水
は
向
こ
う
の
方
に
あ
る
。「
こ
れ

一
体
ど
う
な
っ
と
ん
や
、
う
ち
ま
で
届
か
ん
ぞ
」
と

い
う
心
配
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
な
る
と
も
う
「
届

い
た
ぞ
」
と
い
う
声
が
、
真
に
迫
る
と
い
い
ま
す
か
、

声
が
本
当
に
大
き
く
な
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
緊

迫
し
た
空
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
全
部
の
水
田
に
配

水
が
終
わ
ら
な
く
て
も
、
約
束
の
時
間
が
き
た
ら
池

の
取
水
バ
ル
ブ
は
ピ
タ
ッ
と
閉
ま
り
ま
す
か
ら
ね
。

そ
の
意
味
で
は
水
配
さ
ん
の
責
任
は
大
き
い
。

干
害
応
急
工
事
へ
の
取
り
組
み

長
町

香
川
県
の
農
家
の
皆
さ
ん
は
、
一
度
田
に
植

え
た
稲
は
ど
う
し
て
も
収
穫
し
よ
う
と
、
採
算
を
忘

れ
て
懸
命
に
や
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
節
水
灌
漑
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
井
戸
を
掘
っ
た
り
、
ポ
ン
プ
を

据
え
た
り
、
干
害
応
急
工
事
を
あ
っ
ち
こ
っ
ち
で
行

い
ま
し
た
。
業
者
も
手
一
杯
で
、
特
に
ポ
ン
プ
関
係

の
業
者
は
も
う
底
を
つ
い
て
し
ま
っ
て
、
頼
ん
で
も

来
て
く
れ
な
い
で
す
よ
。
で
す
か
ら
自
分
で
や
る
わ

け
で
す
。
朝
4
時
、
5
時
か
ら
起
き
出
し
て
、
土
方

を
や
っ
て
、
農
家
の
皆
さ
ん
自
ら
の
手
で
工
事
す
る

ん
で
す
。
井
戸
を
掘
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
パ
イ
プ
を

埋
設
し
た
り
、こ
れ
は
も
う
本
当
に
す
ご
い
で
す
ね
。

そ
う
い
う
干
害
応
急
工
事
が
県
下
で
8
2
0
0

所

も
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

富
山

渇
水
の
た
め
に
で
す
ね
。

長
町

そ
う
な
ん
で
す
。
そ
の
一
例
で
す
が
、
丸
亀

に
あ
る
讃
岐
富
士
と
呼
ば
れ
て
い
る
山
の
近
く
に
1

7
0
ha
の
田
ん
ぼ
が
加
入
し
て
い
る
飯
野
土
地
改
良

区
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
既
設
の
井
戸
が
91
カ
所

あ
り
、
ポ
ン
プ
を
フ
ル
運
転
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
新

し
く
井
戸
を
34
カ
所
掘
る
一
方
、
揚
水
機
を
新
し
く

1
3
8
台
設
置
し
て
い
る
ん
で
す
。
1
7
0
ha
の
と

こ
ろ
で
1
億
6
6
0
0
万
円
の
干
害
防
止
の
た
め
の

工
事
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。

富
山

1
億
6
6
0
0
万
円
！

長
町

そ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
も
う
８
月
初
旬
に
池

が
空
に
な
っ
て
、地
下
水
へ
移
行
し
た
わ
け
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
浅
層
地
下
水
で
す
か
ら
ね
。
こ
れ
だ
け
の

ポ
ン
プ
が
一
斉
に
水
を
汲
み
上
げ
て
、
田
ん
ぼ
に
水

を
や
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
。

富
山

水
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
え
。

長
町

水
が
だ
ん
だ
ん
細
く
な
っ
て
、
中
に
は
も
う

吸
込
口
が
浮
い
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
揚
水
で
き
な

い
と
こ
ろ
も
出
て
き
た
。
そ
こ
で
土
地
改
良
区
は
総

会
を
開
い
て
、
3
分
の
1
を
犠
牲
田
に
し
て
灌
水
を

中
止
す
る
。
井
戸
か
ら
揚
水
し
た
水
は
個
人
井
戸
と

い
え
ど
も
、
地
区
水
利
組
合
長
の
管
理
の
も
と
に
配

水
す
る
、
香
川
用
水
か
ら
の
救
援
水
の
配
水
は
理
事

長
に
一
任
し
、
理
事
2
名
を
加
え
た
合
議
に
よ
っ
て

配
水
す
る
。
盗
水
が
あ
っ
た
と
き
は
そ
の
氏
名
を
公

表
し
、
以
後
の
配
水
は
行
わ
な
い
。
こ
う
い
う
厳
し

い
掟
を
定
め
て
い
る
。「
自
分
の
と
こ
ろ
の
ポ
ン
プ

だ
か
ら
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
田
ん
ぼ
へ
入
れ
る
」
と

い
う
こ
と
は
許
さ
ん
と
。
地
下
水
は
全
部
、
お
互
い

13

（10）
ユ
ル

池
の
水
の
出
口
を
閉
じ
る
栓
。
こ
の

地
方
で
は
、
栓
の
形
が
ス
ッ
ポ
ン
の

頭
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
“
ス
ッ
ポ

ン
ユ
ル
”
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

人
が
抱
え
て
い
る
「
筆
木
」
を
上
に

抜
く
と
、
穴
か
ら
水
が
通
じ
る
し
く

み
に
な
っ
て
い
る
。（
写
真
左
）

ヵ



に
共
通
の
水
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
、
そ
の
水
は
水

配
さ
ん
の
指
図
に
よ
っ
て
配
水
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
困
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
枯
れ
そ
う
な
と
こ

ろ
に
は
優
先
し
て
配
水
す
る
、
と
い
う
ル
ー
ル
を
決

め
た
わ
け
で
す
。

富
山

そ
れ
は
平
成
6
年
の
渇
水
で
新
た
に
決
め
た

取
り
決
め
で
す
ね
。

長
町

そ
う
で
す
。
た
だ
し
ポ
ン
プ
の
運
転
経
費
は

改
良
区
で
負
担
し
た
ん
で
す
。

富
山

そ
の
1
7
0
ha
の
中
に
は
何
戸
ぐ
ら
い
の
農

家
が
あ
る
の
で
す
か
。

長
町

約
4
6
0
戸
で
す
。

富
山

4
6
0
戸
。
4
6
0
戸
で
1
億
6
6
0
0
万

円
の
負
担
。
補
助
金
な
し
で
す
か
。

長
町

い
い
え
、
県
が
60
％
補
助
、
そ
の
上
に
丸
亀

市
が
30
％
上
乗
せ
補
助
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
し

て
も
採
算
は
度
外
視
し
て
い
ま
す
。

水
ブ
ニ
慣
行

長
町

香
川
県
で
は
水
ブ
ニ
慣
行
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
讃
岐
地
方
で
は
、
ブ
ニ
と
い
う
の
は
持
ち
分

と
い
う
意
味
で
、「
あ
の
人
は
ブ
ニ
が
あ
る
」
と
い

え
ば
、「
あ
の
人
は
持
ち
分
が
あ
る
」
す
な
わ
ち

「
恵
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
あ
の
田
ん
ぼ

は
水
ブ
ニ
が
多
い
」
と
い
え
ば
、「
あ
の
田
ん
ぼ
は

水
の
持
ち
分
が
多
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

田
ん
ぼ
１
枚
１
枚
ご
と
に
水
の
持
ち
分
が
あ
る
、
全

国
に
例
の
な
い
特
殊
な
慣
行
な
ん
で
す
ね
。

本
来
、
農
業
水
利
権
は
、
一
定
地
域
の
水
利
組
合

な
ど
に
所
属
す
る
農
地
、
ま
た
は
組
合
員
の
総
有
的

な
も
の
で
、
水
利
組
合
の
組
合
員
の
田
ん
ぼ
の
面
積

に
応
じ
て
平
等
に
共
有
す
る
の
が
普
通
な
の
で
す

が
、
こ
こ
で
は
同
じ
た
め
池
の
水
が
入
る
田
で
あ
り

な
が
ら
、
田
ん
ぼ
ご
と
に
そ
の
水
の
ブ
ニ
が
違
う
と

い
う
の
が
、
こ
の
水
ブ
ニ
慣
行
の
特
徴
な
ん
で
す
。

た
め
池
の
水
を
均
等
に
分
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で

す
。
平
等
に
分
け
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。

あ
る
田
ん
ぼ
は
た
く
さ
ん
も
ら
え
る
、
あ
る
田
ん

ぼ
は
少
な
い
。そ
の
多
少
を
何
で
表
す
か
と
言
う
と
、

線
香
の
長
さ
で
表
す
。
田
ご
と
の
線
香
の
長
さ
を
記

し
た
台
帳
が
あ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
時
に
は
こ
の

水
ブ
ニ
が
売
買
の
対
象
に
も
な
り
ま
す
。
線
香
の
長

い
田
は
値
段
が
高
い
。
こ
の
田
ん
ぼ
の
水
ブ
ニ
が
良

い
と
な
る
と
買
い
た
い
人
が
多
く
な
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
地
主
さ
ん
が
水
ブ
ニ
を
全
部
買
い
占
め
て

し
ま
う
地
域
も
出
て
き
て
、「
地
主
水
慣
行
」
に
ま

で
な
っ
て
い
た
地
区
が
あ
り
ま
す
。
地
主
さ
ん
の
権

限
で
水
を
配
水
す
る
わ
け
で
す
。

富
山

な
ぜ
平
等
で
は
な
く
、
田
ん
ぼ
に
よ
っ
て
違

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

長
町

最
初
は
ね
、
平
等
だ
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す

よ
。
そ
れ
が
や
は
り
力
関
係
の
差
で
、
そ
う
い
う
田

ご
と
に
差
が
出
て
き
た
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
に
は
、
新
田
開
発
と
た
め
池

の
築
造
が
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
藩
の
石
高

が
年
々
上
が
っ
て
い
く
過
程
を
見
る
と
、
新
田
開
発

が
非
常
に
進
ん
だ
時
期
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
ま
た
、

た
め
池
の
数
が
増
え
て
い
っ
た
過
程
で
も
あ
る
の
で

す
。
水
の
必
要
な
田
ん
ぼ
が
新
し
く
増
え
た
か
ら
、

た
め
池
を
築
く
と
い
う
の
も
増
え
る
原
因
で
し
た

し
、も
う
ひ
と
つ
に
は
干
ば
つ
や
日
照
り
続
き
か
ら
、

も
っ
と
水
を
安
定
供
給
し
よ
う
、生
産
を
上
げ
た
い
、

収
量
を
増
や
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
た
め
池
を
築

く
。
い
ろ
い
ろ
な
要
因
が
あ
り
ま
す
ね
。

新
田
開
発
を
す
る
場
合
は
、
古
田
（
こ
で
ん
）
の

水
源
の
上
に
新
し
く
水
田
が
出
来
て
、
そ
れ
が
同
一

水
系
に
あ
り
ま
す
と
、
古
田
と
新
田
の
間
で
軋
轢
が

起
こ
り
ま
す
。
話
し
合
う
の
で
す
が
、
新
田
は
ど
う

し
て
も
不
利
に
な
る
。
そ
こ
で
、
分
水
の
時
間
の
差
、

水
ブ
ニ
の
差
が
出
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。
一
つ
の
た
め
池
が
あ
る
と
し
ま
す
。
こ
の
た
め

14
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池
の
補
助
水
源
と
し
て
、
も
う
一
つ
た
め
池
を
造
ろ

う
と
す
る
場
合
に
、
新
し
く
出
来
た
水
を
ど
う
や
っ

て
配
分
す
る
か
。
そ
こ
で
も
力
関
係
の
差
が
出
て
く

る
わ
け
で
す
。

線
香
水

長
町

水
路
に
水
が
来
ま
す
ね
。
あ
る
程
度
水
位
が

高
ま
ら
な
い
と
田
ん
ぼ
へ
は
水
が
入
ら
な
い
。
水
路

の
水
位
が
高
ま
っ
て
、
田
ん
ぼ
へ
水
が
入
り
出
し
た

瞬
間
に
、
拍
子
木
（
ひ
ょ
う
し
ぎ
）
を
叩
く
。
そ
の

音
を
合
図
に
火
を
付
け
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
線

香
が
燃
え
尽
き
た
ら
、
太
鼓
を
叩
く
ん
で
す
。
そ
し

た
ら
、
水
路
に
入
れ
た
堰
板
を
外
し
て
、
次
の
田
ん

ぼ
に
水
を
流
す
。
夜
水
（
よ
み
ず
）（
注
11
）
で
し
ょ
、

昼
夜
兼
行
で
や
る
か
ら
線
香
水
は
蚊
帳
を
つ
っ
て
や

る
。

富
山

線
香
を
燃
や
し
配
水
台
帳
に
し
た
が
っ
て

合
図
を
す
る
線
香
番
は
、
蚊
帳
の
中
で
行
う
の
で
す

ね
。
合
図
を
聞
い
た
後
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

長
町

ち
ゃ
ん
と
水
引
き
が
つ
い
て
い
ま
す
か
ら
、

水
引
き
が
指
図
す
る
わ
け
で
す
。

富
山

大
勢
で
見
て
い
る
の
で
す
か
。

長
町

も
う
総
出
で
す
。
配
水
順
番
が
来
て
そ
の
地

区
へ
水
が
入
っ
て
来
た
時
は
皆
で
ね
。
終
わ
っ
て
太

鼓
を
叩
く
と
、次
の
田
ん
ぼ
に
水
が
入
る
所
へ
行
く
。

全
員
田
に
出
て
い
た
わ
け
ね
。田
ん
ぼ
の
持
ち
主
と
、

水
を
見
て
い
る
人
と
水
引
き
さ
ん
が
い
る
。
欠
席
す

る
と
水
を
も
ら
え
ま
せ
ん
。

富
山

線
香
水
は
い
つ
頃
始
ま
り
い
つ
頃
ま
で
続
い

た
の
で
す
か
。

長
町

「
大
野
録
」
と
い
う
古
い
書
物
に
「
寛
文
12

年
夏
５
月
、
南
城
に
て
香
の
水
と
い
う
事
を
定
む
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
ん
で
す
。
今
か
ら
3
2
6
年
前

に
香
の
水
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
ま
す
。

戦
後
、
土
地
改
良
事
業
が
進
み
満
濃
池
（
注
12
）
の
嵩

上
げ
事
業
が
完
成
し
た
1
9
6
0
（
昭
和
35
）
年
頃

か
ら
線
香
水
は
終
息
に
向
か
い
ま
し
た
。
今
で
は
水

ブ
ニ
の
不
公
平
は
是
正
さ
れ
た
も
の
の
、
線
香
に
代

わ
っ
て
時
計
を
使
っ
た
り
し
て
、
そ
の
基
礎
を
な
す

番
水
（
番
組
）
は
立
派
に
継
承
さ
れ
て
き
て
い
ま
し

て
、
平
六
渇
水
で
は
こ
れ
が
復
活
し
て
節
水
に
偉
力

を
発
揮
し
た
の
で
す
。

富
山

現
在
で
は
そ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
若

い
人
は
少
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

長
町

線
香
水
と
い
う
配
水
慣
行
は
大
変
な
こ
と
な

ん
で
す
が
、
こ
こ
ら
で
は
大
変
な
事
や
っ
て
い
る
と

い
う
認
識
が
あ
ま
り
な
い
。
お
年
寄
り
に
よ
ほ
ど
注

意
し
て
話
し
を
聞
き
だ
さ
な
い
と
、
日
常
的
に
や
っ

て
い
た
当
た
り
前
の
こ
と
だ
か
ら
と
、
と
り
た
て
て

話
し
た
が
ら
な
い
。
で
も
、
私
は
い
つ
も
驚
き
を
も

っ
て
聞
き
ま
す
し
、
若
い
世
代
へ
語
り
継
い
で
い
か

な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（11）
夜
水

夜
間
に
も
配
水
す
る
こ
と
。

（12）
満
濃
池

有
効
貯
水
量
1
5
4
0
万
t
を
誇
る

日
本
最
大
の
農
業
用
た
め
池
。
弘
法

大
師
が
修
築
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
池

は
1
1
8
4
年
に
決
壊
。
以
後
4
5

0
年
間
は
満
濃
池
が
な
い
と
い
う
空

白
の
時
代
で
、
そ
の
間
に
丸
亀
平
野

下
流
部
の
た
め
池
群
が
完
成
し
た
。

現
在
の
池
は
、
寛
永
年
間(

1
6
2
4

〜
4
4
年)

に
、
生
駒
藩
藩
士
･
西
島

八
兵
衛
に
よ
り
再
築
さ
れ
、
そ
の
後

た
び
重
な
る
増
築
を
経
た
も
の
で
あ

る
。

15

線香番水に使われた「配水箱」（写真上）。
箱の中は二つに区切られ、一方は底が深く
なっている。箱の縁に刻まれた目盛りを使
って、水利台帳の寸法に合わせて線香を切
り、小さな板にびん付け油で線香を立てて
燃やした。風の強い日には、底の深い方が
使われたという。

線香水について村のお年寄りから話を伺う
富山和子氏。（写真左）
線香水のお話をして下さったのは、長野ヨ
シノさん・92歳。子育てをしながら男衆に
混じって線香水による配水をした経験をお
持ちで、貴重な話を伺うことができました。



ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
が
ホ
タ
ル
の
よ
う

時
間
制
限
に
よ
る
配
水
の
苦
労

富
山

こ
こ
で
、平
六
渇
水
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。

や
は
り
時
間
制
限
に
よ
る
配
水
が
行
わ
れ
た
地
区
も

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

長
町

豊
稔
池
土
地
改
良
区
で
は
、
時
計
を
使
っ
て

の
配
水
を
行
い
ま
し
た
。
時
計
を
置
き
、
旗
を
立
て

て
い
ま
す
。「
こ
の
田
ん
ぼ
へ
今
、
水
が
入
っ
て
ま

す
」
と
い
う
印
な
ん
で
す
。
番
組
に
し
た
が
っ
て
時

間
が
来
る
と
、
次
の
田
ん
ぼ
へ
移
動
す
る
わ
け
で
す

ね
。
理
事
長
さ
ん
が
「
1
日
24
時
間
で
は
時
間
が
足

ら
ん
の
で
す
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
と
い
う

の
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
と
こ
ろ
へ
少
し
で
も
水

を
行
き
渡
ら
そ
う
と
し
ま
す
か
ら
、
決
め
ら
れ
た
時

間
を
オ
ー
バ
ー
し
ま
す
。
で
す
か
ら
結
果
と
し
て
、

1
日
24
時
間
で
は
足
ら
ん
の
で
す
よ
。
こ
の
配
水
方

法
で
す
と
、
ど
う
し
て
も
田
ん
ぼ
全
面
に
充
分
に
水

が
行
き
渡
ら
な
い
。
畦
（
あ
ぜ
）
の
周
辺
が
ち
ょ
っ

と
高
く
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ

は
水
が
行
き
渡
ら
な
い
。
放
置
し
て
お
く
と
枯
れ
ま

す
か
ら
、
自
家
製
の
タ
ン
ク
車
を
使
っ
て
畦
前
（
あ

ぜ
ま
え
）
へ
ホ
ー
ス
で
自
分
の
う
ち
の
井
戸
か
ら
汲

み
上
げ
た
水
を
散
水
す
る
ん
で
す
ね
。
水
路
の
水
を

ポ
ン
プ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
か
ら

ね
。
平
六
渇
水
で
は
こ
う
い
う
タ
ン
ク
を
積
ん
だ
車

を
よ
く
見
か
け
ま
し
た
。

番
水
制
で
順
番
に
水
を
配
っ
て
い
く
と
、
自
分
の

と
こ
ろ
の
田
ん
ぼ
に
配
水
の
順
番
が
来
た
時
に
本
人

が
い
な
く
て
、
欠
席
す
る
と
水
が
も
ら
え
な
い
。
と

こ
ろ
が
兼
業
農
家
の
方
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た

ら
大
変
で
す
。

富
山

勤
め
が
あ
る
し
…
。

長
町

夫
婦
で
勤
め
て
い
る
と
こ
ろ
は
だ
め
な
ん
で

す
ね
。
そ
の
た
め
に
耕
作
放
棄
し
た
人
が
、
あ
ち
こ

ち
に
お
り
ま
し
た
。
勤
め
の
た
め
に
自
分
の
田
ん
ぼ

へ
の
配
水
時
刻
に
出
て
こ
ら
れ
な
い
人
は
「
う
ち
は

結
構
で
す
」
と
最
初
か
ら
水
を
も
ら
う
の
を
あ
き
ら

め
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
し
き
た
り
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
香
川
用
水
の
受
益
地
域
内
で
水
配
さ
ん
を

し
て
い
る
人
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
共
倒
れ
に
な
る
と

い
う
の
で
、
自
ら
自
分
の
田
ん
ぼ
を
犠
牲
に
し
て
、

み
ん
な
に
協
力
を
要
請
す
る
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
。
非
常
に
責
任
感
が
強
い
ん
で
す
ね
。

そ
こ
ま
で
水
配
さ
ん
が
す
る
と
、
お
互
い
に
譲
り
合

う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
、
も
っ
と
厳
し
く
な
っ
て
く
る
と
、
い

わ
ゆ
る
分
水
、
分
け
股
と
い
う
ん
で
す
け
ど
、
分
け

股
で
盗
水
が
起
こ
っ
た
り
し
ま
す
。
水
が
盗
ま
れ
る

ん
で
す
。

富
山

一
体
ど
う
や
っ
て
水
を
盗
む
の
で
す
か
。

長
町

分
水
施
設
が
あ
り
ま
す
ね
。
自
分
の
所
へ
余

計
水
が
く
る
よ
う
に
、
相
手
側
の
と
こ
ろ
に
石
を
放

り
込
ん
で
、
水
の
流
れ
を
阻
害
し
よ
う
と
す
る
。
あ

る
い
は
水
門
を
勝
手
に
操
作
し
た
り
、
堰
板
を
入
れ

た
り
し
て
、
自
分
の
と
こ
ろ
へ
水
を
た
く
さ
ん
引
こ

う
と
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
分

け
股
に
張
り
番
が
つ
く
わ
け
で
す
。
こ
の
た
め
、
昼

間
勤
め
に
出
て
い
る
人
は
夜
に
交
代
で
分
け
股
へ
張

り
番
に
行
く
。
張
り
番
に
行
っ
た
り
、
夜
水
を
し
た

り
、
夜
に
自
分
の
田
ん
ぼ
へ
水
を
入
れ
た
り
、
あ
る

い
は
井
戸
を
掘
っ
た
り
、
昼
夜
兼
行
で
の
作
業
に
な

る
わ
け
で
す
。
平
六
渇
水
の
最
中
に
、
た
め
池
の
多

い
綾
南
町
を
夜
通
っ
た
時
、
頭
に
電
気
を
つ
け
て
夜

水
を
や
っ
て
い
る
人
が
、
ま
る
で
ホ
タ
ル
が
飛
び
交

っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
ま
し
た
。

富
山

ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
を
み
ん
な
付
け
て
作
業
し
て

い
る
…
。
こ
の
話
、
印
象
的
で
忘
れ
ら
れ
な
い
の
で

す
。
こ
う
し
た
農
家
の
方
々
の
努
力
が
実
り
、
こ
の

大
渇
水
も
ひ
と
ま
ず
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
わ

け
で
す
ね
。
で
も
、
こ
う
い
う
こ
と
は
何
も
報
じ
ら

れ
な
い
の
で
す
ね
え
。
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水
の
有
効
利
用
―

結
局
は
“節
水
”と
“融
通
”

長
町

大
渇
水
が
終
わ
っ
た
後
、
新
聞
記
者
が
私
の

と
こ
ろ
に
見
え
て
「
長
町
さ
ん
、
一
体
今
度
の
渇
水

は
あ
な
た
に
と
っ
て
何
で
し
た
か
。
そ
の
ポ
リ
シ
ー

を
一
言
で
言
っ
て
く
れ
。」
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
私

は
思
わ
ず
「
節
水
と
融
通
で
す
。」
と
お
答
え
し
た

ん
で
す
。

渇
水
対
策
は
、ハ
ー
ド
面
で
は
井
戸
を
掘
っ
た
り
、

ポ
ン
プ
を
据
え
た
り
、
と
い
う
干
ば
つ
防
止
の
た
め

の
干
害
応
急
対
策
工
事
で
あ
り
、
ソ
フ
ト
面
で
は
節

水
と
融
通
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
私
ど
も
香
川
用

水
土
地
改
良
区
は
、
そ
の
ソ
フ
ト
面
を
受
け
持
っ
た

わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
記
者
は
「
配
水
調
整
と
か
、

水
利
調
整
と
か
い
う
言
葉
よ
り
、
融
通
が
一
番
わ
か

り
や
す
く
て
、
え
え
言
葉
や
。」
と
言
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
私
も
そ
う
言
わ
れ
て
み
た
ら
、
な
る
ほ
ど
、

融
通
と
い
う
の
は
い
い
言
葉
だ
な
と
思
っ
て
。（
笑
）

富
山

私
、
日
本
の
歴
史
の
中
で
農
民
と
水
と
の
関

係
ほ
ど
、
民
主
的
な
存
在
は
な
い
、
と
思
っ
て
い
ま

す
。
古
代
で
も
江
戸
時
代
で
も
、
明
治
専
制
君
主
の

時
代
で
も
、
中
央
政
府
が
掌
握
し
よ
う
と
し
て
も
こ

れ
ば
か
り
は
出
来
な
か
っ
た
。
ど
の
程
度
の
渇
水
の

時
に
は
、
隣
の
家
と
ど
う
水
を
分
け
合
う
か
。
そ
う

し
た
約
束
事
は
、
そ
の
土
地
土
地
の
人
た
ち
の
、
長

い
年
月
の
経
験
か
ら
共
同
し
て
編
み
出
さ
れ
た
も
の

で
、
共
同
し
て
守
っ
て
い
く
。
こ
ん
な
地
域
密
着
型

の
民
主
主
義
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
が
そ
の
融
通
、
農
業
内
部
の
融
通
と
、
農
業

か
ら
都
市
へ
の
「
融
通
」
と
は
、
区
別
し
て
考
え
な

い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
農
業
か
ら
都
市
へ
の

場
合
は
性
質
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
き
ま
す
。
都
市
に

と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
こ
と
な
の
で
す
が
。

長
町

水
を
節
約
し
て
使
い
、そ
れ
で
も
足
ら
な
い
。

足
ら
な
い
度
合
い
を
見
計
ら
っ
て
乏
し
い
水
を
融
通

し
合
う
。
そ
れ
が
節
水
と
融
通
で
す
。
水
の
有
効
利

用
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
煎
じ
詰
め
た
ら
、
私
は

節
水
と
融
通
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
香
川
県
の
農
家
の

皆
さ
ん
は
昔
か
ら
水
不
足
に
苦
し
ん
で
、
非
常
な
節

水
灌
漑
を
や
っ
て
来
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
体
に
し

み
つ
い
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
渇
水
に
な
っ
て
節
水

を
呼
び
か
け
ま
す
と
、
非
常
に
ス
ム
ー
ズ
に
、
協
力

的
に
節
水
に
移
行
し
て
く
れ
る
ん
で
す
。
だ
け
ど
融

通
に
は
強
い
抵
抗
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
融
通
と

い
う
の
は
、
そ
れ
が
慣
習
化
す
る
と
慣
行
に
な
る
か

ら
な
ん
で
す
。
も
っ
と
進
ん
で
言
い
ま
す
と
、
3
回

譲
っ
た
ら
も
う
慣
行
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

（
注
13
）。

現
代
人
が
忘
れ
て
し
ま
っ
た

“水
と
の
つ
き
あ
い
方
”

長
町

水
源
の
早
明
浦
ダ
ム
は
取
水
制
限
を
し
な
か

っ
た
場
合
、
5
年
に
1
回
は
底
を
つ
い
て
使
用
不
能

に
な
る
。
一
方
、
香
川
用
水
は
10
年
に
1
回
の
渇
水

で
も
対
応
で
き
る
だ
け
の
施
設
容
量
を
も
っ
て
い

る
。
い
く
ら
施
設
容
量
が
あ
っ
て
も
水
源
が
枯
渇
し

て
は
機
能
を
発
揮
で
き
ま
せ
ん
。
渇
水
多
発
の
原
因

は
地
球
温
暖
化
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
地
球
温

暖
化
は
だ
ん
だ
ん
と
進
行
し
、
21
世
紀
は
絶
対
に
渇

水
が
多
発
す
る
。

富
山

「
21
世
紀
の
資
源
は
水
」
と
、
私
は
以
前
か

ら
言
っ
て
来
ま
し
た
が
、
本
当
に
そ
の
通
り
に
な
り

ま
し
た
。

長
町

1
9
9
3
（
平
成
5
）
年
、
米
不
足
の
問

題
が
あ
り
、
緊
急
輸
入
を
し
た
り
の
大
騒
ぎ
が
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
米
不
足
や
頻
発
す
る
水
不
足
と
い
う

問
題
は
、わ
れ
わ
れ
が
今
後
21
世
紀
社
会
の
な
か
で
、

本
当
に
地
球
市
民
と
し
て
環
境
と
の
調
和
を
保
ち
な

が
ら
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
か
ど
う
か
の
試
練
を
与

え
た
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
農
業
用
水
は
需
給
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て

い
ま
す
が
、
問
題
は
都
市
用
水
で
す
。
都
市
用
水
は

水
洗
ト
イ
レ
、
自
動
洗
濯
機
の
普
及
な
ど
利
便
性
の

追
求
が
進
ん
で
、
使
用
量
は
う
な
ぎ
の
ぼ
り
で
し
ょ

う
。
ダ
ム
建
設
は
コ
ス
ト
面
、
環
境
面
で
も
限
界
に
近

く
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
は
雨
は
確
か
に
多
く
世
界

平
均
の
2
倍
も
降
る
ん
で
す
。
し
か
し
、一
人
当
た
り

の
水
量
と
な
る
と
5
分
の
1
で
す
。し
か
も
雨
量
は
、

季
別
に
変
動
が
大
き
く
、
台
風
と
か
梅
雨
の
時
に
一

時
に
大
量
に
降
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
雨
水
の
利
用

が
非
常
に
難
し
い
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
先
生
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
21
世
紀
に
は
水
不
足
が
よ
り

深
刻
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

富
山

貴
重
な
お
話
を
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
こ
の
話
、
日
本
中
の
都
市
の
皆
さ
ん
に
、
い
え

農
業
者
の
皆
さ
ん
に
も
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

（13）
こ
の
こ
と
は
、
水
利
組
合
間
で
の
農

業
用
水
の
融
通
で
言
わ
れ
て
い
る
こ

と
だ
が
、
都
市
に
対
し
て
融
通
す
る

場
合
に
も
同
様
に
言
わ
れ
て
い
る
。
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ご
記
憶
の
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
や
は
り

平
六
渇
水
で
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

水
不
足
に
悩
む
福
岡
市
が
農
家
に
対
し
、
田

植
え
を
止
め
さ
せ
、
そ
の
水
を
都
市
に
ま
わ

し
て
く
れ
と
、
申
し
入
れ
た
の
で
す
。「
代
わ

り
に
金
を
払
う
か
ら
」
と
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
さ
す
が
に
全
国
に
報
道

さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
い
や
し
く
も
水
に
つ

い
て
少
し
で
も
勉
強
し
た
者
な
ら
、
そ
れ
は

発
想
だ
に
出
来
ぬ
こ
と
な
の
で
す
。
と
い
う

の
も
、
日
本
人
と
水
と
の
緊
密
な
つ
き
あ
い

と
は
、
弥
生
時
代
か
ら
の
も
の
。
む
ろ
ん
農

民
の
文
化
で
す
。
川
を
作
り
替
え
た
の
も
農

民
、
治
水
の
主
役
も
農
民
、
水
と
の
つ
き
あ

い
の
知
恵
、
と
い
っ
て
も
農
民
の
も
の
。
都

市
市
民
と
水
と
の
関
係
は
、
ま
だ
百
年
の
歴

史
で
し
か
な
い
。

百
万
都
市
福
岡
市
が
、
水
の
研
究
者
を
か

か
え
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
が
、
こ

ん
な
提
案
を
す
る
と
は
、
い
か
に
水
に
つ
い

て
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
社
会
か
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
農

業
が
水
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
水
を
作
る
こ

と
。
農
業
は
水
の
利
用
者
で
あ
る
が
、
水
の

生
産
者
で
も
あ
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
放

っ
て
お
け
ば
海
へ
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
川
の

水
を
、
そ
の
分
大
地
へ
止
め
置
く
わ
け
で
す

か
ら
。
も
し
も
農
業
が
水
を
使
わ
な
く
な
っ

た
ら
、
日
本
列
島
は
川
の
水
も
地
下
水
も
確

実
に
減
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

四
年
前
に
私
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
そ

う
主
張
し
始
め
ま
し
た
。
こ
の
重
大
な
こ
と

に
な
ぜ
最
近
ま
で
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
か

と
、
私
自
身
驚
い
て
い
る
ほ
ど
で
す
。「
水
田

は
水
を
貯
え
る
ダ
ム
」
と
い
う
こ
と
は
、
も

う
四
半
世
紀
前
の
『
水
と
緑
と
土
』
の
時
代

か
ら
訴
え
つ
づ
け
て
き
て
、
最
近
漸
く
皆
さ

ん
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で

す
が
。

「
融
通
」
の
お
話
は
、
水
と
つ
き
あ
っ
て

き
た
日
本
農
民
の
知
恵
で
あ
り
、
美
し
い
伝

統
で
し
た
。
そ
れ
が
都
市
を
救
う
命
綱
に
な

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
農
民
同
士
が
水
を
分

け
合
う
な
ら
、
ま
た
大
地
に
返
さ
れ
て
水
を

養
う
こ
と
に
な
る
。
井
戸
を
掘
っ
て
も
、
ま

た
大
地
に
返
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
水
を
都

市
が
使
え
ば
、
た
だ
消
費
し
て
捨
て
ら
れ
、

新
た
な
水
資
源
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
分

だ
け
日
本
の
国
土
は
、
渇
い
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
が
基
本
的
に
違
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
都
市
の
私
た
ち
も
、
農
民

の
皆
さ
ん
も
、
よ
く
知
っ
て
お
い
て
ほ
し
い

と
思
う
の
で
す
。

最
後
に
も
う
一
つ
。
水
の
原
点
は
森
林
で

あ
り
、
そ
の
森
林
は
林
業
で
支
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
香
川
用
水
の
水
源
、
早
明
浦
ダ
ム
の

水
も
、
流
域
の
山
村
の
人
た
ち
の
懸
命
の
労

働
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
ダ
ム
を
土
砂
の
堆

積
か
ら
守
っ
て
い
る
の
も
ま
た
、
山
村
の
人

た
ち
で
す
。

い
ま
そ
の
森
林
も
、
危
機
に
瀕
し
て
い
ま

す
。
一
見
黒
々
と
見
え
る
日
本
列
島
の
山
々

も
、
一
歩
中
に
入
れ
ば
崩
壊
寸
前
の
姿
で
す
。

木
材
の
自
由
化
に
よ
る
林
業
の
衰
退
、
山
村

の
過
疎
の
お
か
げ
で
す
。
加
え
て
農
業
の
不

振
が
追
い
打
ち
を
か
け
て
い
ま
す
。

日
本
は
世
界
に
冠
た
る
森
林
国
で
し
た
。

そ
の
お
か
げ
で
私
た
ち
も
こ
の
国
土
に
生
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
、
い
ま
も
ダ
ム
に
水
が

供
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
森
林

が
放
棄
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
す
。

平
六
渇
水
の
時
、
毎
朝
テ
レ
ビ
で
「
早
明

浦
ダ
ム
の
水
、
た
だ
い
ま
何
パ
ー
セ
ン
ト
」

と
報
じ
ら
れ
る
た
び
私
は
、「
だ
か
ら
農
業
を

守
れ
、
林
業
を
守
れ
」
と
い
う
声
に
な
ぜ
な

ら
な
い
の
か
、
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

大
変
な
犠
牲
の
上
に
作
っ
た
こ
の
巨
大
ダ

ム
の
水
も
、
山
村
が
崩
壊
す
れ
ば
元
も
子
も

な
い
こ
と
、
都
市
の
人
た
ち
も
農
業
者
の
皆

さ
ん
も
、
十
分
承
知
し
て
お
か
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。

日
本
の
「
木
の
文
化
」
に
つ
い
て
も
、
い

ず
れ
こ
の
誌
上
で
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
そ
の
「
木
の
文
化
」
も
実
は

「
水
の
文
化
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
根
底
に

あ
っ
た
の
が
「
米
の
文
化
」
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
け
記
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

18

ダ
ム
の
水
源
・
山
村
と
林
業
に
も
目
を
向
け
よ

―

対
談
を
終
え
て

―
　
　
　
富
山
和
子
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（1）
今
ま
で
の
都
市
史
の
研
究
に
は
、
流

域
の
考
え
方
を
視
座
に
据
え
る
も
の

が
あ
ま
り
な
か
っ
た
。

（2）
舟
（
船
）
を
使
っ
て
川
や
海
を
航
行

し
、
人
や
物
を
運
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
、

水
運
、
海
運
、
河
川
交
通
、
舟
運
な

ど
、
様
々
な
呼
び
名
で
言
い
表
し
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
意
や
使
わ
れ

る
範
囲
が
微
妙
に
違
う
場
合
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
舟
運
」
と

い
う
言
葉
に
統
一
し
て
い
る
。
そ
れ

は
読
者
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
と
同

時
に
、
川
や
海
の
航
行
に
は
舟
（
船
）

と
い
う
道
具
を
基
本
的
に
使
っ
て
お

り
、
広
い
意
味
で
の
水
の
上
の
交
通

と
し
て
、「
舟
運
」
と
い
う
言
葉
を
一

貫
し
て
使
う
こ
と
に
し
た
。

『
舟
運
を
通
し
て
都
市
の
水
の
文
化
を
探
る
』
（1）

陣
内
秀
信
　
岡
本
哲
志

『
舟
運
を
通
し
て
都
市
の
水
の
文
化
を
探
る
』
（1）

は
じ
め
に

江
戸
―
東
京
の
都
市
構
造
を
「
水
」
か
ら
の
視
点

で
研
究
し
は
じ
め
て
、
20
年
の
歳
月
が
経
つ
。
そ
の

間
、
様
々
な
切
り
口
で
こ
の
都
市
の
水
辺
空
間
に
関

す
る
調
査
を
行
っ
て
き
た
。
特
に
近
年
は
、
舟
運
か

ら
都
市
を
読
む
こ
と
の
重
要
性
を
強
く
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
初
頭
に
全
国
展
開
し
た
「
舟

運
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
解
明
が
、
実
は
江
戸
―
東

京
の
都
市
の
成
立
を
理
解
す
る
上
で
必
要
な
糸
口
と

な
り
、
ま
た
「
舟
運
」
と
い
う
視
点
は
、
水
辺
に
生

ま
れ
発
展
し
て
き
た
日
本
の
都
市
の
構
造
を
よ
り
深

く
知
る
上
で
重
要
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
な
る
の
で
あ

る
。「

舟
運
を
通
し
て
都
市
の
水
の
文
化
を
探
る
」
と

い
う
今
回
の
調
査
研
究
に
は
、二
つ
の
視
点
が
あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
近
世
に
お
い
て
全
国
規
模
で
展
開
し

た
舟
運
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
解
明
し
、「
流
域
」
と
い

う
視
点
か
ら
日
本
の
都
市
を
見
直
す
こ
と
で
あ
る

（
注
1
）。
二
つ
目
は
、
特
に
戦
後
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら

れ
た
「
舟
運
（
注
2
）」
か
ら
の
眼
差
し
で
水
と
結
び

つ
い
た
都
市
の
空
間
構
造
を
描
き
だ
す
こ
と
で
あ

る
。
と
り
わ
け
港
の
機
能
を
も
つ
場
所
の
形
成
と
、

そ
れ
が
近
代
に
変
容
し
て
い
く
過
程
を
明
ら
か
に
し

た
い
。
こ
う
し
た
都
市
の
中
に
は
、
近
世
初
頭
に
建

設
さ
れ
た
城
下
町
を
基
礎
と
す
る
も
の
も
多
く
、
港

と
城
下
町
の
関
係
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
。
こ
の

よ
う
な
「
水
」
か
ら
の
視
点
で
日
本
の
都
市
を
問
い

直
す
こ
と
は
、
今
日
的
課
題
と
し
て
の
「
都
市
の
水

の
文
化
」
を
探
る
試
み
と
な
る
。

こ
の
調
査
研
究
は
、「
ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン

タ
ー
」
研
究
事
業
の
一
環
と
し
て
、
1
9
9
7
（
平

成
9
）
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
研
究
対
象
と
し
て
は
、

国
内
で
は
舟
運
の
重
要
な
位
置
を
占
め
た
江
戸
と
大

坂
を
は
じ
め
、
こ
れ
ら
巨
大
都
市
と
結
び
つ
き
な
が

ら
近
世
に
発
達
し
た
日
本
全
国
の
「
港
町
（
注
3
）」

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
特
に
注
目
す

べ
き
5
つ
の
地
域
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
柱
と
し

て
位
置
づ
け
、
重
点
的
に
研
究
し
て
い
る
。
一
方
、

海
外
に
お
い
て
は
、
水
の
文
化
が
今
も
生
き
続
け
る

都
市
と
し
て
、
ア
ジ
ア
の
蘇
州
と
そ
の
周
辺
、
バ
ン

コ
ク
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
ア
ム
ス
テ
ル

ダ
ム
な
ど
を
調
査
対
象
に
予
定
し
て
い
る
。
同
時
に

こ
れ
ら
諸
外
国
の
都
市
と
日
本
の
都
市
の
水
の
文
化

比
較
も
試
み
る
。

研
究
の
方
法
と
し
て
は
、
文
献
史
料
を
活
用
す
る

と
同
時
に
、
現
地
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
重
き
を

置
き
、
建
物
や
外
部
の
空
間
の
実
測
、
及
び
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
行
い
な
が
ら
、
水
の
文
化
の
構
造
を
様
々
な

角
度
か
ら
解
き
明
か
し
て
い
る
。

1
9
9
7
（
平
成
9
）
年
か
ら
こ
れ
ま
で
2
年
間
、

国
内
に
お
け
る
5
つ
の
重
点
地
域
と
、
中
国
江
南
の

蘇
州
及
び
そ
の
周
辺
、
タ
イ
の
バ
ン
コ
ク
の
フ
ィ
ー

ル
ド
調
査
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
今
回
の
報
告
に
お

い
て
は
、
国
内
の
研
究
成
果
に
絞
り
、
五
地
域
の
調

査
を
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
形
で
簡
潔
に
示
す
と
と
も

に
、「
一
乗
谷
・
福
井
・
三
国
」
を
中
心
に
調
査
研

究
の
一
部
を
紹
介
す
る
。

千葉県佐原
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河
川
舟
運
の
芽
生
え
と

沿
岸
航
路
の
開
発

江
戸
時
代
初
頭
か
ら
急
速
に
進
展
す
る
全
国
規
模

で
の
舟
運
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
の
序
曲
と
し
て
、
各

地
で
様
々
な
舟
運
を
目
的
と
す
る
河
川
開
発
が
す
で

に
部
分
的
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
16
世
紀
末
の
天
正

年
間
に
は
、
上
杉
景
勝
の
家
臣
が
信
濃
川
筋
の
改
修

を
行
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
新
潟
平
野
開
発
の
礎
石
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
、
中
の
口
川
を
信
濃
川
か
ら
分

離
す
る
こ
と
で
、
各
々
を
用
水
の
た
め
の
河
川
、
舟

運
の
た
め
の
河
川
に
つ
く
り
か
え
た
。豊
臣
秀
吉
は
、

巨
椋
池
と
宇
治
川
の
分
離
工
事
を
行
い
、
山
城
盆
地

を
咽
喉
部
の
淀
で
お
さ
え
、
伏
見
を
安
定
し
た
川
湊

と
す
る
た
め
、
京
都
と
大
坂
を
結
ぶ
淀
川
舟
運
の
確

立
に
努
め
た
。
ま
た
、
1
5
8
4
（
天
正
12
）
年
に

は
、
大
坂
城
修
築
に
先
立
っ
て
、
築
城
と
城
下
町
の

設
営
に
必
要
な
大
量
の
木
曽
材
を
搬
出
す
る
た
め

に
、
秀
吉
は
木
曽
川
の
改
修
を
行
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
江
戸
時
代
に
入
る
以
前
の
各
地
で
行
わ

れ
た
舟
運
を
目
的
と
し
た
河
川
改
修
の
試
み
は
、
江

戸
幕
府
の
利
根
川
や
淀
川
、
東
北
の
雄
・
伊
達
藩
の

北
上
川
で
の
大
規
模
な
河
川
工
事
を
誘
発
す
る
と
同

時
に
、
大
小
の
違
い
は
あ
っ
て
も
東
日
本
を
中
心
と

し
て
全
国
的
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

ま
た
海
運
に
お
い
て
も
、
江
戸
時
代
初
頭
ま
で
は

全
国
規
模
の
航
路
整
備
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
断
片

的
な
舟
運
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
東
北
諸

藩
の
江
戸
向
け
の
廻
米
は
、
は
じ
め
東
北
の
海
を
北

か
ら
南
へ
東
廻
り
の
ル
ー
ト
で
運
ば
れ
て
い
た
が
、

直
接
江
戸
湾
ま
で
通
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

常
陸
国
の
那
珂
湊
ま
で
は
海
路
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

以
降
は
陸
路
も
交
え
て
、
涸
（
ひ
）
沼
・
北
浦
・
霞

浦
な
ど
の
湖
沼
や
利
根
川
・
江
戸
川
な
ど
を
経
て
舟

で
江
戸
に
運
び
込
ま
れ
た
た
め
に
、
膨
大
な
時
間
と

労
力
を
費
や
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
不
便
を
解
消
す
る
た
め
に
、
1
6
4

4
〜
4
8
（
正
保
年
間
）
年
に
那
珂
湊
―
銚
子
間
の

海
路
が
改
善
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
幕
府
は
1
6
6
0

（
寛
文
10
）
年
に
河
村
瑞
賢
（
注
4
）
を
起
用
し
て
西

廻
り
と
東
廻
り
の
両
航
路
の
改
善
を
命
じ
、
1
6
6

1
（
寛
文
11
）
年
に
は
東
廻
り
航
路
、
1
6
6
2

（
寛
文
12
）
年
に
は
西
廻
り
航
路
が
整
備
さ
れ
た
こ

と
で
、
本
州
沿
岸
を
一
周
す
る
航
路
が
ほ
ぼ
完
成
す

る
。
東
廻
り
で
は
、
瑞
賢
が
東
北
方
面
か
ら
来
る
船

を
一
旦
伊
豆
に
向
か
わ
せ
、
西
風
に
乗
せ
て
浦
賀
水

道
を
通
っ
て
江
戸
湾
に
引
き
入
れ
る
比
較
的
安
全
な

ル
ー
ト
を
発
見
し
た
こ
と
で
、
江
戸
と
東
北
と
の
結

び
付
き
が
よ
り
強
化
さ
れ
た
。

（3）
舟
（
船
）
に
よ
っ
て
運
ば
れ
た
人
や

物
の
発
着
場
あ
る
い
は
集
散
基
地
を
、

古
く
は
津
、
浜
と
呼
び
、
近
世
に
近

く
な
っ
て
湊
や
河
岸
と
い
う
名
も
う

ま
れ
て
き
た
。
そ
し
て
近
代
に
な
る

と
、
港
と
い
う
言
葉
が
一
般
的
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は

広
い
意
味
で
「
港
」
と
い
う
言
葉
を

使
う
よ
う
に
つ
と
め
た
が
、
ど
う
し

て
も
港
と
い
う
言
葉
で
は
誤
解
を
ま

ね
い
た
り
、
言
い
表
せ
な
か
っ
た
り

し
た
場
合
に
は
状
況
に
応
じ
て
使
い

分
け
て
い
る
。

（4）
江
戸
時
代
前
期
に
活
躍
し
た
商
人
。

1
6
1
7(

元
和
3)

年
生
ま
れ
。
1

6
5
7(

明
暦
3)

年
の
振
り
袖
火
事

に
際
し
、
木
曽
福
島
に
と
び
木
材
を

買
い
占
め
、
土
木
建
築
を
請
け
負
っ

て
巨
利
を
博
し
た
。
幕
府
よ
り
出
羽

国
の
天
領
租
米
を
運
ぶ
た
め
の
回
漕

航
路
建
設
を
命
じ
ら
れ
、
東
廻
り
航

路
、
西
廻
り
航
路
の
建
設
を
行
っ
た
。

晩
年
は
旗
本
に
列
せ
ら
れ
た
。
1
6

9
9(

元
禄
12)

年
没
。
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港
町
と
城
下
町

各
地
に
形
成
さ
れ
た
城
下
町
は
、
周
辺
の
農
村
と

の
流
通
拠
点
で
あ
る
と
と
も
に
、
領
国
外
の
京
、
大

坂
及
び
江
戸
の
三
都
と
の
広
域
流
通
の
結
節
点
と
し

て
の
役
割
を
も
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
国
内
の

政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
的
な
地
位
を
確
立
し
て

い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
城
下
町
は
、
物
資
の
大
量
輸
送

に
備
え
る
た
め
に
舟
運
を
重
視
し
た
。
西
国
を
中
心

に
、
多
く
の
城
下
町
が
水
上
輸
送
の
可
能
な
海
辺
か

河
口
に
建
設
さ
れ
、
町
人
地
に
は
掘
割
が
張
り
巡
ら

さ
れ
た
。
海
辺
に
立
地
し
な
い
城
下
町
で
も
、
舟
運

の
便
の
確
保
が
重
要
視
さ
れ
、
河
港
や
外
港
と
の
関

係
か
ら
場
所
が
選
択
さ
れ
た
。

大
藩
で
は
城
下
町
以
外
に
も
町
奉
行
支
配
下
の
町

が
置
か
れ
た
し
、
ま
た
法
制
的
に
は
農
村
と
さ
れ
た

地
域
に
も
、
実
質
的
に
商
工
業
が
展
開
し
、
都
市
と

し
て
機
能
し
た
町
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
城
下
町
以
外

に
は
港
町
・
宿
場
町
・
門
前
町
な
ど
様
々
な
範
疇
の

町
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
総
称
し
て
「
在
郷
町
」
と
い

う
。
こ
れ
ら
の
町
は
、
城
下
町
と
農
村
、
城
下
町
と

三
都
と
の
間
を
つ
な
ぐ
流
通
の
中
継
地
と
な
り
、
特

に
港
町
は
、
江
戸
時
代
に
大
き
く
成
長
を
遂
げ
た
。

そ
し
て
、
城
下
町
と
港
町
を
結
ぶ
全
国
規
模
の
流
通

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
、
全
国
の
市
場
を
対
象

と
す
る
特
産
物
の
生
産
が
各
地
に
広
が
っ
た
。
18
世

紀
に
は
、
全
国
規
模
で
の
商
品
・
貨
幣
経
済
の
発
展

に
よ
っ
て
地
域
的
分
業
が
完
成
し
、
日
本
の
各
都
市

は
市
場
経
済
化
の
中
で
、
多
彩
な
都
市
文
化
を
花
開

か
せ
た
の
で
あ
る
。

城
下
町
の
中
の
港

「
陸
」
か
ら
で
は
な
く
「
海
」
や
「
川
」
か
ら
の

視
点
で
都
市
を
捉
え
直
す
と
、
城
下
町
は
既
存
の
湊

や
河
岸
に
成
立
し
た
市
や
町
場
の
存
在
に
す
り
寄
る

よ
う
に
成
立
し
た
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
に
気
付
く
。

そ
れ
は
、
舟
運
に
よ
る
物
流
が
こ
の
時
代
の
都
市
形

成
に
と
っ
て
す
で
に
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
中
世
後
半
か
ら
の
全
国
的
な

物
流
の
拡
大
と
港
町
や
在
郷
町
の
存
在
が
、
戦
国
時

代
か
ら
江
戸
時
代
初
頭
に
お
と
ず
れ
る
城
下
町
建
設

ラ
ッ
シ
ュ
の
時
期
に
大
い
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
の
一
例
は
毛
利
氏
の
広
島
城
建
設
に
見
ら
れ

る
。
山
間
部
の
一
豪
族
だ
っ
た
毛
利
氏
は
安
芸
に
あ

る
草
津
（
注
5
）
と
い
う
湊
を
重
視
し
て
い
た
。
毛
利

氏
は
、
秀
吉
に
服
属
し
て
以
来
、
上
方
と
の
交
流
を

強
め
、
そ
の
多
く
が
草
津
か
ら
の
海
路
に
依
存
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
上
方
と
の
連
絡
だ
け

で
は
な
く
、
中
国
地
方
か
ら
、
郡
山
へ
送
ら
れ
て
く

る
年
貢
の
輸
送
や
、
遠
征
時
の
兵
糧
の
運
搬
に
も
、

草
津
の
港
が
よ
く
利
用
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
草
津

は
い
わ
ば
、
郡
山
と
瀬
戸
内
海
を
通
じ
て
外
界
と
を

結
ぶ
重
要
な
結
節
点
と
し
て
の
湊
だ
っ
た
。従
っ
て
、

毛
利
氏
が
新
し
い
城
下
町
の
地
と
し
て
港
町
・
草
津

に
近
い
広
島
を
選
ん
だ
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。そ

の
後
の
毛
利
氏
は
、
草
津
に
側
近
の
児
玉
氏
を

配
置
し
、
や
が
て
直
轄
領
に
し
た
よ
う
に
、
一
貫
し

て
、
港
町
を
中
心
に
要
と
な
る
都
市
を
押
さ
え
て
い

っ
た
。
そ
れ
は
、
宮
島
と
一
体
に
な
っ
て
地
域
経
済

圏
の
核
と
な
っ
て
い
た
廿
日
市
に
元
就
の
四
男
元
清

を
置
い
た
の
を
は
じ
め
、
赤
間
関
（
下
関
市
）、
尾

道
、
鞆
な
ど
へ
代
官
を
派
遣
し
た
こ
と
に
も
う
か
が

え
る
。
交
通
の
要
衝
を
押
さ
え
、
税
収
入
を
確
保
す

る
と
い
う
軍
事
・
財
政
的
な
理
由
だ
け
で
な
く
、
鍛

冶
な
ど
の
高
度
な
技
術
者
が
い
た
こ
と
も
、
城
下
町

が
港
町
と
の
関
係
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

独
立
し
た
港
町
の
台
頭

港
町
と
城
下
町
の
関
係
は
、
大
き
く
二
つ
に
分
類

さ
れ
る
。
港
町
が
独
自
に
成
立
し
て
い
る
ケ
ー
ス
と

城
下
町
の
な
か
に
港
の
機
能
を
取
り
込
む
ケ
ー
ス
で

あ
る
（
注
6
・
左
頁
下
図
参
照
）。
後
者
に
お
い
て
は
、
江

戸
や
大
坂
ば
か
り
か
、
大
規
模
な
城
下
町
の
多
く
が

海
と
川
の
結
節
点
か
、
舟
運
の
可
能
な
川
に
沿
っ
て

成
立
し
て
い
る
。こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
む
し
ろ
、

前
者
の
独
立
し
た
港
町
の
存
在
で
あ
る
。
近
世
以
降

も
、
強
力
な
武
士
権
力
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、

堺
の
よ
う
な
独
自
の
都
市
形
成
を
成
し
と
げ
た
港
町

が
多
く
登
場
し
た
。
こ
れ
ら
の
港
町
は
、
城
下
町
形

成
期
に
そ
の
一
部
と
化
す
こ
と
な
く
、
独
立
し
た
都

市
の
形
態
を
維
持
し
、
繁
栄
し
続
け
た
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
恵
ま
れ
た
地
理
的
条
件
が
必
要
だ
っ
た

し
、一
国
一
城
と
い
う
徳
川
幕
府
の
政
治
的
判
断
も
、

こ
の
独
立
し
た
港
町
の
そ
の
後
の
展
開
に
重
要
な
役

割
を
も
っ
た
。

江
戸
時
代
初
頭
に
は
、
河
村
瑞
賢
が
開
発
し
た
西

廻
り
と
東
廻
り
の
海
路
が
物
流
の
大
動
脈
と
な
り
、

全
国
の
港
町
は
中
世
よ
り
さ
ら
に
活
況
を
呈
し
た
。

西
廻
り
航
路
が
開
発
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
酒
田
を

（5）
現
在
の
広
島
市
西
区
草
津
地
区
に
あ

っ
た
港
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
入
っ

て
埋
め
立
て
が
行
わ
れ
、
昭
和
40
年

代
に
は
さ
ら
に
大
規
模
な
埋
め
立
て

に
よ
っ
て
西
部
流
通
団
地
が
造
成
さ

れ
た
た
め
、
海
岸
線
は
1.5
km
余
り
も

沖
合
へ
出
て
し
ま
い
、
港
町
の
雰
囲

気
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

（6）
流
通
経
済
の
拠
点
で
あ
る
在
郷
町
の

う
ち
、
港
湾
や
河
岸
の
機
能
を
も
つ

都
市
を
、
こ
こ
で
は
広
義
の
意
味
で

の
「
港
町
」
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

内
陸
に
あ
る
河
岸
を
も
つ
商
都
（
在

郷
町
）
も
、
こ
こ
で
は
港
町
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
る
。

こ
こ
で
言
う
川
と
は
、
物
流
と
し
て

の
舟
運
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
都
市
が
海
と
川
の
接
点
に
位
置

し
て
い
て
も
、
川
に
以
上
の
舟
運
と

い
う
要
素
が
な
け
れ
ば
含
め
て
い
な

い
。

こ
こ
で
は
港
町
だ
け
で
は
な
く
、
流

域
に
成
立
し
た
河
岸
の
存
在
も
視
野

に
入
れ
る
。

21



22

利根川流域に成立した多くの河岸は、江戸を核とした舟運

ネットワークの形成を背景に、都市として発展、成熟してい

った。なかでも、利根川舟運の重要な河岸であり、周辺地域

からの物資集散の基地でもあった商都・佐原に着目し、舟運

で生きた都市構造の変容を描きだした。

次に、東廻り海運で最も江戸と関係が深かった仙台藩に目

を向け、仙台藩の外港・石巻と城下町・仙台の関係を読みと

りながら、石巻を媒介とした江戸と仙台の舟運と都市の構造

的な関係を明らかにしている。

フィールドワーク I 江戸・佐原・仙台

長崎

尾道

新潟

伏見

松前 高松

大坂 大洲

敦賀、小木、江差、長崎、半田
鞆、尾道、牛窓、堺

伊予西条、多度津、室津、由良
三国、銚子、那珂湊
石巻、酒田、新潟

佐原、大石田、伏見
倉敷、栃木

福岡、唐津、函館、松前
小浜、高知、鹿児島

広島、高松、丸亀、徳島 江戸、大坂 大洲、盛岡

海・湾に直接面する都市 瀬戸内海に面して立地
する都市

川と海との結節点に
位置する都市

川沿いに立地する都市

都
市
と
し
て
独
立
し
た
港
町

港
機
能
を
組
み
込
ん
だ
城
下
町

佐原　川からの荷揚場が随所に造られていた 天保江戸絵図　江戸は掘割が
めぐる“水の都”であった。

東京昭和地図　戦前まで“水の都”
の性格が受け継がれている。

近世石巻の都市構造（絵図に描かれている水辺の都市施設の配置を調べることで、港町、石巻の都市構造が明らかになる。）2
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は
じ
め
と
す
る
新
潟
・
小
木
・
福
浦
・
三
国
な
ど
の

日
本
海
沿
岸
の
港
町
は
、
京
と
の
最
短
距
離
に
あ
っ

て
中
世
以
前
か
ら
重
要
な
港
だ
っ
た
敦
賀
を
凌
ぐ
勢

い
で
成
長
・
発
展
を
遂
げ
た
。
北
で
は
蝦
夷
の
産
物

を
西
へ
送
る
松
前
・
江
差
な
ど
の
港
町
が
新
し
く
舟

運
の
表
舞
台
に
登
場
し
た
。
東
廻
り
航
路
で
は
、
青

森
や
太
平
洋
に
面
す
る
石
巻
・
那
珂
湊
・
銚
子
な
ど

の
港
町
が
成
長
し
て
い
っ
た
。瀬
戸
内
海
沿
岸
に
は
、

赤
間
関
（
下
関
）
・
上
関
・
尾
道
・
鞆
・
牛
窓
・
室

津
な
ど
の
中
世
以
前
に
成
立
し
て
い
た
港
町
が
西
廻

り
航
路
の
充
実
で
さ
ら
な
る
繁
栄
を
見
せ
た
。

江
戸
時
代
に
入
っ
て
繁
栄
し
た
港
町
を
見
る
と
、

中
世
に
す
で
に
骨
格
を
形
成
し
た
も
の
は
、
靹
・
尾

道
な
ど
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
に
多
く
、
近
世
以
降
に
新

た
な
町
割
り
が
成
さ
れ
た
港
町
は
新
潟
・
青
森
・
酒

田
な
ど
の
日
本
海
沿
岸
に
多
い
。
さ
ら
に
、
中
世
に

形
成
さ
れ
た
骨
格
を
再
編
成
し
た
堺
・
博
多
・
長
崎

な
ど
の
国
際
貿
易
港
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
ケ
ー

ス
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
成
立
・
発
展

し
た
港
町
の
特
色
と
し
て
、
1
6
2
4
（
寛
永
元
年
）

年
に
町
割
り
が
な
さ
れ
た
弘
前
藩
の
青
森
、
1
6
5

5
（
明
暦
元
年
）
年
に
新
た
な
地
へ
移
転
を
果
た
し

た
長
岡
藩
の
新
潟
は
、
い
ず
れ
も
計
画
都
市
と
し
て

建
設
さ
れ
、
1
6
1
5
〜
2
3
（
元
和
期
）
年
に
新

た
に
町
割
り
さ
れ
た
堺
と
同
様
、
城
下
町
か
ら
城
と

武
家
地
を
除
い
た
都
市
プ
ラ
ン
を
つ
く
り
だ
し
た
。

こ
う
し
た
港
町
で
は
、
街
路
を
挟
ん
で
均
質
な
間
口

の
町
家
が
連
続
す
る
町
並
み
が
形
成
さ
れ
、
海
や
川

に
面
し
て
荷
揚
げ
場
が
設
け
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
反

対
側
に
は
緑
の
丘
陵
を
背
に
し
て
寺
町
が
つ
く
ら

れ
、
丘
陵
部
の
海
や
川
に
近
い
突
端
部
の
小
高
い
丘

が
、
風
向
き
や
出
入
り
す
る
船
の
様
子
を
知
る
「
日

和
山
（
ひ
よ
り
や
ま
）」
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
町

の
通
り
と
並
行
に
掘
割
を
通
す
こ
と
で
荷
揚
げ
の
便

を
図
り
、
均
質
な
町
割
り
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
。

都
市
社
会
の
安
定
を
実
質
的
に
支
え
、
近
代
社
会

の
胎
動
を
促
し
た
の
は
、こ
の
よ
う
な
地
方
に
生
れ
、

全
国
規
模
の
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
結
節
点
と
し
て

機
能
し
た
港
町
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
港
町
は
、
近
世

日
本
の
物
流
経
済
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
、
商
人
が

主
体
と
な
っ
た
独
立
し
た
都
市
と
し
て
繁
栄
し
て
い

っ
た
。

越
前
に
お
け
る
舟
運
と

都
市
（
一
乗
谷
・
福
井
・
三
国
）

中
世
都
市
・
一
乗
谷
の
空
間
構
造

一
乗
谷
は
、
九
頭
竜
川
支
流
で
あ
る
足
羽
川
を
遡

っ
て
、
山
間
部
に
入
る
最
初
の
深
い
谷
間
（
た
に
あ

い
）
に
成
立
し
た
中
世
都
市
で
あ
る
。
田
園
と
化
し

て
い
た
一
乗
谷
は
、
1
9
6
7
（
昭
和
42
）
年
か
ら

は
じ
め
ら
れ
た
発
掘
で
4
0
0
年
の
眠
り
か
ら
醒

め
、
そ
の
全
容
を
現
し
は
じ
め
た
。

応
仁
の
乱
（
1
4
6
7
〜
7
7
の
11
年
間
）
に
よ

っ
て
、
京
都
へ
の
文
化
の
一
極
集
中
が
崩
れ
、
全
国

へ
分
散
化
す
る
流
れ
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
結
果
、
京

都
を
中
心
に
政
治
経
済
を
動
か
し
て
い
た
室
町
幕
府

と
そ
れ
を
支
え
て
い
た
守
護
大
名
は
衰
退
し
、
戦
国

期
に
は
各
地
に
城
下
町
が
で
き
、
地
域
の
政
治
・
経

済
の
中
心
と
な
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
一
方
で
戦
乱

の
都
を
離
れ
て
地
方
に
下
向
す
る
公
家
や
文
化
人
も

多
く
な
り
、
京
都
の
都
市
文
化
が
城
下
町
で
再
現
さ

れ
る
と
い
う
現
象
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
朝

倉
氏
の
手
で
つ
く
ら
れ
、
越
の
小
京
都
と
呼
ば
れ
た

一
乗
谷
に
も
そ
れ
が
特
徴
的
に
表
れ
る
。

朝
倉
孝
景
（
注
7
）
が
一
乗
谷
に
城
下
町
を
建
設
し

た
背
景
と
し
て
は
、
こ
の
周
辺
が
早
く
か
ら
朝
倉
氏

の
勢
力
下
に
あ
り
、
経
済
的
な
要
地
と
し
て
の
基
盤

が
あ
っ
た
こ
と
、
周
囲
を
高
い
山
々
に
囲
ま
れ
山
城

と
し
て
の
自
然
条
件
が
整
っ
て
い
た
こ
と
に
加
わ

え
、
足
羽
川
上
流
で
船
が
上
が
れ
る
限
界
地
点
で
あ

り
、
古
く
か
ら
港
町
と
し
て
栄
え
て
い
た
三
国
と
の

舟
運
を
可
能
に
す
る
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

（7）
越
前
国
坂
井
郡
を
本
拠
と
す
る
国
人

領
主
。
応
仁
の
乱
で
初
め
西
軍
に
属

し
た
が
、
細
川
勝
元
か
ら
越
前
の
守

護
の
約
束
を
得
る
と
寝
返
り
、
1
4

7
1
（
文
明
3
）
年
守
護
職
と
な
り

一
乗
谷
に
築
城
、
本
拠
地
と
し
て
越

前
を
治
め
た
。
孝
景
の
死
後
、
子
の

義
景
は
織
田
信
長
と
対
立
し
、
1
5

7
3
（
天
正
元
年
）
年
、
信
長
の
越

前
侵
攻
で
破
れ
、
朝
倉
氏
は
滅
亡
し

た
。
代
わ
っ
て
越
前
を
治
め
た
の
が
、

信
長
の
筆
頭
家
老
で
あ
る
柴
田
勝
家

で
あ
る
。
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大坂では、中之島を中心に各藩の蔵屋敷が建ち並び、堂島

に全国から集まる米の市が立って、全国の経済に強い影響を

与えていた。まず舟運を基軸として成熟していった商都・大

坂の都市構造を明らかにした。舟運のネットワークの視点か

らは、淀川筋にあって、京都―大坂の物流の重要な物資の中

継都市であり、広い意味で京都の外港でもあった伏見に着目

し、どのような経緯をたどって川湊としての繁栄を迎えてき

たのかを解きあかした。一方、大坂に集まる米の量からする

と金沢藩が有名であるが、ここでは広島藩の蔵屋敷と瀬戸内

舟運の重要な港町・尾道、その尾道を外港としていた広島藩

という関係を掘り下げ、瀬戸内に面する城下町・広島がどの

ように都市の水文化を築いてきたのかを探っている。

フィールドワークの時には、古地図、都市の名所絵、明治

の写真を持って今の町を歩くと“水の都”の構造が受け継が

れていることがよくわかる。そうした水辺の空間が今も都市

の魅力を生んでいる。

フィールドワーク II 大坂・伏見

堂島川北岸

淀川北岸 天満青物市場

雑魚場の魚市場 大名の蔵屋敷と雁木 八軒家船着場

土佐堀川南岸

淀川下流域の河岸
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一
乗
谷
は
、
谷
の
閉
じ
た
空
間
に
、
土
塁
と
濠
で
囲

わ
れ
た
城
下
町
を
形
成
し
て
い
る
。
一
方
、
外
に
は

自
由
な
商
業
活
動
の
場
で
あ
る
市
場
や
町
場
を
配
し

て
い
た
。
城
戸
の
な
か
の
閉
じ
た
空
間
と
、
城
戸
の

外
の
地
形
的
に
も
開
放
さ
れ
た
町
で
構
成
さ
れ
た
一

乗
谷
は
、
近
世
城
下
町
に
は
見
ら
れ
な
い
、
内
と
外

と
い
う
都
市
空
間
の
二
重
構
造
を
つ
く
り
だ
し
た
の

で
あ
る
。

城
戸
外
に
古
く
か
ら
成
立
し
て
い
た
阿
波
賀
は
、

閉
じ
た
都
市
と
外
の
世
界
と
の
境
に
あ
た
り
、
自
由

な
交
流
が
で
き
る
接
点
と
し
て
、
独
特
の
都
市
機
能

を
も
っ
た
（
注
8
）。
阿
波
賀
は
、
人
・
物
資
・
文
化

な
ど
、
有
形
無
形
の
も
の
を
運
ぶ
街
道
と
主
に
広
域

か
ら
の
物
資
を
運
ぶ
舟
運
に
よ
っ
て
、
活
発
な
場
と

な
っ
て
い
た
。
美
濃
街
道
が
北
の
庄
か
ら
北
国
街
道

と
一
乗
谷
を
結
び
、
さ
ら
に
美
濃
へ
と
つ
な
ぐ
陸
の

道
で
あ
る
一
方
、
足
羽
川
は
日
本
海
航
路
の
拠
点
三

国
湊
か
ら
北
の
庄
を
経
て
一
乗
谷
を
結
ぶ
川
の
道
で

あ
っ
た
。
朝
倉
街
道
は
府
中
と
一
乗
谷
を
結
び
、
東

の
山
裾
を
坂
井
平
野
へ
と
継
ぐ
第
二
の
陸
の
道
と
な

っ
て
、
全
国
に
結
び
つ
く
北
国
街
道
や
日
本
海
航
路

に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
こ
の
3
つ
の
ル
ー
ト
の
結
節

点
に
物
資
の
集
散
地
と
し
て
阿
波
賀
な
ど
の
町
が
あ

っ
た
。
15
世
紀
末
に
は
、
一
乗
谷
の
城
戸
外
に
あ
っ

た
阿
波
賀
で
は
、
川
湊
で
あ
る
物
流
基
地
の
町
と
し

て
陶
磁
器
な
ど
唐
物
の
売
買
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
、
定
期
市
が
河
原
で
寂
し
く
開
か
れ
る

と
い
っ
た
風
景
で
は
な
く
、
見
物
に
値
す
る
に
ぎ
や

か
な
町
に
ま
で
成
熟
し
て
い
た
（
注
9
）。
三
国
か
ら

上
っ
て
く
る
物
資
を
さ
ば
く
船
着
場
の
周
辺
に
は
蔵

が
建
ち
な
ら
び
、
京
と
結
び
つ
い
た
商
人
た
ち
が
活

躍
す
る
町
と
な
っ
て
い
た
。
北
の
庄
や
三
国
湊
と
と

も
に
商
業
が
集
積
す
る
活
気
に
あ
ふ
れ
た
都
市
空
間

を
つ
く
り
だ
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
常
設
店

鋪
と
市
場
が
併
存
す
る
阿
波
賀
に
は
、
1
〜
2
ヵ
月

の
間
隔
で
米
、
綿
な
ど
の
主
要
な
物
資
の
相
場
を
決

め
る
都
市
機
能
も
備
わ
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
決
め
ら

れ
た
相
場
は
、
越
前
の
ほ
ぼ
3
分
の
1
ほ
ど
の
広
さ

に
あ
た
る
足
羽
郡
、
吉
田
郡
、
坂
井
郡
の
経
済
圏
の

基
準
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

中
世
都
市
・
一
乗
谷
か
ら

近
世
都
市
・
福
井
へ
の
転
換

阿
波
賀
の
市
は
、
戦
国
時
代
を
通
じ
て
、
経
済
圏

と
し
て
は
越
前
一
円
に
ま
で
は
影
響
が
及
ん
で
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
廻
船
に
関
係
す
る
敦
賀
、
三
国

そ
し
て
、
北
の
庄
の
有
力
商
人
・
橘
屋
な
ど
が
自
ら

の
本
拠
地
を
一
乗
谷
に
移
転
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
都
市
の
経
済
上
の
優
位

さ
は
、
朝
倉
時
代
に
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

朝
倉
氏
は
、
既
存
の
経
済
力
を
積
極
的
に
利
用
し
な

が
ら
政
治
・
経
済
両
面
か
ら
の
支
配
体
制
の
確
立
を

試
み
た
が
、
結
局
は
そ
れ
ま
で
の
地
域
的
な
枠
組
み

を
突
き
崩
し
て
、
越
前
全
体
の
経
済
圏
を
一
乗
谷
に

統
合
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政

治
と
経
済
の
中
心
の
不
一
致
が
戦
国
城
下
町
・
一
乗

谷
の
限
界
と
な
っ
て
見
え
て
く
る
。
各
々
の
地
域
圏

（8）
現
時
点
で
阿
波
賀
に
つ
い
て
の
広
域

的
な
発
掘
調
査
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、

山
裾
の
西
山
光
照
寺
の
み
が
発
掘
調

査
さ
れ
た
だ
け
で
、
町
屋
の
実
態
は

考
古
学
的
に
は
不
明
な
部
分
が
多
い
。

（9）
小
野
正
敏
氏
が
「
戦
国
城
下
町
の
考

古
学
」（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
）
に
お

い
て
、
遺
構
の
分
布
や
「
真
珠
庵
文

書
」
の
記
述
か
ら
推
論
し
て
い
る
。

25

空から見た一乗谷25



中世から近世への変化のなかで、三つの異なる都市像をも

つ一乗谷・福井・三国が九頭竜川という河川の舟運のネット

ワークを通して、どのように変容し、成熟し、あるいは消滅

していったのかを探っている。一乗谷では、深い谷に包まれ

た中世城下町特有の都市のコスモロジーをつくりあげていた

ことを描きだし、閉ざされた中世城下町の外に位置する川湊

の存在に着目し、三国との関係も含めて舟運を中心とした物

流構造を明らかにしている。

近世になって越前の首都は、一乗谷から開けた平野の福井

に移る。福井は一乗谷以上に港町・三国と舟運で深く結びつ

くことで都市文化を花開かせた。中世から近世に社会が変容

するなかで、三国は依然として九頭龍川流域の物流拠点であ

ったと同時に、北前船の寄港地である港町としてより一層の

発展をとげた。三国に関しては、都市構造を明らかにしつつ、

ここを舞台にして展開した舟運による都市間ネットワークの

意味を探っている。

フィールドワーク III 一乗谷・福井・三国

巨石と土塁で城下の外と内を区切っていた下城戸

復元された中世の町並み（平井地区）

朝倉館全景

一乗谷地図

26

かつて湊として栄えた足羽沿いの現風景（考古学的発掘で一躍脚光を浴びた中世都市。一乗谷を舟運の視点からとらえなおしている。）
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の
枠
組
を
越
え
て
、
首
都
が
経
済
的
に
も
そ
の
地
位

を
確
か
に
し
て
い
く
の
は
、
柴
田
勝
家
が
北
の
庄

（
注
10
）
に
城
下
町
を
建
設
し
て
か
ら
で
あ
る
。

柴
田
勝
家
が
北
の
庄
築
城
と
城
下
町
を
建
設
す
る

の
は
、
1
5
7
5
（
天
正
3
）
年
で
あ
る
。
こ
の
地

に
は
、
朝
倉
時
代
以
前
か
ら
足
羽
（
あ
す
わ
）
川
を

挟
ん
で
「
三
ケ
庄
」
と
総
称
さ
れ
る
北
の
庄
・
石

場
・
木
田
の
三
集
落
が
町
並
み
を
形
成
し
て
い
た
。

柴
田
勝
家
が
朝
倉
の
一
乗
谷
の
山
城
を
捨
て
て
北
の

庄
に
平
城
を
構
築
し
た
の
は
、
そ
こ
が
近
世
と
い
う

新
し
い
時
代
に
お
け
る
領
国
の
政
治
中
心
に
ふ
さ
わ

し
い
場
所
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
こ
の
「
三
ケ
庄
」

と
い
う
古
く
か
ら
の
商
業
集
積
地
を
城
下
町
の
核
に

取
り
入
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
柴
田
勝
家
が
越
前
の
首
都
と
な
っ
た
北
の
庄
に

は
、
一
乗
谷
か
ら
も
商
人
た
ち
が
移
り
住
み
、
一
乗

町
を
形
成
し
た
が
、
こ
の
地
は
も
と
も
と
北
国
街
道

と
足
羽
川
、
美
濃
街
道
が
交
差
す
る
古
く
か
ら
の
北

部
経
済
圏
の
中
心
地
だ
っ
た
。
し
か
も
九
頭
龍
川
の

舟
運
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
重
要
な
湊
で
あ
る
三
国
と
の

関
係
を
考
え
る
な
ら
、
そ
の
後
の
首
都
発
展
の
可
能

性
の
面
で
も
、
一
乗
谷
よ
り
遥
か
に
北
の
庄
に
対
す

る
経
済
的
優
位
性
は
高
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

福
井
の
舟
運
と

九
十
九
橋
周
辺
の
都
市
空
間

足
羽
川
に
戦
国
期
以
来
架
か
っ
て
い
た
越
前
で
最

古
の
大
橋
・
九
十
九
橋
の
北
側
に
は
、
柴
田
勝
家
が

町
割
り
を
行
っ
た
旧
市
街
地
が
広
が
つ
て
い
る
。
越

前
の
国
内
諸
方
面
へ
の
里
程
の
起
点
も
こ
の
橋
の
た

も
と
に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
北
陸
道
に
沿
っ
て
京
町
・

呉
服
町
と
い
っ
た
大
店
の
町
家
が
並
ん
で
い
た
。
呉

服
町
と
片
町
の
両
通
り
の
間
に
は
、
南
か
ら
浜
町
・

本
町
・
米
町
・
伝
馬
町
・
魚
町
・
一
乗
町
・
長
者

町
・
板
屋
町
・
紺
屋
町
・
柳
町
が
東
西
に
走
り
、
呉

服
町
の
西
側
に
も
木
町
・
塩
町
・
夷
（
え
び
す
）
町

な
ど
が
あ
っ
て
、
同
業
の
職
人
や
商
人
が
集
住
す
る

城
下
町
特
有
の
都
市
空
間
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
れ

ら
の
町
人
地
の
中
に
魚
や
青
物
を
扱
う
市
場
が
あ
っ

た
。福

井
の
魚
市
場
は
城
下
の
中
央
の
繁
華
な
場
所

に
、
3
0
0
年
以
上
も
あ
っ
た
。
青
物
市
場
も
魚
町

の
隣
の
米
町
に
あ
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
歴
史
を
た
ど

っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
市
場
が
九
十
九
橋
近
く
の
中

心
に
位
置
し
続
け
た
背
景
と
し
て
、
城
下
町
建
設
以

前
に
あ
っ
た
「
三
ケ
庄
」
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。

町
場
の
人
々
に
魚
や
野
菜
を
売
る
市
場
的
な
存
在
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
三
国
湊
と
の
舟
運
関
係
で
見
れ

ば
、
北
国
街
道
と
交
差
す
る
九
十
九
橋
周
辺
は
市
場

（10）
現
・
福
井
市

27

九十九橋周辺のにぎわい

魚町時代の魚市場風景
（福井市、昭和25年頃）

現在の旧魚町
水との結びつきを
記憶にとどめる。
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江戸時代になり、東北地方では河口港町を基軸に、河川流

域の舟運が盛んになる最上川の舟運に注目し、流域舟運のネ

ットワークと日本海沿岸に成立した海域航路とがどのような

関わりがあったかを示している。

ここでは特に舟運と深く結びついて成立した都市に光を当

てている。最上川流域の河口に位置する港町・酒田と中流域

に位置する中継港として栄えた都市・大石田を取り上げ、最

上川の舟運で栄えた二つの都市の成立・発展・成熟の過程を

描きだす。

下図は、中世以前に形成された大石田の都市空間を構成す

る重要な都市軸である道と、都市の核となる寺社と湊の位置

をプロットしてある。大石田が近世に入って南北を軸とした

道と最上川が交差する点的な町から、最上川沿いに平行して

都市が発展してきた経緯が読み取れる。

フィールドワーク IV 酒田－大石田

28

現在も親水空間となっている、中世以来の重要な湊であった場所

中世からあった古道近世に都市軸として計画的につくられた道乗船寺（浄土宗） 最上義光の家臣大乗内記
を大檀那とし、1596（慶長元年）年に明蓮社光
誉運冏（うんげい）上人を招請して開山した。

琴平神社　　文政年間（1818～1829）と推定
される絵図には、最上川河岸の突出した場所
にあり、堤防建設の際1960（昭和35）年現在
地に移転した。周辺には、大工などの職人が
多く住んでいる。

注）ベースの地図は現在の大石田の市街地

舟運が活発だった時代を思い起こさせる川に面して建つ土蔵

西光寺

移転後

移転前

浄願寺

稲荷神社

秋葉神社



を
成
立
さ
せ
る
格
好
の
土
地
だ
。

現
在
、魚
市
場
は
田
原
町
市
場
へ
の
移
転
を
経
て
、

1
9
7
4
（
昭
和
49
）
年
福
井
郊
外
に
移
転
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
旧
魚
町
に
は
魚
市
場
の
面
影
は
ほ

と
ん
ど
な
い
が
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
方
に
話
を
聞

く
と
、
市
場
関
係
の
人
達
が
今
で
も
ず
っ
と
住
み
続

け
て
い
る
場
合
が
多
く
、
町
の
機
能
が
大
き
く
変
化

し
て
き
た
中
で
、
地
域
の
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

変
わ
ら
ず
に
生
き
て
い
る
場
所
だ
と
い
う
。

九
十
九
橋
を
挟
ん
で
城
の
反
対
側
に
は
、
江
戸
時

代
か
ら
遊
興
空
間
が
あ
り
、
足
羽
山
西
麓
の
誓
願
寺

町
（
現
足
羽
1
丁
目
）
に
は
、
芝
居
役
者
や
芸
娼
妓

稼
業
の
者
が
住
む
城
下
唯
一
の
遊
廓
が
あ
っ
た
。
そ

の
後
、
遊
廓
は
1
8
8
5
（
明
治
18
）
年
に
九
十
九

橋
の
南
詰
西
の
足
羽
川
沿
い
に
移
転
し
、
さ
ら
に
大

火
で
類
焼
し
た
た
め
に
栄
町
に
移
転
し
て
栄
遊
廓
と

な
っ
た
。
九
十
九
橋
附
近
は
、
近
世
か
ら
近
代
を
通

じ
て
物
流
・
遊
興
・
市
場
が
集
ま
る
繁
華
な
場
所

で
、
橋
詰
め
に
は
市
街
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
時

を
告
げ
る
時
鐘
櫓
（
じ
し
ょ
う
ろ
う
）
も
設
け
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
九
十
九
橋
周
辺
に
は
都
市
の

様
々
な
要
素
が
集
中
し
て
い
た
が
、
足
羽
川
に
面
し

今
は
料
亭
街
に
な
っ
て
い
る
浜
町
に
は
、
船
の
発
着

所
が
設
け
ら
れ
、
三
国
と
結
ぶ
足
羽
川
舟
運
の
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

福
井
平
野
を
流
れ
る
九
頭
竜
川
流
域
は
、
本
流
も

支
流
も
舟
運
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、
最
も

利
用
度
の
高
い
流
路
は
三
国
―
福
井
間
で
、
昼
夜
の

別
な
く
舟
運
の
便
が
あ
っ
た
。
近
世
の
三
国
湊
に
は

川
船
が
30
艘
前
後
あ
っ
て
三
国
―
福
井
間
を
は
じ
め

九
頭
竜
川
舟
運
で
活
躍
し
て
い
た
。
川
舟
が
扱
う
幕

末
頃
の
主
な
商
品
に
は
、
繰
綿
・
木
綿
・
生
蝋
・
晒

蝋
・
鰹
・
鉄
鋼
・
砂
糖
・
蜜
な
ど
加
工
材
料
か
ら
日

用
品
ま
で
様
々
な
種
類
に
の
ぼ
り
、
三
国
か
ら
川
舟

で
運
ば
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
商
品
は
九
十
九
橋
下
ま

で
運
ば
れ
、
市
中
で
売
り
さ
ば
か
れ
、
あ
る
い
は
周

辺
の
農
村
へ
運
ば
れ
た
。
ま
た
、
周
辺
で
生
産
さ
れ

る
米
な
ど
の
産
品
も
、
九
頭
龍
川
流
域
に
発
達
し
た

舟
運
網
を
使
っ
て
、
街
道
筋
な
ど
の
主
要
な
場
所
に

つ
く
ら
れ
た
河
戸
を
中
継
し
て
、
三
国
湊
に
運
ば
れ

て
い
た
。

港
（
湊
）
町
三
国
の

都
市
構
造
の
変
化

九
頭
竜
川
河
口
に
成
立
し
た
港
町

越
前
の
海
岸
は
、
古
く
か
ら
北
辺
の
蝦
夷
経
略
の

基
地
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
海
路
水

軍
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
核

と
な
る
湊
が
九
頭
龍
川
河
口
で
あ
り
、
三
国
湊
も
そ

の
一
端
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
越

前
国
は
日
本
海
を
隔
て
て
、
満
洲
や
朝
鮮
半
島
北
部

29

市民に時を告げる時鐘櫓が見える明治初年の浜町通り

河岸の蔵並みと近代化のシンボルとして建てられた旧三国小学校（明治期）30
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フィールドワーク V 瀬戸内海沿岸の港町・城下町
古代から舟運の重要な道であった瀬戸内海を取り上げる。

瀬戸内海は、古代・中世の京都と中国を結ぶ交易の重要なル

ートであり、近世に入っても朝鮮使節団が瀬戸内海の港町を

辿って来日した。西日本では舟運に適した河川がほとんどな

いために、海に直接面して成立する港町の存在が重要視され、

海道沿いには古くから都市として独立した港町が成立してい

た。その主な都市として鞆（とも）、尾道、室津などがあり、

これらの港町を中心に都市成立の特性を他との比較を交えて

分析している。同時に高松、松山など、港機能と一体化した

城下町の存在も見のがせない。これらの都市が、瀬戸内海海

域の舟運構造によって港町を取り込みながらどのような都市

構造をつくりだしたのかを探っている。

30

鞆城跡から望む鞆の町並み

寺町

沼名前（ぬなくま）神社

焚場（たてば）を望む遠景

鞆城跡 対潮楼 対潮楼内部からの眺め

大可島（たいがしま）城跡

遊廓街跡船番所雁木のある湊

江戸時代に描かれた鞆町絵図

目付役屋敷

御屋敷
（奉行所） 湊

茶屋

下図では、近世に作成された地図と現在の風景を重ねあわせることによって、近世以前から港町として成立していた鞆の都市構成を浮かびあがらせている。
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近世の港町の構造を残す大雁木



な
ど
、
大
陸
と
の
交
流
も
あ
っ
た
。
高
句
麗
の
日
本

へ
の
朝
貢
は
、
新
羅
・
百
済
と
同
じ
く
筑
紫
を
経
由

す
る
の
が
原
則
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
八
世
紀
に
入
っ

て
渤
海
と
の
通
交
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
む

し
ろ
日
本
海
側
を
横
断
す
る
コ
ー
ス
が
一
般
的
に
と

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

奈
良
後
期
に
三
国
湊
が
史
上
に
登
場
す
る
の
は
、

京
畿
の
後
背
地
と
し
て
越
前
平
野
の
開
発
が
進
み
、

東
大
寺
等
の
荘
園
米
の
積
出
港
と
し
て
の
機
能
を
発

揮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
平
安
後
期
に

は
九
頭
竜
川
下
流
域
に
奈
良
興
福
寺
兼
春
日
社
領
河

口
庄
が
、
さ
ら
に
鎌
倉
後
期
に
な
っ
て
同
じ
く
坪
江

庄
が
成
立
す
る
と
、
三
国
湊
は
坪
江
下
郷
に
属
し
、

両
庄
の
荘
園
年
貢
物
の
積
出
港
と
し
て
繁
栄
し
て
い

っ
た
。

そ
の
後
、
1
3
0
6
（
嘉
元
4
）
年
に
津
軽
船
と

い
わ
れ
る
廻
船
が
寄
航
し
た
り
、
く
だ
っ
て
朝
倉
時

代
に
は
唐
船
が
来
航
す
る
な
ど
、
中
世
の
三
国
湊
は

国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
か
な
り
広
域
の
舟
運
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
す
で
に
持
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
舟
運
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
中
世
の
三
国
湊
で
は
日

本
海
沿
岸
の
直
江
津
・
博
多
・
敦
賀
・
小
浜
と
と
も

に
早
く
か
ら
問
丸
が
発
達
し
て
い
た
（
注
11
）。
国
内

商
業
が
発
達
し
、
三
国
湊
に
お
け
る
船
舶
に
よ
る
物

資
の
集
散
が
頻
繁
化
す
る
に
従
っ
て
、
物
資
を
取
り

扱
う
問
屋
に
発
展
し
て
い
く
。
三
国
湊
は
1
5
9
6

〜
1
6
2
3
（
慶
長
・
元
和
年
間
）
年
以
降
、
西
廻

海
運
の
航
路
が
少
し
ず
つ
充
実
し
て
い
く
な
か
で
、

北
前
船
が
出
入
り
す
る
「
北
国
七
湊
」
の
一
つ
と
し

て
繁
栄
を
迎
え
た
。
さ
ら
に
江
戸
時
代
の
三
国
は
、

福
井
藩
の
外
湊
と
し
て
、
北
国
諸
藩
の
運
輸
業
務
を

請
け
負
っ
て
、
大
い
に
活
躍
し
た
。

福
井
藩
は
財
政
面
で
三
国
湊
を
き
わ
め
て
重
要
視

し
、
厳
重
な
統
制
・
監
視
下
に
お
い
て
い
た
。
一
方

で
、
経
済
に
貢
献
す
る
三
国
湊
の
役
割
が
大
き
け
れ

ば
大
き
い
ほ
ど
、藩
財
源
の
確
保
と
増
大
を
図
っ
て
、

福
井
藩
は
湊
の
特
権
を
保
証
し
て
い
た
。
こ
う
し
た

藩
の
「
ア
メ
」
と
「
ム
チ
」
の
政
策
の
な
か
で
、
三

国
は
ま
す
ま
す
繁
栄
し
て
い
っ
た
。三
国
湊
の
船
は
、

日
本
海
沿
岸
や
蝦
夷
地
ば
か
り
で
な
く
、
瀬
戸
内
海

や
九
州
方
面
に
ま
で
も
進
出
し
、
運
ぶ
荷
物
の
種
類

は
2
0
0
種
を
超
え
て
い
た
。

舟
運
か
ら
読
む
三
国
の
都
市
構
造

九
頭
竜
川
河
口
の
三
国
は
、
川
沿
い
の
僅
か
な
平

坦
地
と
そ
の
背
後
に
広
が
る
丘
陵
地
と
で
構
成
さ
れ

る
地
形
の
上
に
成
立
し
た
。

中
世
に
お
け
る
三
国
湊
の
町
づ
く
り
は
、
鎌
倉
後

期
に
丘
陵
地
に
広
が
る
荒
野
の
開
拓
が
進
む
一
方

で
、
竹
田
川
に
面
し
た
平
坦
地
に
集
落
が
つ
く
ら
れ

て
い
く
。
三
国
湊
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
3

つ
の
段
階
を
経
な
が
ら
、
蔵
が
川
に
沿
っ
て
連
続
す

る
独
特
の
都
市
景
観
を
つ
く
り
だ
し
た
。

最
初
の
町
づ
く
り
は
、
三
国
神
社
や
こ
の
町
で
最

古
の
歴
史
を
も
つ
千
手
寺
（
天
台
宗
）、
性
海
寺

（
真
言
宗
）
の
二
大
密
教
寺
院
を
中
心
に
、
竹
田
川

上
手
の
岩
崎
町
か
ら
下
手
の
西
町
ま
で
の
範
囲
で
行

わ
れ
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
川
の
流
路
に
沿
っ
て
蛇

行
し
、
自
然
の
微
地
形
に
あ
わ
せ
る
よ
う
に
町
が
つ

く
ら
れ
て
い
る
。

第
二
段
階
の
ま
ち
づ
く
り
は
、
1
6
4
4
（
正
保

元
年
）
年
頃
ま
で
に
は
ほ
ぼ
完
成
し
て
お
り
、
西
光

寺
（
浄
土
宗
）
を
中
心
と
す
る
松
ヶ
下
町
か
ら
川
下

に
新
町
が
形
成
さ
れ
た
。
新
町
は
さ
ら
に
発
展
し
て

元
新
町
と
下
新
町
に
分
れ
た
。

1
6
4
8
（
慶
安
元
年
）
年
、
元
新
町
よ
り
川
の

下
手
に
、
木
場
町
が
日
和
山
を
崩
し
て
成
立
し
た
。

一
方
、
丘
陵
部
の
農
地
が
宅
地
化
さ
れ
て
上
新
町
が

形
成
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
松
ヶ
下
町
に
あ
っ
た
遊
廓
も

こ
の
上
新
町
に
移
転
す
る
。
こ
う
し
て
1
6
4
5

（
正
保
2
）
年
か
ら
四
半
世
紀
余
の
間
に
元
新
町
・

木
場
町
・
上
新
町
と
拡
大
し
、
三
国
湊
の
商
業
活
動

の
中
心
も
よ
り
河
口
に
近
い
新
し
い
町
に
移
っ
て
い

っ
た
。

第
三
段
階
に
入
る
と
、
三
国
は
、
九
頭
竜
川
河
口

に
向
っ
て
帯
状
に
伸
展
す
る
。
江
戸
中
期
の
1
7
1

7
（
享
保
2
）
年
に
は
、
河
岸
の
砂
地
が
埋
立
て
ら

れ
て
今
町
が
成
立
す
る
と
、
元
新
・
下
新
・
今
・
木

場
の
各
町
が
つ
な
が
り
、
九
頭
竜
川
に
沿
っ
て
連
続

す
る
蔵
並
み
が
形
成
さ
れ
た
。
一
方
、
丘
陵
上
の
上

新
町
の
ま
わ
り
に
は
、
寺
社
を
と
り
こ
み
な
が
ら
新

た
な
町
が
つ
く
ら
れ
た
。
第
二
、
第
三
段
階
の
町
づ

く
り
で
は
、
第
一
段
階
の
自
然
発
生
的
な
町
の
形
態

に
比
べ
、
直
線
的
な
通
り
を
軸
と
す
る
計
画
的
な
市

街
地
が
つ
く
ら
れ
た
。

江
戸
中
期
頃
、
川
沿
い
の
下
タ
町
に
は
問
丸
・
庄

屋
・
地
方
庄
屋
・
舟
庄
屋
と
い
う
支
配
構
造
下
に
あ

り
、
船
着
場
・
荷
揚
場
が
つ
く
ら
れ
、
直
接
港
に
関

わ
る
酒
屋
・
油
屋
・
米
屋
な
ど
の
問
屋
商
人
、
町
役

人
を
務
め
る
豪
商
が
住
む
三
国
湊
の
中
心
的
な
街
区

が
形
成
さ
れ
た
。こ
の
よ
う
に
港
の
繁
栄
に
伴
っ
て
、

市
街
は
河
岸
に
沿
い
下
流
へ
伸
び
て
い
っ
た
が
、
そ

（11）
中
世
の
港
で
発
展
し
た
問
丸
は
、
最

初
荘
園
物
資
の
輸
送
か
ら
倉
庫
保
管

お
よ
び
販
売
の
業
務
を
担
当
し
て
い

た
が
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
は
庄
園
領

主
と
の
隷
属
関
係
を
断
ち
仲
介
輸
送

業
者
と
し
て
独
立
し
、
中
に
は
為
替

業
や
宿
屋
業
を
営
む
も
の
も
で
て
き

た
。
こ
う
し
た
問
丸
を
媒
介
と
し
て

遠
隔
地
商
業
が
展
開
し
て
い
っ
た
。
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越前三国湊風景乃図・慶応元年

航空写真（上）1975年　　坂井家周辺の調査範囲　　 遊興施設が集まる地区

金鳳寺 西光寺 性海寺

近世三国の都市構造近世三国の都市構造

内陸側の通り 川側の通り

航空写真（下）1995年　

1600年頃までに成立していた町

1600～1650年の間に成立した町

1650～1720年の間に成立した町
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九頭竜川

竹田川



こ
に
は
丸
岡
領
の
滝
谷
が
あ
る
た
め
、
背
後
の
丘
陵

上
へ
拡
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
丘
陵
部
に

つ
く
ら
れ
た
町
に
は
、川
沿
い
の
町
と
は
対
照
的
に
、

別
系
統
の
上
新
町
庄
屋
が
置
か
れ
、
小
売
商
人
や
職

人
が
数
多
く
居
住
し
、
港
湾
機
能
を
背
後
か
ら
支
え

る
人
た
ち
の
活
動
の
場
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

港
の
繁
栄
と
と
も
に
歓
楽
街
も
よ
り
盛
ん
に
な
り
、

初
期
に
は
湊
の
西
端
の
松
ヶ
下
あ
た
り
に
あ
っ
た
遊

女
の
住
居
場
所
は
、
湊
が
西
へ
西
へ
と
延
び
る
に
つ

れ
、
町
の
周
縁
へ
と
移
動
し
た
。
万
治
か
ら
宝
永
年

間
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
上
新
町
に
牛
頭
天
王
宮
が

移
さ
れ
る
と
、そ
の
周
囲
に
遊
廓
街
が
形
成
さ
れ
た
。

三
国
湊
の
繁
栄
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
よ
う
に
、
上
町

一
帯
は
遊
興
空
間
と
し
て
の
に
ぎ
わ
い
を
増
し
て
い

っ
た
。

こ
う
し
た
三
国
の
都
市
空
間
に
は
、
出
入
口
が
あ

っ
た
。
川
上
側
の
四
日
市
町
、
お
よ
び
川
下
側
の
滝

谷
出
村
境
に
あ
る
平
野
町
、
そ
し
て
山
側
の
北
東
方

面
に
伸
び
た
平
野
口
町
に
木
戸
が
設
け
ら
れ
て
い

た
。
一
方
、
川
沿
い
の
滝
谷
出
村
境
の
木
場
町
に
は

川
口
番
所
（
口
留
番
所
）
が
置
か
れ
、
こ
の
3

所

の
木
戸
と
川
口
番
所
が
外
と
の
境
に
な
り
、
三
国
湊

の
領
域
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
た
。

福
井
の
城
下
町
の
外
港
で
あ
る
三
国
湊
に
は
、
特

に
藩
と
関
連
す
る
各
種
の
施
設
が
置
か
れ
て
い
た
。

ま
ず
、
九
頭
竜
川
と
分
流
の
竹
田
川
と
の
合
流
点
付

近
に
あ
る
上
ミ
町
に
は
、
藩
の
蔵
が
建
ち
並
び
、
ま

た
1
6
4
3
（
寛
永
20
）
年
に
幕
府
が
異
国
船
改
め

の
た
め
の
番
所
の
設
置
を
命
じ
た
の
を
受
け
、
滝
谷

地
境
に
川
口
番
所
が
建
設
さ
れ
た
。
幕
末
の
1
8
6

1
（
文
久
元
年
）
年
に
は
下
新
町
に
運
上
会
所
が
つ

33

坂井家とその周辺の航空写真（1995年撮影）
＜黄色枠は坂井家周辺の調査範囲＞

明治初期の坂井家とその周辺
（ベース地図は「三国町の民家と町並・付図3
明治初年・三国町の住人と職業」より）

川側から見た坂井家の蔵

坂井家
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く
ら
れ
た
。
そ
の
他
に
も
、
三
国
湊
に
は
藩
の
公
的

な
施
設
が
随
所
に
置
か
れ
、
福
井
藩
が
い
か
に
港

町
・
三
国
を
重
要
視
し
て
い
た
か
が
う
か
が
い
知
れ

る
。

九
頭
龍
川
沿
い
の
町
並
み
の
特
色

三
国
に
は
、
妻
入
か
ら
発
展
し
た
と
み
ら
れ
る
未

完
成
の
平
入
建
物
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
切
妻
々
入

平
家
建
て
の
前
方
に
庇
が
つ
い
た
形
の
建
物
で
あ

る
。
そ
の
後
、
通
り
に
面
す
る
前
方
の
屋
根
が
し
だ

い
に
発
展
し
て
二
階
建
と
な
り
、
正
面
が
完
全
に
平

入
の
形
式
を
と
る
建
物
が
多
く
な
っ
て
い
く
。
前
者

の
「
葺
下
（
お
ろ
）
し
下
屋
」
が
つ
い
た
建
物
は
一

般
の
民
家
に
多
く
、
後
者
の
「
カ
グ
ラ
建
」
と
言
わ

れ
る
建
物
は
商
家
に
多
く
み
ら
れ
る
。「
カ
グ
ラ
建
」

は
と
く
に
川
方
の
問
屋
の
建
築
に
多
く
み
ら
れ
、
商

家
の
格
式
の
高
さ
を
示
し
て
お
り
、
三
国
独
特
の
都

市
景
観
を
演
出
す
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

三
国
で
は
、
母
屋
の
間
口
は
四
〜
五
間
が
一
般
的

で
、
奥
行
き
は
町
が
出
来
た
年
代
や
場
所
に
よ
っ
て

様
々
で
あ
る
。
一
階
は
み
せ
・
お
え
（
居
間
）
・
ざ

し
き
、
二
階
は
ざ
し
き
と
な
る
平
面
プ
ラ
ン
が
町
家

の
典
型
と
し
て
一
般
的
に
見
ら
れ
る
。
川
沿
い
に
建

て
ら
れ
た
町
家
の
平
面
構
成
を
、
江
戸
時
代
に
米
や

雑
貨
を
商
っ
て
い
た
坂
井
家
を
例
に
と
り
、
も
う
少

し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
（
次
頁
下
図
参
照
）。
で
は
、
ま

ず
通
り
に
面
し
て
「
カ
グ
ラ
建
」
の
主
屋
が
建
て
ら

れ
、
そ
の
後
方
に
「
せ
ど
」
と
言
わ
れ
る
中
庭
を
つ

く
る
。
こ
の
中
庭
を
挟
ん
で
「
く
ら
」（
土
蔵
）
が

建
て
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
奥
の
川
沿
い
に
「
に
ぐ
ら
」

34

「カグラ建」の坂井家正面建物外観 現在の坂井家とその周辺
（ベース地図はゼンリン住宅地図より）

道路と護岸で隔てられた三国の蔵並みと川

坂井家



（
荷
蔵
）
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
奥
行
き
の

長
い
短
冊
型
の
宅
地
に
、
縦
に
主
屋
・
土
蔵
・
荷
蔵

を
配
列
す
る
形
式
は
、
京
都
の
通
庭
（
と
お
り
に
わ
）

式
の
町
家
と
も
よ
く
似
て
い
る
。
そ
し
て
海
陸
の
荷

物
運
搬
の
た
め
、
土
間
の
通
路
が
川
か
ら
通
り
へ
突

き
抜
け
て
い
る
。
石
を
敷
き
詰
め
た
土
間
の
中
央
部

分
が
窪
ん
で
い
る
の
で
当
主
に
た
ず
ね
る
と
、
廻
船

問
屋
の
時
代
に
荷
を
担
い
だ
人
々
の
行
き
来
で
す
り

減
っ
た
と
の
こ
と
。
こ
こ
に
も
活
気
に
満
ち
た
時
代

の
証
が
生
き
て
い
た
。
坂
井
家
の
他
に
も
数
件
の
建

物
内
部
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
そ
の
体
験
で
驚
い

た
の
は
、
便
所
の
脇
や
庭
の
片
隅
に
さ
り
気
な
く

「
水
琴
窟
（
す
い
き
ん
く
つ
）」
が
置
か
れ
て
い
た
こ

と
だ
。多
く
は
す
で
に
音
が
し
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

幸
い
に
も
宮
本
家
の
「
水
琴
窟
」
は
健
在
で
、
透
き

通
る
張
り
詰
め
た
音
を
堪
能
で
き
、
歴
史
が
培
っ
た

都
市
文
化
の
響
き
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

川
か
ら
見
た
近
世
の
三
国
は
、
九
頭
竜
川
沿
い
に

連
続
す
る
無
数
の
蔵
を
も
ち
、
舟
運
に
よ
っ
て
成
熟

し
た
日
本
の
湊
町
の
典
型
的
な
景
観
を
つ
く
り
だ
し

て
い
た
。
蔵
が
並
ぶ
河
岸
に
川
舟
や
導
舟
な
ど
が
着

く
と
、
荷
は
仲
仕
の
手
で
蔵
に
搬
入
さ
れ
た
。
廻
船

が
あ
つ
ま
る
季
節
は
春
か
ら
秋
に
か
け
て
で
あ
り
、

な
か
で
も
廻
米
船
が
出
入
り
す
る
3
月
か
ら
5
月
は

三
国
が
物
や
人
で
溢
れ
、
も
っ
と
も
活
気
の
あ
る
時

期
だ
っ
た
。
そ
し
て
夏
に
な
り
、
蝦
夷
地
産
の
魚
肥

が
大
量
に
入
港
す
る
と
、
三
国
の
河
岸
は
再
び
大
変

な
賑
わ
い
を
み
せ
た
の
だ
。
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川側に通じる通り土間

通り土間から見た「おえ」と奥の「ざしき」

庭の隅につくられた水琴窟

「せど」と呼ばれる中庭

坂井家の建物内部の空間構成坂井家の建物内部の空間構成

通り土間を隔てて中庭に面して
つくられている憚り

玄関から見た通り土間台所から玄関方向を見た通り土間
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物
流
・
産
業
施
設
の
変
貌

三
国
に
は
、
森
田
家
と
内
田
家
と
い
う
二
つ
の
大

廻
船
問
屋
が
あ
っ
た
。
森
田
家
は
1
6
1
9
（
元
和

5
）
年
に
、
加
賀
藩
主
前
田
利
光
の
藩
米
輸
送
を
任

命
さ
れ
、
船
五
艘
に
限
り
諸
浦
へ
自
由
に
出
入
り
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
た
廻
船
問
屋
で
あ
る
。
そ
の
後
加

賀
藩
と
の
関
係
は
、
白
山
の
帰
属
を
め
ぐ
る
対
立
も

あ
っ
て
一
時
停
滞
し
た
が
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け

て
再
び
大
廻
船
問
屋
に
発
展
す
る
。
一
方
、
内
田
家

は
、
1
7
6
0
（
宝
暦
10
）
年
に
福
井
藩
の
御
内
御

用
達
商
人
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
、
三
国
湊
の
大
廻
船

問
屋
に
成
長
し
た
。
し
か
し
明
治
に
入
っ
て
、
江
戸

時
代
に
活
躍
し
た
森
田
家
と
内
田
家
は
対
照
的
な
経

緯
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。

三
国
湊
は
明
治
維
新
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
保
持

し
て
い
た
種
々
の
特
権
を
失
い
、
決
定
的
な
打
撃
を

う
け
た
。
明
治
政
府
は
、
国
内
の
統
一
を
推
進
し
、

産
業
を
振
興
さ
せ
る
た
め
の
、
ま
ず
国
内
市
場
の
形

成
を
阻
害
し
て
い
た
封
建
的
諸
制
限
の
撤
廃
に
全
力

を
傾
け
た
。

こ
う
し
た
処
置
は
、
封
建
的
な
特
権
の
上
に
あ
ぐ

ら
を
か
い
て
い
た
町
人
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ず

に
は
お
か
な
か
っ
た
。
福
井
藩
と
も
っ
と
も
関
係
の

深
か
っ
た
御
用
商
人
の
中
に
は
、
藩
主
に
貸
付
け
た

金
が
返
済
さ
れ
ず
、
倒
産
す
る
者
が
少
な
く
な
か
っ

た
。宿

場
町
と
違
っ
て
人
為
的
に
つ
く
ら
れ
た
町
で
は

な
か
っ
た
だ
け
に
、
三
国
が
衰
退
し
て
い
く
過
程
は

比
較
的
緩
や
か
で
あ
っ
た
が
、
明
治
中
期
、
小
松
ま

で
北
陸
線
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ
り
、
三
国
港
の
持
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憚りに置かれた「水琴窟」

特別な客専用の玄関 玄関から見た通土間

北側の廊下から見た「にわ」

蔵座敷

宮本家の建物内部の空間構成宮本家の建物内部の空間構成

川側に通じる土間と「くら」
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つ
役
割
は
完
全
に
失
わ
れ
た
。
交
通
体
系
は
、
中
世

以
来
主
流
だ
っ
た
、三
国
を
中
心
と
し
た
海
運
か
ら
、

北
陸
線
を
中
心
と
す
る
陸
運
に
か
わ
っ
た
。
港
の
衰

運
は
、
こ
の
町
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
。

商
業
や
廻
船
業
の
衰
退
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
町
全

体
か
ら
活
気
を
奪
い
取
っ
た
。

廻
漕
業
は
1
8
8
0
（
明
治
13
）
年
頃
ま
で
好
景

気
を
保
っ
た
。
だ
が
、
1
8
8
3
（
明
治
15
）
年
に

至
っ
て
物
価
が
大
暴
落
し
、
廻
漕
業
者
も
大
打
撃
を

受
け
た
。
松
方
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
波
は
三
国
へ
も

遠
慮
な
く
襲
い
か
か
っ
た
。
船
持
で
富
豪
の
内
田
周

平
家
は
、
こ
の
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
一
朝
に
し

て
倒
産
し
、
内
田
家
が
所
有
し
て
い
た
廻
船
は
次
々

に
売
却
さ
れ
た
。
日
本
の
興
隆
期
の
中
で
内
田
家
の

他
に
も
、
廻
船
を
営
ん
で
い
た
多
く
の
商
人
た
ち
が

明
治
・
大
正
期
を
通
じ
て
没
落
し
て
い
る
。そ
の
頃
、

越
前
屈
指
の
豪
商
・
森
田
家
は
、
酒
・
醤
油
醸
造
と

船
問
屋
を
営
み
、
1
8
9
4
（
明
治
27
）
年
に
は
銀

行
業
に
転
換
し
て
い
る
。
現
在
の
森
田
家
の
建
物
に

は
、
江
戸
、
明
治
と
激
動
の
時
代
を
乗
り
切
っ
た
記

憶
が
残
さ
れ
て
い
る
。
川
か
ら
荷
を
運
び
入
れ
る
た

め
の
地
元
産
の
笏
谷
石
（
し
ゃ
く
や
い
し
）
で
敷
き

詰
め
ら
れ
た
通
路
や
奥
行
の
長
さ
を
誇
る
醤
油
蔵

が
、
当
時
の
繁
栄
ぶ
り
を
物
語
っ
て
い
る
。

森
田
家
の
他
に
も
、
明
治
に
な
っ
て
廻
船
問
屋
か

ら
紙
商
や
金
融
・
農
園
に
転
業
し
て
、
没
落
を
免
れ

た
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
時
代
が
下
る
に
従

っ
て
、
海
運
の
中
心
が
日
本
海
か
ら
太
平
洋
に
う
つ

り
、
船
舶
の
構
造
が
帆
船
か
ら
汽
船
に
変
わ
っ
た
こ

と
で
、
大
汽
船
の
来
航
に
不
適
当
な
三
国
港
は
、
国

内
沿
岸
航
路
の
小
さ
な
港
に
転
じ
、
さ
ら
に
漁
港
と
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舟運との深い関わりを
知ることができる神棚

庭側から見た土蔵

母屋・離れ座敷・土蔵に囲まれた庭

醤油蔵

川側に延びる蔵群

川からの通路として敷かれた笏谷石

森田家の建物外部の空間構成森田家の建物外部の空間構成

主屋

庭

離
れ
座
敷

土蔵

37



し
て
と
り
残
さ
れ
て
い
っ
た
。

戦
後
に
お
け
る
町
並
み
の
変
容

明
治
中
期
以
降
、
全
国
に
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
、
物

流
の
構
造
自
体
が
大
き
く
変
化
す
る
な
か
で
、
三
国

の
都
市
機
能
も
様
変
わ
り
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
空
襲
に
あ
う
こ
と
も

な
く
、
昭
和
20
年
代
ま
で
の
三
国
は
、
前
近
代
の
舟

運
に
よ
る
繁
栄
で
築
き
あ
げ
ら
れ
た
港
町
の
都
市
形

態
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
保
持
し
て
い
た
（
下
図
参

照
）。明

治
中
期
以
降
、
鉄
道
が
三
国
の
都
市
機
能
を
根

底
か
ら
変
え
、
港
に
関
係
し
て
い
た
船
問
屋
や
北
前

船
が
行
き
来
す
る
物
流
の
中
継
を
し
た
問
屋
な
ど
は

商
い
を
や
め
、
建
物
の
多
く
は
単
に
居
住
空
間
と
し

て
の
み
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
。

戦
後
の
高
度
成
長
期
を
迎
え
る
頃
、
漁
港
を
中
心

と
す
る
単
な
る
一
地
方
都
市
と
な
っ
た
三
国
に
も
、

自
動
車
交
通
の
波
が
容
赦
な
く
押
し
寄
せ
た
。
新
た

な
道
路
が
、
複
雑
に
細
か
く
敷
地
割
り
さ
れ
て
い
る

町
の
な
か
を
避
け
、
舟
運
機
能
を
失
っ
た
川
沿
い
に

建
設
さ
れ
た
。

道
路
建
設
で
川
と
蔵
を
結
ぶ
河
岸
の
姿
は
失
わ
れ

た
が
、
さ
い
わ
い
に
も
、
蔵
や
町
家
が
連
な
る
三
国

の
個
性
あ
る
町
並
み
が
切
り
取
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
昭
和
20
年
代
は
じ
め
と
川
沿
い
の
道
路
が
建

設
さ
れ
て
間
も
な
い
昭
和
37
年
の
航
空
写
真
を
見
比

べ
て
み
て
も
、
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。だ

が
、川
沿
い
に
道
路
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

38

戦後の坂井家周辺の町並み変容戦後の坂井家周辺の町並み変容

坂井家周辺の一ブロックにおけ

る戦後の建物の変化を見ていく

ことにする。戦災に遭わなかっ

た三国は、戦後まもなくは舟運

で華やかだった江戸や明治期の

建物がそのまま残されていた。

その後、川側に道路が通り、河

岸機能は失われ、残された蔵の

いくつかは居住空間として建て

替えられる。だが、道側の母屋

は1960年代まで建て替わらずに

残っていた。その後、表の通り

側の母屋も次第に建て替えられ

ていき、この20年の間には、表

の通りも川側も、建て替えが急

増していった。しかも、車社会

を迎え、駐車場にするための空

き地化や蔵の駐車場化が見られ

るようになる。日本の他の町に

比べて、町並みとしての歴史的

景観は良好に残されているとは

いえ、今後も建て替えが徐々に

進行することが予想される。

■ 戦前から建て替わらずに
残っている建物

■ 前時期の航空写真から
建て替えがあった建物

■ 建物が取り壊されて
空き地となった敷地

1948年の航空写真

1962年の航空写真

1975年の航空写真

1995年の航空写真



そ
れ
に
面
し
て
隙
間
を
埋
め
る
よ
う
に
倉
庫
や
一
般

住
宅
が
建
ち
は
じ
め
、
あ
る
意
味
で
は
通
り
の
顔
が

徐
々
に
生
ま
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

高
度
成
長
期
の
さ
な
か
の
昭
和
30
年
代
後
半
か
ら

昭
和
40
年
代
に
か
け
て
は
、
通
り
に
面
す
る
母
屋
の

建
て
替
え
が
行
わ
れ
は
じ
め
る
。
連
続
し
て
建
ち
並

ぶ
伝
統
的
な
建
築
で
構
成
さ
れ
て
い
た
町
並
み
は
、

歯
抜
け
状
態
に
な
っ
て
い
く
。

だ
が
、
こ
の
三
国
の
町
並
み
が
最
も
急
激
な
変
化

を
遂
げ
る
の
は
、
こ
こ
20
年
の
こ
と
で
あ
る
。
古
い

道
の
側
で
も
、
川
沿
い
の
新
し
い
道
側
で
も
、
建
て

替
え
が
進
む
と
同
時
に
、
伝
統
的
な
建
物
を
壊
し
て

駐
車
場
の
た
め
の
空
地
が
と
ら
れ
る
。
こ
れ
は
な
に

も
、
三
国
だ
け
の
現
象
で
は
な
い
。
近
世
以
前
か
ら

続
く
伝
統
的
な
町
に
も
、
近
代
以
降
に
成
立
し
た
町

に
も
、
同
じ
よ
う
に
自
動
車
が
入
り
込
む
。
そ
し
て

駐
車
場
と
い
う
無
表
情
な
空
地
が
前
近
代
の
舟
運
に

よ
る
歴
史
的
な
都
市
の
中
心
部
を
空
洞
化
し
て
い
く

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

日
本
の
都
市
の
多
く
は
、
川
沿
い
や
海
の
水
辺
に

つ
く
ら
れ
、
舟
運
を
生
か
し
な
が
ら
経
済
的
な
繁
栄

を
実
現
し
た
。
水
の
空
間
は
、
経
済
・
流
通
の
軸
だ

っ
た
ば
か
り
か
、
文
化
を
育
み
、
美
し
い
風
景
を
も

形
成
し
て
、
ま
さ
に
豊
か
な
都
市
環
境
を
つ
く
り
上

げ
る
の
に
欠
か
せ
な
い
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
近
代
に
物
流
の
手
段
が
舟
運
か
ら
鉄
道
、

そ
し
て
自
動
車
に
切
り
替
わ
る
と
、
河
川
や
堀
割
の

意
味
が
す
っ
か
り
忘
れ
ら
れ
、
単
に
防
災
へ
の
配
慮

か
ら
高
い
防
潮
堤
が
つ
く
ら
れ
、
ま
た
道
路
が
水
辺

に
貫
通
し
た
。
そ
し
て
機
能
性
、
生
産
性
を
追
求
す

る
都
市
づ
く
り
が
一
貫
し
て
進
め
ら
れ
た
が
、
か
つ

て
の
水
辺
が
も
っ
た
よ
う
な
心
地
よ
く
、
ま
た
美
し

い
空
間
を
生
み
出
す
こ
と
は
、
き
わ
め
て
難
し
か
っ

た
。
ど
こ
の
都
市
に
も
車
が
溢
れ
、
便
利
に
な
っ
た

が
、
個
性
や
潤
い
が
失
わ
れ
た
。

し
か
し
、
経
済
発
展
を
遂
げ
、
豊
か
な
時
代
を
迎

え
た
今
日
、
再
び
人
々
の
環
境
を
見
る
目
が
変
わ
り

始
め
て
い
る
。
観
光
の
た
め
の
水
上
バ
ス
、
ク
ル
ー

ジ
ン
グ
ば
か
り
か
、
実
用
を
前
提
と
し
た
水
上
交
通

の
復
活
を
目
指
す
動
き
も
見
え
始
め
て
い
る
。
交
通

渋
滞
を
招
く
陸
上
交
通
を
補
っ
て
、
快
適
な
舟
運
が

再
び
あ
る
役
割
を
担
う
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
う

る
。ま

た
、
か
つ
て
の
舟
運
の
機
能
が
完
全
に
失
わ
れ

た
と
し
て
も
、
河
川
や
堀
割
・
運
河
、
そ
し
て
海
の

水
辺
空
間
が
、
人
々
に
と
っ
て
の
今
日
的
な
意
味
を

様
々
な
形
で
も
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
大
き
な
広
が
り
を
も
っ
た
空
間
は
人
々
の
気
持

ち
を
開
放
し
、
ま
た
都
市
風
景
に
と
っ
て
の
象
徴
軸

と
な
る
。
近
代
の
都
市
計
画
で
は
生
み
出
さ
せ
な
い

大
き
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
。
だ
が
、
近
代
化
の
過

程
で
、我
々
は
そ
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
き
た
。

歴
史
の
な
か
で
舟
運
と
結
び
つ
い
て
形
成
さ
れ
た
水

の
空
間
全
体
の
構
造
と
、
そ
れ
が
も
っ
た
あ
ら
ゆ
る

価
値
を
再
発
掘
す
る
こ
と
が
今
、
求
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
。

水
と
結
び
つ
い
た
町
の
か
つ
て
の
姿
を
知
り
、
場

所
に
こ
め
ら
れ
た
本
来
の
意
味
を
理
解
す
る
と
、

人
々
は
そ
こ
に
愛
着
を
も
て
る
。
都
市
の
記
憶
は
そ

こ
に
住
む
人
々
の
心
を
豊
か
に
す
る
。
水
辺
の
空
間

が
ま
た
市
民
の
生
活
の
中
で
、意
味
を
も
ち
始
め
る
。

そ
ん
な
動
き
が
各
地
に
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る

こ
と
を
我
々
の
研
究
は
め
ざ
し
て
い
る
。

◎
各
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
は
多
く
の
方
々
に
お

世
話
に
な
っ
た
。
福
井
で
は
、
旧
魚
町
に
住
む
間
俊

之
氏
か
ら
当
時
の
魚
市
場
の
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

い
た
。
三
国
で
は
、
森
田
家
、
宮
本
家
、
坂
井
家
の

方
々
に
建
物
内
部
を
見
せ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

か
つ
て
の
使
い
方
に
関
す
る
様
々
な
話
を
伺
え
た
。

大
石
田
で
は
、
地
元
に
深
く
入
り
な
が
ら
調
査
・
研

究
を
さ
れ
て
い
る
東
北
芸
術
工
科
大
学
の
温
井
亨
氏

に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
酒
田
で
は
、
酒
田
市
立

光
丘
文
庫
文
庫
長
の
高
瀬
靖
（
き
よ
し
）
氏
の
ご
好

意
で
貴
重
な
絵
図
や
写
真
を
接
写
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
こ
れ
ら
の
方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申

し
上
げ
た
い
。
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岡本 哲志
岡本哲志都市建築研究所代表

1952年生まれ。法政大学工学部建築学科卒。都市の水辺

空間に関する調査・研究に永年携わる。丸の内／

日本橋／銀座などの調査・研究プロジェクトに関

わり、都市形成の歴史から、近代都市再開発の問

題や都市の「定着、流動」と都市の活力や創造力

の関係性を検証している。

著書に、『水辺都市江戸東京のウォーターフロント探検』

（朝日新聞社、1989年）、『水の東京』（共著、岩波書店、

1993年）などがある。

■
主
な
参
考
文
献

▼
小
野
正
敏
著
『
戦
国
城
下
町
の
考
古

学
　
一
乗
谷
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』

講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
1
9
9
7
年

▼
小
出
博
著
『
利
根
川
と
淀
川
』
中
公

新
書
、
1
9
7
5
年

▼
高
橋
康
夫
吉
田
伸
之
宮
本
雅
明
伊

藤
毅
編
集
『
図
集
日
本
都
市
史
』
東

京
大
学
出
版
会
、
1
9
9
3
年

▼
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都

市
史
入
門
・
町
』
東
京
大
学
出
版
会
、

1
9
9
0
年

▼
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
『
城
下
町
古
地

図
散
歩
１
金
沢
・
北
陸
の
城
下
町
』

平
凡
社
、
1
9
9
5
年

▼
中
國
新
聞
社
編
『
広
島
城
四
百
年
』

第
一
法
規
、
1
9
9
0
年

▼
三
国
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
修
訂

三
国
町
史
』
国
書
刊
行
会
、
1
9
8

3
年

▼
三
国
町
百
年
史
編
纂
委
員
会
『
三
国

町
百
年
史
』
三
国
町
、
1
9
8
9
年

▼
三
国
町
教
育
委
員
会
『
三
国
町
の
民

家
と
町
並
』
三
国
町
教
育
委
員
会
・

三
国
町
郷
土
資
料
館
、
1
9
8
3
年

■
引
用
絵
画
・
写
真

1
新
版
大
坂
之
図
・
明
暦
年
間
（
古
地

図
資
料
出
版
よ
り
）

2
石
巻
絵
図
（
東
北
大
学
蔵
、「
石
巻
の

歴
史
」
第
九
巻
付
図
よ
り
）

3
模
範
新
大
東
京
全
図
・
昭
和
8
年
版

（
古
地
図
資
料
出
版
よ
り
）

4
天
保
江
戸
図
・
天
保
年
間
（
古
地
図

資
料
出
版
よ
り
）

5
吉
田
東
伍
・
蘆
田
伊
人
『
大
日
本
読

史
地
図
（
復
刻
版
）』
冨
山
房
、
1
9

8
0
年

6
小
尾
保
重
「
新
潟
真
景
」（『
江
戸
時

代
図
誌
13

北
海
道
２
』
筑
摩
書
房
、

1
9
7
7
年
）

7
守
住
貫
魚
「
全
国
名
勝
絵
巻
」（『
江

戸
時
代
図
誌
20

山
陽
道
』
筑
摩
書

房
、
1
9
7
6
年
）

8
寛
永
長
崎
図
（『
江
戸
時
代
図
誌
25
長

崎
・
横
浜
』
筑
摩
書
房
、
1
9
7
6
年
）

9
大
洲
城
及
付
近
侍
屋
敷
図
（『
太
陽
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
「
城
下
町
古
地
図
散
歩

6

広
島
・
松
山
・
山
陽
・
四
国
の

城
下
町
」』
平
凡
社
、
1
9
9
7
年
）

10
大
坂
実
測
図
・
明
治
23
年
、
内
務
省

地
理
局
（
柏
書
房
）

11
高
松
城
お
よ
び
城
下
町
絵
図
屏
風

（『
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
城
下
町
古

地
図
散
歩
6

広
島
・
松
山
・
山
陽

・
四
国
の
城
下
町
」』
平
凡
社
、
1
9

9
7
年
）

12
松
前
屏
風
、
松
前
町
郷
土
資
料
館
蔵

（『
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
城
下
町
古

地
図
散
歩
8

仙
台
・
東
北
・
北
海

道
の
城
下
町
」』
平
凡
社
、
1
9
9
8

年
）

13
『
写
真
で
見
る
大
阪
市
1
0
0
年
』

（
財
）
大
阪
都
市
協
会
、
1
9
8
9
年

14
天
満
青
物
市
場
の
図
、
大
阪
市
立
博

物
館
蔵
（『
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
城

下
町
古
地
図
散
歩
４
　
大
阪
・
近
畿

﹇
1
﹈
の
城
下
町
』」
平
凡
社
、
1
9

9
6
年
）

15
『
写
真
で
見
る
大
阪
市
1
0
0
年
』

（
財
）
大
阪
都
市
協
会
、
1
9
8
9
年

16
『
写
真
で
見
る
大
阪
市
1
0
0
年
』

（
財
）
大
阪
都
市
協
会
、
1
9
8
9
年

17
淀
川
下
流
域
の
河
岸
、「
大
川
便
覧
」

所
収
、
大
阪
城
天
守
閣
所
蔵
（『
太
陽

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
城
下
町
古
地
図
散

歩
４
　
大
阪
・
近
畿
﹇
１
﹈
の
城
下

町
』」
平
凡
社
、
1
9
9
6
年
）

18
『
写
真
で
見
る
大
阪
市
1
0
0
年
』

（
財
）
大
阪
都
市
協
会
、
1
9
8
9
年

19
八
軒
家
船
着
場
（『
江
戸
時
代
図
誌
３

大
阪
』
筑
摩
書
房
、
1
9
7
6
年
）

20
『
写
真
で
見
る
大
阪
市
1
0
0
年
』

（
財
）
大
阪
都
市
協
会
、
1
9
8
9
年

21
『
写
真
で
見
る
大
阪
市
1
0
0
年
』

（
財
）
大
阪
都
市
協
会
、
1
9
8
9
年

22
蔵
屋
敷
、「
浪
華
百
景
」
所
収
、
国
立

国
会
図
書
館
蔵
（『
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
「
城
下
町
古
地
図
散
歩
４
　
大

阪
・
近
畿
﹇
１
﹈
の
城
下
町
』」
平
凡

社
、
1
9
9
6
年
）

23
『
写
真
で
見
る
大
阪
市
1
0
0
年
』

（
財
）
大
阪
都
市
協
会
、
1
9
8
9
年

24
雑
魚
場
、「
浪
華
百
景
」
所
収
、
国
立

国
会
図
書
館
蔵
（『
太
陽
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
「
城
下
町
古
地
図
散
歩
４
　
大
阪

・
近
畿
﹇
１
﹈
の
城
下
町
』」
平
凡
社

1
9
9
6
年
）

25
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料

館
編
『
一
乗
谷
』
1
9
8
1
年

26
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料

館
編
『
一
乗
谷
』
1
9
8
1
年

27
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
資
料

館
編
『
一
乗
谷
』
1
9
8
1
年

28
福
井
江
戸
往
還
図
屏
風
（
部
分
）（
福

井
県
立
博
物
館
『
川
の
生
活
誌
』
1

9
9
1
年
）

29
『
創
立
90
周
年
記
念
誌
魚
紋
』
福
井

魚
商
協
同
組
合
、
1
9
7
9
年

30
三
国
町
郷
土
資
料
館
蔵

31
『
創
立
90
周
年
記
念
誌
魚
紋
』
福
井

魚
商
協
同
組
合
、
1
9
7
9
年

32
鞆
町
絵
図
、
沼
名
前
神
社
蔵
（『
江
戸

時
代
図
誌
20

山
陽
道
』
筑
摩
書
房
、

1
9
7
6
年
）

33
越
前
三
国
湊
風
景
之
図
・
慶
応
元
年

（
部
分
）、
三
国
郷
土
資
料
館
蔵
（
福

井
県
立
博
物
館
『
描
か
れ
た
越
前
若

狭
―
江
戸
時
代
の
絵
図
―
』」）

34
ベ
ー
ス
地
図
は
『
三
国
町
の
民
家
と

町
並
・
付
図
３
　
明
治
初
年
・
三
国

町
の
住
人
と
職
業
』

35
三
国
町
教
育
委
員
会
『
三
国
町
の
民

家
と
町
並
』
三
国
町
教
育
委
員
会
・

三
国
町
郷
土
資
料
館
、
1
9
8
3
年

36
三
国
町
教
育
委
員
会
『
三
国
町
の
民

家
と
町
並
』
三
国
町
教
育
委
員
会
・

三
国
町
郷
土
資
料
館
、
1
9
8
3
年

37
三
国
町
教
育
委
員
会
『
三
国
町
の
民

家
と
町
並
』
三
国
町
教
育
委
員
会
・

三
国
町
郷
土
資
料
館
、
1
9
8
3
年

※
航
空
写
真
は
国
土
地
理
院
で
制
作
し

た
も
の
で
あ
る
。

陣内 秀信
法政大学教授

1947年福岡県に生まれる。東京大学工学部建築学科卒

東京大学大学院工学系研究科建築史専攻・博士

課程修了。工学博士。

1973年イタリア政府給費留学生としてヴェネツィア建築

大学へ留学、ユネスコのローマセンターを経て

1976年帰国。東京大学助手を経て

1982年より法政大学へ。現在、法政大学工学部建築学科

教授。専攻、ヴェネツィア都市形成史、イスラ

ム都市空間論、江戸・東京都市空間論。

1985年「東京の空間人類学」でサントリー学芸賞他を受

賞。

著書は、『ヴェネツィアー都市のコンテクストを読む』

（鹿島出版会）、『私の東京学』（日本経済評論社）、『都市

を読む・イタリア』（法政大学出版局）、『江戸東京のみか

た調べ方』（鹿島出版会）、『水辺都市ー江戸東京のウォー

ターフロント探検』（朝日新聞社）、『ヴェネツィアー水上

の迷宮都市』（講談社）、『都市と人間』（岩波書店）、『中

国の水郷都市』（鹿島出版会）等多数。所属団体「日本

建築学会」、「建築史学会」、「地中海学会」、「日伊協会」、

「東京のまち研究会」等。「水辺の都市」の権威。
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【名　称】

ミツカン水の文化センター

【代表者】

株式会社ミツカングループ本社代表取締役副社長

中 埜 和 英

【所在地】

〒475-8585  愛知県半田市中村町 2‐6

株式会社ミツカングループ本社広報室内

TEL. 0569（24）5087 FAX. 0569（24）5017
◆

＜東京事務局＞〒143-0016  東京都大田区大森北 2‐2‐10・4F

TEL. 03（5762）0244 FAX. 03（5762）0246

【設立目的】

一、「水の文化」に関わる研究活動を行い、

その成果を広く公開し、啓蒙活動を展開することで、

「水」に関する意識の向上を図っていく。

二、 新しい「人と水とのつきあい方」の提案を通して、

人々の豊かなくらしの創造に貢献していく。

41

概要



42

水は市場をつくり、都市

生活を生み、そこから芸

能や文化、文明を生んで

きました。水は、文化の

運び手であり、街をつく

るのに欠かせない存在で

す。

水を「止める」「貯める」

「通す」ことは、大規模

な集団活動によって達成

される事業で、人の定住

化に大きな役割を果たし

ました。農耕・工業の発

展は、水との闘いであり

共生の歴史です。

水で「洗う」「流す」「冷

やす」ことは、小単位の

集団や個人が衣食住とい

うくらしの領域において

日常的に繰り返す行為で

す。このように、水は多

用途的な存在で、時代や

土地柄によって刻々と変

化していきます。

水を「眺める」「聴く」

「清める」ことは、人の

精神を安定させ、潤いの

ある生活を営むうえで欠

くことのできない行為で

す。

出　版
『水の文化』を発行

（年３回）

ライブラリー
ホームページを開設し

「水の文化」に関する文献の

データベースを公開します。

イベント
「水の文化フォーラム」(仮称)

の開催

（年１回）

「水と人のくらしとの関わり」すなわち「水の文化」を、以下の四つの領域で広く捉え

「人がどのように水とつきあってきたか」についてさまざまな側面から検討してまいり

ます。「水の文化」が現在の「風土」「風習」にどう結びついているのか、そして、今日

どのように変わりつつあるのか…多様な視点から研究活動を行ってまいります。

「ミツカン水の文化センター」の活動について

「ミツカン水の文化センター」では、水の文化に関わる研究活動を行い

その成果を出版やイベント、ライブラリーの各事業を通して

広く社会に発信していきます。

水の文化研究活動の領域

～　　 ～水と交流～　　 ～ ～　　 ～水と共生～　　 ～～　　 ～水と生活～　　 ～～　　 ～水と心～　　 ～
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「ミツカン水の文化センター」では、立正大学・日本福祉大学の

富山和子氏、法政大学工学部教授の陣内秀信氏をアドバイザーと

して迎え、研究活動が進んでいます。本号に掲載したお二人のレ

ポートは、この研究報告の一部分です。

第1回研究 基礎研究

「舟運から
都市の水の文化を探る」 「水の文化とは何か」

法政大学工学部教授　陣内秀信

船の発着により発展していく港、蔵屋敷、河
岸・市－こうした“舟運”という物流構造が
生み出す「都市の水の文化」について、建築
空間の分析はいままでなされてきませんでし
た。本研究はこの「都市の水の文化」の都市
的構造を描くことを目的に、これまで物流史
で試みられてきた研究を、都市間関係・都市
の構造・空間の視点で捉え直そうという試み
です。
本号で紹介した一乗谷・福井・三国の調査の
他、アジア諸都市との比較をも視野に入れた
各地のフィールドワークが進行中です。

■ 取材地

1997年8月「大阪」
9月「千葉県佐原」

1998年3月「中国蘇州」
5月「福井県三国」
9月「山形県大石田・酒田」
12月「タイ・バンコク」

立正大学・日本福祉大学　富山和子

「水との暮らし」の生き証人、水と関わる工芸
や技術をもつ方々－日本中にいらっしゃるこ
うした方々を訪ね、各地に残る「水の文化」
を発掘していきます。本号で紹介した香川県
のため池文化の他にも、二つのフィールドワ
ークを行いました。

■「筑後川・アオ取水とくらし」（仮称）

満潮時、筑後川から有明海に流れ込む“水”
が海水に乗って戻ってくる－これを『アオ
（淡水）』と呼びます。近世以来、筑後川下流域
では、この『アオ』を水路に取水し、稲作や
暮らしに利用してきました。この地の、『アオ』
と上手につきあってきた人々の水の文化を紹
介していきます。

■「丹後・浦島伝説と水」（仮称）

伝説の宝庫と言われる丹後半島。ここに伝わ
る民間伝承やおとぎ話の中には、「水」に関わ
るものが多くあります。伝承の底にひそむ
“水の文化の古層”を今解き明かします。

次号より、これらの研究報告を紹介してまい
ります。



44

水文化研究会所蔵
図書データベース

水文化研究会を主宰する古賀邦雄氏
による約1万冊の文献データベース
です。
本センターのアドバイザーでもある
古賀邦雄氏は、『水・河川・湖沼関
係文献集－これから水と河川及び環
境を学ぶ人のために－』(1996年)と
いう、日本でも類例のない水分野に
おける図書目録の編纂者です。25年
間にわたり全国を回り集められた書
誌の成果が、ここに公開されます。

ミツカン水の文化センター

研究事業ご紹介

「水の文化」に関わる様々なデータを収めた

ライブラリーを開設します。

「ミツカン水の文化センター」ホームページ

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

ミツカン水の文化センター所蔵 図書データベース
当センターが所蔵する国内約3,000冊の「水の文化」に関わる文献
のデータベースです。

富山和子氏や陣内
秀信氏による研究
成果を公開して参
ります。

（画面のデザインは予定）
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―
―
編
集
後
記
―
―

「
蛇
口
を
開
く
」
と
い
う
行
為
す
ら
自
動
化
さ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
。“水
を
出
す
手
間
”
も
徐
々
に
省
か

れ
、
水
の
あ
り
が
た
み
を
感
じ
に
く
く
な
っ
て
き
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、
連
日
、
水
に
か

か
わ
る
様
々
な
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
交
い
、
水
の
大
切

さ
は
頭
で
は
わ
か
っ
て
い
る
も
の
の
、
自
生
活
で
は
、

少
々
鈍
感
と
い
う
状
態
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
の
設
立
に
際
し
て

は
、
関
係
の
皆
様
の
ご
助
力
の
賜
物
と
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。
よ
う
や
く
設
立
に
こ
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

今
後
と
も
、
皆
様
の
ご
指
導
と
ご
助
力
を
頂
戴
し

な
が
ら
、『
水
』
へ
の
意
識
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で

き
れ
ば
幸
い
で
す
。

ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ
の
本
社
所
在
地
が
愛
知
県
半

田
市
に
あ
る
関
係
上
、
東
京
に
も
事
務
局
を
設
け
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
お
問
い
合
せ
な
ど
は
、
東

京
事
務
局
に
て
承
り
ま
す
。

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
機
関
誌

「
水
の
文
化
」
創
刊
号

発
行
日

平
成
11
（
1
9
9
9
）
年
1
月

発
　
行

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー

〒
4
7
5
・
8
5
8
5
愛
知
県
半
田
市
中
村
町
2
‐
6

株
式
会
社
ミ
ツ
カ
ン
グ
ル
ー
プ
本
社
広
報
室
内

電
話
　
0
5
6
9
（
2
4
）
5
0
8
7

《
お
問
い
合
わ
せ
》

ミ
ツ
カ
ン
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
東
京
事
務
局

〒
1
4
3
・
0
0
1
6
東
京
都
大
田
区
大
森
北
2
‐
2
‐
10
・
4F

電
話
　
0
3
（
5
7
6
2
）
0
2
4
4

※ 禁無断転載複写








